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「
女
性
が
働
き
続
け
る
」
と
は
、
端
的
に

い
え
ば
、
各
企
業
で
女
性
従
業
員
が
今
以
上

に
も
っ
と
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。
女
性
従
業
員
が
よ
り
活
躍
す
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
、
男
女
の
賃
金
格
差
が

縮
小
す
る
こ
と
と
繋
が
っ
て
い
る
。

　

筆
者
（
浅
尾
）
は
、「
男
女
間
賃
金
格
差
問

題
読
本
」（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
労
働
政
策
レ
ポ
ー
ト

６
）
と
い
う
も
の
を
書
い
て
こ
の
五
月
に
発

表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
の
前
半
は
そ

の
要
約
と
い
え
る
。
後
半
は
、
女
性
の
一
層

の
活
躍
を
通
じ
た
男
女
間
賃
金
格
差
の
縮
小

に
つ
い
て
、
筆
者
な
り
の
展
望
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま

で
私
見
で
あ
る
。

「
男
女
間
賃
金
格
差
」
を
再
考
し

ま
し
ょ
う　

「
格
差
」
と
い
う
と
何
か
「
う

し
ろ
め
た
い
」
も
の
を
感
じ
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
稿

で
い
う
男
女
間
賃
金
格
差
は
、

社
会
全
体
ま
た
は
各
企
業
に
お

い
て
、
男
性
社
員
の
平
均
賃
金

を
分
母
に
し
て
女
性
社
員
の
そ

れ
を
分
子
に
し
て
計
算
し
た
も

の
に
一
〇
〇
を
乗
じ
た
指
数
で

表
さ
れ
る
状
態
を
さ
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
意

味
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
は

持
っ
て
い
な
い
。

　

厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基

本
統
計
調
査
」
に
よ
り
、
平
成

二
〇
年
（
西
暦
二
〇
〇
八
年
）

六
月
に
お
け
る
一
般
労
働
者

（
フ
ル
タ
イ
ム
の
常
用
労
働
者
）

の
所
定
内
給
与
額
で
上
述
の
格

差
指
数
を
計
算
す
る
と
六
七
・

八
と
な
り
、
女
性
の
賃
金
は
男

性
の
三
分
の
二
を
や
や
上
回
る
水
準
に
あ
る

（
１
）。
男
女
間
の
賃
金
に
は
依
然
大
き
な
格

差
が
み
ら
れ
る
の
は
間
違
い
の
な
い
事
実
で

あ
る
。

　

と
は
い
え
、
賃
金
決
定
制
度
そ
の
も
の
に

お
い
て
男
女
で
異
な
る
取
り
扱
い
を
し
て
い

る
企
業
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
。
昭

和
四
〇
年
代
頃
ま
で
は
賃
金
表
を
男
女
別
々

に
設
定
し
て
い
る
企
業
も
散
見
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
そ
う
し
た
直
接
的
な
「
差
別
」
は
ほ

と
ん
ど
是
正
さ
れ
た
。
昨
年
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
で

実
施
し
た
調
査（
以
下「
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
賃
金
・

雇
用
制
度
調
査
」
と
い
う
。）（
２
）
で
も
「
男

性
社
員
と
女
性
社
員
と
で
分
け
て
」
賃
金
表

を
作
成
し
て
い
る
と
す
る
企
業
は
例
外
的
と

い
え
る
ほ
ど
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
現
在

に
お
け
る
男
女
間
賃
金
格
差
の
問
題
と
は
、

多
く
の
場
合
、
女
性
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て

直
接
に
男
性
よ
り
も
賃
金
を
低
く
し
て
い
る

と
い
っ
た
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

勤
続
年
数
や
役
職
に
代
表
さ
れ
る

「
配
置
」
の
違
い
が
要
因

　

で
は
、
な
ぜ
上
述
の
よ
う
な
大
き
な
「
格

差
」
が
み
ら
れ
る
の
か
。
当
た
り
前
の
こ
と

を
改
め
て
書
け
ば
、
企
業
の
賃
金
決
定
制
度

に
お
い
て
、
低
く
賃
金
額
が
設
定
さ
れ
て
い

る
ラ
ン
ク
に
相
対
的
に
多
く
女
性
が
配
置
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
賃
金
額
が
低
く
設

定
さ
れ
て
い
る
ラ
ン
ク
と
は
、
そ
の
企
業
に

と
っ
て
そ
れ
だ
け
の
貢
献
・
期
待
し
か
求
め

ら
れ
て
い
な
い
仕
事
や
役
割
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
統
計
デ
ー
タ
で
示
す
方
法
と

し
て
よ
く
利
用
さ
れ
る
の
が
、
賃
金
額
の
設

定
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
要
素
に
つ
い
て

男
女
の
構
成
比
を
調
整
し
て
賃
金
格
差
を
計

算
し
て
み
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

年
齢
構
成
の
違
い
を
調
整
す
る
た
め
、
女
性

の
年
齢
別
構
成
が
男
性
の
そ
れ
と
同
じ
で

あ
っ
た
と
し
て
計
算
（
加
重
平
均
）
し
て
得

ら
れ
る
平
均
賃
金
に
よ
り
格
差
指
数
を
み
て

み
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

上
述
の
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
で

は
、
年
齢
、
学
歴
、
勤
続
年
数
、
役
職
な
ど

の
属
性
別
の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
の
で
、
こ

れ
ら
を
調
整
し
て
計
算
し
た
結
果
を
示
す
。

た
だ
し
、
本
稿
執
筆
時
点
で
は
平
成
二
〇
年

の
こ
う
し
た
デ
ー
タ
は
利
用
で
き
な
か
っ
た

の
で
、
平
成
一
九
年
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
い

る
。
そ
の
結
果
を
み
る
と
（
図
１
）、
各
項

目
と
も
男
女
の
構
成
の
違
い
を
調
整
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
格
差
指
数
は
原
デ
ー
タ
に
よ
る

よ
り
も
高
く
な
る
（
格
差
は
縮
小
）
が
、
な

か
で
も
役
職
構
成
や
勤
続
年
数
構
成
の
違
い

に
よ
る
効
果
が
大
き
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

図
１
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
ご
と
に
構
成
調

整
を
し
て
い
る
が
、
ち
な
み
に
勤
続
年
数
と

役
職
と
を
併
せ
て
構
成
調
整
を
し
て
み
る
と
、

企
業
に
お
け
る
女
性
従
業
員
の
活
躍
度
を
測
る
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　

男
女
の
賃
金
格
差
指
数
が
最
適
で
す

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ　

研
究
所
長　

浅
尾　

裕　
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調
整
後
の
格
差
指
数
（
一
〇
〇
人
以
上
規
模

企
業
デ
ー
タ
に
よ
る
）
は
八
〇
・
八
と
な
る

（
３
）。
男
女
の
賃
金
格
差
に
は
、
勤
続
年
数

が
女
性
の
方
が
短
い
こ
と
、
課
長
、
部
長
と

い
っ
た
役
職
に
就
い
て
い
る
女
性
が
少
な
い

こ
と
と
い
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
今
更
な
が
ら
わ
か
る
。

　

統
計
デ
ー
タ
で
は
こ
の
よ
う
な
調
整
し
か

で
き
な
い
。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
各
企

業
の
賃
金
決
定
制
度
そ
の
も
の
は
男
女
間
賃

金
格
差
を
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

と
す
れ
ば
、
賃
金
決
定
の
各
ラ
ン
ク
別
の
構

成
に
つ
い
て
構
成
調
整
を
行
っ
て
算
出
さ
れ

る
格
差
指
数
は
、
成
果
主
義
賃
金
等
に
よ
る

業
績
の
違
い
に
よ
る
変
動
部
分
を
別
と
し
て
、

限
り
な
く
一
〇
〇
に
近
い
数
値
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。

賃
金
格
差
へ
の
対
処
と
女
性
社
員

の
活
躍
促
進
の
た
め
に
望
ま
れ
る

事
項
と
は
同
じ

　

統
計
デ
ー
タ
か
ら
析
出
さ
れ
た
勤
続
格
差

と
役
職
格
差
と
い
う

男
女
間
賃
金
格
差
の

二
大
要
因
に
つ
い
て
、

考
え
て
み
た
い
。

（
勤
続
年
数
格
差
＝

女
性
の
就
業
継
続
）

　

ま
ず
、
女
性
の
勤

続
年
数
が
男
性
よ
り

も
短
い
こ
と
に
つ
い

て
。
企
業
に
お
い
て

勤
続
を
直
接
の
賃
金

決
定
要
素
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
は
少
な
く

な
っ
て
い
る
も
の
の
、

熟
練
形
成
や
能
力
開

発
、
役
割
・
責
務
の

度
合
の
上
昇
な
ど
を

通
じ
て
、
勤
続
年
数

が
長
く
な
る
ほ
ど
賃

金
も
高
く
な
る
傾
向

が
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
。
勤
続

年
数
に
お
け
る
差
が

縮
小
す
れ
ば
賃
金
格

差
も
縮
小
す
る
と
い

え
る
。
ち
な
み
に
、

男
女
間
賃
金
格
差
指

数
は
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
年
）
に
は
五

九
・
六
で
あ
り
、
上
述
の
よ
う
に
平
成
二
〇

年
に
は
六
七
・
八
に
ま
で
徐
々
に
上
昇
（
格

差
は
縮
小
）
し
て
き
た
が
、
そ
の
間
に
男
女

間
で
の
勤
続
年
数
の
格
差
も
五
七
・
一
か
ら

六
五
・
六
ま
で
軌
を
一
に
し
て
縮
小
し
て
き

て
い
る
。

　

女
性
の
勤
続
年
数
が
男
性
よ
り
も
か
な
り

短
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
出
産
・
育
児
を
契
機
に
企
業
を
退
職

し
て
し
ま
う
女
性
が
依
然
と
し
て
少
な
く
な

い
こ
と
に
よ
る
面
が
大
き
い
。
女
性
社
員
が

出
産
や
育
児
・
子
育
て
を
契
機
に
退
職
す
る

こ
と
な
く
引
き
続
き
継
続
し
て
、
蓄
積
さ
れ

た
知
識
や
技
能
を
活
か
し
て
仕
事
を
遂
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
仕
事
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
を
図
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
企
業
と
し
て
も
「
両
立

支
援
策
」
に
一
層
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
う
し
て
女
性
社
員
の
勤
続
年
数
が

伸
長
し
、
男
性
社
員
と
遜
色
な
い
も
の
と

な
っ
て
く
れ
ば
、
男
女
間
賃
金
格
差
も
縮
小

す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

両
立
支
援
策
と
し
て
は
、
育
児
休
業
や
育

児
期
の
短
時
間
勤
務
制
な
ど
、
法
的
制
度
も

含
め
て
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
既
に
実
施
さ
れ
、

ま
た
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
筆
者
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

の
対
応
は
「
小
出
し
」
に
過
ぎ
る
こ
と
と
、

育
児
・
子
育
て
に
伴
う
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対

応
で
き
て
い
な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
の
印
象
を
も
っ
て
い
る
。
育
児
・
子
育
て

は
ト
ー
タ
ル
な
課
題
で
あ
っ
て
、
必
要
な
対

応
群
の
ど
れ
か
一
つ
を
欠
い
て
も
両
立
が
困

難
と
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
対
策
を
講
じ
る
こ
と
」
自
体
が
目
的
で
は

な
く
、
企
業
と
し
て
真
に
女
性
社
員
の
就
業

継
続
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
法
的

義
務
の
あ
る
事
項
に
か
か
わ
り
な
く
、
女
性

社
員
の
ニ
ー
ズ
や
意
見
を
十
分
把
握
し
つ
つ
、

必
要
な
も
の
は
機
動
的
か
つ
広
範
な
対
策
を

講
じ
る
こ
と
こ
そ
、
結
果
的
に
費
用
対
効
果

を
高
め
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
役
職
格
差
＝
女
性
の
役
職
登
用
）

　

つ
ぎ
に
、
女
性
の
役
職
者
が
男
性
よ
り
も

目
立
っ
て
少
な
い
こ
と
に
つ
い
て（
４
）。
女

性
の
勤
続
年
数
が
伸
長
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
に
応
じ
て
男
性
と
同
様
に
女
性
が
役
職
者

に
就
く
こ
と
が
、
男
女
間
賃
金
格
差
の
縮
小

に
と
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
女
性
が
活
躍
す

る
職
場
と
な
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
女

性
の
役
職
者
が
少
な
い
理
由
と
し
て
は
、
上

述
の
よ
う
に
女
性
の
勤
続
年
数
が
短
く
、
役

職
適
齢
期
に
な
る
前
に
多
く
の
女
性
が
退
職

し
て
し
ま
っ
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
が
、
そ

れ
と
と
も
に
、
も
と
も
と
企
業
が
将
来
の
役

職
者
候
補
と
し
て
女
性
を
採
用
し
て
こ
な

か
っ
た
と
い
う
面
も
あ
る
。
近
年
、
お
そ
ら

く
は
こ
こ
数
年
に
お
い
て
、
多
く
の
企
業
で

幹
部
候
補
と
し
て
男
女
を
同
等
に
採
用
す
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る（
５
）。
た

だ
、
そ
う
し
て
採
用
さ
れ
た
女
性
社
員
が
役

職
（
課
長
ク
ラ
ス
）
適
齢
期
に
達
す
る
ま
で

に
は
あ
と
一
〇
年
程
度
以
上
は
か
か
る
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
企
業

と
し
て
は
、
そ
れ
以
前
に
採
用
さ
れ
既
に
ベ

テ
ラ
ン
と
な
っ
て
い
る
女
性
社
員
の
役
職
登

用
に
関
し
て
一
計
を
案
じ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（
６
）。

（
職
域
の
狭
さ
も
要
因
＝
女
性
の
職
域
拡

大
）

　

勤
続
と
役
職
格
差
の
ほ
か
、
そ
れ
ら
と
も

関
連
し
て
男
性
に
比
べ
て
女
性
の
職
域
が
狭

い
こ
と
も
賃
金
格
差
の
一
つ
の
要
因
に
な
っ

て
い
る
。
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統

計
調
査
」
で
は
、
一
二
九
の
職
種
に
つ
い
て

66.9 66.0 1.2 1.5
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10.7

50

55

60

65

70

75

80

85

原データによる
格差指数（A）

原データによる
格差指数（B）

年齢構成を
調整した場合
（A）

学歴構成を
調整した場合
（A）

勤続年数
構成を調整
した場合
（A）

役職構成を
調整した場合
（B）

68.1 68.4
72.4

76.7

図１　男女間賃金格差指数と構成調整

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成19年データ）
（注）1．「格差指数」とは、男性労働者の平均賃金を100としたときの女性労働者のその水準を示す。
　　　2．賃金としては、所定内賃金を用いている。
　　　3．Aは10人以上規模企業、Bは100人以上規模企業のデータである。
　　　4 ．構成調整とは、女性労働者の構成が男性労働者の構成と同じとして加重平均して求めた賃金額を

使って格差指数を算出することをいう。
　　　5．グラフの上段斜め線を施した部分が、構成調整により格差が縮小した部分を示す。
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集
計
結
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
〇

年
の
デ
ー
タ
で
は
、
そ
の
う
ち
労
働
者
数
に

つ
い
て
女
性
の
方
が
多
い
（
男
性
の
該
当
な

し
を
含
む
）
職
種
は
三
〇
と
全
体
の
四
分
の

一
弱
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
残
り
九
九
の
職

種
は
女
性
の
方
が
少
な
い
職
種
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
八
五
は
女
性
が
男
性
の
半
数
を
下

回
り
、
さ
ら
に
五
一
の
職
種
は
女
性
が
男
性

の
一
〇
分
の
一
未
満
の
数
と
な
っ
て
い
る
。

女
性
の
方
が
男
性
よ
り
も
職
域
が
狭
い
こ
と

が
わ
か
る
（
表
１
）。
女
性
の
能
力
と
希
望

に
応
じ
て
、
そ
の
活
躍
す
る
職
域
を
拡
大
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

な
お
、
同
じ
職
種
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
女

性
の
方
の
勤
続
年
数
が
長
い
場
合

で
も
、
平
均
で
み
た
賃
金
は
女
性

の
方
が
低
い
職
種
が
ほ
と
ん
ど
と

な
っ
て
い
る（
７
）。

　

統
計
上
の
職
種
区
分
で
は
な
か

な
か
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
同
じ
職
種
で
あ
っ
て
も
女
性

が
男
性
よ
り
も
難
易
度
や
貢
献
度

の
低
い
職
務
に
、
特
段
の
理
由
な

く
就
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
や
り

が
い
の
あ
る
職
務
を
女
性
に
任
せ

る
こ
と
も
、
女
性
の
就
業
継
続
を

促
進
す
る
効
果
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る（
８
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
女
性
従
業
員

が
企
業
に
お
い
て
一
層
活
躍
す
る

よ
う
に
な
れ
ば
男
女
間
賃
金
格
差

も
縮
小
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
の
企
業
に
お
け
る
女

性
従
業
員
の
活
躍
度
を
み
る
場
合
、

ト
ー
タ
ル
に
そ
れ
を
示
す
指
標
と

し
て
男
女
間
賃
金
格
差
の
縮
小
度

合
を
み
る
こ
と
が
最
適
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

企
業
の
見
通
し
方
向
も

合
っ
て
い
ま
す

　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
賃
金
・
雇
用
制

度
調
査
」
に
よ
り
、
関
連
す
る
現

状
の
デ
ー
タ
と
と
も
に
、
今
後
企

業
が
ど
の
よ
う
な
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
か

を
み
て
お
こ
う（
９
）。

　

ま
ず
、
女
性
の
部
課
長
ク
ラ
ス
へ
の
登
用

に
つ
い
て
。
調
査
に
よ
れ
ば
、
現
在
女
性
の

部
課
長
ク
ラ
ス
の
い
る
企
業
が
二
九
・
五
％

で
あ
っ
た
。
こ
こ
五
年
間
に
女
性
の
課
長
ク

ラ
ス
が
増
え
た
と
す
る
と
こ
ろ
が
一
〇
・

四
％
、
部
長
ク
ラ
ス
で
は
四
・
三
％
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
女
性
部
課
長
が
増
え
た
と
こ

ろ
に
増
え
た
理
由
を
尋
ね
た
結
果
を
み
る
と
、

「
適
格
者
が
増
え
た
」
と
す
る
と
こ
ろ
が
六

九
・
九
％
と
七
割
の
企
業
が
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、「
積
極
登
用
す
る
自
社
の
方
針
」
を
挙

げ
た
企
業
が
二
六
・
三
％
と
四
分
の
一
強
と

な
っ
て
い
る
。
現
在
女
性
部
課
長
が
い
る
企

業
及
び
現
在
い
な
い
が
五
年
前
に
は
い
た
企

業
に
今
後
の
見
通
し
を
尋
ね
た
結
果
は
、
課

長
ク
ラ
ス
の
増
加
を
見
通
す
と
こ
ろ
が
三

三
・
九
％
、
部
長
ク
ラ
ス
で
は
一
六
・
五
％

と
な
っ
て
い
る
。
課
長
ク
ラ
ス
の
増
加
を
見

通
す
企
業
の
割
合
を
産
業
別
に
み
る
と
、
金

融
・
保
険
業
七
三
・
四
％
、
情
報
通
信
業
五

八
・
一
％
、
卸
売
・
小
売
業
四
一
・
一
％
な

ど
で
相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い
る
。
金
融
・

保
険
業
で
は
部
長
ク
ラ
ス
の
増
大
を
見
通
す

と
こ
ろ
（
七
〇
・
七
％
）
も
他
の
産
業
に
比

べ
群
を
抜
い
て
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

つ
い
で
、
女
性
の
職
域
拡
大
に
つ
い
て
。

こ
こ
五
年
間
に
従
前
男
性
が
就
い
て
い
た
仕

事
や
部
署
に
女
性
を
配
置
し
た
こ
と
の
あ
る

企
業
は
二
九
・
六
％
と
三
割
程
度
と
な
っ
て

い
る
。
当
該
配
置
し
た
企
業
に
つ
い
て
そ
の

理
由
を
尋
ね
た
結
果
を
み
る
と
、「
適
格
な
女

性
社
員
を
採
用
で
き
た
」（
四
七
・
五
％
）
や

「
女
性
社
員
が
育
成
さ
れ
て
き
た
」（
三
五
・

五
％
）
が
多
く
な
っ
て
お
り
、「
積
極
登
用
す

る
自
社
の
方
針
に
よ
る
」
も
二
三
・
九
％
の

企
業
が
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
従
前
男

性
が
就
い
て
い
た
仕
事
や
部
署
で
女
性
を
配

置
し
て
も
よ
い
と
思
う
も
の
が
あ
る
と
す
る

企
業
が
七
一
・
三
％
に
上
っ
て
お
り
、
そ
う

し
た
職
務
と
し
て
は「
営
業
の
職
務
」（
五
二
・

表１　職種別にみた男女労働者数、勤続年数、賃金の違い

労働者数 平均勤続年数 賃金格差 職種数 職種例

男性がいない 1 歯科衛生士

女性の方が多い

女性の方が長い
女性の方が高い 1 看護師

女性の方が低い 9 洋裁工、ビル清掃員、保育士など

女性の方が短い
女性の方が高い 1 社会保険労務士

女性の方が低い 18 百貨店店員、電子計算機オペレータ、薬剤師など

女性の方が少ない

女性の方が長い
女性の方が高い 1 販売店員（百貨店店員を除く）

女性の方が低い 18 調理士、娯楽接客員、化学分析員など

女性の方が短い
女性の方が高い 0

女性の方が低い 77 自動車整備工、大学講師、電車車掌、記者など

女性がいない 3 不動産鑑定士、左官など

計 129

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成20年）
（注）1．賃金は所定内賃金である。
　　　2．雇用されて働いている人々に関するデータであることに留意されたい。
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三
％
）、「
企
画
の
職
務
」（
三
九
・
二
％
）、「
対

顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
職
務
」（
三
二
・
〇
％
）
の

三
つ
を
挙
げ
る
企
業
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

産
業
別
に
み
て
も
、
鉱
業
な
ど
一
部
の
産
業

を
除
い
て
い
ず
れ
の
産
業
に
お
い
て
も
女
性

の
職
域
拡
大
が
可
能
と
す
る
企
業
の
割
合
が

お
し
な
べ
て
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
不
動
産

業
（
八
三
・
六
％
）、
金
融
・
保
険
業
（
七
八
・

七
％
）
な
ど
が
相
対
的
に
高
く
、
製
造
業
も

七
六
・
七
％
と
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
企
業
に
お
い
て
、

今
後
女
性
の
役
職
者
を
増
や
し
、
職
域
を
拡

大
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
こ
う
し
た
動
き
や
取
り
組
み
を
一
層
深

化
し
、
広
範
化
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

そ
の
際
は
、
女
性
従
業
員
の
活
躍
促
進
の
結

果
と
し
て
、
男
女
間
賃
金
格
差
の
縮
小
を
総

合
的
な
目
標
指
標
と
し
て
設
定
さ
れ
る
こ
と

を
推
奨
し
た
い
。
当
面
格
差
指
数
八
〇
程
度

の
実
現
を
め
ざ
す
と
い
う
の
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か（
10
）。

企
業
こ
そ
女
性
活
躍
度
向
上
に
向

け
た
施
策
の
実
施
主
体
で
す

　

女
性
従
業
員
の
活
躍
度
の
向
上
は
、
も
と

よ
り
女
性
自
ら
の
意
欲
と
努
力
と
が
基
礎
と

な
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の

う
え
で
い
え
ば
、
企
業
こ
そ
、
そ
れ
を
後
押

し
す
る
第
一
の
実
施
主
体
と
な
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

　

経
済
活
動
の
根
源
的
な
目
的
は
、
自
然
界

か
ら
取
得
す
る
資
源
を
利
用
し
て
人
々
が
生

活
（
次
世
代
の
育
成
を
含
む
。）
を
し
て
い

く
た
め
に
必
要
な
財
貨
を
生
産
し
、
そ
れ
を

人
々
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
な
形
に
加
工
し
、

さ
ら
に
は
人
々
が
利
用
す
る
過
程
（
消
費
過

程
）
が
円
滑
に
い
く
よ
う
に
す
る
た
め
に
支

援
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。

利
潤
を
最
大
化
す
る
こ
と
自
体
が
決
し
て
経

済
の
目
的
で
は
な
く
、
利
潤
は
経
済
活
動
が

円
滑
に
進
む
よ
う
に
動
機
付
け
る
た
め
の

「
社
会
の
知
恵
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
根
源
的
な
経
済
活
動
を
図
式
化
し
た

も
の
が
図
２
で
あ
る
。
人
類
の
原
始
社
会
に

お
い
て
は
、
恐
ら
く
は
狩
猟
を
重
要
な
生
産

活
動
の
一
つ
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
男
性
が
物

の
生
産
の
主
体
と
な
り
、
女
性
が
消
費
の
た

め
の
加
工
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
主
体
と
な
る

こ
と
が
合
理
的
な
分
業
関
係
で
あ
っ
た
と
、

仮
説
的
で
は
あ
れ
か
な
り
蓋
然
性
高
く
推
論

で
き
る（
11
）。
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
行
わ

れ
た
そ
う
し
た
行
為
・
慣
習
が
、
や
が
て
社

会
関
係
化
し
、
社
会
意
識
化
し
、
一
部
は
遺

伝
化
し
て
、
現
代
の
我
々
も
無
意
識
的
伝
統

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
長
い
間
「
物
の

生
産
」
の
た
め
の
仕
事
が
最
重
要
の
経
済
活

動
で
あ
っ
た
が
、
有
史
時
代
に
入
る
と
と
も

に
順
次
「
消
費
可
能
財
へ
の
加
工
」
の
重
要

性
が
増
大
し
、近
年
に
お
い
て
は
さ
ら
に「
消

費
の
た
め
の
付
加
価
値
」
が
最
重
要
の
経
済

活
動
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
と
り
わ

け
い
わ
ゆ
る
先
進
主
要
国
で
は
人
口
減
少
時

代
を
迎
え
、
物
の
量
的
拡
大
の
重
要
性
が
低

下
す
る
中
に
あ
っ
て
、
質
的
付
加
価
値
が
経

済
活
動
の
盛
衰
を
決
め
る
時
代
に
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
分
野
こ
そ
伝
統
的
に
女

性
が
担
っ
て
き
た
領
域
で
あ
る
。
つ
い
最
近

ま
で
は
女
性
の
ニ
ー
ズ
を
男
性
が
慮
か
っ
て

製
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
活
か
す
時
期
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
で
は
消
費
の
持
つ
真
の
多
様
性
に

追
い
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
時
期
が
到
来
し

て
い
る
。
女
性
に
経
済
活
動
の
主
体
と
し
て

活
躍
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
企
業
か
ど

う
か
が
、
繁
栄
す
る
か
ど
う
か
を
決
す
る
時

代
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
、
企
業
と
し
て
女
性
従
業
員
の
活

躍
促
進
に
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
時
代
的
背

景
が
あ
る
。

女
性
の
多
様
性
に
留
意
を

　

旧
約
聖
書
の
「
創
世
記
」
に
女
性
は
男
性

か
ら
作
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
の
影
響
か
ど
う

か
は
別
と
し
て
、
女
性
は
出
産
・
哺
乳
を
除

け
ば
、
男
性
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
の

考
え
が
あ
る
一
方
で
、
脳
神
経
学
的
に
み
て

あ
る
種
の
性
差
が
厳
然
と
存
在
す
る
と
も
い

わ
れ
る
。
例
え
ば
ス
ー
ザ
ン
・
ピ
ン
カ
ー（
訳

書　

二
〇
〇
九
年
）「
な
ぜ
女
は
昇
進
を
拒
む

の
か
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
を
前
提
に
「
職
場

に
見
ら
れ
る
男
女
の
非
対
称
性
の
一
部
は
、

隠
れ
た
偏
見
の
表
れ
で
は
な
く
、
成
熟
し
た

自
由
な
社
会―

―

一
人
一
人
が
自
ら
の
意
思

で
選
択
で
き
る
社
会―

―

で
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」（
三
八
〇
ペ
ー

ジ
）
と
も
書
い
て
い
る（
12
）。
科
学
的
な
議

論
は
別
と
し
て
、
実
務
の
世
界
に
お
い
て
は
、

男
女
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
特
性
的
な
差
異
が
あ

る
こ
と
は
日
々
経
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
よ
い
意
味
で
そ
れ
を
前
提
に
必
要
な
対

応
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
ハ
キ
ム
（
二
〇
〇

〇
年
）「W

ork-L
ifestyle C

hoices in the 
21st C

entury

」
で
は
、
女
性
を
「
家
庭
中

心
」
型
、「
適
応
」
型
、「
仕
事
中
心
」
型
の
三

つ
の
選
好
グ
ル
ー
プ
に
類
型
化
で
き
る
と
し
、

主
要
国
で
は
平
均
的
に
み
て
そ
れ
ぞ
れ
二
対

六
対
二
の
割
合
で
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
従
来
の
「
男
性

型
」
の
働
き
方
で
、
ま
あ
ま
あ
大
丈
夫
な
層

（
上
述
の
「
仕
事
中
心
」
型
）
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、「
適
用
」
型
の
女
性（
13
）
が
進

ん
で
働
い
て
く
れ
る
よ
う
な
就
業
環
境
を
企

業
は
作
り
出
す
必
要
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
上
に
も
書
い
た
が
、

「
男
ま
さ
り
」
の
仕
事
を
す
る
女
性
と
い
う

よ
り
も
、
家
庭
も
大
切
に
考
え
る
女
性
こ
そ

こ
れ
か
ら
企
業
が
必
要
と
す
る
戦
力
な
の
で

あ
る
。

消費可能財への加工 消費のための価値付加

最
終
消
費

自　

然　

界

物の生産

（女性労働が主体＝）消費過程

生産過程（＝男性労働が主体）

図２　経済活動の重点の移行と女性労働の重要度の高まり（説明概念図）
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10

〔
注
〕

１
．「
一
般
労
働
者
」
の
う
ち
「
正
社
員
・
正
職
員
」
に

つ
い
て
み
る
と
七
〇
・
六
と
計
算
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

労
働
者
平
均
ベ
ー
ス
で
の
格
差
指
数
で
あ
る
。
ま
た
、

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
実
施
し
た
「
女
性
従
業
員
の
活
用
を
め

ざ
し
た
賃
金
・
雇
用
管
理
の
検
討
の
た
め
の
基
礎
調

査
」（
企
業
規
模
三
〇
人
以
上
対
象
）
に
よ
り
企
業
平
均

ベ
ー
ス
の
格
差
指
数
を
み
る
と
七
四
・
七
と
な
っ
て
い

る
。
各
企
業
で
い
わ
ゆ
る
正
社
員
に
つ
い
て
男
女
間
賃

金
格
差
指
数
を
計
算
し
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
四
分
の
三
程

度
と
い
う
の
が
平
均
的
な
姿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

２
．
上
記
注
１
に
あ
る
「
女
性
従
業
員
の
活
用
を
め
ざ
し

た
賃
金
・
雇
用
管
理
の
検
討
の
た
め
の
基
礎
調
査
」
で

あ
る
。

３
．
平
均
的
に
み
て
男
女
間
賃
金
格
差
が
八
割
程
度
と
い

う
の
は
、
米
英
独
並
み
の
水
準
と
い
え
る
。

４
．「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
」
の
平
成
一
九
年
デ
ー

タ
に
よ
り
部
課
長
ク
ラ
ス
の
割
合
を
み
る
と
、
男
性
が

一
二
・
七
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
女
性
は
一
・
七
％
に

過
ぎ
な
い
。

５
．
こ
れ
に
は
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
に
よ
り
平
成
一
一

年
か
ら
採
用
、
配
置
の
男
女
間
差
別
禁
止
が
、
従
来
の

努
力
義
務
か
ら
強
行
的
義
務
と
な
っ
た
も
と
で
、
景
気

回
復
と
と
も
に
新
規
学
卒
採
用
が
本
格
的
に
回
復
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

６
．
例
え
ば
一
部
の
企
業
で
、
い
わ
ゆ
る
一
般
職
の
ま
ま

で
課
長
ク
ラ
ス
に
昇
進
で
き
る
雇
用
ル
ー
ト
を
整
備
す

る
と
こ
ろ
も
出
て
き
て
い
る
。

７
．
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
賃
金
・
雇
用
制
度
調
査
」
に
お
い
て

も
、
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
る
。
な
お
同
調
査
で

は
、
女
性
の
方
の
賃
金
が
低
く
な
っ
て
い
る
理
由
と
し

て
「
役
職
者
が
多
い
」、「
よ
り
質
の
高
い
仕
事
を
し
て

い
る
」
を
挙
げ
た
企
業
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

８
．
理
論
的
に
は
就
業
継
続
を
す
る
か
し
な
い
か
は
、
就

業
継
続
を
す
る
デ
メ
リ
ッ
ト
（
こ
の
場
合
は
育
児
と
の

両
立
の
困
難
さ
）
と
メ
リ
ッ
ト
（
得
ら
れ
る
所
得
や
や

り
が
い
な
ど
）
と
の
比
較
考
量
で
決
ま
る
と
い
え
る
。

前
者
を
抑
制
す
る
施
策
と
と
も
に
、
後
者
を
高
め
る
施

策
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

９
．
詳
細
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
五
二
を
参

照
さ
れ
た
い
。

10
．
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
賃
金
・
雇
用
制
度
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

男
女
間
賃
金
格
差
指
数
が
七
五
未
満
の
企
業
は
五
三
・

五
％
、
一
〇
〇
〇
人
以
上
規
模
企
業
で
は
六
〇
・
八
％

と
な
っ
て
い
る
。

11
．
あ
く
ま
で
主
体
で
あ
っ
て
、
生
産
の
た
め
の
仕
事
で

あ
れ
消
費
の
た
め
の
仕
事
で
あ
れ
、
男
女
が
協
働
で
取

り
組
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
農
耕
・
酪

農
生
産
が
主
流
と
な
っ
た
段
階
以
降
は
、
女
性
労
働
も

主
体
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
生
産
労
働
の
不
可
欠
の
担

い
手
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

12
．
ピ
ン
カ
ー
は
カ
ナ
ダ
の
臨
床
心
理
士
で
あ
る
。
同
書

で
は
、
他
人
に
対
す
る
「
共
感
性
」
や
「
利
他
性
」
な

ど
が
男
性
と
対
照
的
な
女
性
の
特
性
と
し
て
強
調
さ
れ

て
い
る
が
、
本
を
読
み
な
が
ら
筆
者
（
浅
尾
）
は
、
日

本
と
は
か
な
り
違
う
な
あ
と
の
感
想
を
禁
じ
得
な
か
っ

た
。

13
．
ハ
キ
ム
に
よ
っ
て
「
適
用
」
型
の
選
好
特
性
を
示
せ

ば
、
次
の
と
お
り
と
な
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
も
っ
と

も
多
様
で
あ
り
、
仕
事
と
家
族
と
を
両
立
さ
せ
る
こ
と

を
望
み
、
キ
ャ
リ
ア
（
形
成
）
に
つ
い
て
は
臨
機
応
変

で
計
画
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
仕
事
す
る
こ
と
は
希
望

す
る
も
の
の
完
全
に
仕
事
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
望

ん
で
い
な
い
。
資
格
を
取
得
す
る
の
は
仕
事
と
の
関
係

で
あ
る
。
仕
事
と
家
庭
に
関
す
る
政
策
に
は
ど
ち
ら
も

お
し
な
べ
て
関
心
が
あ
る
。
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学
術
会
議
叢
書
一
四
「
性
差
と
は
何
か
」（（
財
）
日
本
学

術
協
力
財
団　

二
〇
〇
八
年
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〈
プ
ロ
フ
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あ
さ
お
・
ゆ
た
か
／
一
九
五
三
年
大
阪

府
出
身
。
一
九
七
六
年
労
働
省
入
省
。

二
〇
〇
一
年
か
ら
日
本
労
働
研
究
機
構

（
現
・
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
）。

最
近
著
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー

ズ
№
五
二
「
変
化
す
る
賃
金
・
雇
用
制

度
と
男
女
間
賃
金
格
差
に
関
す
る
検
討

の
た
め
の
基
礎
調
査
結
果
」
な
ど
。
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