
人
手
不
足
を
克
服
す
る
方
法
は
、
生
産
性
を
上
げ
る

こ
と
と
、
労
働
者
が
増
え
る
こ
と
…
…
厳
密
に
言
え
ば
、

国
民
の
総
労
働
時
間
が
増
え
る
こ
と
で
あ
る
。
労
働
者

に
着
目
す
る
な
ら
、
現
在
の
日
本
の
よ
う
な
人
口
減
少

社
会
で
は
、
仕
事
を
し
よ
う
と
い
う
意
志
を
持
た
な
か

っ
た
人
が
労
働
参
加
す
る
こ
と
と
、
短
時
間
労
働
を
選

択
し
て
い
た
人
が
フ
ル
タ
イ
ム
の
仕
事
を
す
る
こ
と
で
、

労
働
力
供
給
が
増
え
る
。
後
者
の
典
型
は
扶
養
控
除
対

象
の
女
性
だ
が
、
こ
れ
は
税
制
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
解
決
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
。
と
い
う
こ
と

で
、
現
実
的
な
の
は
仕
事
を
す
る
人
が
増
え
る
こ
と
で

あ
る
。

そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
と
い
う
と
、
あ
る
。

あ
っ
た
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
20

年
で
、
30
代
後
半
以
降
の
女
性
の
労
働
力
率
が
驚
く
ほ

ど
上
昇
し
て
い
る
（
図
１
）。

で
は
、
こ
れ
は
労
働
政
策
に
よ
っ
て
後
押
し
さ
れ
た

も
の
か
。
女
性
の
就
労
を
め
ぐ
る
施
策
と
い
う
と
、
均

等
法
と
待
機
児
童
解
消
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
が
、
ど
ち

ら
も
あ
ま
り
関
係
あ
り
そ
う
に
な
い
。
だ
か
ら
原
因
は

別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
原
因
を
二
つ
指
摘

し
て
み
た
い
。

高
齢
化
と
介
護
保
険
の

人
材
需
要
は
３
０
０
万
人

第
一
は
高
齢
化
の
影
響
で
あ
る
。
高
齢
者
が
増
加
す

る
と
、
医
療
福
祉
産
業
の
就
業
者
が
増
加
す
る
。
ど
れ

く
ら
い
増
え
た
か
と
い
う
と
、
同
じ
20
年
で
倍
増
し
て
い

る
。
実
数
で
言
え
ば
３
０
０
万
人
程
度
の
増
加
で
あ
ろ

う
。
高
齢
化
が
進
ん
だ
都
道
府
県
で
は
、
勤
労
者
の
属

す
る
業
種
で
一
番
多
い
の
が
製
造
業
で
も
流
通
業
で
も
な

く
医
療
福
祉
だ
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。

同
じ
高
齢
化
を
介
護
保
険
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。
保

険
給
付
額
は
年
間
約
8
兆
円
に
上
る
。
国
策
と
し
て
、

8
兆
円
産
業
が
ひ
と
つ
、
短
期
間
の
う
ち
に
生
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
8
兆
円
が
す
べ
て
付
加
価
値
＝
人
件
費
に
充

当
さ
れ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
で
年
収
４
０
０
万
円
の
人
を

２
０
０
万
人
雇
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
年
収
３
０
０
万
円

な
ら
２
６
６
万
人
で
あ
る
。
数
字
の
つ
じ
つ
ま
は
医
療
福

祉
産
業
の
３
０
０
万
人
と
、
ほ
ぼ
合
っ
て
い
る
。
換
言
す

れ
ば
、
国
は
介
護
保
険
に
よ
っ
て
労
働
力
需
要
を
生
み

出
し
た
。

厳
密
な
検
証
は
こ
れ
か
ら
の
こ
と
と
し
て
、
以
上
の
事

実
か
ら
導
か
れ
る
仮
説
は
、
介
護
保
険
が
登
場
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
医
療
福
祉
分
野
の
労
働
需
要
が
急
速
に

増
加
し
、
こ
れ
に
中
年
女
性
が
応
え
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
だ
。
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
、
中
年
女
性
の
労

働
参
加
が
実
現
さ
れ
た
お
蔭
で
、
介
護
保
険
あ
る
い
は

医
療
福
祉
産
業
が
成
長
・
拡
大
で
き
た
の
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
い
っ
た
ん
仕
事
を
辞
め
た
人
が
復
帰
す

る
場
合
、
職
業
能
力
の
再
開
発
と
い
う
課
題
が
あ
る
。

し
か
し
介
護
保
険
で
提
供
さ
れ
る
の
は
多
く
が
対
人
サ

ー
ビ
ス
な
の
で
、
た
と
え
ば
オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
ク
と
比
較
す

る
と
、
専
業
主
婦
か
ら
見
て
能
力
上
の
違
和
感
は
小
さ

い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
も
就
労
を

促
進
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
の

中
高
年
化

就
労
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
「
元
専
業
主
婦
」
だ

け
で
は
な
い
。
仕
事
を
辞
め
な
い
女
性
も
増
え
て
い
る
。

理
由
は
「
非
婚
」
で
あ
る
。
現
在
、
35
歳
の
女
性
の
4

人
に
ひ
と
り
は
独
身
で
あ
る
。
45
歳
で
も
1
割
以
上
の

女
性
が
結
婚
し
て
い
な
い
。

こ
の
問
題
を
突
き
止
め
よ
う
と
し
て
国
勢
調
査
を
見

て
い
る
と
面
白
い
こ
と
に
気
づ
く
。
ひ
と
つ
は
、
世
帯
主

が
65
歳
以
上
で
「
夫
婦
と
子
ど
も
」
で
暮
ら
し
て
い
る

世
帯
が
か
な
り
多
い
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
っ
て
何
歳
な

の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
中
年
男
性
の
単
身
者
に
比
べ
て
、
中

年
女
性
の
単
身
者
は
か
な
り
少
な
い
。
高
齢
者
を
除
け

ば
国
民
は
男
女
ほ
ぼ
半
分
ず
つ
で
、
独
身
者
の
数
も
男

女
で
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
夫

一
婦
制
な
ら
そ
う
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
性
の
単
身

者
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
未
婚
女
性
が
単
身
世
帯

と
な
ら
ず
に
、
子
ど
も
と
し
て
、
高
齢
の
親
と
一
緒
に
世

帯
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
私
は
こ
れ

を
「
パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
の
中
高
年
化
」
と
呼
ん
で

い
る
。

パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
は
15
年
ほ
ど
前
に
、
当
時
東

京
学
芸
大
学
助
教
授
だ
っ
た
山
田
昌
弘
氏
が
創
っ
た
言

葉
で
、
社
会
人
に
な
っ
て
も
親
に
「
寄
生
」
し
て
暮
ら
す

若
者
、
特
に
女
性
を
指
す
。
15
年
経
て
ば
、
25
歳
の
パ

ラ
サ
イ
ト
は
40
歳
、35
歳
は
50
歳
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
、

30
代
女
子
、
さ
ら
に
は
40
代
女
子
も
当
た
り
前
の
言
葉

に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
要
は
そ
う
い
う
、
意
識
面
で
親
が

か
り
気
分
の
ず
っ
と
抜
け
な
い
人
々
の
増
加
も
言
葉
の
変

化
に
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

女
性
は
も
っ
と
働
く
か

日
本
の
高
齢
化
は
さ
ら
に
進
展
す
る
。
介
護
保
険
の

関
係
で
言
え
ば
、
１
９
４
７
〜
１
９
４
９
年
生
ま
れ
の
第

一
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
75
歳
に
到
達
す
る
の
が
２
０

２
４
年
で
（
遠
い
未
来
で
は
な
い
。
ほ
ん
の
10
年
先
で
あ

る
）、
今
と
同
じ
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
続
け
る
な
ら
介
護

給
付
と
労
働
需
要
は
劇
的
に
多
く
な
る
。

で
は
こ
の
よ
う
な
需
要
に
対
応
し
て
労
働
力
は
供
給

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
さ
れ
る
」
と
考
え
る
な
ら
、
こ

の
根
拠
は
、
中
年
層
の
女
性
の
就
業
率
が
男
性
並
み
に

高
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
、
お

そ
ら
く
介
護
保
険
は
労
働
力
供
給
に
合
わ
せ
て
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い
。
ど
ち
ら
に
な
る
の
か

は
判
ら
な
い
が
、
確
か
な
の
は
、
日
本
の
産
業
界
が
女
性

労
働
力
の
か
な
り
の
部
分
を
介
護
保
険
に
「
採
ら
れ
ち

ゃ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
さ
ま
じ
い
人
数
を
採

ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
本
稿
で
説
明
し
た
と
お
り
で

あ
る
。
そ
の
数
は
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
２
５
０
万
人
な

の
で
、
他
の
施
策
で
代
替
・
補
填
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
規
模
で
は
な
い
。
そ
し
て
今
後
し
ば
ら
く
、
採
ら

れ
続
け
る
。
医
療
福
祉
以
外
の
分
野
で
人
材
ビ
ジ
ネ
ス

を
し
よ
う
と
い
う
企
業
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
制
約
・
脅

威
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

女性の就業者は
なぜ増えたのか

人
手
不
足
時
代
の

人
材
サ
ー
ビ
ス
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図1 ■年齢（5歳階級）、男女別労働力率―全国（昭和60年、平成17年、平成22年）
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