
(6)【国民運動】2008年11月18日(火 曜日)

派
遣
法
の
抜
本
改
正
を

脇
田
龍
谷
大
教
授
に
聞
く

政
府
が
改
定
案
を
国
会
に
提
出
す
る
な
ど
労
働
者
派
遣

法
の
見
直
し
が
焦
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
非
正
規
雇
用
や

派
遣
労
働
に
詳
し
い
脇
田
滋
・
龍
谷
大
学
法
学
部
教
授

に
、
派
遣
法
改
正
を
め
ぐ
る
情
勢
や
抜
本
改
正
の
方
向
に

つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

ー
法
改
正
を
め
ぐ
る
状
況

を
ど
う
み
ま
す
か
。

脇
田

非
正
規
雇
用
の
増

大
で
貧
困
と
格
差
が
広
が
り

社
会
問
題
に
な
る
な
か
で
、

政
府
・与
党
も
規
制
緩
和
一

辺
倒
か
ら
規
制
強
化
の
方
向

を
打
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
が
国
民
や
労

働
者
が
求
め
る
抜
本
改
正
の

方
向
に
進
む
の
か
ど
う
か
は

世
論
と
運
動
に
か
か
っ
て
い

る
。
こ
う
い
う
局
面
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。

い
ま
、
「派
遣
切
り
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
な
、
大
企
業
な

ど
に
よ
る
派
遣
労
働
者
の
使

い
捨
て
が
広
が

っ
て
い
ま

す
。
低
賃
金
で
働
か
せ
て
大

も
う
け
し
な
が
ら
、
景
気
が

悪
く
な
る
と
簡
単
に
切
り
捨

て
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
許
さ

な
い
た
め
に
も
、
派
遣
法
を

抜
本
的
に
改
正
す
る
こ
と
が

緊
急
の
課
題
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

業
務
限
定
が
基
本

1
派
遣
法
は
次
か
ら
次
へ

と
規
制
が
緩
和
さ
れ
て
き
ま

し
た
。

上

脇
田

労
働
者
派
遣
法
は

一九
八
五
年
に
制
定
さ
れ
、

そ
れ
ま
で
職
業
安
定
法
で
禁

止
さ
れ
て
い
た

「労
働
者
供

給
事
業
」
を
、
一
定
の
条
件

の
も
と
に

「労
働
者
派
遣
事

業
」
と
し
て
認
め
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

当
時
、
違
法
な

「業
務
処

理
請
負
」
が
広
が
っ
て
い
た

こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
規
制

緩
和
を
は
か
ろ
う
と
い
う
財

界
の
ね
ら
い
に
沿
っ
た
も
の

で
し
た
。
た
だ
し
、
労
働
力

の
利
用
者
が
雇
用
責
任
を
負

う
と
い
う
直
接
雇
用
の
原
則

に
反
す
る
た
め
、
「臨
時
的

・
一
時
的
業
務
に
限
定
し
、

常
用
雇
用
の
代
替
と
し
な

い
」
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
ま

し
た
。

し
か
し
、
財
界
の
要
求
を

受
け
て
一
九
九
九
年
に
派
遣

業
務
の
原
則
自
由
化
、
二
〇

〇
四
年
に
は
製
造
業
務
に
も

解
禁
さ
れ
、
建
設
な
ど
を
除

い
て
ほ
と
ん
ど
の
業
務
で
派

遣
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
派
遣
法
に
は
、
欧
州

で
は
当
然
の
①
派
遣
先
労
働

者
と
の
均
等
待
遇
②
派
遣
労

働
受
け
入
れ
理
由
の
限
定
③

派
遣
終
了
後
の
派
遣
先
に
よ

る
直
接
雇
用
規
定
な
ど
が
あ

り
ま
せ
ん
。
「世
界
最
低
の

派
遣
制
度
」
の
も
と
で
労
働

者
は
過
酷
で
差
別
的
雇
用
・

労
働
条
件
を
強
い
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

財
界
戦
略
に
従
い

規
制
緩
和
の
基
本
戦
略
は

ピ

ン
チ
を
チ

ャ
ン
ス
に

労働者派遣法の抜本改正などを訴えた全国青年
k集 会の参加者=10月5日 、東京 ・明治公園

日
経
連
が
九
五
年
に
出
し
た

提
言

「
新
時
代
の

『
日
本
的

経
営
』
」
に
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
正
社
員
は

一
握
り
に
と

ど
め
て
、
大
半
の
労
働
者
は

非
正
規
雇
用
に
置
き
換
え
る

戦
略
で
す
。

最
初
の
ホ
ッ
プ
は
、
パ
ー

ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
導
入
で

す
。
被
扶
養
者
の
主
婦
や
学

生
を

「
家
計
補
助
者
」
だ
か

ら
と
年
収
百
万
円
前
後
の
超

低
賃
金
で
雇
用
す
る
形
態
で

す
。

次
の
ス
テ
ッ
プ
が
派
遣
や

請
負
、
契
約
社
員
と
い
っ
た

フ
ル
タ
イ
ム
非
正
規
雇
用
の

増
大
。
最
後
の
ジ
ャ
ン
プ

が
、
解
雇
の
金
銭
解
決
、
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

・
エ
グ
ゼ
ン

プ
シ
ョ
ン

(労
働
時
間
規
制

の
適
用
除
外
制
度
)
導
入
、

派
遣
期
間
制
限
の
撤
廃
、
派

遣
先
に
よ
る
直
接
雇
用
の
申

し
込
み
義
務
撤
廃
な
ど
、
労

働
法
制
の
大
改
悪
で
し
た
。

ー
い
わ
ゆ
る

「
労
働
ビ
ッ

グ
バ
ン
」
で
す
ね
。

脇
田

そ
う
で
す
。
正
規

雇
用
が
ま
だ
多
数
の
と
き
は

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
や
格
差
も

注
目
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
全
体
の
四
割
に
近
づ
く

な
か
で
非
正
規
雇
用
が
貧
困

や
格
差
の
原
因
だ
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き

た
。
他
方
、
製
品
事
故
や
労

災
の
増
大
、
技
術
継
承
の
困

難
な
ど
経
営
的
に
も
深
刻
な

事
態
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
の
参
院
選
で
は
規
制

緩
和
路
線
に
国
民
が
ノ
ー
の

審
判
を
下
し
、
与
党
が
大
敗

し
ま
し
た
。
ま
た
、
偽
装
請

負
下
で
働
い
て
い
た
労
働
者

の
受
け
入
れ
企
業
に
直
接
雇

用
を
命
じ
た
松
下
プ
ラ
ズ
マ

事
件

・
大
阪
高
裁
判
決
の
よ

う
に
、
大
企
業
の
違
法
な
労

働
力
利
用
を
許
さ
な
い
判
決

も
増
え
て
き
ま
し
た
。
財
界

は
当
初
の
思
惑
と
違
っ
て
労

働
ビ
ッ
グ
バ
ン
と
い
う
着
地

点
を
見
い
だ
せ
な
く
な
っ
て

い
る
の
で
す
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
九
九
年

の
派
遣
法
改
悪
以
降
、
規
制

緩
和
の
流
れ
を
転
換
さ
せ
る

と
い
う
展
望
を
見
い
だ
す
の

は
困
難
で
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
流
れ
が
大
き
く
変
わ

っ

て
、
取
り
組
み
や
た
た
か
い

方
に
よ
っ
て
ピ
ン
チ
を
チ
ャ

ン
ス
に
変
え
ら
れ
る
情
勢
に

な
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
規
制
緩
和
を
推

進
し
て
き
た
政
府
や
財
界
は

根
本
的
転
換
を
す
る
気
が
な

く
、
い
っ
そ
う
の
規
制
緩
和

と
い
う
ね
ら
い
を
持
ち
続
け

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
規
制

緩
和
の
道
を
す
す
む
限
り
、

日
本
の
将
来
は
も
ち
ろ
ん
、

企
業
に
と
っ
て
も
健
全
な
発

展
は
あ
り
ま
せ
ん
。(

つ
づ
く
)

shigeru
タイプライターテキスト
しんぶん赤旗



2008年11月19日(水 曜日)【国民運動】(5)

派
遣
法
の
抜
本
改
正
を

脇
田
滋
龍
谷
大
教
授
に
聞
く

「
一
時

的

労

働

」
に
限

定

ー
政
府
の
改
定
案
が
出
さ

れ
ま
し
た
が
。

脇
田
　
問
題
と
な

っ
た
日

雇
い
派
遣
に
つ
い
て
は
三
十

日
以
内
の
短
期
派
遣
を
禁
止

す
る
だ
け
で
す
。
法
改
正
と

い
う
以
上
、
「登
録
型
」
派
遣

の
禁
止
を
盛
り
込
む
必
要
が

あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
派
遣

元
で
の
常
用
で
あ
れ
ば
派
遣

先
に
よ
る
事
前
面
接
の
禁
止

や
直
接
雇
用
の
申
し
込
み
義

務
を
緩
和
す
る
と
い
う
改
悪

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

で
は

"
名
ば
か
り
改
正
"
と

い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
小

手
先
の
手
直
し
に
と
ど
め

ず
、
抜
本
改
正
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

な
に
よ
り
、
派
遣
労
働
者

に
対
す
る
派
遣
先
の
直
接
雇

用
責
任
を
強
化
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

E
U
諸
国
で
は
、
業
務
量

が
増
え
た
と
き
に
受
け
入
れ

る
「

時
的
労
働
」
(
t
e
m

P

o
r
a
r
y

W
o
r

k
)
と
し
て
だ
け
派
遣
が
認

め
ら
れ
て
お
り
、
「業
務
が

恒
常
化
し
た
場
合
は
常
用
労

働
者
と
し
て
採
用
す
る
」
の

が
基
本
的
ル
ー
ル
で
す
。

意
図
的
に
誤
訳

ド
イ
ツ
な
ど
E
U
諸
国
で

は
、
派
遣
期
間
が
満
了
す
る

と
、
派
遣
労
働
者
の
三
割
か

ら
五
割
が
派
遣
先
に
直
接
常

用
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
派
遣
法
で
は
、
派

遣
先
で
雇
用
安
定
を
図
る
と

い
う
原
則
が
あ
い
ま
い
で

す
。
実
際
に
は
登
録
型
派
遣

導
入
で
派
遣
元
で
の
雇
用
安

定
も
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
ま
す
。

世
界
で
は

「

時
的
労

働
」
(
t
e
m
P
o
r
a
r

y

W
o
r
k
)
と
呼
ば
れ

る
も
の
を
日
本
政
府
は

「派

遣
労
働
」
(d
i
ｓ
p
a
t

c
h

w
o
r
k
)
と
意
図

的
に
誤
訳
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
「
名
ば
か
り
雇
用
主
」

の
派
遣
元
に
雇
用
責
任
を
押

し
つ
け
て
、
派
遣
先
企
業
が

長
期
に
派
遣
労
働
者
を
利
用

し
て
も
雇
用
責
任
を
負
わ
ず

に
す
む
仕
組
み
に
す
る
た
め

で
し
た
。

そ
の
後
、
派
遣
対
象
業
務

が

一
九
九
九
年
に
自
由
化
さ

れ
た
と
き
、
雇
用
全
体
の
破

壊
に
つ
な
が
る
と
い
う
批
判

の
声
が
上
が
り
、
新
し
く
自

由
化
さ
れ
た
業
務
に
つ
い
て

は

「
派
遣
期
間
を

一
年
に
限

る
」
と
い
う
ル
ー
ル
が
よ
う

や
く
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
れ
も
〇
三
年
に
は

三
年
に
延
長
さ
れ
、
製
造
業

も
〇
七
年
か
ら
三
年
に
延
長

さ
れ
る
な
ど
、
期
間
制
限
が

ど
ん
ど
ん
後
退
さ
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

み
な
し
雇
用
を

長
期
の
派
遣
利
用
は

「

時
的
労
働
」
(
t
e
m
P
o

r
a
r
y

W
o
r
k
)
と

い
う
派
遣
本
来
の
性
格
に
反

し
ま
す
。
政
府
案
で
は
、
行

政
が
派
遣
先
に
雇
用
契
約
を

申
し
込
む
よ
う
勧
告
す
る
仕

組
み
を
新
た
に
設
け
る
だ
け

で
す
。
派
遣
を
臨
時
的
・
一

時
的
業
務
に
限
定
し
、
一
定

期
間
を
超
え
た
ら
派
遣
先
に

直
接
雇
用
さ
れ
た
と
み
な
す

制
度
が
必
要
で
す
。
現
行
の

「申
し
込
み
義
務
」
を
少
し

強
化
す
る
程
度
で
は
不
十
分

で
す
。

ー
韓
国
で
は
、
労
働
者
の

た
た
か
い
で
派
遣
法
な
ど
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

脇
田
　
韓
国
で
は
、
二
〇

〇
六
年
に
非
正
規
労
働
者
保

護
関
連
法
が
制
定
さ
れ
、
派

遣
を
含
む
有
期
雇
用
が
二
年

を
超
え
た
ら
正
規
雇
用
労
働

者
と
み
な
す
制
度
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
公
共

部
門
で
は
六
万
七
千
人
が
正

規
ま
た
は
期
間
の
定
め
の
な

い
雇
用
に
転
換
さ
れ
ま
し

た
。
労
働
側
は
同
法
が
ま
だ

ま
だ
不
十
分
だ
と
し
て
、
有

期
雇
用
の
利
用
事
由
を
限
定

す
る

「入
り
口
規
制
」
を
強

く
求
め
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
九
九
年
改
正

前
に
戻
す
と
い
う
よ
り
も
、

派
遣
期
間
の
制
限
を
厳
格
化

し
て
、
派
遣
先
の
雇
用
責
任

を
格
段
に
強
化
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。

(
つ
づ
く
)

中

shigeru
タイプライターテキスト
しんぶん赤旗



2008年11月20日(木 曜日)【国民運動】(5)

派
遣
法
の
抜
本
改
正
を

脇
田
滋
龍
谷
大
教
授
に
聞
く

ー
政
府
案
で
は

「登
録

型
」
派
遣
に
つ
い
て
は

一
切

ふ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

脇
田

派
遣
先
で
働
く
と

き
だ
け
派
遣
元
に
雇
わ
れ
る

「登
録
型
」
派
遣
は
不
安
定

雇
用
の
典
型
で
原
則
禁
止
す

べ
き
で
す
。

有
給
休
暇
ゼ

ロ

労
働
基
準
法
で
は
半
年
勤

務
で
十
日
の
有
給
休
暇
を
保

障
し
て
い
ま
す
。
通
常
、
継

続
勤
務
で
年
々
、
日
数
が
増

え
て
七
年
目
で
上
限
の
二
十

日
に
達
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が

登
録
型
派
遣
で
は
十
年
勤

務
し
て
も
派
遣
会
社
が
変

わ
る
た
び
に
休
暇
日
数
が

ゼ
ロ
に
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
の

で
す
。

仕
事
が
途
切
れ
た
場
合
、

常
用
型
雇
用
の
派
遣
労
働
者

な
ら
賃
金
保
障
が
あ
り
ま
す

下

加
入
せ
ず
、
労
働
基
準
法
も

守
ら
な
い
例
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
そ
れ
な
の
に
派
遣
先
か

ら
の
派
遣
料
金
の
相
当
割
合

別
労
働
協
約
で
仕
事
が
同
じ

な
ら
待
遇
上
の
差
別
は
で
き

ま
せ
ん
。
派
遣
法
で
も
確
認

的
に
こ
の
同
一
待
遇
原
則
を

定
め
て
い
ま
す
。
韓
国
も
二

〇
〇
六
年
の
派
遣
法
改
正
で

差
別
是
正
を
明
確
に
規
定
し

ま
し
た
。

E
U
で
は
こ
れ
が
、
常
用

雇
用
代
替
の
歯
止
め
に
な
っ

と
言
え
る
国
は
ほ
か
に
な
い

と
思
い
ま
す
。

韓
国
で
法
改
正

私
は
こ
れ
ま
で
二
十
年
以

上
、
派
遣
問
題
に
取
り
組

み
、
日
本
を
モ
デ
ル
に
派

遣
法
を
制
定
し
た
韓
国
に

関
心
を
も
ち
、
労
働
者
や
法

律
家
と
交
流
し
て
き
ま
し

労
働
者
保
護
法
が
必
要

が
、
登
録
型
の
派
遣
労
働
者

だ
と
何
の
保
障
も
な
く
、
無

収
入
に
な

っ
て
し
ま
い
ま

す
。
技
能
の
向
上
な
ど
法
令

で
課
せ
ら
れ
た
教
育
訓
練
を

ま
と
も
に
行
っ
て
い
る
派
遣

会
社
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。登

録
型
の
最
た
る
も
の
が

「日
雇
い
派
遣
」
で
す
が
、

社
会
保
険

・
雇
用
保
険
に
も

を
手
数
料
と
し
て
受
け
取
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
派

遣
元
が
雇
用
責
任
を
果
た
し

て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

常
用
型
雇
用
を
基
本
と
し
て

弊
害
の
多
い
登
録
型
は
禁
止

す
べ
き
で
す
。

1
派
遣
先
労
働
者
と
の
均

等
待
遇
を
求
め
る
声
が
切
実

で
す
。

脇
田

E
U
で
は
、
産
業

て
い
ま
す
。
企
業
に
と
っ
て

は
派
遣
を
使
っ
て
も
正
規
を

使
っ
て
も
人
件
費
が
変
わ
ら

な
い
の
で
、
派
遣
は
そ
れ
ほ

ど
増
え
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は

「
正
社
員

一
人
分
の
給
料
で

派
遣
を
二
～
三
人
雇
え
ま

す
」
と
派
遣
会
社
が
売
り
込

ん
で
は
ば
か
ら
な
い
。
「
同

一
労
働
差
別
待
遇
」
を
公
然

た
。韓

国
で
は
、
非
正
規
雇
用

が
労
働
者
の
半
数
を
超
え

る
な
か
で
非
正
規
労
働
者

の
運
動
が
広
が
り
、
労
働
組

合
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー

も
企
業
別
か
ら
産
業
別
組
織

へ
の
転
換
を
進
め
る
な
か

で
、
「
非
正
規
職
撤
廃
」
の

た
た
か
い
を
強
め
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
が
〇
六
年
の
派

遣
法
改
正
に
つ
な
が
り
ま
し

た
。日

本
で
も
、
民
放
労
連
な

ど
が
産
別
組
織
と
し
て
早
く

か
ら
取
り
組
み
、
最
近
で
は

地
域
労
組
を
中
心
に
非
正
規

問
題
で
の
た
た
か
い
が
広
が

っ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
光

洋
シ
ー
リ
ン
グ
で
は
偽
装
請

負
を
告
発
し
て
正
社
員
化
を

勝
ち
取
り
、
松
下
プ
ラ
ズ
マ

事
件
で
は
大
阪
高
裁
で
勝
利

し
ま
し
た
。

不
安
定
な
雇
用
の
増
大
に

歯
止
め
を
か
け
、
逆
に
人
間

ら
し
い
働
き
方
と
待
遇
の
拡

大
を
求
め
る
世
論
と
運
動
が

広
が

っ
て
き
ま
し
た
。
政
府

・
与
党
も
派
遣
法
改
正
を
い

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
こ
の

流
れ
を
大
き
く
発
展
さ
せ
、

派
遣
法
を
派
遣
労
働
者
保
護

法
に
抜
本
改
正
す
る
取
り
組

み
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

(お
わ
り
)
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