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特集

格差是正
～すべての働く者の
　賃金・労働条件の改善に向けて～

金属労協は、2016年闘争において、「底上げ・格差是正」を前面に取り組みを進めるとともに、
魅力ある賃金・労働諸条件の追求、同一価値労働同一賃金確立などの観点から、
「第３次賃金・労働政策」の検討作業を進めている。
今回の特集では、非正規労働の実態、最低賃金制度の役割と課題、金属労協や地方組織における
特定（産業別）最低賃金の取り組み事例などを紹介する。

格差是正格差是正格差是正
底上げ・
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底上げ・格差是正特 集 ～すべての働く者の賃金・労働条件の改善に向けて～

　

金
属
労
協
で
は
い
ま
、「
第
３
次
賃
金
・

労
働
政
策
」
と
い
う
、
2
0
2
0
年
代
前

半
ぐ
ら
い
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
、
賃
金
・

処
遇
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
を
行

っ
て
い
る
。
労
働
組
合
は
従
来
か
ら
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
憲
章
に
お
い
て
基
本
的
な
原
則
と
さ
れ
、

世
界
人
権
宣
言
に
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

「
同
一
価
値
労
働
同
一
報
酬
」
を
支
持
し
て

正
規
・
非
正
規
の
格
差
是
正
に
向
け
た

﹁
同
一
労
働
同
一
賃
金
﹂
そ
の
具
体
的
な
姿

き
た
が
、
正
社
員
と
非
正
規
の
格
差
是
正
の

問
題
に
関
し
て
は
、
な
か
な
か
具
体
的
な
取

り
組
み
に
至
ら
ず
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と
い

う
こ
と
は
、
率
直
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

今
回
の
「
第
３
次
賃
金
・
労
働
政
策
」
で
は
、

こ
れ
を
大
き
な
柱
に
据
え
る
べ
く
検
討
を

行
っ
て
き
た
が
、
に
わ
か
に
「
同
一
労
働
同

一
賃
金
」
が
、
安
倍
政
権
の
重
要
課
題
と
な

っ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
、
以
前
よ
り

積
極
的
な
提
案
を
さ
れ
て
い
る
東
大
の
水

町
先
生
に
、
そ
う
い
っ
た
状
況
も
含
め
、
お

話
を
伺
う
こ
と
に
し
た
。

も
と
も
と
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と

「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
と
は

異
な
る
も
の
だ
が
、連
続
線
上
に
あ
る

と
も
言
え
る

浅
井
　
ま
ず
、
私
ど
も
は
従
来
か
ら
、「
同

一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
き
た
の
で
す
が
、い
ま
世
の
中
で
は「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
違
い
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解

し
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
？

水
町
　
も
と
も
と
「
同
一
価
値
労
働
同
一

賃
金
」
と
い
う
考
え
方
は
、
男
女
差
別
と

か
人
種
差
別
と
か
い
っ
た
差
別
禁
止
の
テ

リ
ト
リ
ー
の
中
で
出
て
き
た
考
え
方
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
正
規
労
働
者
・
非
正
規

労
働
者
の
格
差
是
正
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
は
、
同
じ
職
務
内
容

で
あ
れ
ば
同
じ
賃
金
を
支
払
う
「
合
理
的

理
由
の
な
い
不
利
益
取
り
扱
い
禁
止
」
と

い
う
の
が
法
原
則
と
な
っ
て
広
が
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
た
中
で
、
男
女
も
、
人
種
も
、

そ
し
て
正
規
・
非
正
規
の
問
題
も
含
め
て
、

同
じ
労
働
で
あ
れ
ば
同
じ
賃
金
を
支
払
う

と
い
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
考
え
た
方
が

よ
い
、
と
い
う
広
が
り
の
あ
る
解
釈
と
運
用

に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

　
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と
「
同
一
価
値

労
働
同
一
賃
金
」
と
は
、
違
う
と
言
え
ば

違
い
ま
す
が
、
連
続
線
上
に
あ
る
と
言
え

特
集
1

ば
連
続
線
上
に
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

　

ま
ず
、
ま
っ
た
く
違
う
も
の
だ
と
い
う

説
明
を
す
る
と
す
れ
ば
、「
同
じ
労
働
で
あ

れ
ば
同
じ
賃
金
」
と
い
う
の
が
「
同
一
労

働
同
一
賃
金
」
で
す
か
ら
、
労
働
の
内
容

が
違
う
と
厳
密
な
意
味
で
の
「
同
一
労
働

同
一
賃
金
」
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
男
性
は
こ
の
職
務
、
女
性
は
こ

の
職
務
と
か
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
は
こ

の
職
務
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
は
こ

の
職
務
、
と
い
う
よ
う
に
職
務
を
分
け
て

し
ま
え
ば
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
で
は

賃
金
格
差
を
解
消
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ

う
な
時
の
た
め
に
、「
同
一
価
値
労
働
同
一

賃
金
」
と
い
う
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
た

と
え
職
務
が
違
っ
て
も
、「
価
値
」
で
評
価

す
れ
ば
同
じ
1
0
0
と
1
0
0
に
な
る

と
か
、1
0
0
と
80
に
な
る
と
か
、
そ
の

「
価
値
」
で
異
な
る
職
務
の
比
較
を
で
き
る

の
が
「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
と
い

う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
、

水
町 
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賃
金
格
差
解
消
の
射
程
が
広
い
考
え
方
に

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と
「
同

一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
が
厳
密
に
区
別
さ

れ
る
か
と
い
う
と
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

に
お
い
て
も
、
一
般
的
に
、「
同
一
労
働
」

の
中
に
「
同
等
」
の
職
務
内
容
と
い
う
概

念
が
含
ま
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ま

っ
た
く
同
じ
で
な
く
と
も
似
て
い
る
職
務

で
あ
れ
ば
射
程
の
中
に
入
る
の
で
す
。「
同

等
」
を
ど
の
く
ら
い
の
幅
で
考
え
る
か
と

い
う
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
全
く
別
な
職

務
で
も
「
価
値
」
で
比
べ
る
こ
と
の
で
き

る
「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
は
、「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
の
連
続
線
上
に
あ
る

と
も
言
え
る
の
で
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
正
規
・
非
正
規
に

関
し
て
は
、「
同
一
価
値
労
働
」
と
い
う
言

葉
が
必
ず
し
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
合

理
的
理
由
の
な
い
不
利
益
取
り
扱
い
禁
止
」

の
中
で
、
同
一
労
働
で
あ
れ
ば
同
一
の
賃

金
と
い
う
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
場
合

に
よ
っ
て
は
同
等
労
働
と
か
同
一
価
値
労

働
と
か
、
そ
う
し
た
解
釈
運
用
が
出
て
く

る
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
正

規
・
非
正
規
は
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金

だ
か
ら
日
本
で
も
」、
と
い
う
と
ミ
ス
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
た
だ

し
、
日
本
の
正
規
・
非
正
規
で
「
均
衡
待

遇
」
と
い
う
日
本
独
自
の
概
念
が
出
て
き

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
職
務
給
中
心
の

制
度
に
変
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

水
町
　「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
中
で
、

職
務
給
や
職
能
給
を
ど
う
考
え
る
か
と
い

う
問
題
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
「
同
一

労
働
同
一
賃
金
」
あ
る
い
は
「
同
一
価
値
労

働
同
一
賃
金
」
と
言
っ
た
場
合
、
客
観
的
・

合
理
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
例
外
と
し
て

同
一
労
働
で
も
違
う
賃
金
制
度
を
と
っ
て
よ

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
近
の
動
き
の
中

で
、
厳
密
な
意
味
で
の
職
務
給
は
、
市
場
の

早
い
変
化
や
、
長
期
的
な
労
働
者
の
育
成

と
い
う
観
点
か
ら
も
対
応
で
き
な
い
の
で
、

も
う
少
し
キ
ャ
リ
ア
を
考
慮
に
入
れ
た
職

能
給
的
な
も
の
も
認
め
て
い
こ
う
と
い
う
、

賃
金
制
度
見
直
し
の
動
き
が
あ
り
ま
す
。

　

仮
に
短
期
的
に
見
て
同
一
労
働
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
将
来
の

キ
ャ
リ
ア
形
成
の
違
い
を
考
慮
に
入
れ
て
賃

金
制
度
を
別
立
て
に
す
る
と
い
う
こ
と
に

は
客
観
的
な
理
由
が
あ
る
。
だ
か
ら
、「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
の
原
則
の
例
外
と
し
て

許
さ
れ
る
、
と
す
る
凡
例
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

も
あ
り
ま
す
。

　
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
原
則
で
、
大
切

な
こ
と
が
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
。
ま
ず
第
一

は
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
だ
と
し
て
も
、

職
務
給
以
外
を
違
法
と
す
る
の
で
は
な
く
、

職
務
給
で
あ
っ
て
も
職
能
給
で
あ
っ
て
も
、

賃
金
制
度
の
設
計
は
基
本
的
に
労
使
に
任

せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
場
合
、
職
務
給
で
な
い
と
「
同
一

労
働
同
一
賃
金
」
で
は
な
い
と
い
う
話
に
な

る
の
で
、
職
能
給
的
な
制
度
を
採
用
す
る

場
合
に
は
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
例

外
と
し
て
、
合
理
的
な
理
由
、
客
観
的
な

理
由
が
あ
る
賃
金
制
度
だ
と
い
う
こ
と
を
、

労
使
で
き
ち
ん
と
話
し
合
っ
た
り
、
会
社
が

説
明
し
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
裁
判
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
合
理
的

に
説
明
で
き
れ
ば
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

原
則
の
下
で
も
適
法
だ
と
認
め
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

長
期
雇
用
に
適
し
た
職
能
給
と
、

外
部
労
働
市
場
で
市
場
価
格
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
職
務
給
と
の

賃
金
水
準
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と

が
重
要

浅
井
　
労
使
で
賃
金
制
度
を
決
め
る
と
い

う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
、
そ
れ
以

外
に
は
あ
り
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

職
能
給
は
例
外
で
あ
る
と
い
う
取
り
扱
い

は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
厳
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
日
本
の
経
営
は
、
率
直
に
言
っ
て
流

行
に
左
右
さ
れ
る
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
で
は
職
務
給
が
基

本
で
あ
り
、
職
能
給
は
例
外
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
職
務
給
を
中
心
と
し
た
賃

金
制
度
に
変
わ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
う

て
い
る
か
ら
、
そ
こ
で
「
同
一
価
値
労
働

同
一
賃
金
」
と
関
連
性
が
出
て
く
る
の
で

す
。「
均
等
」
で
あ
れ
ば
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
」
の
前
提
で
行
け
る
の
だ
け
れ
ど
、「
均

衡
」
と
い
う
話
に
な
っ
た
場
合
、
何
を
も

っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
か
と
い
う
時
に
「
価

値
」の
比
較
が
出
て
く
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、

男
女
差
別
に
関
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
同

一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
と
い
う
概
念
が
、

日
本
的
な
ア
レ
ン
ジ
と
し
て
、
正
規
・
非

正
規
に
も
使
用
さ
れ
る
と
い
う
構
造
に
な

っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
ほ
う
が
、
法
制
度
や
解
釈
に
お

い
て
、
よ
り
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
部
分

も
あ
る
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
状
況
の

違
い
、
概
念
の
違
い
を
整
理
し
な
が
ら
、

日
本
の
実
態
に
あ
っ
た
よ
う
な
考
え
方
、

日
本
の
労
働
市
場
の
構
造
に
あ
っ
た
よ
う

な
考
え
方
を
と
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

長
期
的
な
観
点
か
ら
将
来
の
キ
ャ
リ
ア

形
成
の
違
い
を
考
慮
に
入
れ
て

賃
金
制
度
を
別
立
て
に
す
る
の
は
、

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
原
則
の
例
外

と
し
て
許
さ
れ
る

浅
井
　
わ
が
国
で
は
、
正
社
員
に
関
し
て

は
、
長
期
雇
用
を
前
提
に
職
務
遂
行
能
力

を
反
映
し
た
賃
金
制
度
が
一
般
的
だ
と
思

い
ま
す
し
、
水
町
先
生
も
ご
著
書
の
中
で
、

職
能
給
の
意
義
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。し
か
し
な
が
ら
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
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の
で
す
が
。

水
町
　
長
期
雇
用
を
前
提
と
し
た
正
社
員

を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
そ
う
い
う
発
想
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
長
期
雇
用
に

適
し
た
職
能
給
と
、
地
域
相
場
と
か
外
部

労
働
市
場
で
市
場
価
格
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
職
務
給
と
の
賃
金
水
準
の
バ
ラ
ン
ス

が
、
い
ま
非
常
に
お
か
し
く
な
っ
て
い
て
、

そ
の
た
め
に
正
社
員
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
、

賃
金
水
準
の
低
い
非
正
社
員
が
増
え
て
し

ま
い
、
結
局
は
、
そ
れ
が
経
済
成
長
の
足
か

せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
賃
金
制
度
、
労
働
市

場
全
体
を
見
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
き
ち
ん
と
と

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
し
た
場
合
、
ど
う
い
う
政
策
を
と

る
か
。
賃
金
制
度
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
民

間
企
業
に
あ
あ
せ
い
こ
う
せ
い
と
い
う
強

制
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
同
一
労
働
と
言
っ

て
も
単
純
な
形
式
的
な
仕
事
で
は
な
く
て
、

労
働
の
質
や
そ
れ
に
付
随
す
る
熟
練
度
な

ど
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
働
き
ぶ
り
に
見
合

っ
た
賃
金
と
い
う
の
を
原
則
と
し
、
将
来
に

向
け
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
可
能
性
と
か
、
技

能
発
展
の
可
能
性
と
か
を
考
慮
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
禁
止
は
し
な
い
け
れ
ど
、
説
明
は

き
ち
ん
と
し
て
く
だ
さ
い
ね
、
と
い
う
政
策

を
と
る
こ
と
が
大
切
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
の
が
、
今
の
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の

議
論
だ
と
思
い
ま
す
。

正
規
と
非
正
規
の
同
一
労
働
同
一
賃

金
を
実
現
す
る
時
に
は
、

高
い
ほ
う
を
下
げ
る
と
い
う
直
し
方

は
い
け
な
い

水
町
　
正
規
と
非
正
規
の
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
」
を
実
現
す
る
時
に
は
、
高
い
ほ
う
を

下
げ
る
と
い
う
直
し
方
は
い
け
な
い
。
低
い

ほ
う
を
上
げ
て
い
く
と
い
う
の
が
、
労
働
法

の
基
本
の
方
法
で
す
。
男
女
の
場
合
も
、
差

別
を
解
消
す
る
時
に
、
そ
の
よ
う
に
し
ま
し

た
。
今
回
の
議
論
の
中
で
も
、
短
期
的
に
は
、

正
規
を
下
げ
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
実
態
に

あ
っ
た
形
で
非
正
規
の
賃
金
を
リ
ー
ズ
ナ
ブ

ル
に
し
て
い
く
か
と
い
う
発
想
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
が
言
っ
て
い
る
経
済
成
長
に
は
繋
が
り
ま

せ
ん
。「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」に
し
な
が
ら
、

全
体
と
し
て
経
済
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
、
生

産
性
を
上
げ
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
ひ
と
つ

で
す
。

　

そ
し
て
中
・
長
期
的
に
は
、
き
ち
ん
と
働

き
ぶ
り
を
改
善
し
、
生
産
性
を
上
げ
て
、
パ

イ
を
増
や
す
よ
う
な
形
に
し
て
い
く
。
経
済

の
パ
イ
が
増
え
た
時
に
、
再
分
配
の
仕
方
と

し
て
、
正
規
と
非
正
規
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

よ
う
に
す
る
と
い
う
発
想
で
、
労
使
が
取
り

組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

多
様
な
雇
用
形
態
間
の
賃
金
水
準
を

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
に

す
る
こ
と
に
よ
り
、

働
き
方
の
選
択
肢
が
広
が
る

浅
井
　
私
ど
も
も
、
正
社
員
の
立
場
に
あ

ぐ
ら
を
か
い
て
い
る
と
か
、
決
し
て
そ
う
い

う
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
ご
理
解
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
い
ま
労
働
市
場
の
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、

私
ど
も
は
、
い
わ
ゆ
る
不
本
意
非
正
規
労

働
者
の
方
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
た
く
さ
ん

の
方
が
正
社
員
を
希
望
し
て
い
る
、
あ
る
い

は
短
時
間
正
社
員
な
ど
の
制
度
が
で
き
れ

ば
、
正
社
員
を
希
望
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
な
ん

だ
か
ら
正
社
員
に
し
な
く
て
も
よ
い
で
は

な
い
か
、あ
る
い
は
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

と
解
雇
規
制
緩
和
を
セ
ッ
ト
で
進
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
全
員
が
不
安
定
雇
用
と
い
う

よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
少
し
お
伺
い

で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

水
町
　
お
そ
ら
く
正
規
と
非
正
規
と
い
う

二
者
択
一
の
区
別
で
は
な
く
、
地
域
限
定
で

あ
っ
た
り
、
職
務
限
定
で
あ
っ
た
り
、
勤
務

地
限
定
で
あ
っ
た
り
、
色
々
な
マ
ト
リ
ッ
ク

ス
で
色
々
な
選
択
肢
が
出
て
く
る
と
思
う
の

で
す
。
今
は
正
規
と
非
正
規
の
間
の
壁
が
非

常
に
高
く
て
、
二
者
択
一
的
に
な
っ
て
い
て
、

そ
こ
の
賃
金
バ
ラ
ン
ス
が
働
き
ぶ
り
と
見
合

っ
て
い
な
い
か
ら
、
非
正
規
の
賃
金
が
低
く

て
、
正
規
が
高
い
。
そ
れ
で
、
コ
ス
ト
削
減

の
た
め
に
、
非
正
規
を
増
や
そ
う
と
い
う
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
い
ま
す
。

　

色
々
な
コ
ー
ス
や
、
色
々
な
選
択
肢
が
あ

っ
て
、
そ
の
選
択
肢
に
見
合
っ
た
賃
金
水
準

を
均
等
な
り
均
衡
で
き
ち
ん
と
議
論
し
て

く
だ
さ
い
、
説
明
し
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う

こ
と
に
す
る
。
色
々
な
選
択
肢
の
間
で
、
賃

金
水
準
が
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
に
な
っ

て
く
れ
ば
、
い
ま
ま
で
無
限
定
で
働
い
て

い
た
人
も
自
分
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
あ
わ
せ

て
、
あ
る
時
期
に
は
時
間
限
定
や
勤
務
地

限
定
の
限
定
正
社
員
に
変
わ
ろ
う
、
と
い

う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
ま
で
非

正
規
で
働
い
て
い
た
人
た
ち
も
、
職
種
の
幅

を
広
く
し
て
、
正
社
員
の
人
た
ち
と
同
じ
よ

う
な
中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
展
開
の
中
で

働
こ
う
と
か
、
そ
う
い
う
選
択
肢
を
相
互
に

と
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
、と
い
う
こ
と
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
か
ア
メ
リ
カ
は
、
賃
金
水
準

の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
の
で
、
選
択
肢

の
幅
が
広
い
の
で
す
。
日
本
は
バ
ラ
ン
ス
が
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と
れ
て
い
な
い
の
で
、
均
等
・
均
衡
を
前
向

き
に
進
め
て
い
け
ば
、
結
局
、
正
社
員
に
と

っ
て
も
選
択
肢
が
多
く
な
る
し
、
非
正
規
の

人
に
と
っ
て
も
、
自
分
の
能
力
に
見
合
っ
た

働
き
方
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

　

解
雇
規
制
緩
和
は
、
基
本
的
に
別
の
問

題
で
す
。
い
ま
解
雇
の
問
題
で
議
論
さ
れ
て

い
る
の
は
、
解
雇
さ
れ
た
り
、
退
職
勧
奨
で

退
職
を
迫
ら
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
裁
判
に

持
ち
込
む
資
源
も
時
間
も
な
い
人
た
ち
が

泣
き
寝
入
り
を
し
て
い
る
。
泣
き
寝
入
り

し
な
い
で
公
正
な
補
償
が
得
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
補
償
を
ど
う
す
る
か
、
労
働

契
約
の
終
了
を
め
ぐ
る
紛
争
解
決
と
し
て
、

な
に
か
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
解
決
方
法
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

要
は
解
雇
の
問
題
は
解
雇
の
問
題
と
し

て
、
カ
ネ
を
払
っ
て
ク
ビ
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
よ
う
な
制
度
に
し
な
い
こ
と

が
大
切
だ
し
、
そ
の
問
題
と
「
同
一
労
働
同

一
賃
金
」
と
を
混
同
し
て
議
論
し
な
い
ほ
う

が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

均
等
か
均
衡
か
で
は
な
く
、

均
等
に
す
べ
き
給
付
と

均
衡
に
す
べ
き
給
付
と
が
あ
る

浅
井
　
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
し
て
議
論
し
た

い
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く

困
っ
た
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。さ
て
、

「
均
等
」
と
「
均
衡
」
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
ご

説
明
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。一
般
的
に
は
、

「
均
等
」
な
ん
て
で
き
る
は
ず
が
な
い
、「
均

衡
」
な
ら
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
な
話
に

な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
先
生

の
お
考
え
で
は
、
誤
解
に
基
づ
く
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

水
町
　
同
じ
場
合
は
同
じ
に
し
な
さ
い
と

い
う
の
が
「
均
等
」
で
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
を

と
り
な
さ
い
と
い
う
の
が
「
均
衡
」
で
あ
る
、

と
い
う
点
で
は
合
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

日
本
は
「
均
等
」
で
は
な
く
て
「
均
衡
」
だ
、

と
い
う
話
に
な
る
と
、
こ
れ
は
誤
解
で
す
。

正
確
に
言
う
と
、「
均
等
プ
ラ
ス
均
衡
」
な

の
で
す
。
労
働
条
件
や
給
付
の
内
容
に
よ

っ
て
、「
均
等
」
が
当
て
は
ま
る
タ
イ
プ
の

給
付
と
、「
均
衡
」
が
当
て
は
ま
る
タ
イ
プ

の
給
付
と
に
分
か
れ
る
と
い
う
理
解
を
す
べ

き
で
す
。

　

一
番
わ
か
り
や
す
い
例
で
言
う
と
、
通
勤

手
当
や
食
堂
の
利
用
、安
全
管
理
と
い
っ
た
、

職
務
内
容
と
か
人
材
活
用
の
仕
組
み
に
関

連
し
な
い
給
付
は
「
均
等
」、
基
本
給
や
教

育
訓
練
給
付
の
よ
う
に
、
職
務
内
容
と
か

人
材
活
用
の
仕
組
み
に
関
連
す
る
給
付
は

「
均
衡
」
と
い
う
こ
と
で
整
理
さ
れ
る
と
思

い
ま
す
。
地
震
対
策
と
し
て
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

配
る
時
、
同
じ
場
所
で
働
い
て
い
る
の
に
、

正
規
に
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
硬
い
の
を
配
る
の

に
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
に
は
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ

て
耐
久
性
の
弱
い
ヘ
ル
メ
ッ
ト
で
よ
い
と
い

う
話
に
は
な
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
交
通
費
の

実
費
補
填
と
か
、
昼
休
み
に
ご
は
ん
を
食
べ

る
必
要
性
と
か
、
危
険
に
対
す
る
保
護
と

い
っ
た
点
で
は
、前
提
条
件
が
同
じ
な
の
で
、

有
期
で
も
、
パ
ー
ト
で
も
、
派
遣
で
も
、
正

規
と
同
じ
よ
う
に
支
給
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

　

前
提
条
件
が
同
じ
で
あ
れ
ば
同
じ
給
付
、

前
提
条
件
が
違
う
の
で
あ
れ
ば
同
じ
も
の

で
な
く
て
よ
い
と
い
う
の
が
「
均
等
」
の

考
え
方
で
す
が
、
基
本
給
と
か
に
つ
い
て

は
、
日
本
の
場
合
、
正
規
と
非
正
規
は
キ

ャ
リ
ア
形
成
、
人
材
活
用
の
仕
組
み
が
違

う
、
だ
っ
た
ら
ま
っ
た
く
別
で
よ
い
、
と
し

て
し
ま
う
と
、
日
本
の
正
規
・
非
正
規
の
格

差
問
題
の
本
丸
に
何
も
手
を
入
れ
な
い
こ

と
に
な
る
し
、
非
正
規
労
働
者
の
保
護
も

で
き
な
い
の
で
、「
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
＝
均

衡
」
と
い
う
考
え
方
を
入
れ
る
の
で
す
。
確

か
に
職
務
内
容
と
か
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
違 

い
が
1
0
0
：
80
く
ら
い
な
の
に
、
賃
金

は
1
0
0
：
60
に
な
っ
て
い
る
。
60
を
80
に

近
づ
け
る
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
努
力
を

労
使
で
き
ち
ん
と
し
て
下
さ
い
、
と
い
う
の

が
「
均
衡
」
の
考
え
方
で
す
。

均
等
と
均
衡
の
整
理
は
、

す
で
に
労
働
契
約
法
な
ど
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
る

水
町
　
こ
う
し
た
「
均
等
」
と
「
均
衡
」

の
整
理
は
、
労
働
契
約
法
20
条
の
「
不
合

理
な
労
働
条
件
の
禁
止
」
の
中
に
す
で
に

組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
20
条
を

も
と
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
８
条
が
で

き
、
そ
こ
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
昨

年
の
派
遣
法
改
正
と
同
時
に
議
員
立
法
で

成
立
し
た
「
職
務
待
遇
確
保
法
」
の
中
で

も
、
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
ル
ー

ル
を
適
用
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て

い
て
、
有
期
契
約
や
パ
ー
ト
で
入
れ
た
ル
ー

ル
を
派
遣
に
も
同
じ
よ
う
に
入
れ
ま
す
よ
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
ゃ
ん
と

条
文
に
「
均
等
」
お
よ
び
「
均
衡
」
と
両
方

入
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
法
制
化
も
含

め
て
３
年
以
内
に
措
置
す
る
と
い
う
こ
と
が

約
束
さ
れ
て
い
て
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

の
議
論
の
中
で
は
、
ど
う
整
備
し
、
な
る
べ

く
早
く
広
げ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
政

策
的
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
雇
用
形
態
の
選
択
肢
の
話
を

し
ま
し
た
が
、
多
様
な
正
社
員
制
度
と
同
一

労
働
同
一
賃
金
は
、
ま
さ
に
密
接
に
関
わ
っ

て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
色
々
な
選
択
肢
を

増
や
し
た
中
で
、
賃
金
を
そ
の
選
択
に
見
合

っ
た
形
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
正
規
・
非
正
規
だ
け
で
な
く
、
60
歳

以
降
の
賃
金
制
度
の
見
直
し
に
も
関
わ
っ
て

き
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
ち
ら
の
ほ
う

が
先
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
60
歳
に
な

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
全
然
関
係
な
い
仕
事

を
さ
せ
て
、
賃
金
を
半
分
に
す
る
と
い
う
こ

と
ほ
ど
も
っ
た
い
な
い
こ
と
は
な
い
と
思
い

ま
す
。能
力
を
活
か
し
て
働
い
て
も
ら
っ
て
、
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そ
れ
に
見
合
う
賃
金
制
度
を
設
計
す
る
と

い
う
時
に
、
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
「
均
等
」

と
「
均
衡
」
を
自
然
と
考
慮
し
な
が
ら
賃

金
制
度
を
作
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
時
の

賃
金
制
度
設
計
が
、
正
規
・
非
正
規
を
は

じ
め
、
色
々
な
状
況
に
あ
る
人
の
選
択
肢
の

多
様
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
う
な
っ
て

く
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
「
正
規
は
職
能
給
」

と
い
う
考
え
方
か
ら
、
そ
こ
を
リ
ー
ズ
ナ
ブ

ル
と
か
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
あ
る
も
の
に
見
直

し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

政
府
と
し
て
、
合
理
的
理
由
の

判
断
基
準
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て

例
示
す
べ
き
で
あ
る

浅
井
　
合
理
的
理
由
の
な
い
不
利
益
取
り

扱
い
に
あ
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
基

準
は
、
最
終
的
に
は
裁
判
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
思
い
ま
す
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
裁

判
と
い
う
の
は
非
常
に
負
担
の
重
い
も
の

で
す
し
、
経
営
側
か
ら
し
て
も
予
測
の
可

能
性
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
よ
う
な
も
の
を

政
府
が
作
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し

ょ
う
か
？

水
町
　
法
律
の
中
で
は
、
合
理
的
理
由
の

な
い
不
利
益
取
り
扱
い
は
い
け
な
い
と
か
、

合
理
的
理
由
の
な
い
労
働
条
件
の
相
違
は

い
け
な
い
と
か
、
そ
う
し
た
原
則
を
掲
げ
、

合
理
的
な
事
情
の
判
断
要
素
と
し
て
、
職

務
内
容
、
人
材
活
用
の
仕
組
み
と
か
、
そ

の
他
事
情
が
あ
る
と
か
を
示
す
、
そ
れ
ぐ

ら
い
し
か
書
け
ま
せ
ん
。
あ
と
は
全
部
労

使
に
丸
投
げ
す
る
か
と
い
う
と
、
い
ま
ま

で
労
働
契
約
法
20
条
を
作
っ
て
も
、
そ
の

20
条
の
考
え
方
に
沿
っ
た
労
使
の
話
し
合

い
が
進
ん
で
実
際
が
変
わ
っ
て
い
る
と
は
言

え
な
い
状
況
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お

く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
な
ら
ば
政
府
と
し
て
、「
均
等
」
と
か
、

「
均
衡
」
と
か
、
基
本
的
な
考
え
方
は
こ
う

な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
も
と
に
そ
れ

ぞ
れ
の
企
業
で
合
理
的
な
賃
金
・
処
遇
制

度
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
考
え
て
下
さ
い
、
そ
う

い
う
も
の
の
例
示
と
し
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

作
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
し
、

そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
べ
き
時
期
に
来
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
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史と理論』（2001年、有斐閣）、『パートタイム労働の法律政策』（1997年、有斐閣）など。

労働契約法20条
（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間
の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結して
いる労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該
労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下
この条において「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範
囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

パートタイム労働法８条（短時間労働者の待遇の原則）
事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通
常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、
当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の
程度（以下「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲
その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

労働者派遣法30条の3（均衡を考慮した待遇の確保）
１ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に
従事する派遣先に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当
該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金
水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは
経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければ
ならない。 

２ 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従
事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者に
ついて、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣
就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

労働者の職務に応じた待遇の確保等のための
施策の推進に関する法律６条（職務に応じた待遇の確保）
１ 国は、雇用形態の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なもの
とならないようにするため、事業主が行う通常の労働者及び通常の労働者
以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進その他の必要な施策を講ず
るものとする。 

２ 政府は、派遣労働者（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律 （昭和六十年法律第八十八号）第二条第二号に規定
する派遣労働者をいう。以下この項において同じ。）の置かれている状況に
鑑み、派遣労働者について、派遣元事業主（同法第二十三条第一項に規定す
る派遣元事業主をいう。）及び派遣先（同法第三十条の二第一項に規定する
派遣先をいう。以下この項において同じ。）に対し、派遣労働者の賃金の決定、
教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇についての規制等の措
置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその業
務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇
及び均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、この法律の施行後、三年以
内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施状
況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。


