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ギ
リ
ス

政
府
、
労
使
紛
争
処
理
制
度

の
改
革
案
を
公
表

　

政
府
は
一
月
二
七
日
、
労
使
紛
争

を
め
ぐ
る
手
続
き
の
改
正
に
関
す
る

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
し
た
。

雇
用
審
判
所
へ
の
申
し
立
て
の
有
料

化
に
よ
る
申
し
立
て
の
抑
制
や
、
不

当
解
雇
申
し
立
て
の
権
利
付
与
の
時

期
を
就
業
一
年
か
ら
二
年
に
延
長
す

る
な
ど
、
雇
用
主
に
配
慮
し
た
内
容

を
提
案
し
て
い
る
。

　

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
文
書
は
制

度
改
正
の
目
的
と
し
て
、
①
職
場
に

お
け
る
労
使
紛
争
を
、
雇
用
審
判
制

度
に
よ
ら
ず
当
事
者
間
で
公
正
か
つ

迅
速
に
解
決
す
る
こ
と
を
図
る
②
雇

用
審
判
所
へ
の
申
し
立
て
が
必
要
な

案
件
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
速

や
か
か
つ
ユ
ー
ザ
ー
フ
レ
ン
ド
リ
ー

で
、
効
果
的
な
手
続
き
を
行
う
③
企

業
が
自
信
を
持
っ
て
人
を
雇
え
る
よ

う
支
援
す
る
―
の
三
点
を
挙
げ
て
い

る
。
不
況
の
影
響
で
、
〇
九
年
度
の

雇
用
審
判
所
へ
の
申
し
立
て
件
数
は

前
年
か
ら
五
六
％
増
加
、
二
三
万
六

一
〇
〇
件
と
記
録
的
な
水
準
に
達
し

て
お
り
、
解
決
に
も
想
定
よ
り
時
間

を
要
し
て
い
る
と
い
う
。
審
理
長
期

化
と
費
用
の
増
加
は
、
当
事
者
で
あ

る
企
業
や
労
働
者
、
政
府
の
そ
れ
ぞ

れ
に
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

申
し
立
て
の
前
段
階
で
の
紛
争
の
解

決
や
、
根
拠
の
弱
い
申
し
立
て
に
対

策
を
講
じ
る
こ
と
な
ど
で
制
度
の
効

率
的
運
用
を
図
る
と
と
も
に
、
申
し

立
て
対
応
に
よ
る
費
用
増
へ
の
雇
用

主
の
危
惧
を
緩
和
し
て
雇
入
れ
を
促

進
す
る
た
め
、
対
策
を
要
す
る
と
政

府
は
主
張
し
て
い
る
。
改
革
案
の
主

な
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
だ
。

・
雇
用
審
判
所
へ
の
申
し
立
て
に

際
し
て
、
勝
訴
し
た
場
合
の
み
返

金
す
る
最
高
五
〇
〇
ポ
ン
ド
の
前

払
金
を
課
す
る（
１
）。

・
全
て
の
申
し
立
て
は
、
雇
用
審

判
所
で
の
審
理
に
先
立
っ
て
助

言
・
斡
旋
・
仲
裁
局
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
）

を
経
由
さ
せ
る
。
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
は
、

一
カ
月
を
上
限
と
す
る
所
定
の
斡

旋
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
よ
る
解
決
を

図
る
。
ま
た
、
申
し
立
て
の
内
容

に
よ
る
成
否
の
可
能
性
や
賠
償
金

額
、
審
理
に
要
す
る
期
間
な
ど
の

目
安
を
労
使
双
方
に
明
示
す
る
こ

と
に
よ
り
、
申
し
立
て
を
行
う
か

否
か
の
判
断
材
料
を
提
供
す
る
。

・
不
当
解
雇
の
申
し
立
て
の
権
利

を
付
与
す
る
時
期
に
つ
い
て
、
現

状
は
就
業
開
始
か
ら
一
年
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
を
二
年
に
延
長
す

る（
２
）。

・
労
働
者
の
権
利
を
侵
害
し
て
い

る
と
し
て
雇
用
主
が
敗
訴
し
た
場

合
、
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を
上
限
に
、

賠
償
金
の
五
〇
％
相
当
の
罰
金
を

科
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
申
し
立
て
内
容
に
関

す
る
よ
り
詳
細
な
情
報
の
提
供
（
例

え
ば
、
賠
償
請
求
を
含
む
申
し
立
て

に
つ
い
て
は
、
損
失
額
の
明
示
を
義

務
付
け
る
な
ど
）
の
義
務
化
や
、
和

解
提
案
の
受
け
入
れ
を
促
進
す
る
制

度（
３
）の
導
入
、
審
理
手
続
き
の
簡

素
化
、
賠
償
額
や
法
定
解
雇
手
当
の

上
減
額
の
算
定
方
法
の
見
直
し
な
ど

を
検
討
す
る
と
し
て
い
る（
４
）。

　

一
連
の
改
革
案
に
つ
い
て
、
経
営

側
は
お
お
む
ね
賛
意
を
示
し
て
い
る
。

多
く
の
経
営
者
団
体
は
、
現
行
制
度

が
労
働
者
側
の
権
利
保
護
に
偏
重
し

て
お
り
、
こ
れ
が
現
在
の
申
し
立
て

件
数
の
多
さ
や
根
拠
の
弱
い
申
し
立

て
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
も
改
革
を
求
め
て
い

た
と
こ
ろ
だ
。

　

一
方
、
労
働
組
合
側
は
、
〇
九
年

度
の
申
し
立
て
件
数
の
増
加
の
う
ち

九
割
は
、
限
ら
れ
た
数
の
雇
用
主
に

対
す
る
集
団
申
し
立
て
の
増
加（
５
）

に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
除
け
ば
申

し
立
て
件
数
は
一
四
％
し
か
増
加
し

て
い
な
い
と
し
て
、
制
度
乱
用
に
よ

る
増
加
と
の
政
府
の
主
張
は
誤
っ
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
申

し
立
て
に
前
払
い
金
を
課
す
場
合
、

万
が
一
敗
訴
し
た
場
合
に
こ
れ
を
失

う
こ
と
を
恐
れ
て
、
不
当
な
扱
い
を

受
け
た
労
働
者
が
申
し
立
て
を
控
え

た
り
、
低
賃
金
労
働
者
に
重
い
負
担

と
な
っ
て
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
な

く
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。
イ

ギ
リ
ス
労
働
組
合
会
議
（
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）

の
バ
ー
バ
ー
書
記
長
は
、
審
判
制
度

の
制
度
改
正
は
正
義
の
実
現
に
寄
与

す
る
形
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

し
て
、
む
し
ろ
申
し
立
て
件
数
の
削

減
に
は
企
業
（
特
に
小
規
模
企
業
）

に
お
け
る
悪
質
な
労
務
管
理
の
慣
行

を
矯
正
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。

〔
注
〕

１
．
賠
償
金
や
示
談
金
を
目
当
て
に
、
異

な
る
雇
用
主
に
雇
用
さ
れ
る
度
に
申
し

立
て
を
繰
り
返
す
と
い
っ
た
悪
質
な

ケ
ー
ス
も
あ
る
と
い
う
。

２
．
政
府
に
よ
れ
ば
、
年
間
で
約
三
七
〇

〇
～
四
七
〇
〇
件
の
申
し
立
て
の
削
減

に
相
当
す
る
。

３
．
雇
用
主
側
の
和
解
提
案
を
申
し
立
て

側
が
拒
否
し
た
場
合
、
審
理
の
結
果
と

し
て
雇
用
審
判
所
が
示
す
賠
償
額
が
、

和
解
提
案
の
金
額
を
下
回
れ
ば
、
申
し

立
て
側
が
雇
用
主
側
の
裁
判
費
用
等
を

負
担
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
制
度
。

４
．
な
お
、政
府
は
併
せ
て「
雇
用
主
憲
章
」

を
公
表
し
た
。
労
働
法
に
関
す
る
情
報

が
労
働
者
の
権
利
保
護
と
雇
用
主
の
遵

守
義
務
に
偏
り
が
ち
で
あ
る
と
し
て
、

雇
用
主
に
法
的
に
認
め
ら
れ
た
権
利
を

ま
と
め
た
も
の
。「
事
業
が
不
調
に
な
っ

た
場
合
は
従
業
員
を
解
雇
で
き
る
」、「
従

業
員
に
賃
金
引
き
下
げ
を
提
案
で
き
る
」、

「
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
従
業
員
に
対
す
る

給
与
支
払
い
を
停
止
で
き
る
」、「
業
績
の

悪
い
従
業
員
は
解
雇
で
き
る
」
な
ど
の

一
一
項
目
か
ら
な
る
。

５
．
中
で
も
、
労
働
時
間
に
関
す
る
申
し

立
て
は
前
年
の
約
三
倍
（
九
万
五
二
〇

〇
件
）
に
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

英
国
航
空
に
お
け
る
労
使
紛
争
の
長
期

化
に
伴
い
、
一
万
人
強
の
集
団
申
し
立

て
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
こ
と
の
影
響

が
大
き
い
と
い
う
。
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ア
メ
リ
カ
①

組
合
組
織
化
に
関
す
る
全
国

労
働
関
係
法
（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
）

改
正
を
め
ぐ
る
攻
防

昨
年
、
組
織
率
が
前
年
比
〇
・
四

ポ
イ
ン
ト
減
の
一
一
・
九
％
に

　

一
月
二
一
日
、
労
働
統
計
局
は
二

〇
一
〇
年
の
労
働
組
合
組
織
率
が
一

二
％
割
り
込
み
、一
一
・
九
％
と
な
っ

た
こ
と
を
公
表
し
た
。
前
年
の
〇
九

年
は
一
二
・
三
％
だ
っ
た
。

　

内
訳
は
、民
間
企
業
が
前
年
の
七
・

二
％
か
ら
六
・
九
％
へ
、
公
的
セ
ク

タ
ー
が
前
年
の
三
七
・
四
％
か
ら
三

六
・
二
％
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
低
下
し
た
。

海
外
労
働
事
情
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下
げ
幅
を
見
る
と
民
間
企
業
が
〇
・

三
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
の
に
対
し
、
公

的
セ
ク
タ
ー
が
一
・
二
ポ
イ
ン
ト
と

な
り
、
公
的
セ
ク
タ
ー
の
方
が
大
き

い
。

　

組
合
員
数
で
は
、
建
設
業
が
二
三

万
七
〇
〇
〇
人
減
、
地
方
政
府
が
一

九
万
七
〇
〇
〇
人
減
、ヘ
ル
ス
ケ
ア
・

ソ
ー
シ
ャ
ル
ア
シ
ス
タ
ン
ス
が
七
万

人
減
、
連
邦
政
府
が
五
万
六
〇
〇
〇

人
減
、
製
造
業
が
五
万
二
〇
〇
〇
人

減
。
産
業
別
で
み
て
も
地
方
、
連
邦

合
わ
せ
て
公
的
セ
ク
タ
ー
の
組
合
員

数
が
最
も
落
ち
込
ん
で
い
る
。

　

組
合
員
総
数
は
、
前
年
の
一
五
三

〇
万
人
か
ら
六
一
万
二
〇
〇
〇
人
減

の
一
四
七
〇
万
人
と
な
っ
た
。
〇
八

年
か
ら
の
減
少
数
を
み
る
と
一
四
〇

万
人
減
。
一
九
八
三
年
か
ら
の
過
去

三
〇
年
間
で
は
、
八
・
二
ポ
イ
ン
ト

減
と
な
っ
た
。

従
業
員
自
由
選
択
法（
Ｅ
Ｆ
Ｃ
Ａ
）

の
意
義

　

こ
の
よ
う
な
組
織
率
低
下
の
原
因

の
一
つ
に
は
、
労
働
組
合
組
織
化
を

難
し
く
さ
せ
て
い
る
全
国
労
働
関
係

法
（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
）
の
存
在
が
あ
る
。

現
行
の
制
度
で
は
、
従
業
員
の
三
割

か
ら
、
労
働
組
合
組
織
化
へ
賛
成
す

る
署
名
入
り
の
カ
ー
ド
を
集
め
る
こ

と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

経
営
側
が
自
発
的
に
組
合
組
織
化
を

認
め
る
か
、
も
し
く
は
従
業
員
に
よ

る
投
票
が
行
わ
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か

と
な
る
。
投
票
と
な
れ
ば
全
従
業
員

の
過
半
数
の
賛
成
が
必
要
で
あ
る
。

　

投
票
に
な
っ
た
際
に
は
、
事
前
の

署
名
カ
ー
ド
集
め
の
段
階
で
過
半
数

の
賛
成
を
獲
得
し
て
い
た
と
し
て
も
、

労
働
組
合
側
の
勝
率
が
低
い
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
労
働
組
合
側
は
、
経

営
側
に
よ
る
選
挙
引
き
伸
ば
し
と
そ

の
期
間
に
お
け
る
組
織
化
へ
の
妨
害

工
作
を
あ
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
営

側
に
よ
る
妨
害
工
作
が
不
当
労
働
行

為
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
に

加
え
、
罰
則
が
弱
い
こ
と
を
勝
率
が

低
い
原
因
で
あ
る
と
労
働
組
合
側
は

主
張
し
て
い
る
。

　

こ
の
状
況
を
打
開
す
る
も
の
と
し

て
、
従
業
員
自
由
選
択
法
（
Ｅ
Ｆ
Ｃ

Ａ
・E

m
poyee F

ree C
hoice 

A
ct

）
案
の
成
立
を
労
働
組
合
側
は

期
待
し
て
い
る
。
こ
の
法
案
は
、
労

働
組
合
が
従
業
員
の
過
半
数
か
ら
組

織
化
に
賛
成
す
る
署
名
入
り
カ
ー
ド

を
集
め
る
だ
け
で
自
動
的
に
組
合
が

成
立
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
ほ
か
、

経
営
側
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
に
対

す
る
罰
則
の
強
化
、
組
合
成
立
後
に

最
初
に
取
り
交
わ
す
労
働
協
約
に
経

営
側
が
誠
実
に
対
応
し
な
か
っ
た
場

合
の
罰
則
な
ど
が
織
り
込
ま
れ
て
い

る
。

　

し
か
し
、
こ
の
法
案
は
下
院
で
可

決
し
た
も
の
の
、
審
議
が
ス
ト
ッ
プ

し
て
お
り
、
成
立
が
疑
問
視
さ
れ
て

い
る
。

　

そ
れ
に
加
え
、
共
和
党
を
は
じ
め

と
す
る
保
守
派
は
Ｅ
Ｆ
Ｃ
Ａ
成
立
に

反
対
す
る
だ
け
で
な
く
、
組
合
を
よ

り
つ
く
り
に
く
く
す
る
法
案
を
準
備

し
て
き
た
。

秘
密
投
票
法
案
（S

ecret B
allot 

B
ill

）
の
登
場

　

Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
は
労
働
組
合
組
織
化
の

手
続
き
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
従
業
員
の
三
割
が
組
織
化

に
賛
成
し
た
場
合
に
、
①
使
用
者
が

自
主
的
に
認
め
る
こ
と
（
カ
ー
ド

チ
ェ
ッ
ク
）、
も
し
く
は
②
従
業
員

の
無
記
名
秘
密
投
票
で
過
半
数
を
と

る
か
の
ど
ち
ら
か
で
組
合
組
織
化
が

成
立
す
る
。
し
か
し
、
保
守
派
は
従

業
員
が
組
織
化
に
反
対
す
る
権
利
を

保
障
す
る
と
称
し
て
、
秘
密
投
票
の

手
続
き
を
強
化
す
る
法
案
を
Ｅ
Ｆ
Ｃ

Ａ
に
対
抗
し
て
ぶ
つ
け
て
き
た
。

　

秘
密
投
票
を
強
化
す
る
こ
と
は
、

一
見
す
れ
ば
、
労
働
組
合
だ
け
で
な

く
使
用
者
か
ら
の
圧
力
も
排
除
さ
れ

て
組
織
化
に
有
利
に
働
く
印
象
を
与

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
案
の
真
意

は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ

が
保
障
す
る
使
用
者
に
よ
る
自
主
的

な
承
認
（
カ
ー
ド
チ
ェ
ッ
ク
）
と
従

業
員
に
よ
る
投
票
と
い
う
二
つ
の
選

択
肢
の
う
ち
、
使
用
者
に
よ
る
自
主

的
な
承
認
の
道
を
完
全
に
潰
し
て
し

ま
う
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
カ
ー
ド
チ
ェ
ッ

ク
に
よ
る
組
合
承
認
は
一
九
八
〇
年

代
か
ら
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
秘
密
投
票
法
に
よ
り
ど
ん

な
状
況
で
も
選
挙
が
必
要
と
な
れ
ば
、

Ｅ
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
成
立
し
て
従
業
員
の
過

半
数
か
ら
署
名
入
り
カ
ー
ド
を
集
め

て
組
織
化
が
自
動
的
に
認
め
ら
れ
る

事
態
へ
先
手
を
打
つ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
秘
密
投
票
法
は
ア
リ
ゾ
ナ
、

サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
サ
ウ
ス
ダ
コ

タ
、
ユ
タ
の
四
州
で
す
で
に
成
立
し

て
い
る
。
ま
た
共
和
党
は
こ
の
法
案

を
連
邦
議
会
に
提
出
す
る
準
備
を
進

め
て
い
る
。

　

こ
の
件
に
関
し
、
全
国
労
働
委
員

会
（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
）
は
、
四
州
の
秘
密

投
票
法
が
連
邦
法
で
あ
る
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ

の
第
八
条
（
ａ
）
一
項
、
二
項
で
定

め
た
組
織
化
に
お
け
る
使
用
者
の
干

渉
を
禁
じ
る
条
項
と
組
織
化
を
進
め

る
従
業
員
へ
の
差
別
的
取
り
扱
い
を

禁
じ
る
条
項
に
抵
触
す
る
こ
と
を
指

摘
し
、
四
州
の
検
事
総
長
に
再
考
を

促
す
手
紙
を
送
付
し
た
。
ま
た
、
再

考
さ
れ
な
い
場
合
は
法
的
手
続
き
を

取
る
こ
と
も
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
四
州
は
争
う
構
え
を
見
せ

て
い
る
。

法
律
で
は
な
く
制
度
変
更
に
よ
る

変
化

　

こ
の
よ
う
な
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
改
正
を
め

ぐ
る
対
立
は
、
民
主
党
、
共
和
党
そ

れ
ぞ
れ
が
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
に

留
ま
ら
な
い
。
Ｅ
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
よ
う
な

抜
本
的
解
決
が
難
し
い
状
況
に
際
し
、

全
国
仲
裁
委
員
会
（
Ｎ
Ｍ
Ｂ
）
は
組

織
化
に
関
す
る
制
度
変
更
で
対
応
し

よ
う
と
し
た
。
Ｎ
Ｍ
Ｂ
は
、
民
間
企

業
に
お
け
る
労
働
問
題
の
仲
裁
を
行

う
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
対
し
、
航
空
・
鉄
道

な
ど
の
交
通
・
運
輸
部
門
を
取
り
扱

う
。
Ｎ
Ｍ
Ｂ
の
行
っ
た
制
度
変
更
は

投
票
の
手
続
き
に
関
す
る
も
の
で
、

従
来
は
組
織
化
反
対
票
と
し
て
き
た

棄
権
票
を
投
票
総
数
か
ら
取
り
除
く

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
変

更
に
よ
り
、
組
織
化
に
反
対
す
る
従

業
員
は
実
際
に
投
票
に
望
ま
な
く
て

は
な
ら
な
く
な
っ
た
。
制
度
変
更
後

に
行
わ
れ
た
選
挙
を
み
る
と
、
明
ら

か
に
労
働
組
合
側
に
有
利
な
結
果
と

な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
方
法
に
は
批
判
の
声
も
あ
る
。

組
織
化
に
あ
た
っ
て
は
実
投
票
数
だ

け
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
組
合
か
ら
抜
け
る
選

択
を
労
働
者
が
す
る
場
合
も
や
は
り

投
票
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
も
実
投

票
数
だ
け
で
行
え
ば
労
働
組
合
側
に

不
利
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ

の
制
度
変
更
は
特
に
な
い
。
こ
れ
が

法
律
改
正
な
し
に
行
う
こ
と
へ
の
批

判
の
一
つ
で
あ
る
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
Ｎ
Ｍ
Ｂ
で
行
っ

た
制
度
変
更
を
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
が
採
用
す

る
と
い
っ
た
動
き
は
見
ら
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
オ
バ
マ
政
権
は
前
政
権

で
採
用
し
た
共
和
党
寄
り
の
委
員
を

民
主
党
寄
り
の
委
員
へ
と
変
更
し
つ

つ
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
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で
も
Ｎ
Ｍ
Ｂ
と
同
様
の
制
度
変
更
を

行
う
可
能
性
は
高
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
Ｅ
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
成
立
可
能

性
が
低
ま
り
、
秘
密
投
票
法
案
が
連

邦
議
会
へ
提
出
さ
れ
る
な
ど
、
労
働

組
合
組
織
率
回
復
を
め
ぐ
る
状
況
は

依
然
と
し
て
厳
し
い
ま
ま
で
あ
る
。
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ア
メ
リ
カ
②

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ

と
地
元
企
業
を
通
じ
た
教
育

訓
練
―
四
年
間
で
二
〇
億
ド

ル
計
上

　

一
月
二
一
日
、
米
国
労
働
省
と
教

育
省
は
外
国
と
の
貿
易
に
よ
り
職
を

失
っ
た
労
働
者
が
こ
れ
ま
で
の
キ
ャ

リ
ア
を
変
更
す
る
た
め
の
職
業
訓
練

を
行
う
ト
レ
ー
ド
・
ア
ジ
ャ
ス
ト
メ

ン
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施

を
公
表
し
た
。
二
〇
一
一
年
度
に
五

億
ド
ル
を
連
邦
政
府
が
助
成
し
、
四

年
間
で
合
計
二
〇
億
ド
ル
を
支
出
す

る
。

　

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
悪
化
し

た
雇
用
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
に
実

施
し
た
グ
リ
ー
ン
ジ
ョ
ブ
向
け
の
職

業
訓
練
で
は
、
訓
練
が
修
了
し
た
も

の
の
就
職
先
が
な
い
と
の
批
判
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
は
訓
練
の
成
果
を
就
職
に
結

び
つ
け
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。

期
待
さ
れ
る
訓
練
の
実
効
性

　

助
成
金
に
申
請
で
き
る
の
は
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
単
体
か
複

数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
も

し
く
は
訓
練
施
設
の
連
合
で
あ
る
。

ま
た
、
申
請
に
は
い
く
つ
か
の
条
件

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
訓
練
を
就
職

に
結
び
つ
け
る
た
め
、
使
用
者
を
申

請
者
に
加
え
る
こ
と
と
、
複
数
で
申

請
す
る
場
合
に
地
域
的
な
ま
と
ま
り

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、オ
ン
ラ
イ
ン
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
に
対
応
で
き
る
こ
と
な

ど
が
そ
の
条
件
で
あ
る
。
使
用
者
を

申
請
者
に
加
え
る
こ
と
で
使
用
者
の

ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
ほ
か
、
地
域
的
ま
と
ま
り
を
維

持
す
る
こ
と
で
地
域
別
、
産
業
別
の

需
要
を
意
識
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
の
導
入
は
、
新
し
い
ス
キ
ル
を
獲

得
す
る
上
で
困
難
に
な
る
と
思
わ
れ

る
家
庭
生
活
と
仕
事
の
両
立
に
配
慮

す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。

競
争
的
助
成
金

　

助
成
金
は
競
争
的
に
分
配
さ
れ
る
。

申
請
者
は
訓
練
コ
ー
ス
の
概
要
、
講

師
の
採
用
と
訓
練
、
施
設
の
整
備
・

拡
充
、
使
用
者
と
の
連
携
な
ど
の
計

画
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
申
請

が
受
理
さ
れ
れ
ば
、
単
独
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
は
年
間
二
五
〇

万
ド
ル
、
複
数
組
織
の
連
合
体
は
年

間
二
五
〇
か
ら
二
〇
〇
〇
万
ド
ル
、

最
大
で
三
年
間
の
助
成
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

労
働
省
に
よ
れ
ば
、
高
校
卒
業
資

格
試
験
（
Ｇ
Ｅ
Ｄ
・G

eneral 
E

quivalency D
eplom

a

）
の
よ
う

な
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
実
践
的
な

建
設
業
に
お
け
る
見
習
工
制
度
を
意

識
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
ヘ
ル
ス
ケ
ア
部
門
に
お
け

る
労
働
需
要
を
入
り
口
と
し
て
、
看

護
師
、
放
射
線
技
師
、
健
康
情
報
技

術
分
野
と
い
っ
た
よ
う
な
多
様
な
ラ

ダ
ー
を
構
築
す
る
こ
と
な
ど
が
目
標

と
さ
れ
る
。
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ド
イ
ツ

二
〇
一
〇
年
の
労
働
市
場
総

括
―
景
気
回
復
で
雇
用
情
勢

も
改
善

　

連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
は
一

月
四
日
、
二
〇
一
〇
年
の
ド
イ
ツ
労

働
市
場
に
つ
い
て
「
好
調
な
景
気
回

復
に
け
ん
引
さ
れ
た
格
好
で
、
年
初

の
予
測
を
上
回
る
改
善
を
み
せ
た
」

と
の
総
括
を
発
表
し
た
。
二
〇
一
〇

年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
実
質
三
・

六
％
増
（
対
前
年
比
）
と
、
前
年
の

四
・
七
％
減
と
い
う
落
ち
込
み
か
ら

急
回
復
し
た
が
、
こ
の
回
復
と
連
動

し
て
雇
用
情
勢
も
改
善
し
、
失
業
率

（
１
）は
年
初
の
八
・
一
％
か
ら
七
・

五
％
ま
で
低
下
し
た
。

東
西
統
一
以
来
の
景
気
回
復
率

　

ド
イ
ツ
連
邦
統
計
局
が
一
月
一
二

日
に
発
表
し
た
二
〇
一
〇
年
の
国
内

総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ)

の
成
長
率
は
、

実
質
三
・
六
％
増
と
、
経
済
危
機
前

の
二
〇
〇
六
年
の
三
・
四
％
増
を
超

え
る
回
復
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
一
九

九
二
年
に
統
一
ド
イ
ツ
の
統
計
を
取

り
始
め
て
以
来
、
史
上
最
高
の
伸
び

で
あ
る
（
図
１
）。
ド
イ
ツ
の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
は
経
済
危
機
の
影
響
で
、
二
〇
〇

九
年
に
四
・
七
％
減
と
い
う
戦
後
最

大
の
落
ち
込
み
を
記
録
し
た
が
、
二

〇
一
〇
年
に
は
外
需
に
よ
る
輸
出
増

で
力
強
い
回
復
ぶ
り
を
み
せ
、
労
働

力
需
要
も
上
昇
し
た
。

失
業
者
、
一
八
年
ぶ
り
に
三
〇
〇

万
人
割
れ

　

政
府
は
経
済
危
機
後
か
ら
、
労
働

時
間
貯
蓄
制（
２
）な
ど
ド
イ
ツ
で
普

及
し
て
い
る
柔
軟
な
労
働
時
間
制
度

を
積
極
的
に
活
用
し
つ
つ
、
操
業
短

縮
手
当
制
度（
３
）の
拡
充
策
を
行
い
、

急
激
な
失
業
率
の
悪
化
や
雇
用
減
少

の
緩
和
に
努
め
て
き
た
。
二
〇
一
〇

年
の
労
働
市
場
は
年
初
か
ら
失
業
率

の
改
善
が
続
い
た
が
（
図
２
）、
政

府
は
慎
重
な
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
二
〇

〇
九
年
一
一
月
末
に
延
期
し
た
操
業

短
縮
手
当
の
拡
充
を
、
再
度
二
〇
一

〇
年
四
月
に
延
期
す
る
な
ど
の
予
防

措
置
を
講
じ
た
。
相
次
ぐ
拡
充
策
の

延
期
に
悪
影
響
を
懸
念
す
る
声
も

あ
っ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
第
２
四
半

期
に
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
二
・
二
％
増
（
前

期
比
）
と
、
東
西
統
一
以
来
最
大
の

伸
び
を
記
録
す
る
な
ど
急
速
な
景
気

回
復
が
明
ら
か
に
な
り
、
失
業
率
の

改
善
に
貢
献
し
た
。
そ
の
後
一
〇
月

に
は
、
一
時
的
に
失
業
者
数
が
三
〇

〇
万
人
を
割
り
込
む
な
ど
、
一
八
年

ぶ
り
の
失
業
水
準
に
ま
で
回
復
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
二
〇
一
〇
年
は
、
登
録

失
業
者
の
年
間
平
均
数
が
三
二
四
万

四
〇
〇
〇
人
と
前
年
よ
り
も
約
五
％

（
一
七
万
九
〇
〇
〇
人
）
減
少
し
た

一
方
で
、
求
人
の
年
間
平
均
数
は
三

五
万
九
〇
〇
〇
件
と
前
年
よ
り
約
一

九
％
（
五
万
九
〇
〇
〇
件
）
増
加
し

た
。
さ
ら
に
、
社
会
保
険
料
支
払
い

義
務
の
あ
る
職
に
就
い
て
い
る
労
働

者
数
を
み
る
と
、
六
月
に
前
年
同
月

比
で
約
一
・
二
％
上
昇
し
た
後
、
一

〇
月
に
は
四
九
万
八
〇
〇
〇
人
と
前
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年
同
月
比
で
約
一
・
八
％
上
昇
す
る

な
ど
、
経
済
危
機
前
の
水
準
を
と
り

戻
し
た
。

　

危
機
以
降
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
平
均
失

業
率
が
一
〇
％
に
高
止
ま
り
す
る
中

で
（
図
３
）、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ

の
雇
用
情
勢
は
「
雇
用
の
奇
跡
（Job 

M
iracle

）」
と
呼
ば
れ
て
注
目
を
集

め
た
。

「
雇
用
の
質
」へ
の
懸
念

　

た
だ
、
こ
う
し
た
労
働
市
場
の
改

善
に
関
し
て
「
雇
用
の
質
」
の
低
下

を
懸
念
す
る
声
も
あ
る
。
ド
イ
ツ
左

派
党
（D

ie L
inke

）
の
ザ
ビ
ー
ネ
・

ツ
ィ
マ
ー
マ
ン
（Sabine Z

im
m

er-
m

ann

）
議
員
は
、
ド
イ
ツ
の
失
業
改

善
に
つ
い
て
「
非
正
規
労
働
者
が
増

加
し
て
い
る
だ
け
だ
」
と
警
告
す
る
。

報
道
（D

eutsche W
elle

）
に
よ
る

と
、
同
議
員
は
「
二
〇
一
〇
年
は
失

業
者
や
労
働
者
に
と
っ
て
良
い
年
と

は
言
え
な
い
」
と
語
り
、「
い
わ
ゆ
る

『
雇
用
の
奇
跡
』
と
呼
ば
れ
る
二
〇

一
〇
年
の
労
働
市
場
の
内
容
は
、
職

業
訓
練
生
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
ど
の

低
賃
金
労
働
が
増
え
た
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
。
十
分
な
給
与
を
得
ら
れ
る

正
規
従
業
員
の
職
は
ま
す
ま
す
過
去

の
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
有
期
な
ど

一
時
的
な
職
業
に
就
い
て
い
る
労
働

者
の
割
合
は
前
年
同
月
比
で
三
二
％

も
増
加
し
た
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ
労

働
市
場
の
改
善
の
「
質
」
に
関
す
る

疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
非
正
規
の
増
加
傾
向
は
、

若
年
層
に
絞
っ
て
み
る
と
一
層
顕
著

に
な
る
。
連
邦
統
計
局
の
二
〇
一
〇

年
八
月
一
一
日
の
発
表
に
よ
る
と
、

二
〇
〇
九
年
の
若
年
層
（
一
五
～
二

四
歳
）
の
就
業
形
態
を
二
〇
〇
〇
年

と
比
較
す
る
と
、
正
社
員
の
割
合
が

約
二
五
％
も
減
少
し
て
お
り
、
逆
に

パ
ー
ト
タ
イ
ム
や
契
約
社
員
な
ど
の

非
正
規
の
割
合
が
急
増
（
約
四
二
％

増
）
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
統

計
局
で
は
、
求
人
自
体
に
短
時
間
労

働
、
契
約
社
員
、
ミ
ニ
ジ
ョ
ブ
な
ど

の
非
正
規
が
増
え
た
こ
と
が
要
因
だ

と
指
摘
し
て
い
る
。

〔
注
〕

１
．
本
稿
に
お
け
る
「
失
業
率
」
は
、
全

て
季
節
調
整
値
を
用
い
て
い
る
。

２
．
労
働
時
間
貯
蓄
制
と
は
、
労
働
者
が

口
座
に
労
働
時
間
を
貯
蓄
し
て
お
き
、

休
暇
等
の
目
的
で
好
き
な
時
に
こ
れ
を

使
え
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。

３
．
操
短
手
当
は
、
労
働
市
場
政
策
の
一

つ
で
あ
る
。
企
業
が
経
済
的
要
因
等
か

ら
操
業
時
間
を
短
縮
し
て
従
業
員
の
雇

用
維
持
を
図
る
場
合
、
連
邦
雇
用
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
に
申
請
す
る
と
「
操
業
短

縮
」
に
伴
う
賃
金
減
少
分
の
一
部(

減
少

分
の
六
〇
％
、
扶
養
義
務
が
あ
る
子
供

を
有
す
る
場
合
は
六
七
％)

が
補
填
さ
れ

る
。
操
短
手
当
自
体
は
一
九
六
九
年
に

創
設
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
二
〇
〇
八
年

秋
以
降
の
世
界
的
な
経
済
危
機
に
対
応

す
る
た
め
時
限
措
置
で
制
度
拡
充
を

図
っ
て
き
た
。

【
参
考
資
料
】

B
undesagentur für A

rbeit “
T

he L
abour 

M
a

rket in
 D

ecem
b

er a
n

d
 th

e Yea
r 

2010”

（
一
一
年
一
月
四
日
付
）、“

D
er 

A
rb

eits- u
n

d
 A

u
sb

ild
u

n
g

sm
a

rktin 

D
eutschland”

（
一
〇
年
一
一
月
）、

S
tatistisches B

undesam
t D

eutschland 

“
Fast jeder zw

eite 15-bis 24-Jährige ist 

erw
erbstätig”

（
一
〇
年
八
月
一
一
日
付
）、

“
V

o
l

k
s

w
i

r
t

s
c

h
a

f
t

l
i

c
h

e 

G
esam

trechnungen”

（
一
一
年
一
月
一

二
日
付
）、D

eutsche W
elle

（
一
一
年
一

月
四
日
付
）

（
国
際
研
究
部
）

資料出所：連邦雇用エージェンシー
　　　　　「Der Arbeits- und Ausbildungsmarktin Deutschland」（2010年11月）
注：EU27…欧州連合加盟国（27カ国）
　　EZ16… 欧州連合に加盟し、ユーロを導入している諸国で形成される経済圏

（同16カ国）

ドイツ

図３　ドイツ、欧州連合、ユーロ圏の失業率推移比較
（2005－2010年）
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資料出所：連邦雇用エージェンシー
注：季節調整値

図２　ドイツの失業率推移（2010年）

図１　ドイツ国内総生産（GDP）の伸び率の推移（1992 ～ 2010年）
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54フ
ラ
ン
ス

積
極
的
連
帯
所
得
手
当
（
Ｒ

Ｓ
Ａ
）
受
給
者
が
増
加
―
二

〇
一
〇
年
政
府
報
告
書
よ
り

　

フ
ラ
ン
ス
で
、
日
本
の
生
活
保
護

に
相
当
す
る
積
極
的
連
帯
手
当
（
Ｒ

Ｓ
Ａ
）
の
受
給
者
が
増
加
し
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
六
月
末
時
点
に
お
け
る

Ｒ
Ｓ
Ａ
受
給
者
数
は
お
よ
そ
一
七
七

万
世
帯
に
上
り
、
前
年
同
時
期
と
比

べ
て
二
〇
％
近
く
増
加
し
た
。
二
〇

一
〇
年
政
府
報
告
書（
１
）に
よ
り
明

ら
か
に
な
っ
た
。

最
低
限
の
生
活
を
保
障
し
、
自
立

促
す

　

日
本
の
生
活
保
護
制
度
に
相
当
す

る
積
極
的
連
帯
手
当
（
Ｒ
Ｓ
Ａ
：

revenu de solidarité active

）
は
、

社
会
参
入
最
低
所
得
手
当
（
Ｒ
Ｍ

Ｉ
：Revenu M

inim
um

 d'Insertion

）

を
中
心
と
し
た
社
会
扶
助
制
度
を
改

編
し
た
も
の
で
、
二
〇
〇
九
年
六
月

一
日
か
ら
フ
ラ
ン
ス
全
土
で
実
施
さ

れ
て
い
る
。

　

前
身
と
な
る
社
会
参
入
最
低
所
得

手
当
（
Ｒ
Ｍ
Ｉ
）
は
、
著
し
く
困
難

な
状
況
に
あ
る
者
に
最
低
限
の
生
活

を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
社
会
参
入

（
主
に
就
業
）
を
促
進
し
、
社
会
・

経
済
的
な
自
立
を
促
す
制
度
と
し
て

一
九
八
八
年
に
創
設
さ
れ
た（
２
）。

し
か
し
こ
の
Ｒ
Ｍ
Ｉ
は
、
受
給
者
が

就
職
し
た
場
合
就
労
所
得
の
す
べ
て

が
手
当
て
か
ら
減
額
さ
れ
る
制
度
で

あ
っ
た
た
め
、
就
職
し
た
が
故
に
世

帯
収
入
が
減
少
し
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
、
働
か
ず
に
Ｒ
Ｍ
Ｉ
を
受
給
し

続
け
る
ケ
ー
ス
が
増
加
、
受
給
者
の

社
会
復
帰
率
の
低
下
が
問
題
と
な
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
働
か
ず
に
生
活
保

護
を
受
け
る
よ
り
も
、
少
し
で
も
働

い
た
方
が
収
入
増
に
つ
な
が
る
制
度
、

す
な
わ
ち
ア
ク
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
型

の
制
度
と
し
て
登
場
し
た
の
が
Ｒ
Ｓ

Ａ
。
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
目
的
は
「
貧
困
と
闘

う
た
め
に
、
受
給
者
の
最
低
限
の
生

活
手
段
を
保
障
し
、
職
に
就
く
、
あ

る
い
は
復
職
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、

受
給
者
の
社
会
参
入
を
手
助
け
す

る
」
こ
と
と
さ
れ
、
Ｒ
Ｍ
Ｉ
で
受
給

対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
低
所
得
者
に

つ
い
て
も
支
給
対
象
に
加
え
る
と
と

も
に
、
就
職
し
た
後
も
手
当
の
支
給

を
継
続
す
る
な
ど
、
低
所
得
就
業
者

支
援
を
拡
大
し
た
。
Ｒ
Ｓ
Ａ
は
、
社

会
参
入
最
低
所
得
手
当
（
Ｒ
Ｍ
Ｉ
）

ま
た
は
単
親
手
当
（
Ａ
Ｐ
Ｉ
）
の
流

れ
を
く
む
基
礎
Ｒ
Ｓ
Ａ
と
、
就
業
し

て
い
る
が
就
労
所
得
が
非
常
に
低
い

者
に
支
給
さ
れ
る
就
業
Ｒ
Ｓ
Ａ
で
構

成
さ
れ
る
。
な
お
、
受
給
者
は
基
礎

Ｒ
Ｓ
Ａ
と
就
業
Ｒ
Ｓ
Ａ
を
同
時
に
受

給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

１
３
３
万
世
帯
が
基
礎
Ｒ
Ｓ
Ａ
を

受
給

　

政
府
報
告
書
に
よ
る
と
、
全
国
家

族
手
当
金
庫
（
Ｃ
Ｎ
Ａ
Ｆ
）
を
通
じ

て
支
給
さ
れ
る
Ｒ
Ｓ
Ａ
は
二
〇
一
〇

年
六
月
三
〇
日
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
本

土
で
一
七
六
万
六
〇
〇
〇
世
帯
。
こ

の
う
ち
一
三
三
万
二
〇
〇
〇
世
帯
が

基
礎
Ｒ
Ｓ
Ａ
を
受
給
し
、
四
三
万
四

〇
〇
〇
世
帯
が
就
業
Ｒ
Ｓ
Ａ
を
受
給

し
て
い
る
（
表
）。
基
礎
Ｒ
Ｓ
Ａ
の

う
ち
、
加
算
基
礎
Ｒ
Ｓ
Ａ
は
、
扶
養

す
る
子
が
既
に
い
る
か
妊
娠
中
で
あ

る
単
親
者
に
支
給
さ
れ
る
Ａ
Ｐ
Ｉ
に

代
わ
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年

六
月
末
以
降
、
と
り
わ
け
、
全
く
新

し
い
給
付
で
あ
る
就
業
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
立

ち
上
げ
時
増
強
の
影
響
を
受
け
て
、

Ｒ
Ｓ
Ａ
受
給
者
は
全
体
と
し
て
約
二

〇
％
増
加
し
た
。
一
方
、
基
礎
Ｒ
Ｓ

Ａ
の
受
給
者
も
一
年
間
で
一
〇
％
増

と
明
ら
か
な
増
加
を
見
せ
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
受
給
者
の
う
ち

全
体
の
三
五
％
（
二
〇
一
〇
年
六
月

現
在
）
を
占
め
る
二
五
歳
か
ら
三
四

歳
の
年
齢
区
分
に
お
け
る
受
給
者
数

の
増
加
が
顕
著
に
な
っ
て
お
り
、
こ

の
年
齢
層
が
景
気
変
動
の
影
響
を
最

も
受
け
や
す
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〔
注
〕

１
．D

R
E

E
S

 N
. 744 novem

bre, 2010

２
．
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（2010

）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
資
料
シ
リ
ー
ズ
『
ド
イ
ツ
・

フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
の
失
業
扶
助
制

度
に
関
す
る
調
査
』
第
二
章
フ
ラ
ン
ス

を
参
照
。

【
参
考
資
料
】

Ｄ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｓ
報
告
書
、
海
外
委
託
調
査
員

（
国
際
研
究
部
）

Ｅ
Ｕ

労
働
時
間
指
令
改
正
に
向
け

た
意
見
聴
取
を
実
施

　

欧
州
委
員
会
は
一
二
月
二
一
日
、

労
働
時
間
指
令
の
改
正
に
つ
い
て
Ｅ

Ｕ
レ
ベ
ル
の
労
使
団
体
か
ら
の
意
見

を
聴
取
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

を
開
始
し
た
。
二
〇
一
〇
年
三
月
の

初
回
に
続
き
、
今
回
が
二
回
目
と
な

る
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
就

業
形
態
の
柔
軟
化
へ
の
対
応
や
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
へ
の
配
慮

な
ど
、
新
た
な
視
点
を
加
味
し
た
指

令
の
総
合
的
な
見
直
し
を
提
案
し
て

い
る
。

　

現
行
の
労
働
時
間
指
令
の
改
正
を

め
ぐ
っ
て
は
、
〇
四
年
に
欧
州
委
が

改
正
案
を
提
示
し
て
以
降
、
各
国
首

脳
か
ら
な
る
欧
州
理
事
会
や
欧
州
議

会
、
労
使
団
体
の
間
で
議
論
が
行
わ

れ
て
い
た
が
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
（
加

盟
各
国
に
適
用
除
外
を
認
め
る
例
外

規
定
で
、
労
働
者
本
人
の
合
意
に
よ

り
四
八
時
間
を
超
え
て
就
業
さ
せ
る

こ
と
が
可
能
）
の
是
非
や
、
欧
州
司

法
裁
判
所
の
判
決
を
う
け
て
改
正
が

必
要
と
な
っ
て
い
た
呼
び
出
し
労
働

（on-call w
ork

－

職
務
遂
行
ま
で

待
機
を
伴
う
労
働
）
の
労
働
時
間
と

し
て
の
扱
い
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
合
意

が
成
立
せ
ず
、
〇
九
年
四
月
に
廃
案

と
な
っ
た
。

　

新
た
な
改
正
案
の
策
定
に
先
立
っ

て
、
欧
州
委
が
三
月
に
実
施
し
た
初

回
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
寄
せ
ら

れ
た
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
労
使
団
体
か
ら

の
意
見
は
、
現
行
の
指
令
の
改
正
を

求
め
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
も
の

の
、
内
容
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

使
用
者
側
は
、
競
争
の
激
化
や
製
造

業
か
ら
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
シ
フ
ト
、

あ
る
い
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
維
持
の
必

要
性
な
ど
か
ら
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
の

維
持
の
ほ
か
、
規
制
緩
和
や
制
度
の

簡
素
化
な
ど
を
求
め
て
い
る
。
一
方
、

労
組
側
は
労
働
強
化
や
不
安
定
雇
用

の
増
加
と
い
っ
た
変
化
、
ま
た
長
時

間
労
働
の
健
康
へ
の
悪
影
響
な
ど
を

表　RSA受給権を有する受給世帯数（単位：千世帯）
2009年6月 2009年9月 2009年12月 2010年3月 2010年6月

加算無しの基礎RSA 1,009 1,055 1,100 1,127 1,142

加算ありの基礎RSA 189 199 193 193 190

基礎RSA合計 1,198 1,254 1,293 1,319 1,332

就業RSA 280 366 404 418 434

RSA合計 1,478 1,620 1,697 1,738 1,766

範囲：フランス本土
資料出所：CNAF
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挙
げ
、
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
の
廃
止
や
呼

び
出
し
労
働
に
関
す
る
規
制
強
化
に

加
え
、
指
令
違
反
に
対
す
る
罰
則
手

続
き
の
設
置
、ま
た
新
た
に
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
規
定

を
盛
り
込
む
こ
と
な
ど
を
要
求
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
医
療
従
事
者
団
体

や
消
防
士
の
組
織
な
ど
か
ら
は
、
労

働
時
間
の
上
限
の
引
き
上
げ
や
呼
び

出
し
労
働
に
関
す
る
緩
や
か
な
規
制

を
求
め
る
意
見
も
提
出
さ
れ
た
。

　

欧
州
委
は
、
二
回
目
に
あ
た
る
今

回
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
際
し

て
、
労
使
間
の
意
見
の
大
き
な
隔
た

り
か
ら
、
現
状
で
は
改
正
案
を
ま
と

め
る
の
は
難
し
い
と
し
て
二
段
構
え

の
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

　

一
つ
は
、
欧
州
裁
の
判
決
を
受
け

て
必
要
と
な
っ
て
い
る
改
正
の
実
施

だ
。
こ
の
う
ち
、
上
述
の
呼
び
出
し

労
働
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
就
業
し

て
い
る
時
間
と
職
場
で
待
機
し
て
い

る
時
間
の
全
体
を
労
働
時
間
と
し
て

時
間
数
の
上
限
の
対
象
と
す
べ
き
で

あ
る
と
し
つ
つ
、
一
定
割
合
を
減
じ

る
な
ど
業
種
に
よ
っ
て
通
常
の
労
働

時
間
と
は
異
な
る
算
定
方
法
を
用
い

る
こ
と
を
提
案
。
各
国
あ
る
い
は
業

種
に
よ
っ
て
運
用
実
態
が
大
き
く
異

な
る
こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
だ
。
な

お
、
職
場
外
で
呼
び
出
し
に
応
じ
る

べ
く
待
機
し
て
い
る
時
間
に
関
す
る

扱
い
は
、
各
国
の
判
断
に
委
ね
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
、代
償
的
休
息（
指

令
に
定
め
ら
れ
た
休
息
時
間
を
与
え

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
こ
れ
に

替
え
て
保
障
す
べ
き
休
息
）
を
付
与

す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
、
対
象

表　労働時間指令に基づく加盟各国の法整備状況
労働時間指令における規定 法整備状況

労働時間の上限 ・週平均労働時間を48時間に制限。

・週当たり平均労働時間の算定に用
いる算定基礎期間は原則4カ月、た
だし特定の活動については6カ月、
労使協約に基づく場合は12カ月に
延長可。

　おおむね良好。多くの加盟国はより保護的な基準を設けている。ただし、オーストリアでは業種別の法律により、医
師が本人の同意なしに週平均60時間の労働を求められる。フランスでは、医師の労働時間に関する規則が曖昧なため、
公的な病院の医師が実際上48時間を超えて労働するようシフトを組むことができる。ハンガリーでは、「スタンバイ・
ジョブ」に関する当事者間の合意により、平均60 ～ 72時間労働することができる（オプトアウトに相当するか明確では
ない）。このほか、複数の加盟国では呼び出し労働、研修医、公共部門労働者に対する労働時間の上限の遵守状況に関
する問題あり。
　おおむね良好。ただし、ブルガリアとドイツでは、活動内容を問わず算定基礎期間を6カ月とすることを認めている。
またドイツ、ハンガリー、ポーランド、スペインでは労使協約なしに12カ月に延長することが可能。

呼び出し労働 ・現在明確な規定はないが、欧州裁
は2000年及び2003年の判決で、就
労場所における待機時間（不活動時
間）は労働時間とみなすべきである
と判断、これを反映する必要あり。

　チェコ、フランス、ドイツ、ハンガリー、オランダ、ポーランド（一部業種）、スロヴァキア、イギリスなどでは、裁
判所の判断に法整備や実行上で対応（オプトアウトの整備を含む）。結果として、業種を問わず不活動時間を労働時間と
みなす法制度を有するのは、キプロス、チェコ、エストニア、イタリア、ラトヴィア、リトアニア、マルタ、オランダ、
イギリス。オーストリアとハンガリーでは、一部の業種を除いて労働時間とみなしているほか、スペイン、スロヴァキ
アでも、民間部門については労働時間と労働法典で規定。またフランス、ポーランド、スロヴァキア、スペインでは、
公共医療サービスの不活動時間を労働時間とみなしている。
　一方、アイルランドでは全般的に（general rule）、またギリシャでは公的医療サービスの医師について、呼び出し労
働で実際に就業している時間を労働時間とする法規定がない。またデンマーク、ギリシャ、アイルランド、ポーランド
では、不活動時間の全てを労働時間とみなさない旨、法律または労使協約で規定されており、またギリシャ、スロヴェ
ニア、スペインでも業種・職種（医師、軍隊など）により同様の規定がある。ベルギー、フィンランド、スウェーデンで
は、しばしば欧州裁の判断に沿わない形で、労使協約により例外的規定を認めている。フランスでも業種毎の労働協約
で、不活動時間の一部のみを労働時間とみなすことを認めており、政府は労使に見直しを求めているが、効果は定かで
はない。ブルガリア、ルーマニア、スロヴェニア、スペイン（公共サービスなど）での遵守状況も不明。

代償的休息時間 ・1日当たり11時間、週当たり１回
の35時間（11＋24時間）の休息を基
本として、例外的にこれが不可能な
場合に、代替的な休息を別途補償す
べきことを規定。また、欧州裁は
03年の判決で、代償的休息は遅延
が生じた期間の直後に提供されるべ
きと判断。

　いくつかの加盟国で、指令による規定の範囲を超えて逸脱を認めている場合がみられる。
・特定の労働者を除外している：ベルギー（寄宿学校、防衛軍）、ギリシャ（公共部門の医師）、ハンガリー（臨時雇い
労働者、公的学校、防衛軍）、オーストリア（居住看護労働者）
・代償的休息を必要としない例外規定を認めている：ベルギー、ブルガリア、エストニア、ハンガリー、ラトヴィア（広
範な職種・業種）、ドイツ、ルーマニア（呼び出し労働、医療サービス。ただしドイツでは労働協約を通じてのみ可能）、
ポルトガル（公共部門）
・代償的休息の提供の遅延：オーストリア（週当たりの休息のみ）、キプロス、デンマーク、フランス、ギリシャ、アイ
ルランド、イタリア、ルクセンブルク、マルタ。ベルギー、ドイツ、ラトヴィアには具体的な業種や状況に関して遵守
を要する法的規定なし。

研修医 ・週48時間の上限を適用（2000年の
指令改正により、2009年までにか
けて段階的に適用）

　研修医に対する最低限の休息の付与が制度化されていない複数の加盟国で、安全衛生上の保護が大幅に進展。ただし、
ギリシャは法整備を中断、アイルランドは法整備を回避、ベルギーでは法制化の途上にある。フランスでは具体的な規
制が発効していない。

公共部門の労働
者

・軍隊、警察など例外を除き、全て
の公共部門労働者に適用。

　キプロス、アイルランド、イタリアでは、軍隊・警察に関する法整備が行われていない。スペインでは、軍隊をはじ
めほとんどの公共部門労働者に関して未整備。イタリアでは救急サービスについても範疇外のほか、公共部門の医師、
裁判所・刑務所のスタッフに関しては例外規定による規制内容の緩和など。ギリシャでは公共部門の医師には適用され
ない。

複数の雇用契約
を有する労働者

・規定なし。なお欧州委は、可能な
限り労働者単位の労働時間に適用す
べきとの立場を示している。

　14の加盟国では労働者単位（複数の仕事における労働時間の合算）、11の加盟国（チェコ、デンマーク、ハンガリー、
ラトヴィア、マルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロヴァキア、スペイン、スウェーデン）では雇用契約単
位の労働時間に対して、指令による労働時間の上限を適用。ベルギーおよびフィンランドは中間的手法を採用している。

オプトアウト ・労働者が合意する場合、指令の規
定する週48時間の上限を超えて就
業させることができる（労働者が合
意しない場合にも不利益を被らない
こと、また雇用主は労働時間を記録
し、当局が求める場合は提示するこ
となどが条件）

　2000年にはイギリスのみがオプトアウトを利用していたが、現在は16加盟国に拡大。内容は国によって異なる。
・業種の限定なし：ブルガリア、キプロス、エストニア、マルタ、イギリス
・特定業種もしくは呼び出し労働が広範に利用されている仕事に限定：ベルギー、チェコ、フランス、ドイツ、ハンガ
リー、ラトヴィア、オランダ、ポーランド、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン
また、オプトアウトに合意した従業員に対する保護的条件として、労働時間に上限を設ける場合、労働協約の締結を要
件とする場合などがある。
　なお、オプトアウトに合意した従業員の労働時間に関する記録を雇用主に明確に義務付けているのはドイツ、ラトヴ
ィア、マルタのみ。またオプトアウトの利用について当局に報告を義務付けているのは、チェコとスロヴァキアのみ。

年間有給休暇 ・年間で14日間の有給休暇の付与を
規定。

　おおむね良好。ただし複数の加盟国では、有給休暇の付与までに1年を要するほか、病気など本人のコントロールで
きない要因により取得が不可能な場合も、一定期間の後は取得の権利が消失する。

夜間労働 ・8時間を上限とする。ただし法律
または労働協約により逸脱可能（代
償的休息の付与が前提）。

　おおむね良好。ただしハンガリーでは法律が未整備。危険業務等に関する規制がイタリアでは未整備、エストニアで
は不完全、スペインでは超過が可能。さらに、エストニア、ラトヴィア、ルーマニア、アイルランド、イタリアでは、
危険業務に関する定義がなく、実質的に規制の効力を損ねている。

参考： REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS on implementation by Member States of Directive 2003/88/EC （‘The Working Time Directive’）
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と
な
っ
た
就
業
時
間
の
直
後
と
す
る

こ
と
を
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
一
定
の
柔
軟
な
運

用
を
認
め
る
方
向
で
検
討
す
る
と
し

て
い
る
。

　

欧
州
委
の
も
う
一
つ
の
提
案
は
、

こ
れ
ら
の
改
正
を
含
め
た
よ
り
広
範

な
規
制
内
容
に
関
す
る
、
総
合
的
な

見
直
し
の
実
施
だ
。
近
年
進
ん
で
い

る
就
業
形
態
の
柔
軟
化
に
対
し
て
よ

り
効
果
的
な
規
制
の
あ
り
方
を
検
討

す
る
こ
と
を
主
な
目
的
に
、
コ
ン
サ

ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
寄
せ
ら
れ
た
労
使

か
ら
の
意
見
も
踏
ま
え
、
以
下
の
オ

プ
シ
ョ
ン
を
提
示
し
て
い
る
。

・
新
た
な
就
業
形
態
に
対
応
し
た

柔
軟
化
―
労
働
協
約
や
立
法
に
基

づ
い
て
、
よ
り
柔
軟
な
就
業
時
間

や
、
平
均
労
働
時
間
の
算
定
基
礎

期
間
を
現
状
の
上
限
で
あ
る
一
二

カ
月
を
超
え
て
設
定
す
る
こ
と
を

認
め
る
、
な
ど
。

・
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

―
仕
事
と
家
庭
生
活
の
調
和
の
支

援
策
を
労
使
が
合
意
す
る
こ
と
を

奨
励
。
就
業
パ
タ
ー
ン
に
関
す
る

変
更
に
つ
い
て
労
働
者
に
十
分
な

期
間
の
余
裕
を
も
っ
て
通
知
す
る

こ
と
、
ま
た
就
業
時
間
や
就
業
パ

タ
ー
ン
の
変
更
に
関
す
る
労
働
者

か
ら
の
申
請
を
検
討
し
、
却
下
す

る
場
合
は
理
由
を
提
示
す
る
こ
と

を
雇
用
主
に
義
務
付
け
る
。

・
自
主
的
労
働
者
―
自
ら
の
労
働

時
間
を
管
理
す
る
労
働
者
や
あ
ら

か
じ
め
定
め
ら
れ
た
労
働
時
間
の

な
い
労
働
者
に
対
し
て
、
週
四
八

時
間
の
上
限
や
休
息
期
間
な
ど
の

逸
脱
を
認
め
る
。

・
複
数
の
雇
用
契
約
を
有
す
る
労

働
者
―
雇
用
契
約
毎
で
は
な
く
労

働
者
当
た
り
の
労
働
時
間
に
対
し

て
上
限
を
適
用
す
る
た
め
、
加
盟

国
は
対
策
を
講
じ
る
べ
き
。

・
指
令
の
適
用
範
囲
―
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
消
防
士
な
ど
特
殊
な
グ

ル
ー
プ
へ
の
適
用
の
是
非
を
検
討

す
る
。
ま
た
運
輸
業
の
運
転
手
に

つ
い
て
は
休
息
期
間
や
夜
間
労
働

に
関
す
る
規
定
が
現
在
適
用
さ
れ

て
い
な
い
が
、
よ
り
包
括
的
な
規

定
が
検
討
さ
れ
て
良
い
。

・
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
―
一
六
加
盟
国

が
利
用
し
て
お
り
、
代
替
案
な
く

廃
止
す
る
こ
と
は
困
難
。
む
し
ろ

規
制
の
柔
軟
化
（
例
え
ば
算
定
基

礎
期
間
の
延
長
な
ど
）
に
よ
り
オ

プ
ト
ア
ウ
ト
を
利
用
す
る
必
要
性

を
減
じ
る
、
ま
た
オ
プ
ト
ア
ウ
ト

利
用
者
の
保
護
強
化
な
ど
で
対
応

す
べ
き
。

・
年
次
有
給
休
暇
―
本
人
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
理
由
（
病
気

な
ど
）
で
休
業
中
の
労
働
者
に
有

給
休
暇
の
権
利
を
認
め
る
と
の
欧

州
裁
判
決
へ
の
異
論
が
コ
ン
サ
ル

テ
ー
シ
ョ
ン
で
多
く
寄
せ
ら
れ
た
。

休
暇
期
間
が
複
数
年
に
わ
た
る
場

合
、
蓄
積
さ
れ
る
有
給
休
暇
の
期

間
に
上
限
を
設
け
て
は
ど
う
か
。

　

欧
州
委
は
こ
の
ほ
か
、
各
国
に
お

け
る
法
整
備
の
実
施
促
進
等
を
目
的

と
し
た
専
門
家
委
員
会
の
設
置
な
ど

を
提
案
し
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、

コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
を
踏

ま
え
、
二
〇
一
一
年
第
３
四
半
期
に

は
改
正
案
の
提
出
を
予
定
し
て
い
る

が
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
労
使
団
体
が
労

使
間
で
改
正
内
容
を
協
議
す
る
こ
と

を
決
定
す
る
場
合
は
、
こ
れ
に
委
ね

る
と
し
て
い
る
。
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韓
国

外
国
人
労
働
力
導
入
計
画
―

二
〇
一
一
年
は
四
万
八
〇
〇

〇
人
を
受
入
れ
へ

　

政
府
は
一
二
月
二
四
日
、
外
国
人

労
働
者
政
策
委
員
会
（F

oreign 
M

anpow
er P

olicy C
om

m
ittee

、

委
員
長
：
国
務
総
理
室
室
長
）
を
開

き
、
二
〇
一
一
年
一
月
か
ら
一
二
月

ま
で
に
受
け
入
れ
る
外
国
人
労
働
者

の
数
を
四
万
八
〇
〇
〇
人
と
す
る
二

〇
一
一
年
の
外
国
人
労
働
力
導
入
計

画
を
確
定
し
た
。

前
年
比
一
万
四
〇
〇
〇
人
増
加

　

同
計
画
に
よ
る
と
、
二
〇
一
一
年

の
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
数
は
二

〇
一
〇
年
の
三
万
四
〇
〇
〇
人
か
ら

一
万
四
〇
〇
〇
人
増
加
し
た
四
万
八

〇
〇
〇
人
と
な
る
（
表
）。
計
画
は
、

今
年
の
経
済
見
通
し
と
国
内
労
働
者

の
雇
用
状
況
を
勘
案
し
、
在
留
期
間

の
満
了
や
不
法
滞
在
外
国
人
の
取
締

り
で
生
じ
た
外
国
人
労
働
者
の
代
替

需
要
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

政
府
は
労
働
力
の
需
給
状
況
お
よ
び

不
法
滞
在
外
国
人
数
の
変
化
を
引
き

続
き
監
視
し
、
必
要
な
場
合
は
さ
ら

に
調
整
を
行
い
柔
軟
に
対
応
し
て
い

く
と
し
て
い
る
。

　

二
〇
一
一
年
に
受
け
入
れ
る
四
万

八
〇
〇
〇
人
の
外
国
人
労
働
者
は
す

べ
て
非
専
門
職
（
Ｅ
―
９
）
の
一
般

外
国
人
。
一
方
、
短
期
滞
在
の
身
分

で
韓
国
に
在
留
す
る
韓
国
系
外
国
人

（
Ｈ
―
２
）
の
数
は
、
二
〇
一
〇
年

と
同
水
準
の
三
〇
万
三
〇
〇
〇
人
で

据
え
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
二

〇
一
〇
年
一
〇
月
末
現
在
、
二
八
万

一
〇
〇
〇
人
の
韓
国
系
外
国
人
が
韓

国
に
在
留
）。
非
専
門
職
の
外
国
人

労
働
者
は
、
主
に
、
製
造
業
、
農
業
、

畜
産
業
、
水
産
業
に
割
り
当
て
ら
れ

る
。

　

一
方
、
外
国
人
労
働
者
の
数
量
割

当
（
ク
ォ
ー
タ
）
は
年
四
回
配
分
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
外
国
人
労
働

者
受
入
れ
総
数
の
七
五
％
は
、
労
働

需
要
が
集
中
す
る
上
半
期
に
配
分
さ

れ
る
予
定
。
た
だ
し
、
ク
ォ
ー
タ
配

分
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
経
済
情
勢
お

よ
び
労
働
市
場
の
需
給
状
況
に
応
じ

て
調
整
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

建
設
廃
棄
物
処
理
な
ど
を
追
加

　

政
府
は
こ
れ
ま
で
、
外
国
人
労
働

者
の
総
数
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、

企
業
で
新
規
に
受
け
入
れ
る
外
国
人
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労
働
者
の
公
平
な
配
分
を
確
保
す
る

た
め
、
各
企
業
で
雇
用
で
き
る
新
規

外
国
人
労
働
者
数
を
制
限
し
て
き
た
。

二
〇
一
一
年
に
お
い
て
も
引
き
続
き
、

特
に
外
国
人
労
働
者
の
割
当
が
早
く

埋
ま
る
と
予
想
さ
れ
る
製
造
業
、
農

業
、
畜
産
業
、
水
産
業
に
お
い
て
、

新
規
に
雇
用
さ
れ
る
外
国
人
労
働
者

数
の
制
限
が
継
続
さ
れ
る
。
他
方
、

国
内
労
働
者
で
代
替
で
き
る
見
込
み

が
ほ
と
ん
ど
な
い
建
設
廃
棄
物
処
理

業
お
よ
び
塩
採
取
業
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
一
年
か
ら
新
た
に
、
外
国
人

労
働
者
を
雇
用
で
き
る
業
種
と
し
て

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
建
設

廃
棄
物
処
理
業
は
二
〇
〇
八
年
か
ら

韓
国
系
外
国
人
の
雇
用
に
つ
い
て
の

み
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
一

年
か
ら
は
、
非
専
門
職
外
国
人
労
働

者
（
Ｅ
―
９
）
枠
で
の
雇
用
も
許
可

さ
れ
る
。
ま
た
塩
採
取
業
は
、
非
専

門
職
一
般
外
国
人
（
Ｅ
―
９
）
と
韓

国
系
外
国
人
（
Ｈ
―
２
）
の
両
方
の

枠
に
お
い
て
の
雇
用
が
認
め
ら
れ
る
。

　

一
方
政
府
は
、
国
内
労
働
者
の
雇

用
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

二
〇
〇
九
年
よ
り
、
建
設
業
で
雇
用

で
き
る
韓
国
系
外
国
人
を
制
限
す
る

雇
用
登
録
制
度
を
運
用
し
て
き
た
が
、

建
設
業
界
に
お
け
る
最
近
の
不
況
と
、

悪
化
す
る
日
雇
い
建
設
労
働
者
の
雇

用
状
況
（
注
）
に
鑑
み
、
二
〇
一
一

年
に
お
い
て
は
、
建
設
業
で
雇
用
さ

れ
る
韓
国
系
外
国
人
の
人
数
を
、
一

万
人
減
ら
し
て
五
万
五
〇
〇
〇
人
に

制
限
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。

〔
注
〕

日
雇
い
建
設
労
働
雇
用
者
数
：
二
〇
〇
七

年
七
二
万
一
〇
〇
〇
人
→
二
〇
〇
八
年

六
七
万
八
〇
〇
〇
人
→
二
〇
〇
九
年
六

三
万
八
〇
〇
〇
人
→
二
〇
一
〇
年
一
〇

月
現
在
六
三
万
九
〇
〇
〇
人

【
参
考
資
料
】

韓
国
雇
用
労
働
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
国
際
研
究
部
）

Ｉ
Ｌ
Ｏ

と
く
に
先
進
国
で
雇
用
回
復

に
遅
れ
―
『
世
界
の
雇
用
情

勢
２
０
１
１
報
告
』

　

国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
一

月
二
五
日
、「
世
界
の
雇
用
情
勢
二
〇

一
一
―
雇
用
回
復
の
課
題
」
と
題
す

る
報
告
書
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
二
〇
一
〇
年
の
世
界
全
体
の

失
業
率
は
六
・
二
％
と
前
年
比
で
〇
・

一
ポ
イ
ン
ト
改
善
し
、
三
年
ぶ
り
に

緩
や
か
な
が
ら
回
復
し
た
。
た
だ
先

進
国
を
み
る
と
、
二
〇
一
〇
年
も
前

年
比
で
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
悪
化
し
て

お
り
、
三
年
連
続
で
失
業
率
が
上
昇

す
る
な
ど
回
復
の
遅
れ
が
目
立
つ
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
「
二
〇
一
一
年
は
世
界

全
体
で
緩
や
か
に
雇
用
が
回
復
す

る
」
と
予
測
し
て
い
る
が
、
二
〇
一

〇
年
の
世
界
の
失
業
者
数
は
二
億
五

〇
〇
万
人
と
三
年
連
続
で
二
億
人
を

超
え
て
高
止
ま
り
し
て
い
る
上
、
全

体
の
約
二
割
に
あ
た
る
六
億
三
〇
〇

〇
万
人
の
労
働
者
は
一
日
当
た
り

一
・
二
五
ド
ル
未
満
で
暮
ら
す
貧
困

世
帯
に
属
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
貧

困
層
の
労
働
者
は
危
機
前
よ
り
約
四

〇
〇
〇
万
人
増
加
し
て
お
り
、
課
題

は
山
積
し
て
い
る
。

　

経
済
危
機
を
は
さ
ん
だ
失
業
率
の

推
移
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
と
、

中
国
を
含
む
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
は
二

〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け

て
失
業
率
が
四
・
四
％
か
ら
四
・
一
％

に
低
下
す
る
な
ど
の
雇
用
改
善
が
進

ん
だ
が
、
Ｅ
Ｕ
・
先
進
国
地
域
で
は

同
時
期
に
八
・
四
％
か
ら
八
・
八
％

に
悪
化
し
て
い
る
。
先
進
国
の
二
〇

一
〇
年
の
失
業
者
数
は
四
四
八
〇
万

人
で
、
危
機
前
の
二
〇
〇
七
年
か
ら

一
五
七
〇
万
人
も
増
加
し
た
。
こ
れ

は
危
機
後
の
世
界
の
失
業
者
の
増
加

分
（
二
七
六
〇
万
人
）
の
半
分
強
（
五

五
％
）
に
当
た
り
、
経
済
危
機
で
よ

り
深
刻
な
打
撃
を
受
け
た
先
進
国
が
、

世
界
の
雇
用
回
復
の
重
荷
と
な
っ
て

い
る
。

　

ま
た
、
年
齢
別
で
は
若
年
層
（
一

五
～
二
四
歳
）
の
失
業
率
の
高
さ
が

目
立
つ
。
二
〇
一
〇
年
の
若
年
失
業

率
は
二
五
歳
以
上
層
の
二
・
六
倍
に

当
た
る
一
二
・
六
％
に
達
し
て
お
り
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
は
「
若
年
層
の
雇
用
回
復

は
世
界
的
な
優
先
課
題
だ
」
と
し
て
、

若
年
対
策
の
強
化
を
求
め
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
さ
ら
に
「
現
在
の
先
進

国
で
見
ら
れ
る
財
政
赤
字
削
減
に
焦

点
を
合
わ
せ
て
雇
用
対
策
を
縮
減
す

る
動
き
は
二
〇
一
一
年
の
雇
用
展
望

を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
危
険
性
が
あ

る
」
と
警
告
し
て
お
り
、
労
働
市
場

の
改
善
は
マ
ク
ロ
経
済
の
回
復
に
貢

献
す
る
と
し
て
、
加
盟
各
国
に
雇
用

対
策
の
継
続
と
強
化
を
求
め
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

Ｉ
Ｌ
Ｏ
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
（
一
月
二
五
日
付
、

英

語

版

）、「G
lobal E

m
ploym

ent 
T

rends 2011: T
he challenge of a 

jobs recovery

」（「
世
界
の
雇
用
情
勢
２

０
１
１
―
雇
用
回
復
の
課
題
、
英
語
版
）

Ｉ
Ｌ
Ｏ
駐
日
事
務
所
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
（
一

月
二
四
日
付
）

（
国
際
研
究
部
）

表　2010年および2011年における外国人労働者のクォータ（数量割当）
（単位：人）

2010年 2011年

合計 非専門職一般
外国人（E-9）

韓国系外国人
（H-2）* 合計 非専門職一般

外国人（E-9）*
韓国系外国人

（H-2）
合計 34,000 34,000 0 48,000 48,000 0
製造業 28,100 28,100 0 40,000 40,000 0
建設業 1,600 1,600 0 1,600 1,600 0
サービス業 100 100 0 150 150 0
農業・畜産 3,100 3,100 0 4,500 4,500 0
水産業 1,100 1,100 0 1,750 1,750 0
＊韓国に在留する韓国系外国人の数（入国者－出国者）は現行水準で維持
資料出所：Ministry of Employment and Labor

 

図　経済危機前後の平均失業率の推移（2007年～ 2011年）

資料出所：ILO, Trends econometric models, 2010年10月


