
欧
米
の
派
遣
労
働
と
わ
が
国
の
政
策
課
題

富

紀

は
じ
め

に

わ
が
国
の
労
働
者
派
遣
法

（八
六
年
七
月

一
日
施
行
）
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
西
欧
諸
国
の
制
度
が
ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
た
と
い
う
経

緯
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
労
働
力
需
給
シ
ス
テ
ム
研
究
会
（労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
諮
問
機
関
）
『今
後
の
労
働
力
需
給
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方

に
つ
い
て
の
提
言
』
（八
〇
年
四
月
）
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
を
「労
働
力
需
給
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
と
し
て
制
度
的
に
確
立
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
」
と
し
た
う
え
、
「最
近
西
欧
諸
国
で
も
」
こ
の
種
事
業
を
制
度
と
し
て
認
知
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
述
べ
る
。
か
か
る
認
知
は
、
不
安

定
一雇
用
労
働
者
を
ふ
や
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
断
じ
、
む
し
ろ
雇
用
の
安
定
化
に
役
立
つ
効
果
の
方
が
大
き
い
と
み
る
べ
き
だ
、
と
す
る
。

西
欧
諸
国
の
先
例
が
し
か
り
で
あ
り

「労
働
者
保
護
に
欠
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
事
業
主
に
対
し
て
一
定
の
規
制
を
加
え
る
に
至
っ
た
国
も

あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
」
と
評
定
さ
れ
る
。
付
属
資
料

「西
欧
諸
国
に
お
け
る
労
働
者
供
給
類
似
事
業
に
つ
い
て
」
が
、
そ
う
し
た
提
言

と
評
定
の
う
ら
づ
け
と
し
て
添
付
さ
れ
る
。

西
欧
諸
国
に
お
け
る
制
度
の
調
査
と
紹
介
と
が
、
い
か
に
お
ざ
な
り
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
か
の
国
々
の
制
度
が
不
安
定
雇
用
者
を
ふ

や
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
特
異
な
評
価
へ
の
批
判
と
あ
わ
せ
て
本
誌
上
に
お
い
て
も
論
じ
て
き
た
。
拙
稿

「労
働
者
派
遣
法
の
後
進

欧
米
の
派
遣
労
働
と
わ
が
国
の
政
策
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九

敬



法
経
研
究
二
九
巻
三
号

（
一
九
九
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

性
と
西
欧
の
教
訓
」
亀
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
八
六
年
四
月

一
日
号
）
は
、
そ
う
し
た
基
礎
的
な
作
業
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
拙
文

に
対
し
て
は
、
当
時
、
労
働
省
の
労
働
力
需
給
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
担
当
さ
れ
て
い
た
坂
根
俊
孝
氏
が

「労
働
者
派
遣
法
へ
の
誤
解
と
疑
間

に
答
え
る
」
亀
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
八
六
年
五
月
二
十
日
号
）
と
題
し
て
、
「反
論
」
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
坂
根
論
文
に
は
、
『労
働
運
動
』
誌

（八
六
年
八
月
号
）
に
お
い
て
詳
し
く
再
批
判
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
く
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
。

本
稿
で
は
、
わ
が
国
の
労
働
者
派
遣
法
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
西
欧
諸
国
の
制
度
が
労
働
者
保
護
に
欠
け
な
い
を
い
う
評
定
が
、
い

か
に
特
異
な
そ
れ
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
八
六
年
以
降
の
か
の
国
々
に
お
け
る
動
向
に
て
ら
し
て
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

欧
米
に
お
け
る
こ
の
種
事
業
の
発
展
は
、
近
年
に
と
り
わ
け
て
目
ざ
ま
し
い
。
営
業
実
績
を
統

一
的
に
示
す
資
料
は
、
残
念
な
が
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
官
庁
へ
の
経
営
指
標
の
届
け
出
を
法
的
に
義
務
づ
け
て
い
な
い
国
が
あ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
る
。
こ
の
種
事
業
が
は
じ
め
て
創
設

さ
れ
、
営
業
実
績
も
も
っ
と
も
目
ざ
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
、
売
上
げ
の
年
平
均
伸
び
率
は
、　
一
九
八
〇

―
八
八
年
の
期
間
に
つ
い
て
一
五
・五
％
で
あ
る
。
同
じ
期
間
の
国
民
総
生
産

（Ｇ
Ｎ
Ｐ
）
の
伸
び
は
七
・五
％
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
派
遣
会

社
の
雇
用
人
員
の
伸
び
は
、
同
じ
く

一
一
・八
％
で
あ
る
。
同
じ
期
間
の
ア
メ
リ
カ
全
体
の
雇
用
は
、
二
・〇
％
の
伸
び
に
と
ど
ま
る
。
こ
の

種
事
業
が
い
か
に
い
ち
じ
る
し
い
発
展
を
記
録
す
る
か
、
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
事
業
を
禁
止
す
る
イ
タ
リ

ア
な
ど
の
国
々
を
除
い
て
各
国
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
以
下
で
は
、
主
に
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
の
動
向
を
紹
介
す
る
。
で
き
う
る
な
ら
ば
常
用
雇
用
型
の
み
を
も
っ
て
す
る
西
ド
イ
ツ

と
あ
わ
せ
て
三
カ
国
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
残
念
な
が
ら
は
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
外
国
の
制
度
に
つ
い

て
の
わ
が
国
労
働
省
の
評
定
が
い
か
に
特
異
で
あ
る
か
を
示
す
に
は
、
ニ
カ
国
を
も
っ
て
充
分
で
あ
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
本
稿
は
、

社
会
政
策
学
会
第
八
〇
回
大
会

（九
〇
年
五
月
）
第

一
分
科
会
に
お
け
る
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
も
目

配
り
を
し
て
い
る
が
論
旨
に
変
わ
り
は
な
い
。



一
、
派
遣
労
働
者
の
状
態
把
握

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
臨
時
的
労
働

↑
ｏユ
』●
崚
①ユ
域
Ｒ
こ

に
つ
い
て
の
議
論
が
、
近
年
盛
ん
で
あ
る
。
『
マ
ン
ス
リ
ー
・
レ
イ
バ
ー
・

レ
ビ
ュ
ー
』
誌

（八
九
年
十
二
月
）
に
掲
載
の
論
文

「臨
時
的
労
働
の
定
義
に
つ
い
て
」
は
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
臨
時

的
労
働
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
指
標
が
こ
の
論
文
に
お
い
て
示
さ
れ
れ
。
第

一
に
、
雇
用
保
障
に
う
す
い
こ
と
。
一屋
用
関
係
は
臨
時
的
で
あ

る
。
第
二
に
、
労
働
時
間
の
変
動
が
大
き
い
こ
と
。
こ
れ
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
・
タ
イ
ム
な
ど
の
労
働
者
の
発
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
一雇

い
主
の
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
と
り
わ
け
健
康
保
険
を
含
む
フ
リ
ン
ジ

・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
適
用
を
受
け
な
い
か
、
も
し
く

は
受
け
た
場
合
で
さ
え
そ
の
利
益
に
乏
し
い
こ
と
。
臨
時
的
労
働
は
、
こ
れ
ら
の
指
標
を
考
慮
に
入
れ
て
た
と
え
ば

「長
期
の
雇
用
契
約
を

結
ん
で
い
な
い
も
し
く
は
最
低
労
働
時
間
が
わ
け
も
な
く
変
動
す
る
す
べ
て
の
仕
事
」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
雇
用
形
態

は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
は
じ
め
自
営
業
者
（８
甲
の日
●
】ｏ
く
の３
、
下
請
企
業
の
労
働
者
、
家
内
労
働
者
お
よ
び
派
遣
労
働
者
な
ど
で
あ
る
。
そ

の
規
模
に
つ
い
て
は
、
二
、
九
〇
〇
万
人
（八
七
年
、
Ｎ
Ｐ
Ａ
）
も
し
く
は
三
、
五
〇
〇
万
人
（八
八
年
、
Ｓ
Ｅ
）
な
ど
の
推
計
結
果
が
あ
る
。

ち
な
み
に
後
者
の
計
数
は
、
労
働
力
人
口
比
二
九
・〇
％
に
あ
た
る
。

派
遣
労
働
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
官
庁
統
計
を
用
い
て
特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、
ま
ず
、
賃
金
は
、
時
間
当
た
り
六
・四
ド
ル
、
全
産
業
平

均
の
九
・〇
五
ド
ル
の
七
〇
・九
％
に
あ
た
る

（八
七
年
九
月
）。
そ
れ
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
平
均
の
八
・五
四
ド
ル
よ
り
も
低
い
。
さ
ら
に
、
フ

リ
ン
ジ

・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
適
用
率
は
、
入
院
保
険
に
つ
い
て
派
遣
労
働
者
二
四
％
、
全
産
業
九
四
％
、
生
命
保
険
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二

一
％
、
九
六
％
、
短
期
の
有
給
休
暇
に
つ
い
て
三
七
％
、
九
九
％
、
長
期
の
有
給
体
暇
に
つ
い
て
七
四
％
、　
一
〇
〇
％

（八
六
―
八
七
年
）

で
あ
る
。
『
マ
ン
ス
リ
ー
・
レ
イ
バ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
』
誌
の
論
文
が
派
遣
労
働
者
を
臨
時
的
労
働
者
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
れ

欧
米
の
派
遣
労
働
と
わ
が
国
の
政
策
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



法
経
研
究
三
九
巻
三
号

（
一
九
九
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

ら
の
官
庁
統
計
の
計
数
に
即
す
と
き
事
実
に
か
な
っ
た
結
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

事
情
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
国
で
は
、
不
安
定
労
働

（↓
墨
く
”
中中
「
８
”
』【Ｃ

と
い
う
概
念
が
広
く
使
わ
れ
て
い

る
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『
フ
ラ
ン
ス
の
不
安
定
労
働
改
革
』
Ｔ

ネヽ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
八
六
年
）
に
述
べ
て
あ
る
。
ご
く
最
近
の
論

文
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
自
由
大
学

（Ｕ
Ｌ
Ｂ
）
と
国
際
労
働
機
関

（Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
付
属
国
際
労
働
調
査
研
究
所

（Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｓ
）
と
の

共
催
に
な
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（八
八
年
九
月
、
妙
ブ
ラ
ッ
セ
ル
）
に
お
け
る
冒
頭
報
告

「西
欧
に
お
け
る
不
安
定
労
働
」
が
、
そ
の
一
例
で

あ
る
。
不
安
定
労
働
と
い
う
と
き
に
、
四
つ
の
指
標
が
示
さ
れ
る
。
第

一
に
、
雇
用
の
継
続
性
に
乏
し
く
、
不
規
則
な
就
業
で
あ
る
こ
と
。

第
二
に
、
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
個
別
的

・
集
団
的
な
規
制
力
に
乏
し
い
こ
と
。
第
二
に
、
法
と
協
約
に
よ
る
保
護
に
う
す
い
こ
と
。
最
後

に
、
低
賃
金
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
ら
で
あ
る
。
不
安
定
労
働
に
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
を
は
じ
め
家
内
労
働
、
自
営
業
者
、
臨
時
労
働
者
お
よ

び
派
遣
労
働
者
が
含
ま
れ
る
と
い
う
０

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
派
遣
労
働
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
官
庁
統
計
を
も
ち
い
て
二
、
三
の
計
数
を
示
し
て
お
こ
う
。
八
九

年
七
月
に
派
遣
労
働
者
と
し
て
就
業
中
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
一
年
前
の
就
業

・
不
就
業
の
状
態
を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ

「失
業
」
二
五
％
、

「他
の
派
遣
会
社
の
派
遣
労
働
者
」

一
〇
％
、
「臨
時
労
働
者
」
「若
年
者
失
業
対
策
の
参
加
者
」
そ
れ
ぞ
れ
四
％
、
「学
生
」

一
八
％
、

′「兵

役
」
四
％
、
「不
就
業
」
八
％
、
「期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
労
働
者
」
一
二
％
、
「そ
の
他
」
五
％
で
あ
る
。
求
職
者
の
登
録
期
間
は
、
派
遣

契
約
の
終
了
を
事
由
に
す
る
者
に
つ
い
て
三
カ
月
未
満
二
五
豊
一％
、
三
カ
月
以
上
六
カ
月
未
満
二
三
・〇
％
、
六
カ
月
以
上

一
二
カ
月
未
満

一
九
・八
％
、
〓

一カ
月
以
上
三
二
・〇
％
で
あ
る
（八
九
年
第
１
四
半
期
）。
こ
れ
が
求
職
登
録
者
全
体
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
二
六
・

九
％
、　
一
九
・五
％
、
三
二
・六
％
、
三

一
ｏＯ
％
で
あ
る
。
賃
金
は
、
月
当
た
り
四

一
七
〇
フ
ラ
ン
で
あ
る

（八
四
年

一
〇
月
）。
こ
れ
は
、

ス
ラ
イ
ド
制
最
低
賃
金
四
〇
二
九
フ
ラ
ン
の
一
〇
三
・五
％
に
あ
た
る
。
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
平
均
八
六
八
〇
フ
ラ
ン
の
四
八
・

〇
％
で
あ
る
。
ス
ラ
イ
ド
制
最
低
賃
金
に
同
じ
か
も
し
く
は
ほ
ぼ
同
じ
水
準
の
賃
金
に
つ
い
て
は
、
ス
ミ
カ
ー
ル
３
８
いｏ

，
ａ
）
と
し
て
低
賃



金
の
代
名
詞
に
し
て
い
る
。
派
遣
労
働
者
は
こ
の
国
の
常
識
か
ら
す
る
と
低
賃
金
労
働
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
も
あ
れ
さ
き
の
論
文

が
派
遣
労
働
を
不
安
定
労
働
の
ひ
と
つ
に
数
え
て
い
る
こ
と
は
、
官
庁
統
計
の
二
、
三
の
計
数
に
て
ら
し
た
だ
け
で
も
正
一当
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

二
、
派
遣
労
働
の
改
革
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

派
遣
．労
働
者
の
状
態
が
不
安
定
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
法
や
協
約
の
改
定
を
め
ぐ
る
働
き
も
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
う
し
た
把
握
を
基
調
に
す
え
て
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
の
調
査
局
は
、
『
―臨
時
的
労
働
」
と
題
す
る
報
告
書
を
議
会
に
提
出
し
て
い
る
一（八

七
年
七
月
）。
そ
こ
で
は
、
臨
時

―的
労
働
の
社
会
的
な
意
味
に
つ
い
て
、
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
お
さ
え
て
い
る
。
ま
ず
、
所
得
の
不
平
等
が
拡
大

す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
労
働
市
場
の
分
断

∂
£
Ｕ
ｏ諄
”
け中８
）
が
進
む
こ
と
、
し
か
も
、
基
本
的
な
保
障
の
な
い
仕
事
が
増
加
の
一
途
を
辿

る
こ
と
、
こ
れ
ら
で
あ
魏
。
報
告
書
は
、
続
け
て
政
策
課
題
に
つ
い
て
示
す
。
フ
リ
ン
ジ

・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
適
用
拡
大
の
た
め
に
連
．邦
レ

ベ
ル
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
内
に
お
け
る
問
題
の
解
決
の
た
め
の
包
括
的
な
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
、
雇

用
保
障
を
は
か
る
た
め
に
し
か
る
べ
き
法
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
、
こ
れ
ら
で
あ
る
。

労
働
省
女
性
局
の
‐臨
時
的
労
働
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
、
特
に
女
性
労
働
に
ひ
き
よ
せ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
現
状

認
識
と
政
策
提
示
を
お
こ
な
う
。
派
遣
を
ふ
く
む
臨
時
的
労
働
は
、
女
性
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
。
第

一
に
、
フ
リ

ン
ジ

・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
適
用
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
女
性
を
世
帯
主
に
す
る
家
族
に
深
刻
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
医
療
費

の
全
額
自
己
負
担
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
昇
進
機
会
に
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
男
女
間
の
格
差
は
、
い
や

欧
米
の
派
遣
労
働
と
わ
が
国
の
政
策
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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お
う
な
く
広
が
る
。
第
二
に
、
女
性
の
三
度
働
き
の
着
実
な
増
加
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
あ
る
企
業
で
パ
ー
ト
と
し
て
働
き
、
ま
た
別
の
企

業
で
も
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
あ
り
派
遣
労
働
者
で
も
あ
る
な
ど
で
あ
る
。
三
度
働
く
こ
と
な
し

に
は
生
計
費
を́
稼
ぎ
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
初
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
こ
う
し
た
現
状
認
識
の
う
え
に
三
つ
の
政
策
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
。
医
療
と
年
金
保
険
の
適
用
に
道
を
開
く
こ
と
、
臨
時
的
労
働
者
か
ら
雇
用
保
障
を
も
つ
フ
ル
タ
イ
ム
ヘ
の
優
先
的
な
転
換
を
制
度

化
す
る
こ
と
、
最
後
に
、
労
働
の
弾
力
性
を
い
う
な
ら
ば
女
性
の
自
主
的
な
選
択
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
ら

で
あ
る
。

連
邦
議
会
は
、
臨
時
的
労
働
に
つ
い
て
の
公
聴
会
を
開
い
て
い
る

（八
八
年
五
月
）。
一雇
用
・住
宅
小
委
員
会
は
、
基
調
報
告
の
な
か
で
次

の
よ
う
な
認
識
を
示
す
。
す
な
わ
ち
フ
リ
ン
ジ

・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
は
じ
め
雇
用
保
障

・
昇
進
お
よ
び
組
合
加
入
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
奪
わ

れ
て
お
り
、
問
題
で
あ
利
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
八
九
年
秋
以
降
に
派
遣
労
働
の
利
用
を
制
限
す
る
た
め
の
法
案
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
第

一
〇
次
経
済
計
画
の
具
体
化

の
た
め
の
第
五
四
五
号
法
案
は
、
「労
働
市
場
は
、
近
年
不
安
定
な
雇
用
諸
形
態
の
著
し
い
発
展
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
」
と
し
て
期
間

の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
減
少
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
各
種
の
失
業
者
む
け
実
習
、
臨
時
労
働
者
お
よ
び
派
遣
労
働
者
の
増
加
と
が
み
ら
れ

る
と
い
う
。
両
者
の
社
会
的
な
地
位
が
こ
と
な
る
こ
と
か
ら
、
労
働
世
界
の
分
断

（３
一”お
Ｂ
①詳

０
●
日
ｏ
ａ
①
鮎
〓
けｓ
く
”
じ

を
招
い
て
い

る
。
不
安
定
な
一雇
用
諸
形
態
の
利
用
は
、　
一
段
と
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
臨
時
労
働
と
派
遣
労
働
契
約
に
関
す
る
九
〇
年

二
月
二
十
四
日
付
産
業
間
全
国
協
約
は
、
こ
う
し
た
議
会
の
動
き
と
も
交
錯
し
な
が
ら
結
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
協
約
の
前
文
に
は
、
次
の

よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。
労
働
は
、
安
定
的
な
雇
用
の
発
展
こ
そ
優
先
的
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
臨
時
と
派

遣
の
両
労
働
契
約
は
、
労
働
力
の
一
時
的
な
必
要
に
対
応
す
る
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
る
、
と
認
め
和
。
協
約
は
、
そ
の
う
え
で
派
遣
労
働
の

利
用
を
正
当
化
す
る
事
由
の
厳
格
化
と
期
間
の
短
縮
、
雇
用
不
安
定
手
当
の
引
き
上
げ
、
派
遣
先
企
業
の
組
織
す
る
訓
練
へ
の
参
加
、
労
働



災
害
補
償
に
あ
た
っ
て
の
派
遣
先
企
業
の
責
任
の
明
確
化
な
ど
を
う
た
っ
て
い
る
。

協
約
の
条
項
は
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
委
員
会

（Ｃ
Ｅ
Ｃ
）
が
九
〇
年
六
月
に
発
表
し
た
派
遣
労
働
に
関
す
る
指
令
案
の
‐内
容
と
も

一
部

重
な
り
あ
う
。
指
令
案
が
雇
用
に
お
け
る

「
不
安
定
性
の
増
加
と
労
働
市
場
の
分
断
」
と
の
制
限
を
目
標
の
ひ
と
つ
に
掲
げ
る
こ
と
か
ら
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
の
全

‐国
協
約
と
同
じ
趣
旨
の
条
項
を
も
つ
こ
と
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

お
わ
り
に

欧
米
の
派
遣
労
働
に
つ
い
て
の
若
干
の
紹
介
か
ら
、
次
の
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。
派
遣
労
働
者
の
一雇
用
関
係
が
不
安
定
化
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
欧
米
諸
国
に
お
い
て

一
般
的
な
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
臨

‐時
的
労
働
者
、
西
欧
で
は
不
安
定
労
働
者

と
い
う
概
念
が
、
派
遣
労
働
者
の
状
態
を
分
析
す
る
用
具
と
し
て
広
い
支
持
を
え
て
い
る
。
わ
が
国
の
法
制
化
に
あ
た
ら
れ
た
人
々
が
こ
れ

に
反
証
材
料
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
「わ
が
国
の
労
働
者
派
遣
法
の
立
案
に
当
た
っ
て
は
、
ｒ
…
‥
諸
外
国
の
立
法
例
も
十
分
調
査

し
、
参
考
に
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
い
い
き
っ
て
お
ら
れ
る
だ
け
に
、
あ．
ら
た
め
て
お
う
か
が
い
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

（１
）
労
働
力
需
給
シ
ス
テ
ム
研
究
会

『今
後
の
労
働
力
需
給
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
提
言
』
八
〇
年
四
月
、
六
ベ
ー
ジ
。

（２
）
＞
８
ｏ
口
Ｆ
Ｔ
５

２
こ
↓
ぎ
ヨ
器
ｚ
”『８
Ｆ

ｏ
●
浄
ョ
津
一８

Ｒ
８
己
品
①二
■
ｏ計

〓
８
三
Ч
Ｆ
ｇ
『
”
ｏく
が
１

，Ｕ
ｏｏｏ日
げ
Ｑ
ＨＯ郵

●
●
。
ＰＯ
■
】
μ
・

（３
）
Ｈげ
〓
ｔ

，
Ｐ
ｒ

（
４

）

Ｈ
げ
〓

‘

，

Ｐ
Ｐ

」
ｏ
ド
●

「
。
∽
す

ｏ
ｏ
景

蛹

曽

邑

パ

，
【
０
●

Ｚ

颯

み

σ
，

Ｅ
Ｂ

・
∽
ｏ
一
ｃ
一
い
〇
●
Ｏ

ｈ
Ｏ
ヽ

一
，

０

●
０
■

■

０
■
だ

ぃ
ｏ
喘
Ｏ
ｐ

づ
０
】
お

お

ｏ

喘
ｏ
ヽ

，

い
ｏ
■

の
ｏ
Ｏ
」
”

‐】

０
０
●
けヽ

，
Ｏ
Ｆ
∽
①く
ｏ５
ｒ
●
ｏ
ド
の
「
①ヽ∽め，
ＰＯ
∞Φ
゛
り
。
口０
・

欧
米
の
派
遣
労
働
と
わ
が
国
の
政
策
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



法
経
研
究
二
九
巻
三
号

（
一
九
九
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

（
５
）

Ｃ
・
∽
・
∪
ｏ
●
”
ユ
ヨ
一ｏ
●
一
０
い
ｒ
”
げ
ｏ
炉

ω
二
一無
Ｆ

Ｎ
ω
Ｐ
Ｐ

Ｈ●
，

あ
嗜
Ч

■
，

∞
０
０
Ｅ
Ц
Ｏ
く
一
↓
０
日
●
Ｏ
Ｌ
曽
囀

一お
】り

の
●
０
●
】Ｆ

∽
ｏ
●
けＱ
〓
げ
①
『
い
０
∞
が

●
・
Ｐ
ｒ

ロョ
ら
ざ
ヽ
８
８
０
Ｌ
ュ
①

，
ヨ
】【“
Ｐ
Ｚ
ｏ
く
ｏ８
ず
Ｒ

ＨＯ
∞Ｐ
も
つ
∞ω
‐０
ド

（
６
）
Ｃ
・
９

∪
ｏ
ｏ

，
ユ
Ｂ
Ｏ
●
け
ｏ
〔
Ｆ
”
Ｏ
Ｏ
ｒ
Ｈ●
多
あ
言
Ч
■
駅
お
り
脅
ら

ｏヽ
Ｆ

Ｏ
や

ε
一
・ヽ
り
つ

ヽ
下
Ｏ
ｐ

∪
Ｏ
ｕ
ヽ
ユ
ロ
ｏ
●
け
ｏ
「
０
９
リ
ロ
ｏ
■
ｏ
ｐ

の
一”
Ｌ
降
村
ユ

＞
げ
３
『

，
ｏ
け

０
」
｛一
一Ｏ
Ｃ

，
いけｏ
一
∽
””
けｏ
ｏ
Ｈ
Ｏ
∞
０
・
ｏ
・
卜
Ｈ
Ｏ
・

（
７
↓
　
０
０
コ
Ｊ
ヽ
”
●
０
」
”
う
●̈
ｏ
”
０
０
∞
０
濡
ご
り
ヽ
‐ｏｏ

，
■
ｏ̈
」
ｏ
」ｏ
ず
ｏ
いう

】ヽ
σ
Ｏ
ｇ
『
『椰
”
ヽ
Ｆ
Ｏ
け
『
⊇
喝
Ｌ
”
け一ｏ
●
ヽ
”，
ｏ
〔■
ｏ
ヨ
詳

，

ｏ
、
”
一Ч
ｏ
一０
”
一
①
晏
″ｏ
【Ｏ
く
目
ｏ̈
●
一
』●

“■
６
の
けＱ
口
】
０
颯
■
０
０
①
ヽ
】Ｈｒ
∽
ｏ
Ｐ
Ｏ
∞
ｏ

，
０
・
ω
・

（
８
）
Ｃ
Ｚ
Ｕ
↓
↓
・
↓
」
”
く
”
■
けｏ
日
り
ｏ
■
”
■̈
ｐ

】。ｏ
づ
】口
ざ
い
０
●
鳴
Ｓ
貝
】
●
●
げ
】ド

Ｏ
①
∽
ｏ
●
■
ｏ
ｏ
Ｌ
お
り
髯

【̈お
”
寸
お
ｏ
ｏ
ｏ
一
」
ｏ
リ
ビ
Ｆ
Ｑ
【
【ヨ
”
『̈
①
夕

ｏ
●
０

，
ｏ
一０
の

【
ｏ
ユ
】の
い
の
り

，
【
コ
く
＞
ヽ
「
口
中】一聟

Ｐ
ｏ
・∞
Ｐ

り
。
ω
Ｐ

（９
）
Ｈｇ

，
・

，
Ｎ”

（
１０
）

”
”
糧
Ｂ
９
Ｒ
】
目
ｏ
Ｅ
遍
「

，
け
「
ｏ
”
●

０
】●
●
Ｏ
ｏ

Ｏ
■
ｏ
腰
椒
こ
計

】ｏ

Ｏ
”
】”
【̈
ｏ

一
Ｏ
ｏ

一」
”
く

，
一］】０
だ
『
の

一目
けい
ヽ
■
●
”
■
ｏ
ｏ

ｎ３

ｏ
ｏ
け
０
ず
」
Ｏ

Ｐ
Ｏ
∞
♪

∪
９
協
¨

‘①Ｈ
り

∽
け鉾
一諄
ざ
●
３

●
〓
↓
”ヽ
く
Ｌ
】
①い
Ｏ
①
一。口
日
り
【ａ
）
Ｚ
・∞
Ｐ
「
●
】̈ド
一
【Φ
∞
か
り
。ｏ
Ｎ
８
●
・０
９

（
ｎ

）

↓

，
ｏ

ｏ
Ｆ
留

両

一●
”

ご

σ
ｏ
ヽ

日

営

Ｆ
２

一
ｏ
ｏ
ユ

Ｆ

”
①
博

■

ｏ
【
″
ｏ
あ

，
オ

一
諄

ｏ

８

】
お

日

●
】
ｏ
Ч
Ｏ
●

，

０
”
〓
δ

ヨ

一̈
Ｐ

，

ｏ
ｏ
ｏ
ｏ
Ｓ

一
お

り
Ｏ
ユ

ざ

一
８

●
稗

０
【

∪
”
●
りヽ
”
ｏ
（ｕ
ｏ
ｏヽ
Ｃ
０
０

，
中①

，
日
Ｑ
∽
０
●
”
一〇
ヽ
】ｗ一目
の
Ｉ
Ｏ
ｏ
●
０
・
υ
吋①
り

，
『０
一
び
Ч
一のｏ
●

，
一Ｏ
Ｏ
「い一〇
〇
０
喘
【０
００

，
【０

，
】Ｗ̈
一ｏ，
げ
ｏ
一Ｆ
】ハ
ｏ
■０”①
口
ロヽ
ニ
『０
０
け０
■

，〕
●
】Ч

【
り
∞
Ｎ
ヽ
り
。
Ｐａ
。

（・２
）
Ｈげ
〓
ε
つ
０
‐
ド

（
・３

）

Ｃ
。
∽

・
Ｕ
①
り

，
ユ
ロ

颯
詳

ｏ
』
ｒ
”
び
ｏ
炉

〇
織
お
ｏ

ｏ
喘
諄
お

∽
ｏ
ｏ
嗜
ｏ
け
曽
く

ヽ
Ｊ
ざ

日

０
●
．紛

厠
口
電
ｏ

，
Ｆ

Ｈ溜
Ｏ
Ｘ

ぴ̈
げ

■

０
■
だ
ｏ
ぞ

Ｆ
り
〕
一

ざ

ｏ
Ｆ

”
一

ｏ
ｏ
鼻

ョ
¨
Ｒ
諄

】”
ぴ
Ｏ
【ヽ
いＯ
∞∞
・
●
●
・∞
Ｈ‐
∞
Ｎ
・

（・４
）
Ｆ
一０
・・
甲
鶴
出
”

（・５
）
”
お
ｒ
繭
」
器

ｏ
ヽ
り
ヽ
ユ
・け一Ｂ
ｏ

，
５
Ｑ
一ｏ
‐
日
り
０
曽ヽ
質

■
ｏ
、Ｆ
０
３
一
■

，
ｏ
げ
ｏ●
ｏ
熟
けの

，
Ｄ
Ｏ
■

，
０
一Ｏ
ｏｏｏ
”
フ
ハ”
Ч
Ｐｐ

【Φ∞
Ｐ
Ｃ
わ
・Ｏ
ｏく
２
●
３
ｏい
け

鳴
ユ
●
Ｌ
慶
町
〇
」「いｏｐ
づ
・
Ｆ

（
・６
）

】
０

０

８

〓
３

ュ
′

＞
Ｚ
）ヽ

イ

躍

Ｐ

「

ユ
３

８

５
¨
”
０
■

ｏ
ｌ

，
ユ

げ

ｘ
８
ｏ
■
彗

貧
８

０
１
８

），
●
凛
ｏ
ｏ
日
ま

”
●
●
ｏ

‐
日

０
０
〓

〓

。
”
８

ミ

，

つ

卜
ω
・

（
・７
）

＞
ｏ
ｏ
ｏ
■
一
●
詳
ざ
口
巴

詳̈
Ｒ
づ
Ｈ
ｏ
お
脇
ざ
づ
●
２

●
口
Ｎ

〓

”
み

Ｐ
ｏ
ｏ
ｏ
嘱
①
ｒ
一
〓

，
ｓ
ｘ
ｏ
ｏ
●
けヽ
”
雰

Ｏ
①
雪
鶴

出ヽ
‐】
ツ

，
≒
ｏ
ｏ
０
９
ｏ
喘
８

，
い
ｏ
２

，
ｃ
言

，
く
ユ
】



け
ｏ
日

づ
ｏ
【
”
】
【
０
・
【
Ｏ
●
０
０
ヽ
０
・
Ｈ

（
・８

）

【
・
ｈ
ｏ
【
Ｅ
５
Ｌ

Ｏ
●
・
出
Ｘ
あ
】
”
中
ぃ
０
コ
Ｂ
の

Ｏ
』
２
Ｂ
り
】
ｏ
嘔
日

０
●
●

Ｕ
【
Ｃ
の
の
①
】
Ｐ

Ｈ
ω

「
●
●
①

Ｐ
ｏ
Ｏ
Ｐ

け
，

０

０
２
日
員
”一
の
の
中
ｏ
●

ｏ
Ｌ
π

〔
Ｏ
【
く

”
【
０

一
，

【
①
①

づ
【
Ｏ
ｏ
Ｏ
の
“
】
の

「
Ｏ
【

０
中『
０
〇
一
く̈
①
の

一
ｏ

い●
〓
留
「
Ｏ
く
の

■

０
『
Ｆ
¨
口
”

ｏ
ｏ
●
０
中一
¨
Ｏ
●
０
・
【
①
日

ｏ
く
①

Ｏ
い∽
け
Ｏ
昼
〓
０
５
０

０
〔

０
０
８

ｏ
①
け
ぃけ
¨
ｏ
●

“
●
０

¨
●
Ｐ
り
ヽ
Ｏ
く
０

け
，

０

，
０
”
】
け

，

”
い
０

∽
“
い
ｏ
け
Ч

Ｏ
い

ヨ

Ｏヽ
【
ド
０
■
ｏ

い
●

け
０
８

●
ｏ
【
”
【
Ч

Ｏ
日

づ
】
ｏ
Ч
ロ
ロ
①
口
け

・
づ
●
・
Ｐ
‥
０

”
●
Ｑ

”
●
●
①
Ｘ
Ｏ

Ｈ
Ｉ
Ｎ

。

（
・９
）

】〓
０

こ
つ

”

（２０
）
坂
根
俊
孝

「労
働
者
派
遣
法
へ
の
誤
解
と
疑
間
に
答
え
る
―
―
雇
用
安
定
と
福
祉
増
進
の
た
め
の
議
論
を
―
―
」
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
　

八
六

年

五
月

二
〇

日
、

八
〇

ペ
ー
ジ

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

欧
米
の
派
遣
労
働
と
わ
が
国
の
政
策
課
題

四
七




