
「
自

己

責

任

論

」
の
誤

り

派
遣
労
働
の
非
人
間
性

や
労
働
条
件
の
過
酷
さ
を

批
判
す
る
こ
と
に
対
し

て
、「そ
の
働
き
方
も
本
人

の
自
由
で
選
ん
だ
。
差
別

的
待
遇
も
、言
わ
ば
"い
わ

れ
"
の
あ
る
も
の
は
仕
方

な
い
」と
い
う
「自
己
責
任

論
」
が
喧
伝
(け
ん
で
ん
)

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
は
根
本
的
に
間

違
っ
た
議
論
で
す
。

■
選
択
肢
な
く

今
日
の
非
正
規
雇
用

は
、
財
界
と
政
府
が
戦
略

的
に
つ
く
り
だ
し
た
も
の

で
す
。
七
〇
年
代
に
は
九

割
が
正
規
雇
用
だ
っ
た
の

を
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
派

遣
拡
大
と
い
う
流
れ
で
崩

し
、
九
〇
年
代
に
は
む
し

ろ
正
規
雇
用
を
例
外
化
す

る
と
い
う
経
営
戦
略
が
進

め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中

で
、
多
く
の
女
性
や
若
者

に
は

「非
正
規
」
以
外
に

選
択
肢
が
な
い
、
と
い
う

現
実
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
で
、
自
分
で
選

ん
だ
の
だ
か
ら
仕
方
が
な

い
と
す
る
「自
己
責
任
論
」

は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

仮
に

「自
由
な
意
思
」

で
選
ん
だ
結
果
だ
と
し
て

も
、
人
間
の
尊
厳
や
最
低

限
の
生
活
を
維
持
で
き
な

い
労
働
条
件
を
正
当
化
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

生
活
・
労
働
の
ミ
ニ
マ
ム

(最
低
基
準
)
保
障
が
必

要
で
す
。

資
本
主
義
で
は
、
一
人

ひ
と
り
が
自
由
で
あ
る
こ

と
を
前
提
に
、
結
ん
だ
契

約
に
は
縛
ら
れ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
社

会
的
実
態
を
み
る
と
契
約

当
事
者
、
す
な
わ
ち
労
使

間
に
実
質
的
な
対
等
性
が

な
く
、
「自
由
意
思
」
と
言

っ
て
も
形
式
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
契
約
に
拘
束

さ
れ
る
と
し
た
ら
弱
い
方

に
の
み
酷
な
結
果
と
な
り

ま
す
。
実
態
を
踏
ま
え
、

一定
基
準
を
満
た
さ
な
い

契
約
は
制
限
さ
れ
る
べ
き

で
す
。

憲
法
が
個
人
の
生
存
権

(二
五
条
)
を
保
障
す
る

と
と
も
に
、
労
働
権
や
団

結
権

(二
七
、
二
八
条
)

を
認
め
た
こ
と
の
重
要
な

意
義
の
一
つ
は
こ
の
点
に

あ
り
ま
す
。

現
在
の
派
遣
労
働
や
有

期
雇
用
の
多
く
は
、
フ
ル

タ
イ
ム
で
働
い
て
も
生
活

保
護
基
準
以
下
の
賃
金
し

か
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
正
規

雇
用
と
の
大
き
な
格
差
は

差
別
と
し
か
言
え
ま
せ

ん
。
不
安
定
、
無
権
利
と

い
う
点
で
も
、
人
間
ら
し

い
雇
用
と
は
言
え
ま
せ

ん
。こ

れ
を

「自
由
意
思
」

を
根
拠
に
正
当
化
す
る
こ

と
は
、
労
働
法
の
原
理
に

反
し
ま
す
。
「契
約
の
自

由
」
の
み
を
強
調
し
、
憲

法
の
社
会
権
や
労
働
法
の

独
自
の
存
在
意
義
を
無
視

す
る
の
が
、
新
自
由
主
義

の
特
徴
で
す
。

■
労
組
の
役
割

「自
己
責
任
論
」
が
広

が
っ
て
、
働
く
者
が
孤
立

し
て
い
る
背
景
に
は
、
最

も
弱
い
立
場
で
苦
悩
す
る

者
に
寄
り
添
っ
て
力
に
な

る
べ
き
労
働
組
合
が
、
本

来
の
役
割
を
果
た
し
て
い

な
い
か
ら
だ
と
言
わ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

「自
己
責
任
論
」
を
否

定
し
、
ど
の
よ
う
な
連
帯

を
築
く
か
ー
。
い
ま
正
規

・非
正
規
の
違
い
を
超
え

て
労
働
者
連
帯
を
広
げ
る

条
件
が
客
観
的
に
拡
大
し

て
い
ま
す
。
企
業
別
正
社

員
組
織
に
は
限
界
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
を
乗
り
越
え

て
、
憲
法
が
求
め
て
い
る

「労
働
者
全
体
を
代
表
す

る
労
働
組
合
」
を
ど
の
よ

う
に
実
現
す
る
か
、
労
働

者
連
帯
の
意
味
を
含
め
て

改
め
て
問
い
直
す
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

聞
き
手
・
写
真中

祖
寅

一,

論点インタビュ

憲 法 から考 える

龍
谷
大
学
教
授

脇
田

滋
さ
んわ

き
た

し
げ
る

1
9
4
8
年
、

大
阪
市
生
ま
れ
。現
在
龍
谷
大
学
法
学

部
教
授
。
労
働
法
・社
会
保
障
法
専
攻
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
派
遣
労
働
者
へ

の
相
談
活
動
「
派
遣
労
働
者
の
悩
み
1

1
0
番
」
に
取
り
組
む
。
著
書
に
『労
働

法
を
考
え
る

こ
の
国
で
人
間
を
取
り

戻
す
た
め
に
』(新
日
本
出
版
社
)な
ど
。
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