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労
働
者
派
遣
法
は

抜
本
改
正
が
必
要

龍
谷
大
教
授

脇
田
滋
氏
の
報
告
か
ら

労
働
者
派
遣
法
改
定
案
の
国
会
審
議
が
始
ま
り
、

抜
本
改
正
を
求
め
る
運
動
が
強
ま

っ
て
い
ま
す
。

政
府
が
提
出
し
て
い
る
法
案
の
問
題
点
、
抜
本
改
正

の
方
向
に
つ
い
て
、
4
月
に
東
京
都
内
で
開
か
れ
た

非
正
規
労
働
者
の
権
利
実
現
全
国
会
議
の
集
会
で
、

脇
田
滋

・
龍
谷
大
学
教
授
が
報
告
し
ま
し
た
。
そ

の
要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。

広
い
例
外
規
定

労
働
者
派
遣
法
の
改
正

が
大
き
な
局
面
を
迎
え
て

い
ま
す
。

1
9
8
5
年
に
派
遣
法

が
で
き
て
以
後
、
何
度
か

大
き
な
改
定
が
あ
り
ま
し

た
。
96
年
に
は
業
務
が
26

に
拡
大
し
ま
し
た
。
当
時

の
日
経
連

(日
本
経
営
者

団
体
連
盟
＝
現
在
の
日
本

経
済
団
体
連
合
会
)
が
打

ち
出
し
た
、
正
社
員
は
少

な
く
て
い
い
、
こ
れ
か
ら

は
派
遣
や
有
期
雇
用
な
ど

原則禁止の意味なさず
多
様
な
雇
用
形
態
を
使
い

回
し
て
い
く
と
い
う
方
針

の
な
か
で
の
拡
大
で
し

た
。
そ
れ
か
ら
3
年
後
の

99
年
に
、
派
遣
業
務
が
原

則
自
由
化
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
2
0
0
4
年
の
3

月
か
ら
製
造
業
が
解
禁
さ

れ
る
と
い
う
よ
う
に
規
制

緩
和

一
辺
倒
の
改
定
が
続

い
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
派
遣
の
拡
大

に
よ
る
雇
用
破
壊
が
明
ら

か
に
な
り
、
07
年
の
参
院

選
で
与
野
党
が
逆
転
し
、

規
制
す
る
方
向
に
潮
目
が

労働者派遣法改定案の問題点
について報告する脇田教授

 

変
わ
り
ま
し
た
。
こ
の
流

れ
の
中
で
、
今
回
の
改
定

の
動
き
に
な
り
ま
し
た
。
・

禁
止
掲
げ
る
が

今
回
の
改
定
案
に
つ
い

て
、
政
府
は
こ
う
い
っ
て

い
ま
す
。

「常
時
雇
用
さ
れ
る
労

働
者
以
外
の
労
働
者
派
遣

や
製
造
業
務
へ
の
労
働
者

派
遣
を
原
則
と
し
て
禁
止

す
る
と
と
も
に
、
派
遣
労

働
者
の
保
護
お
よ
び
、
雇

用
の
安
定
の
た
め
の
措
置

の
充
実
を
図
る
等
、
労
働

者
派
遣
事
業
に
係
る
制
度

の
抜
本
的
見
直
し
を
図

る
」抜

本
的
な
見
直
し
と
い

っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
内

容
は
、
羊
頭
狗
肉

(
く
に

く
)
と
し
か
い
え
な
い
も

の
で
す
。

ま
ず
登
録
型
派
遣
は
原

則
禁
止
と
い
っ
て
い
ま
す

が
、
「専
門
26
業
務
」
な
ど

は
例
外
と
し
て
い
ま
す
。

実
は
、
い
ま
政
府
統
計
で

も
1
0
0
万
人
を
超
え
る

人
が
26
業
務
に
該
当
し
て

い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
が

依
然
と
し
て
残
る
わ
け
で

す
。

＼

そ
れ
か
ら
製
造
業
務
で

す
。
こ
れ
は
「派
遣
切
り
」

「偽
装
請
負
」
と
し
て
大

き
な
問
題
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
も
原
則
禁
止
で

す
が
、
常
時
雇
用
が
例
外

で
す
。
短
い
契
約
期
間
を

何
回
も
繰
り
返
し
、
1
年

を
超
え
て
い
れ
ば
常
時
雇

用
で
す
。
「派
遣
切
り
」

に
あ
っ
た
労
働
者
の
多
く

は
、
常
時
雇
用
だ
っ
た
の

で
す
。
派
遣
先
が
勝
手
な

都
合
で
契
約
を
切

っ
た

ら
、
派
遣
元
は
そ
の
ま
ま

8
割
の
労
働
者
を
雇
い
止

め
や
中
途
解
雇
し
ま
し

た
。
政
府
は
、
派
遣
元
で

常
時
雇
用
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
非
常
に
強
い
意
味

を
与
え
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
虚
構
、
欺
瞞

(ぎ
ま

ん
)
で
す
。
こ
う
い
う
例

外
は
非
常
に
問
題
だ
と
思

い
ま
す
。

海
外
に
例
な
し

日
雇
い
派
遣
も
、
専
門

業
務
な
ど
支
障
の
な
い
と

認
め
ら
れ
る
政
令
指
定
業

務
は
例
外
に
す
る
と
い
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

禁
止
を
い
い
な
が
ら
、
幅

広
く
例
外
を
認
め
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
政
府
案
の
特

徴
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
グ
ル
ー
プ

企
業
内
派
遣
は
、
8
割
を

超
え
て
は
な
ら
な
い
と
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
派
遣

先
企
業
の
子
会
社
で
、
第

2
人
事
部
で
す
。
派
遣
先

＝
派
遣
元
な
の
で
す
。
こ

ん
な
も
の
を
認
め
て
い
る

国
は
あ
り
ま
せ
ん
。

政
府
案
の
特
徴
は
、
派

遣
労
働
者
を
派
遣
元
で
期

間
の
定
め
の
な
い
雇
用
に

す
れ
ば
弊
害
は
な
く
な
る

と
い
う
建
前
を
と
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。
期
間
の
定

め
の
な
い
雇
用
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
派
遣
元
で
あ

っ
て
、
派
遣
先
で
は
な
い

の
で
す
。
こ
こ
に
大
き
な

ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

(
つ
づ
く
）



2010年5月12日(水 曜 日)【国民運動】(5)

、

鱗
.繊
者
脈
遣
法
は
砂

,抜
本
改
正
が
必
要
.

龍
谷
大
教
授

脇
田
滋
氏
の
報
告
か
ら

政
府
の
派
遣
法
改
定
案

で
明
ら
か
に
改
悪
だ
と
思

う
の
は
、
直
接
雇
用
申
し

込
み
義
務
の
適
用
除
外
で

す
。明

ら
か
な
改
悪

現
行
法
は
、
い
わ
ゆ
る

期
間
制
限
が
な
い
26
業
務

な
ど
で
、
3
年
を
超
え
て

継
続
し
て
い
る
場
合
、
新

し
い
労
働
者
を
雇
う
と
き

に
は
、
そ
の
派
遣
労
働
者

に
ま
ず
雇
用
の
申
し
込
み

を
し
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。・そ

れ
が
今
回
、
派
遣
元

で
期
間
の
定
め
の
な
い
雇

用
の
労
働
者
で
あ
れ
ば
、

申
し
込
ま
な
く
て
も
い
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
、
派
遣
元
で
し
っ
か
り

雇
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
派

遣
先
が
わ
ざ
わ
ざ
雇
用
し

な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
れ
で
は
労
働

者
は
、
派
遣
か
ら
抜
け
出

せ
ま
せ
ん
。
現
行
法
を
緩

和
す
る
改
悪
で
す
。

そ
れ
か
ら
派
遣
労
働
者

賃
金
の
「均
衡
考
慮
」

差別待遇を認める日本
派
遣
法
の
抜
本
改
正
を
求
め

.・て
座
り
込
む
非
正
規
労
働
者

ら
11
4
月
14
日
、
国
会
前

欝

逡

熱

,

の
賃
金
水
準
に
つ
い
て

「均
衡
考
慮
」
と
い
っ
て

い
ま
す
。
「均
等
」
で
は

な
く

「均
衡
」
で
す
。
派

遣
労
働
者
と
派
遣
先
の
同

じ
仕
事
を
し
て
い
る
労
働

者
の
賃
金
が
違
っ
て
も
い

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

う
い
う

「同

一
労
働
差
別

待
遇
」
を
認
め
て
い
る
国

は
日
本
だ
け
で
す
。
だ
か

ら
正
社
員
が
辞
め
る
と
、

そ
の
人
件
費
で
派
遣
が
3

～
4
人
雇
え
る
。
こ
う
い

う
ひ
ど
い
こ
と
が
で
き
ま

す
。韓

国
は
、
2
0
0
6
年

に
差
別
禁
止
を
決
め
ま
し

た
。
派
遣
法
を
も
っ
て
い

る
国
で
、
均
等
待
遇
を
定

め
て
い
な
い
の
は
日
本
だ

け
で
す
。
均
衡
と
い
う
言

葉
は
、
パ
ー
ト
労
働
法
で

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

均
等
待
遇
と
い
う
こ
と
を

意
識
し
て
避
け
て
い
ま

す
。み

な
し
適
用
は

次
は
、
違
法
派
遣
に
対

す
る
い
わ
ゆ
る
直
接
雇
用

「み
な
し
」
問
題
で
す
。

違
法
派
遣
の
場
合
、
派
遣

先
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
派
遣
労
働
者

を
受
け
入
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
派
遣
先
が
派
遣
労

働
者
に
対
し
、
労
働
契
約

を
申
し
込
ん
だ
も
の
と
み

な
す
と
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
違
法
で
あ
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
と
い
う
こ

と
が
問
題
で
す
。
派
遣
先

に
故
意
、
過
失
が
な
け
れ

ば
、
み
な
し
の
適
用
が
で

き
な
い
の
で
す
。

さ
ら
に

「そ
の
時
点
に

お
け
る
当
該
派
遣
労
働
者

に
係
る
労
働
条
件
と
同

一

の
労
働
条
件
を
内
容
と
す

る
労
働
契
約
の
申
し
込
み

を
し
た
も
の
と
み
な
す
」

と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

派
遣
元
の
労
働
条
件
を
そ

の
ま
ま
も
っ
て
直
接
雇
用

す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
ダ
メ
で
す
。
た

と
え
ば
ト
ヨ
タ
と
パ
ナ
ソ

ニ
ッ
ク
の
正
規
労
働
者
の

平
均
年
収
は
約
8
0
0
万

円
で
す
。
派
遣
労
働
者
は

2
0
0
万
円
と
格
差
が
あ

り
ま
す
。
労
働
者
に
正
規

な
み
の
賃
金
を
だ
す
な
ら

直
接
雇
用
の
み
な
し
は
プ

ラ
ス
で
す
が
、
元
の
2
0

0
万
円
の
ま
ま
直
接
雇
用

す
る
と
い
う
の
で
す
。
●

さ
ら
に
直
接
雇
用
さ
れ

て
も
、
派
遣
元
と
契
約
し

て
い
る
有
期
雇
用
の
期
間

だ
け
と
い
う
こ
と
で
す
。

韓
国
の
場
合
に
は
、
派
遣

先
の
正
社
員
の
労
働
条
件

が
直
接
雇
用
さ
れ
た
派
遣

労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま

す
。
こ
う
い
う
か
た
ち
に

す
べ
き
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
問
題
は
施

行
期
日
で
す
。
登
録
型
、

製
造
業
に
つ
い
て
は
3
年

以
内
、
さ
ら
に

一
定
の
業

務
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
2

年
以
内
と
い
う
こ
と
で
、

最
長
5
年
も
猶
予
さ
れ

る
。
つ
ま
り
現
状
維
持
で

す
。

(
つ
づ
く
)
～



労
働
者
派
遣
法
は

抜
本
改
正
が
必
要

③
蛾

龍
谷
大
教
授

脇
田
滋
氏
の
報
告
か
ら

い
ま
の
派
遣
労
働
の
現

場
は
、
本
当
に
ひ
ど
い
で

す
。
私
は
、
日
本
の
派
遣

制
度
を

「毒
の
缶
詰
」
と

位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
政

府
の
労
働
者
派
遣
法
改
定

案
は
、
そ
う
い
う
派
遣
の

弊
害
か
ら
目
を
つ
ぶ
り
、

現
状
を
維
持
し
よ
う
と
い

う
の
が
特
徴
だ
と
思
い
ま

す
。す

ぐ
に
ク
ビ
に

派
遣
と
い
う
の
は
、
雇

用
が
不
安
定
、
差
別
待

遇
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
に

つ
な
が
る
よ
う
な
低
劣
な

労
働
条
件
、
し
か
も
無
権

利
、
な
に
か
文
句
を
い
え

ば
、
す
ぐ
に
ク
ビ
に
な

る
。
労
働
基
準
法
の
有
給

休
暇
の
権
利
も
十
分
に
行

使
で
き
な
い
。
そ
れ
か
ら

孤
立
で
す
。
労
働
組
合
が

企
業
別
の
正
社
員
の
み
を

組
織
し
て
、
職
場
で
な
か

な
か
団
結
活
動
が
で
き
ま

せ
ん
。
そ
う
い
う
問
題
を

政
府
案
は
ま
っ
た
く
無
視

し
て
い
ま
す
。

「派
遣
村
」
で

「働
く

貧
困
」
が
可
視
化
さ
れ
、

深
刻
さ
が
浮
き
彫
り
に
な

っ
て
、
派
遣
法
改
正
の
動

現
状
維
持
の
政
府
案

日本の実態は世界の非常識i
派
遣
法
の
抜
本
改
正
を
訴

え
る
自
由
法
曹
団
の
弁
護

士
ら
"
11
日
、
国
会
前

き
に
な
り
ま
し
た
が
、
現

状
維
持
の
形
で
、
羊
頭
狗

肉

(く
に
く
)
の
法
案
で

切
り
抜
け
よ
う
と
し
て
い

る
、
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

民
主
、
社
民
、
国
民
新

党
が
昨
年
出
し
て
い
た

「3
党
案
」
は
、
派
遣
先

に
大
き
な
責
任
を
課
そ
う

と
し
て
い
ま
し
た
。
直
接

雇
用
の

「み
な
し
」
規
定

や

「均
等
待
遇
」
と
い
う

言
葉
も
入

っ
て
い
ま
し

た
。
政
府
案
は
、
そ
れ
ら

が
崩
れ
た
り
脱
落
し
た
り

し
て
い
ま
す
。
国
民
が
政

権
交
代
に
つ
な
が
る
選
択

を
し
た
の
に
、
そ
こ
が
崩

れ
て
い
て
、
ま
っ
た
く
期

待
は
ず
れ
で
す
。

政
府
案
で
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
や
韓
国
の
世
界
水
準

の
派
遣
法
か
ら
大
き
く
立

ち
遅
れ
た
ま
ま
で
す
。
諸

外
国
で
は
、
派
遣
は

一
定

の
事
由
が
な
い
と
ダ
メ
で

あ
る
と
か
、

一
定
の
期
間

を
過
ぎ
た
ら
、
派
遣
先
に

直
接
常
用
雇
用
す
る
し
く

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
が
大
き
く
抜
け
て
い
ま

す
。参

加
の
仕
組
み

そ
れ
か
ら
、
均
等
待
遇

が
抜
け
て
し
ま
っ
た
こ
と

は
重
大
で
す
。
派
遣
労
働

者
は
、
派
遣
元
と
派
遣
先

と
の
三
角
関
係
の
も
と
で

働
く
と
い
う
点
で
、
い
わ

ゆ
る
二
面
関
係
の
正
社
員

と
大
き
く
違
う
特
徴
が
あ

り
ま
す
。
非
常
に
困
難
な

場
で
働
い
て
い
ま
す
か

ら
、
待
遇
で
プ
ラ
ス
を
し

な
い
と
ダ
メ
な
ん
で
す
。

例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で

は
、
派
遣
と
派
遣
の
あ
い

だ
に
空
白
期
間
が
で
き
る

の
で
、
不
安
定
雇
用
手
当

と
い
う
名
目
で
、
1
割
増

し
の
賃
金
支
払
い
を
強
制

し
て
い
ま
す
。
均
等
待
遇

の
う
え
に
、
さ
ら
に
1
割

上
乗
せ
て
い
る
の
で
す
。

だ
か
ら
派
遣
の
方
が
高

く
つ
く
。
こ
れ
は
有
期
雇

用
も
同
じ
で
す
。
不
安
定

な
雇
用
だ
か
ら
、
ど
う
し

て
も
失
業
状
態
に
な
り
ま

す
。
派
遣
を
使
っ
て
メ
リ

ッ
ト
を
受
け
る
の
は
派
遣

先
企
業
で
す
か
ら
、
そ
こ

に
1
割
余
計
に
負
担
さ
せ

る
の
で
す
。

日
本
で
は
、
派
遣
の
ほ

う
が
安
く
つ
く
と
い
う
の

が
常
識
で
す
が
、
世
界
で

は
非
常
識
で
す
。
派
遣
の

方
が
高
く
つ
く
と
い
う
こ

・と
を
世
界
で
は
認
め
て
い

ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
労
働
組
合

が
関
与
す
る
と
い
う
こ
と

が
重
要
で
す
。
労
働
組
合

が
た
と
え
ば
、
派
遣
は
全

従
業
員
の
5
%
を
超
え
て

は
い
け
な
い
と
か
、
口
を

出
す
仕
組
み
で
す
。
イ
タ

リ
ア
や
韓
国
の
派
遣
法
に

は
あ
る
の
で
す
が
、
日
本

に
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
と
く
に
大
企

業
で
、
労
働
組
合
が
派
遣

に
つ
い
て
口
を
出
そ
う
と

し
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す

が
、
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア

で
は
、
職
場
の
全
員
集
会

な
ど
に
派
遣
労
働
者
が
参

加
す
る
。
派
遣
労
働
者
を

そ
う
い
う
集
団
的
な
意
思

決
定
の
仕
組
み
に
参
加
さ

せ
る
の
は
、
非
常
に
大
事

で
す
。

(
つ
づ
く
)



2010年5月14日(金 曜 日)

 

κ【国民運動】(5)

労
働
者
派
遣
法
は

抜
本
改
正
が
必
要

４

龍
谷
大
教
授

脇
田
滋
氏
の
報
告
か
ら

労
働
者
派
遣
法
改
正
の

政
府
案
を
め
ぐ
っ
て
、
法

案
作
成
手
続
き
を
め
ぐ
る

問
題
が
浮
上
し
ま
し
た
。

政
府
と
与
党
の
会
議
で
、

法
案
か
ら

「事
前
面
接
」

を
解
禁
し
た
条
項
を
削
除

し
た
こ
と
に
、
労
働
政
策

審
議
会

(労
政
審
)
が
抗

議
し
ま
し
た
。
私
は
、
本

当
に
腹
が
立
ち
ま
し
た
。

労
政
審
の
い
ま
の
公
益

委
員
は
、
旧
政
権
で
選
ば

れ
て
い
た
人
で
す
。
昨
年

の
総
選
挙
で
は
、
労
働
者

派
遣
法
の
改
正
が
大
き
な

争
点
に
な
り
、
国
民
が
こ

れ
ま
で
の
派
遣
制
度
ノ

ー
、
従
来
の
政
府
案
ノ
ー

の
方
向
に
軍
配
を
あ
げ

て
、
.政
権
交
代
が
あ

っ
た

わ
け
で
す
。
だ
か
ら
政
府

案
を
支
持
し
た
公
益
委
員

は
道
義
的
に
や
め
る
べ
き

で
し
た
。
委
員
を
継
続
す

る
の
は
、
学
問
的
な
良
心

か
ら
み
て
も
お
か
し
い
と

思
い
ま
す
。

派
遣
代
表
な
く

そ
れ
か
ら
労
働
者
委
員

も
、
労
働
者
全
体
を
代
表

し
て
い
る
の
か
。
正
社
員

で
組
織
す
る
労
組
を
代
表

法
案
作
成
の
欠
陥

当事者を抜きに議論
駈

レ

す
る
だ
け
で
な
く
、
派
遣

労
働
者
の
声
を
反
映
す
る

べ
き
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
こ
れ
が
非
常
に
深
刻

に
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

組
合
だ
け
を
代
表
す
る
の

で
は
な
く
て
、
職
場
、
職

種
、
産
業
の
全
体
の
労
働

者
を
代
表
し
な
い
と
ダ
メ

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
点
で
、
日
本
の
公

労
使
の
関
係
に
つ
い
て
改

め
て
疑
問
を
感
じ
ま
す
。

今
回
の
派
遣
労
働
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
派
遣
労
働

者
を
代
表
者
に
加
え
る
べ

き
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

少
な
く
と
も

「派
遣
切

り
」
で
派
遣
労
働
者
が
ク

ビ
を
切
ら
れ
て
い
る
と
き

に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
し
た

企
業
別
正
社
員
組
合
は
あ

っ
た
の
か
。
ご
く

一
部
を

除
い
て
、
と
く
に
製
造
業

の
大
企
業
で
は
そ
う
い
う

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う

い
う
労
働
組
合
が
、
派
遣

労
働
の
問
題
で
し
っ
か
り

声
を
出
せ
る
立
場
だ
っ
た

の
か
ど
う
か
、
改
め
て
疑

問
に
思
い
ま
す
。

日
本
の
労
働
者
派
遣
法

は
、
抜
本
改
正
が
ど
う
し

て
も
必
要
で
す
。
と
く
に

日
本
的
な
根
本
問
題
を
な

く
す
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。い

ま
の
派
遣
法
は
、

「法
的
な
虚
構
や
欺
瞞

(ぎ
ま
ん
)」
の
集
合
体
だ

と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば

法
律
で
は
、
派
遣
元
が
雇

用
主
と
な
っ
て
い
ま
す
。

派
遣
元
は
、
20
平
方
層
の

事
務
所
が
あ
れ
ば
、
何
百

人
の
雇
用
主
に
な
れ
る
の

で
す
。
し
か
し
仕
事
の
指

揮
を
い
っ
さ
い
せ
ず
、
労

働
者
を
送
り
出
す
だ
け
。

実
態
は
、
有
料
職
業
紹
介

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
ま
せ

ん
。
派
遣
元
が
雇
用
主
だ

と
い
う
の
は
、
実
体
の
な

い
擬
制
な
ん
で
す
。
実
体

が
な
い
の
に
一
人
歩
き
し

て
い
る
わ
け
で
す
。

日
本
の
労
働
者
派
遣
法

の
こ
う
い
う
根
本
間
題
を

克
服
す
る
た
め
に
は
、
憲

法
や
国
際
労
働
機
関

(I

L
O
)
条
約
の
意
義
を
再

確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
の
派
遣
法
の
水
準

か
ら
見
て
、
日
本
の
派
遣

法
は
労
働
法
と
い
え
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
問
う

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
も
っ
と
い
え
ば
憲
法

違
反
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
議

論
を
す
る
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

利
用
者
責
任
は

大
事
な
の
は
、
労
働
力

の
利
用
者
責
任
を
明
確
に

す
る
こ
と
で
す
。
日
本

は
、
労
働
者
を
使
っ
て

一

番
利
益
を
上
げ
て
い
る
エ

ン
ド
ユ
ー
ザ
ー

(派
遣

先
)
が
ま
っ
た
く
責
任
を

と
ら
な
い
。
そ
れ
が
徹
底

し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

う
い
う
考
え
方
を
改
め
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
派
遣
と
有

期
雇
用
を

一
体
の
も
の
と

し
て
規
制
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。
韓
国
で

は
、
2
0
0
6
年
の
非
正

規
職
保
護
法
で
、
派
遣
労

働
と
有
期
雇
用
を

一
体
に

し
て
規
制
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
、
派
遣
と
有
期

労
働
を
切
り
分
け
て
議
論

し
て
い
ま
す
が
、
あ
わ
せ

て
議
論
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

同

一
労
働
同
一
待
遇
の

原
則
を
確
立
す
る
こ
と
も

大
変
大
事
で
す
。
日
本
政

府
は
、
I
L
O
や
国
連
の

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
か

ら
何
度
も
注
意
を
受
け
て

い
ま
す
。
私
は
派
遣
法
制

定
以
後
、
い
ろ
ん
な
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
が
、
最

初
は
女
性
の
問
題
で
し

た
。
男
女
平
等
の
問
題
を

し
っ
か
り
ふ
ま
え
な
い

と
、
派
遣
の
抜
本
改
正
に

つ
な
が
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。最

後
に
、
労
働
者
「と
市

民
の
連
帯
、
あ
る
い
は
労

働
者
同
士
の
連
帯
を
改
め

て
考
え
な
い
と
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。
と
く
に
労

働
者
同
士
の
分
断
を
克
服

す
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

韓
国
の
金
属
労
働
組
合

は
、
い
ま

「総
雇
用
」
の

保
障
と
い
う
こ
と
を
強
調

し
て
い
ま
す
。
正
規
雇
用

も
非
正
規
雇
用
も
、
す
べ

て
の
雇
用
を
守
る
、
こ
う

い
う
と
り
く
み
を
し
て
い

か
な
い
と
ダ
メ
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
う
い
っ
た

す
ぐ
れ
た
考
え
方
が
お
隣

の
国
に
あ
り
ま
す
の
で
、

わ
れ
わ
れ
も
学
ん
で
い
く

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。

(お
わ
り
)


