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Business Labor Trend  2005.1

パ
ー
ト
労
働
者
の
組
織
化
と
 

均
等
待
遇
に
向
け
た
取
り
組
み
 

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
常
任
中
央
執
行
委
員
　
久
保
直
幸
 

特集―パートと正社員の均衡処遇 

　
一
九
九
三
年
に
パ
ー
ト
労
働
法
が
制
定
さ

れ
、
そ
の
第
三
条
で
事
業
主
は
通
常
の
労
働

者
と
の
均
衡
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
、
と

さ
れ
た
。
労
働
組
合
側
は
努
力
義
務
規
定
で

は
実
効
性
が
期
待
で
き
な
い
と
し
て
、
均
等

待
遇
を
義
務
付
け
る
べ
き
と
主
張
し
、
そ
の

後
も
法
改
正
を
主
張
し
て
き
た
。
〇
三
年
の

通
常
国
会
に
法
改
正
を
行
う
べ
き
か
否
か
に

つ
い
て
、
〇
二
年
九
月
か
ら
審
議
会
で
の
攻

防
が
続
け
ら
れ
た
が
、
法
改
正
は
見
送
ら
れ
、

指
針
を
改
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
周
知

の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

連
合
は
、
〇
一
年
の
定
期
大
会
に
お
い
て

、

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
労
働
契
約
法
法
律

案
要
綱
」
を
決
定
し
、
民
主
党
を
通
じ
た
議

員
立
法
を
目
指
し
た
。
そ
の
な
か
で
均
等
待

遇
に
つ
い
て
、
「
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
い
て
類
似
の
通
常
の
労
働
者
と
差
別

的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
。

こ
の
「
合
理
的
理
由
」
と
は
何
か
に
つ
い
て

〇
二
年
四
月
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で

論
議
を
行
い
、
〇
三
年
一
月
に
そ
の
内
容
を

ま
と
め
た
。
具
体
的
に
は
職
務
、
職
務
遂
行

能
力
、
成
果
・
業
績
の
違
い
を
合
理
的
な
も

の
と
し
、
性
別
・
学
歴
、
雇
用
契
約
期
間
の

有
無
、
採
用
手
続
の
違
い
は
合
理
性
が
な
い

と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
時
間
の
拘

束
性
や
休
日
・
休
暇
取
得
の
自
由
度
（
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
は
残
業
が
な
く
休
日
や
休
暇
は

正
社
員
に
優
先
し
て
取
得
し
て
い
る
と
さ
れ

る
こ
と
）、
配
転
・
転
勤
の
可
能
性
の
有
無

に
つ
い
て
は
一
律
に
は
い
え
な
い
と
し
た
。 

 

　
１
．流
通
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
現
状 

　
ス
ー
パ
ー
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
な

ど
の
流
通
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
比
率
が
非
常
に
高
く
、
な
か
に

は
九
〇
％
を
超
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
性
急

に
同
一
労
働
同
一
賃
金
原
則
を
適
用
す
る
な

ら
ば
、
正
社
員
の
賃
金
水
準
を
引
下
げ
る
こ

と
で
し
か
対
応
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。 

 

こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
と
正
社
員
と
の
職
務
の
分
離
が
、
極

端
な
場
合
に
は
現
在
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

が
主
と
し
て
担
っ
て
い
る
仕
事
を
別
会
社
化

す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。 

   

２

．違
い
に
つ
い
て
の
認
識
の
差 

 

流
通
業
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
正
社

員
そ
れ
ぞ
れ
に
、
仕
事
上
で
何
が
違
っ
て
い

る
と
感
じ
て
い
る
か
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

両
者
と
も
一
番
に
挙
げ
た
の
は
「
転
勤
の
有

無
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
番
目
以
下
の

回
答
に
は
差
が
あ
り
、
正
社
員
で
は
「
責
任

の
範
囲
や
重
さ
」
「
労
働
時
間
の
長
さ
」
「
残

業
や
早
出
等
労
働
時
間
の
不
確
実
さ
」
「
担

当
す
る
仕
事
や
業
務
の
難
し
さ
」
「
仕
事
の

成
果
・
結
果
」
「
仕
事
を
遂
行
す
る
能
力
」

「
担
当
す
る
仕
事
や
業
務
の
種
類
」
の
順
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
は
、
「
労
働
時
間
の
長
さ
」
「
残
業
や

早
出
等
労
働
時
間
の
不
確
実
さ
」
「
責
任
の

範
囲
や
重
さ
」
（
以
下
略
）
と
な
っ
て
い
る
。 

 

乖
離
が
大
き
い
項
目
は
、
「
責
任
の
範
囲

や
重
さ
」
「
担
当
す
る
仕
事
や
業
務
範
囲
・

広
さ
」
「
担
当
す
る
仕
事
や
業
務
の
種
類
」

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
こ

と
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
業
務
中
に

観
察
し
づ
ら
い
項
目
で
、
正
社
員
と
の
認
識

の
差
が
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
（
一
橋
大
学

雇
用
政
策
研
究
会
が
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
の

組
合
員
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
） 

   

３

．比
較
に
つ
い
て 

 

均
等
・
均
衡
処
遇
論
議
の
前
提
と
し
て
、

正
社
員
と
比
較
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
処

遇
に
格
差
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
時
金

や
退
職
金
、
福
利
厚
生
等
に
つ
い
て
、
制
度

の
有
無
は
明
確
に
比
較
が
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
正
社
員
の
処
遇
は
企
業
内
の
キ
ャ
リ

ア
形
成
を
前
提
と
し
た
長
期
雇
用
慣
行
と
世

帯
生
計
費
を
考
慮
し
、
職
務
や
成
果
・
業
績

と
は
直
接
連
動
し
な
い
年
功
型
の
人
事
・
処

遇
制
度
を
採
っ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
社

会
的
に
明
確
な
合
意
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
人
事
・
処

遇
は
、
勤
続
を
多
少
の
要
素
と
し
な
が
ら
職

務
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
て
き
た
と
い
え

る
。
違
う
考
え
方
を
基
に
し
て
設
計
さ
れ
た

も
の
を
比
較
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
の

検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

賃
金
の
比
較
に
つ
い
て
多
く
用
い
ら
れ
る

手
法
は
、
一
般
労
働
者
の
時
間
当
た
り
の
平

均
賃
金
を
算
出
し
、
こ
れ
を
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
の
平
均
時
間
給
と
比
較
す
る
方
法
が

と
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
職
種
や
職
務
、
性
、

年
齢
、
勤
続
が
ば
ら
ば
ら
な
も
の
を
平
均
し

て
比
較
し
て
お
り
、
比
較
と
い
う
に
は
乱
暴

な
話
で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
研
究
会

報
告
（
〇
二
年
七
月
）
は
、
〇
一
年
の
デ
ー

タ
を
基
に
、
女
性
に
つ
い
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
の
職
種
構
成
を
正
社
員
に
揃
え
て
比

較
し
て
そ
の
格
差
を
八
〇
・
三
％
と
し
、
職

種
を
調
整
す
る
前
の
六
八
・
三
％
と
比
べ
て

一
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
格
差
が
縮
小
す
る
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
報
告
書
で
は
就
業
調

整
が
賃
金
を
九
％
押
し
下
げ
て
お
り
、
正
社

員
の
時
短
が
五
％
程
度
格
差
に
影
響
し
て
い

る
と
し
て
い
る
。 

   

４
．処
遇
制
度
の
整
備 

 

古
く
か
ら
経
営
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
の
基
幹
化
を
狙
い
と
し
て
「
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
の
戦
力
化
」
を
唱
え
て
き
た
。
し
か

し
な
が
ら
そ
の
実
態
は
、
正
社
員
を
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
あ
り
、

仕
事
の
基
幹
化
に
処
遇
が
整
備
さ
れ
て
き
た

と
は
い
え
な
い
。
い
か
な
る
種
類
の
労
働
者

で
あ
れ
、
仕
事
や
勤
続
な
ど
に
違
い
が
あ
る

と
き
そ
れ
に
応
じ
た
処
遇
が
さ
れ
な
け
れ
ば

働
く
者
の
満
足
が
得
ら
れ
ず
、
勤
労
意
欲
の

減
退
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
あ
る
。 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
企
業
の
な
か
で

少
数
で
あ
っ
た
時
代
は
、
属
人
的
に
対
応
す

る
こ
と
で
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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UIゼンセン同盟の組合員構成 

 

正 社 員  

短時間Ａ 

短時間Ｂ 

短時間Ｃ 

合　　計 

 

417,413 

9,525 

13,583 

2,199 

442,720

短時間Ａ：週30時間以上 
短時間Ｂ：週20時間以上30時間未満 
短時間Ｃ：週20時間未満 

 

161,482 

62,226 

104,343 

52,106 

380,157

 

578,895 

71,751 

117,926 

54,305 

822,877

男 女 合　計 

特集―パートと正社員の均衡処遇 

し
か
し
、
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
量
的
に
増

加
し
た
今
日
に
お
い
て
は
、
制
度
に
基
づ
い

て
処
遇
し
な
い
限
り
公
平
感
を
維
持
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。 

   

５

．処
遇
基
準
の
根
拠
に
つ
い
て 

 

均
等
論
議
の
場
面
で
は
、
同
一
労
働
同
一

賃
金
の
主
張
を
耳
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
処

遇
基
準
の
根
拠
と
し
て
属
人
的
な
年
齢
や
勤

続
、
能
力
と
従
事
す
る
職
務
や
成
果
、
業
績

に
よ
る
も
の
、
ま
た
は
職
種
に
よ
る
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
を
ひ
と
つ
に
揃
え
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
か
の
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
一
部
を
除
い
て

職
務
や
職
種
の
概
念
が
発
達
し
て
こ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
近
年
は
職
務
給
や
成
果
・

業
績
主
義
の
導
入
が
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
必
ず
し
も
大
層
と
な
っ
て
い
る
と
は
い

え
ず
、
定
着
し
て
い
る
と
の
評
価
を
下
す
こ

と
も
困
難
で
あ
る
。 

 

処
遇
基
準
の
根
拠
を
何
に
求
め
る
べ
き
か

は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
長
一
短
が
あ
り
一
概
に
い

え
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

経
営
者
と
働
く
者
の
合
意
に
よ
る
と
す
る
こ

と
で
充
分
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ

の
満
足
を
最
大
化
さ
せ
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。 

 

な
お
、
合
意
さ
れ
た
処
遇
規
準
は
全
て
の

者
に
等
し
く
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
別
の

処
遇
基
準
の
適
用
を
容
認
す
る
こ
と
と
す
べ

き
で
あ
る
。 

   

６

．Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
に 

　
　 

お
け
る
取
り
組
み 

 

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
は
、
〇
二
年
に
ゼ
ン

セ
ン
同
盟
、
Ｃ
Ｓ
Ｇ
連
合
、
繊
維
生
活
労
連

が
統
合
し
て
結
成
さ
れ
た
。
統
合
以
前
の
ゼ

ン
セ
ン
同
盟
は
、
八
九
年
九
月
に
臨
時
・
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
等
対
策
方
針
を
決
定
し
、

そ
の
な
か
で
「
能
力
に
対
応
し
た
賃
金
、
勤

務
時
間
に
対
応
し
た
賃
金
」
を
原
則
と
し
て
、

「
理
由
の
な
い
差
別
は
認
め
な
い
」
と
し
て

い
た
。
ま
た
、
職
能
基
準
に
よ
る
資
格
制
度

を
導
入
し
、
公
正
処
遇
を
図
る
こ
と
と
し
て

い
た
。
た
だ
し
、
「
理
由
の
な
い
差
別
」
に

お
け
る
「
理
由
」
を
具
体
的
に
明
示
し
て
い

な
か
っ
た
。 
 

そ
の
後
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
基
幹

化
は
量
的
に
も
質
的
に
も
一
層
進
ん
だ
。
八

九
年
当
時
は
、
い
ま
よ
り
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
と
正
社
員
と
の
仕
事
も
区
分
が
明
確

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
日
に
至
っ

て
は
そ
の
境
目
が
曖
昧
と
な
っ
て
き
た
。 

 

ま
た
、
社
会
的
に
明
確
に
合
意
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
が
、
実
態
と
し
て
正
社
員

の
賃
金
は
生
計
費
を
基
礎
と
し
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
そ
れ
は
勤
続
要
素
を
交
え
な

が
ら
職
務
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
き
た
。
均

等
や
均
衡
を
論
議
す
る
基
礎
が
整
っ
て
い
な

か
っ
た
と
い
え
る
が
、
近
年
は
、
正
社
員
の

賃
金
決
定
基
準
か
ら
生
計
費
要
素
が
除
外
さ

れ
、
職
務
や
成
果
・
業
績
に
応
じ
て
賃
金
を

決
定
す
る
仕
組
み
が
拡
大
し
て
お
り
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
正
社
員
の
賃
金
の
違
い

を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
。 

 

一
方
で
、
均
等
処
遇
に
関
す
る
パ
ー
ト
労

働
法
の
見
直
し
に
向
け
た
論
議
が
具
体
化
し
、

連
合
が
法
律
案
要
綱
を
ま
と
め
る
な
ど
、
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
正
社
員
の
差
を
設
け

る
場
合
の
合
理
的
基
準
の
具
体
化
が
迫
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
〇
三
年
か
ら
「
パ

ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
・
労
働
条
件
指
針
」
の
検

討
を
行
い
、
〇
四
年
八
月
に
概
要
の
内
容
を

確
認
し
た
。 

   

７

．パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
・ 

　
　 

労
働
条
件
指
針 

 

（
一
）処
遇
を
異
に
す
る
場
合
の
合
理
的
根

拠 
 

処
遇
基
準
を
同
一
に
す
る
こ
と
を
原
則
と

す
る
が
、
処
遇
基
準
を
同
一
に
し
な
い
こ
と

に
合
理
性
を
認
め
る
根
拠
を
以
下
の
よ
う
に

整
理
し
た
。
な
お
同
一
の
処
遇
体
系
の
な
か

で
、
す
な
わ
ち
職
能
給
体
系
の
な
か
で
の
能

力
の
違
い
、
職
務
給
体
系
の
な
か
で
の
職
務

の
違
い
に
よ
る
賃
金
の
差
は
当
然
の
こ
と
と

し
て
い
る
。 

 

①
配
置
転
換
、
転
勤
の
有
無 

 

こ
れ
ら
を
合
理
的
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け

る
に
は
、
正
社
員
は
配
置
転
換
や
転
勤
の
可

能
性
が
あ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
は

そ
の
可
能
性
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
足
り

な
い
と
し
た
。
雇
入
れ
時
に
配
置
転
換
や
転

勤
が
条
件
と
さ
れ
、
事
実
と
し
て
配
置
転
換

や
転
勤
を
し
て
い
る
場
合
に
限
る
と
し
た
。

し
た
が
っ
て
名
ば
か
り
の
全
国
社
員
を
認
め

る
も
の
で
は
な
い
。 

 

②
労
働
時
間
の
拘
束
性 

 

流
通
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
深
夜
営
業
や

二
四
時
間
営
業
が
拡
大
し
て
お
り
、
不
規
則

な
勤
務
が
常
態
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
自
体
の

是
非
は
あ
る
が
）
こ
と
か
ら
合
理
性
が
あ
る

と
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
の
前
提
は
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
の
勤
務
に
つ
い
て
は
変
形
労

働
時
間
制
や
み
な
し
労
働
時
間
制
を
適
用
し

な
い
こ
と
で
あ
り
、
時
間
外
労
働
を
命
じ
な

い
こ
と
で
あ
る
。 

 

（
二
）雇
用
条
件 

 

①
雇
用
契
約
期
間 

 

期
間
の
定
め
の
あ
る
雇
用
は
、
更
新
の
結

果
一
定
期
間
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
、

期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
と
す
る
。
有

期
雇
用
契
約
の
期
間
の
最
低
を
六
カ
月
と
す

る
。
な
お
契
約
を
更
新
す
る
場
合
は
、
面
接
、

労
働
者
の
希
望
を
聴
取
す
る
な
ど
、
契
約
更

新
の
際
の
ル
ー
ル
を
作
る
こ
と
。
有
期
契
約

の
期
間
が
、
一
年
以
上
三
年
未
満
で
あ
る
場

合
は
、
有
期
契
約
と
し
て
の
更
新
は
認
め
な

い
。
更
新
す
る
と
き
は
期
間
を
定
め
な
い
雇 
ＵＩゼンセン同盟のパート・セミナー 
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用
契
約
と
す
る
。 

 
②
転
換
制
度 

 
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
正
社
員
と
の
相

互
に
転
換
す
る
こ
と
が
可
能
な
人
事
管
理
制

度
を
整
備
す
る
。 

 

（
三
）人
事
処
遇
制
度
の
確
立 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
対
象
と
し
て
、

職
務
の
内
容
、
能
力
、
意
欲
、
経
験
な
ど
を

適
切
に
評
価
し
処
遇
に
反
映
す
る
制
度
を
整

備
す
る
。 

 

（
四
）労
働
条
件 

 

①
賃
金 

 

同
一
の
処
遇
体
系
の
な
か
で
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
賃
金
は
正
社
員
の
賃
金
に
時

間
比
例
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
処
遇
体
系
を

異
に
す
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
も
、
初
任
賃
金
に
つ
い
て
八
割
程
度
を
目

安
に
設
定
す
る
。
た
だ
し
、
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン

同
盟
の
示
す
最
低
賃
金
基
準
を
下
回
ら
な
い

も
の
と
す
る
。 

 

②
一
時
金
・
退
職
手
当 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
正
社
員
の
支
給

基
準
を
揃
え
る
こ
と
と
す
る
。
処
遇
体
系
を

異
に
す
る
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
も
、
一
定
の
配
慮
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
五
）合
理
的
な
理
由
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
原
則
と
し
て
同
様
の
制
度
を
適
用
す
る

も
の
は
、
①
安
全
衛
生
②
通
勤
手
当
③
定
年

（
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
の
場
合
）
④
解

雇
手
続
き
（
原
則
と
し
て
解
雇
予
告
を
す
る
）

⑤
各
種
休
暇
制
度
（
未
消
化
有
給
の
積
み
立

て
制
度
な
ど
も
含
む
）
⑥
各
種
休
業
制
度
⑦

各
種
休
職
制
度
⑧
労
働
保
険
、
社
会
保
険
制

度
―
―
と
す
る
。 

 
（
六
）正
社
員
を
募
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

同
様
の
業
務
に
従
事
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
に
応
募
す
る
機
会
を
優
先
的
に
与
え
る
。 

   

８

．パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の 

　
　 

組
織
化 

 

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
は
、
旧
ゼ
ン
セ
ン
同

盟
時
代
の
七
三
年
以
来
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
組
織
化
に
取
り
組
み
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
全
体
に
占
め
る

パ
ー
ト
タ
イ
ム
組
合
員
は
、
約
三
〇
％
と
な

っ
て
い
る
が
、
従
業
員
総
数
に
占
め
る
比
率

は
よ
う
や
く
五
〇
％
を
超
え
る
程
度
で
あ
り

必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。 

 

そ
も
そ
も
均
等
・
均
衡
論
議
の
目
的
と
す

る
と
こ
ろ
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
処

遇
に
つ
い
て
の
納
得
性
を
高
め
る
こ
と
に
あ

ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
と
正
社
員
と
の
処
遇
の
違
い
を
理
論
的
に

説
明
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
い
く

ら
精
緻
な
論
理
を
組
み
立
て
た
と
し
て
も
当

該
の
人
々
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
だ
け
で

は
な
く
正
社
員
を
含
め
て
）
に
と
っ
て
納
得

の
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
。

論
理
的
に
多
少
難
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
納

得
が
得
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
と
正
社
員
と
で
仕
事
上
何
が
違
う

か
に
つ
い
て
の
認
識
に
そ
れ
ぞ
れ
ギ
ャ
ッ
プ

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
。
結
局
、

納
得
性
を
い
か
に
し
て
高
め
る
か
は
当
事
者

で
あ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
正
社
員
が

互
い
に
自
身
の
事
情
や
考
え
を
出
し
合
っ
て

相
互
理
解
を
深
め
る
以
外
に
な
い
。 

 

し
た
が
っ
て
均
等
・
均
衡
の
あ
り
方
論
議

の
前
に
、
労
働
条
件
へ
の
配
分
原
資
を
具
体

的
に
ど
う
配
分
す
る
か
の
協
議
の
場
面
に
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
参
加
で
き
る
こ
と

が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
社
員

だ
け
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
を
抜
き
に
し
て
分
配
を
論
議
し

て
い
る
限
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
納

得
性
が
得
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
相
互
の

不
信
を
招
く
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
会
社
に
対
す
る

帰
属
意
識
は
正
社
員
よ
り
も
高
い
こ
と
は
、

各
種
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う

し
た
意
欲
の
高
い
人
々
に
対
し
て
、
自
分
の

処
遇
に
納
得
で
き
る
環
境
を
創
る
こ
と
が
労

働
組
合
の
使
命
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。 

◇
　
　
◇
　
　
◇ 

 
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
均
等
論
議
は
、
同

一
の
雇
用
主
の
下
で
働
く
正
社
員
と
パ
ー
ト

タ
イ
ム
労
働
者
の
処
遇
の
二
重
構
造
を
い
か

に
解
消
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の

観
点
か
ら
す
る
と
同
種
の
問
題
が
い
く
つ
か

あ
り
、
併
せ
て
論
議
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
古
く
か
ら
あ
る
下
請
け
企
業
、
ま

た
、
近
年
法
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
増

加
し
て
い
る
分
社
さ
れ
た
企
業
、
あ
る
い
は

派
遣
労
働
や
請
負
労
働
の
存
在
で
あ
る
。
企

業
構
造
の
二
重
性
は
、
労
働
条
件
の
二
重
性

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。 

 

企
業
の
一
部
を
一
〇
〇
％
子
会
社
と
し
て

分
社
し
、
分
社
さ
れ
る
部
門
で
働
い
て
い
た

者
が
当
然
の
よ
う
に
転
籍
さ
せ
ら
れ
る
（
多

く
は
労
働
条
件
の
引
下
げ
を
伴
う
）
こ
と
が

多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
労
働
者
と
仕
事
の
内

容
、
働
く
場
所
は
変
ら
な
い
ま
ま
、
名
目
上

の
雇
用
主
が
代
わ
り
、
労
働
条
件
が
引
下
げ

ら
れ
る
。
も
っ
と
典
型
的
な
例
は
派
遣
労
働

で
あ
ろ
う
。
コ
ス
ト
引
下
げ
と
雇
用
調
整
の

簡
便
さ
を
目
的
と
し
て
派
遣
労
働
が
拡
大
し

て
い
る
が
、
本
来
、
直
雇
用
の
従
業
員
が
担

当
し
て
い
た
仕
事
を
不
安
定
な
身
分
で
労
働

条
件
が
低
い
派
遣
労
働
者
が
担
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。 

 

親
会
社
や
発
注
元
会
社
か
ら
独
立
性
の
希

薄
な
法
人
や
労
働
者
に
対
す
る
指
揮
命
令
の

実
態
か
ら
す
る
と
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
原

則
は
名
目
上
の
雇
用
主
の
違
い
を
超
え
て
適

用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
多
い
流
通
業
や

サ
ー
ビ
ス
業
の
問
題
に
と
ど
め
る
べ
き
で
は

な
い
と
考
え
る
。 

  ―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

久
保
直
幸
（
く
ぼ
・
な
お
ゆ
き
） 

　
一
九
五
四
年
生
ま
れ
。
サ
ン
ド
ー
ル
北
海

道
で
労
働
組
合
書
記
長
な
ど
を
務
め
、
一
九

九
二
年
か
ら
旧
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
本
部
。
流
通

部
会
組
織
部
長
、
政
策
局
流
通
・
サ
ー
ビ
ス

部
長
な
ど
を
経
て
、
一
九
九
九
年
よ
り
常
任

中
央
執
行
委
員
。
二
〇
〇
二
年
に
長
崎
屋
を

退
職
し
、
Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
に
転
籍
し
て

現
職
。
九
九
年
か
ら
中
央
最
低
賃
金
審
議
会

委
員
も
務
め
る
。 


