
◎
特
集
◎
現
在
日
本
の
労
働
法
の
課
題

非
正
規
労
働
の
撤
廃
を
め
ざ
す
立
法

・
解
釈
論

脇
田

滋

龍
谷
大
学
教
授

「派
遣
村
」
で
無
力
さ
が
露
呈
し
た
労
働
法

現
在
の
日
本
で
は
、
職
場
に
お
け
る
人
権
の
喪
失

状

況
が
広
が
り
、
違
法
や
脱
法
が
蔓
延
し
て
労
働
法
凍

結

状
況
が
日
常
化
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
労
働
法
学
で
は
、

非
正
規
労
働
者
が
労
働
者
全
体
の
三
分
の

一
を
超
え
た

の
に
、
依
然
と
し
て
正
規
雇
用
中
心
の
課
題
が
論
議

さ

れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
近
年
、
「
人
材
ビ
ジ
ネ

ス
法
論
」

や

「労
働
市
場
法
論
」
が
有
力
に
提
起
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
非
正
規
雇
用
拡
大
を
止
め
る
と

い
う

よ
り
は
、
む
し
ろ
労
働
法
学
は
事
実
上
そ
れ
に
手
を
貸

し
て
き
た
と
言
え
る
。
現
実
の
苛
酷
さ
に
危
機
感
を
も

ち
、
苦
吟
す
る
非
正
規
労
働
者
の
声
を
聞
い
て
、
共
に

解
決

の
方
向
を
め
ざ
す
こ
と
に
よ

っ
て
日
本
の
労
働
法

学
を
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

と
く
に
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
○
〇
九
年
に
か
け

て

「派
遣
切
り
」と
呼
ば
れ
る
非
正
規
労
働
者

の
大
量
解

雇

が
日
本
社
会
を
揺
る
が
し
た
。
安
上
が
り

に
利
用
し

て

き
た
労
働
者
を
「
ぼ
ろ
切
れ
」
の
よ
う
に
使

い
捨
て
る
世

界
的
大
企
業
の
身
勝
手
と
横
暴
さ
に
対
し
て
労
働
法
は

ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
多
く
の
市

民
、

労
働
者
、
弁
護
士
ら
の
自
主
的
な
取
組
み
で
あ
る

「
年

越
し
派
遣
村
」
が
国
民
的
な
幅
広

い
支
持
を
受
け
た

の

と
は
対
照
的
で
あ

っ
た
。実
際
、派
遣
村
で
明
日
の
生
活

を
確
保
す
る
こ
と
さ
え
危
う

い
状
況

の
人
々
に
対
し
て

力
を
発
揮
し
た
の
は
、
生
活
保
護
受
給

に
詳
し
い
相
談

員
で
あ

っ
た
。
派
遣
村
の
相
談
活
動
に
参
加
し
た
労
働

弁
護
士
の
話
で
は
、
折
角
の
専
門
知
識
で
あ
る
労
働
法

を
駆
使
す
る
相
談
場
面
は
ま

っ
た
く
な
か

っ
た
と
い
う
。

私
は
、
今
後
の
労
働
法
学
の
課
題
は
、
こ
の

「
派
遣

村
」
で
の
労
働
法

の
無
力
さ
を
直
視
す
る
こ
と
か
ら
探

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

労
働
者
派
遣
＝
派
遣
先
の
雇
用
責
任
免
除
論

全
国
か
ら
派
遣
村

に
集
ま

っ
て
き
た
人
の
多
く
は
派

遣
や
有
期
な
ど
、
非
正
規
雇
用
の

「
働
く
貧
困

(
ワ
ー

キ
ン
グ

・
プ
ア
)」
層
に
属
す
る
労
働
者
で
あ

っ
た
。
派

遣
村
村
長
の
湯
浅
誠
氏
は
、
「
貧
困
は
自
己
責
任
で
は

な

い
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
通
り
で

あ
る
が
、
労
働
法
学

の
世
界
で
は
、
現
実
離
れ
し
た
「自

己
責
任
論
」
が
相
変
わ
ら
ず
幅
を
利
か
せ
て
い
る
。

「派
遣
切
り
」
と
い
う
用
語
は
労
働
法
学

で
は
な
く

マ
ス
コ
ミ
の
命
名
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
私
の
理
解

で
は

「派
遣
先
企
業
に
よ
る
首
切
り
」
で
あ
る
。
派
遣

や
偽
装
請
負

で
労
働
者
を
受
入
れ
、
そ
の
労
働
力
を
直

接
利
用
し
て
も

っ
と
も
利
益
を
得
て
き
た
の
は
製
造
大

企
業

で
あ
る
。

「派
遣
切
り
」
と

い
う
用
語
は
、
そ
の

派
遣
先
企
業
が
実
際
上
、
労
働
者
を
職
場
か
ら
排
除
す

る
事
実
を
端
的
に
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
そ
の
こ
と

へ
の
非
難
を
も
含
ん
で
い
る
点
で
、
き
わ
め
て
適
当
な

用
語
で
あ
る
。

し
か
し
、
労
働
法
学
の
世
界
で
は
こ
う
し
た

「派
遣

切
り
」
の
本
質
把
握
は
意
識
的
に
排
除
さ
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
「
労
働
者
派
遣
で
は
、
派
遣
元
が
雇
用
主
で

あ
る
か
ら
、
派
遣
先
が
解
雇
し
た
わ
け
で
は
な
い
」
と

さ
れ
、
ま
た
、
「派
遣
元
は
労
働
者
と
有
期
雇
用
契
約

を
締
結
し
て
お
り
、
期
間
満
了
に
よ
る
雇
止
め
」
に
過

ぎ
な
い
と

い
う

の
が
、
お
そ
ら
く
労
働
法
学

の
「
通
説
」

的
説
明
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

莫
大
な
利
益
を
上
げ
て
い
た
製
造
大
企
業
が
、
法
に

反
す
る
偽
装
請
負
形
式
で
正
社
員
と
は
格
段
に
低

い
労

働
条
件
で
派
遣
労
働
者
を
利
用
し
な
が
ら
、
経
済
危
機

を
理
由
に
、

一
方
的
に
職
場
か
ら
排
除
し
た
。
そ
し
て
、

派
遣
元
の
多
く
は

「常
用
型
派
遣
」
や

「講
負
業
者
」

で
あ
る
の
に
、
派
遣
先
が
契
約
を
打
ち
切

っ
た
と
き
約

八
割
が
そ
の
ま
ま
労
働
者
を
解
雇
や
雇
止
め
し
た
と
い

う
。
こ
れ
で
は
雇
用
主

の
実
体
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

「派
遣
切
り
」
は
労
働
者
派
遣
が

「法
的
虚
構
」
で
あ

る
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
政
府
の
行
政
解
釈
や
労
働
法
学
の

「通

説
」
は
派
遣
先
の
雇
用
責
任
を
否
定
し
、
「派
遣
切
り
」

責
任
を
免
除
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
と
く
に
、
労

働
者
派
遣
法
さ
え
守
ら
な

い
法
違
反
企
業

の
雇
用
責
任

を
追
及
し
た
松
下
Ｐ
Ｄ
Ｐ
事
件
で
は
、
大
阪
高
裁
が
か

ろ
う
じ
て
法
的
正
義
を
示
し
た
が
、
二
〇
〇
九
年

一
二
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月

一
八
日
判
決
で
、
最
高
裁
は
、
違
法
企
業

の
雇
用
責

任
を
不
問
に
し
て
法
の
番
人
と
し
て
の
役
割
を
放
棄

し

た
。
派
遣
制
度
の

「
法
的
虚
構
」
を
追
認
し
た
だ
け

で
、

原
審
判
決
否
定
の
具
体
的
論
拠
も
示
さ
な
い
最
高
裁
判

決
は
、
あ
ま
り
に
も
法
的
正
義
感
情
に
乏
し
い
も
の
で

あ

っ
た
。

解
雇
付
き
雇
用
と
し
て
の
有
期
雇
用

派
遣
、
契
約
社
員
、
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
な
ど
、
非
正

規
雇
用
に
共
通
す
る
の
は
「期
間
を
定
め
た
労
働
契
約
」

に
よ
る
有
期
雇
用
形
式
と

い
う
点
で
あ
る
。
日
本
で
は

期
間
を
定
め
な
い
労
働
契
約
を

一
方
的
に
解
約
す
る
使

用
者
側
の

「解
雇
」
に
つ
い
て
は
規
制
が
あ
る
が
、
有

期
雇
用
に
対
す
る
法
的
規
制
が
あ
ま
り
に
も
乏
し

い
。

Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
、
契
約
期
間
の
設
定
に
は
限
定
さ
れ

た

事
由
が
必
要
で
あ
り
、

一
定
の
期
間
を
超
え
た
と
き

に

は

「期
間
を
定
め
な

い
雇
用

(常
用
雇
用
)」
に
転
換

さ

せ
る
点
で
共
通
し
た
規
制
を
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

有
期
雇
用
が
解
雇
規
制

の
脱
法
形
態
と
な
る
可
能
性

が

あ
る
の
で
、
解
雇
事
由

に
相
当
す
る
事
情
が
な
け
れ
ば

「契
約
期
間
の
定
め
」
を
許
さ
な

い
と

い
う
考
え
方

が

前
提
に
な

っ
て
い
る
。

と
く
に
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は

「
入
口
」
規
制
が
有
力

で

あ
り
、
有
期
雇
用
を
臨
時
的
事
由
な
ど
に
限
定
す
る
考

え
方
を
採
用
し
て
い
る
。
二
○
〇
六
年
韓
国
法
は
、

二

年
後
に
は
正
規
職
化
す
る
と

い
う

「
出
口
」
規
制
と
差

別
是
正
の
視
点
か
ら
有
期
雇
用
に
対
す
る
立
法
的
規

制

を
加
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
反
復
更
新

さ
れ
た
場
合
に
解
雇
法
理
を
適
用
す
る
と

い
う
「出

口
」

で
の
判
例
法
理
は
あ
る
が
、
「
入
口
」
規
制
の
考
え
方

は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
。
学
説
や
判
例
で
は
、
労
働

者
自
身
が
そ
の
よ
う
な
雇
用
形
態
に
合
意
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
期
間
満
了
に
よ
る
雇
止
め
は
や
む
を
え
な

い

と
す
る

「労
使

の
自
由
な
合
意
説
」
が
有
力
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
有
期
雇
用
に
制
限
を
加
え
る
考
え
方
が

弱
い
な
か
で
、
日
本
で
は
徐

々
に
非
正
規
雇
用
と
し
て

の
有
期
雇
用
が
広
が

っ
て
い
っ
た
。
有
期
雇
用
は

「解

雇
付
き
雇
用
」
と

い
う
の
が
、
そ
の
本
質
で
あ
る
か
ら
、

自
由
な
有
期
雇
用
形
式

の
利
用
を
通
じ
て
、
日
本
の
使

用
者
は
大
き
な

「解
雇

の
自
由
」
を
実
質
的
に
確
保
し

つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
有
期
雇
用
規
制
を
強
め
る
国
際

動
向
と
は
逆
で
あ
り
、
日
本
の
経
営
者
に
不
当
な
権
限

を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

「合
意
論
」
が
根
拠
づ
け
る
非
正
規
連
用

近
年

の
労
働
法
学

の
傾
向
は
、
労
働
者
の
合
意
を
重

視
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
反
面
、
「労
働
契
約

法
」
論
議
を
含
め
て
、
解
雇
の
脱
法
形
態

へ
の
規
制
と

い
う
視
点
か
ら
有
期
雇
用
問
題
を
論
じ
る
問
題
意
識
か

ら
の
論
議
は
低
調
で
あ
る
。

.

二
○
○
九
年
秋
、
労
働
法
学
会
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

「労
働
契
約
法
」
を
テ
ー

マ
に
し
て
集
中
的
な
討
論
を

行
な

っ
た
。
私
に
と

っ
て
印
象
的
で
あ

っ
た
の
は
、
シ

ン
ポ
ジ
ス
ト
の
民
法
学
者
が

「
解
雇
に
は
正
当
事
由
が

必
要
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
披

瀝
し
た
の
に
対
し
て
、
労
働
法
学
者
の
側
が
驚
き
の
感

覚
で
そ
れ
を
受
け
止
め
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
日
本
の
労

働
法
学
が
、
雇
用
社
会

の
現
実
に
追
随
し
て
、
法
学
界

全
体
の
常
識
か
ら
も
大
き
く
立
ち
後
れ
て
い
る
こ
と
を

示
す
瞬
間
で
あ

っ
た
。

解
雇
は
、
労
働
争
議
や
裁
判
を
通
じ
て
長

い
年
月
の

闘
争
を
経
て

「首
切
り
」
と
呼
ば
れ
、
労
働
者

の
生
活

基
盤
を
破
壊
す
る
重
大
事
と
し
て
社
会
的
に
受
け
止
め

ら
れ
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
「労
働
者
自
身

が
同
意

し

た
契
約
期
間

の
満
了
に
よ

っ
て
雇
止
め
さ
れ
る
の
は
や

む
を
え
な

い
」
と
す
る
と
す
る
通
説
は
、
非
正
規
労
働

者
の
不
安
定
な
雇
用
を
法
的
に
正
当
化
す
る
論
拠
と
な

っ
て
い
る
。
個
別
労
働
者
の
意
思
を
過
度
に
強
調
す
る

考
え
方
は
、
新
自
由
主
義
的

「
自
己
責
任
論
」
と
密
接

に
結
び

つ
い
て
い
る
。
「派
遣
村
」
は
、
「非
正
規

(働

く
貧
困
)
も
自
己
責
任
」
と
す
る
従
来
の
労
働
法
学
説

が
、
現
実
的
な
妥
当
性

に
大
き
く
欠
け
、
社
会
的
期
待

に
応
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
た
の
で
あ
る
。

労
働
法
学
が
当
面
す
る
三
つ
の
課
題

現
在
、
労
働
法
学
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
①
非

正
規
雇
用
や
「
働
く
貧
困
」拡
大
を
進
め
た
労
働
法
規
制

緩
和
を
抜
本
的
に
見
直
し
、非
正
規
労
働
者
保
護
を
目

的
に
、
非
正
規
雇
用
撤
廃
に
つ
な
が
る
国
際
的
視
点
を

反
映
し
た
労
働
立
法
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
②
反
労
働

法
的
で
人
権
無
視
の
日
本
的
非
正
規
雇
用
の
広
が
り
を

事
実
上
正
当
化
し
て
き
た
「労
働
者
合
意
論
＝
自
己
責

任
論
」
を
根
本
的
に
反
省
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

③

「
派
遣
村
」
で
示
さ
れ
た
労
働
者

・
市
民
の
連
帯
や
、

非
正
規
労
働
者
を
代
表
す
る
地
域
労
組
な
ど
を
積
極
的

に
助
長
す
る
、
新
た
な
状
況
に
対
応
し
た
団
結
権
論
を

再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(わ
き
た

し
げ
る
）
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