
労
働
者
派
遣
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議

論
が
活
発
に
な
っ
て
き
た
。
１
９
８
５

年
の
労
働
者
派
遣
法
の
制
定
以
来
、
労

働
者
派
遣
制
度
は
適
用
対
象
業
務
が

次
々
と
拡
大
さ
れ
る
な
ど
、
経
済
界
の

要
望
に
応
え
る
形
で
一
貫
し
て
規
制
緩

和
の
方
向
で
進
ん
で
き
た
。
し
か
し
、

２
０
０
７
年
７
月
の
参
院
選
で
の
自
民

党
惨
敗
、
９
月
の
安
倍
晋
三
首
相
退
陣

を
受
け
、
そ
れ
ま
で
守
勢
に
立
た
さ
れ

て
き
た
労
働
側
が
こ
こ
に
き
て
反
転
攻

勢
を
仕
掛
け
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

労
働
側
の
勢
い
で
、
規
制
強
化
を
盛
り

込
む
法
改
正
ま
で
一
気
に
実
現
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
労
働
界
は
正
念

場
を
迎
え
て
い
る
。

抜
本
的
見
直
し
に
向
け

気
勢

07
年
10
月
４
日
、
東
京
・
永
田
町
の

参
院
議
員
会
館
。
会
場
の
会
議
室
に
は

約
１
６
０
人
が
詰
め
か
け
、
通
路
に
ま

で
人
が
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
、
熱
気
に
包
ま

れ
た
。
労
働
者
団
体
な
ど
が
主
催
す
る

「
格
差
是
正
と
労
働
者
派
遣
法
改
正
を

め
ざ
す
国
会
内
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開

か
れ
て
い
た
。
集
会
の
タ
イ
ト
ル
は
当

初
、「
改
正
を
考
え
る
―
―
」
だ
っ
た
が
、

直
前
に
「
め
ざ
す
」
と
切
り
換
え
た
と

こ
ろ
に
主
催
者
側
の
意
気
込
み
が
感
じ

ら
れ
た
。

「
労
働
者
派
遣
法
の
改
悪
は
労
働
運

 

を
防
ぐ
の
が
目
的
で
あ
り
、
使
用
者
責

任
を
明
確
に
す
る
た
め
に
間
接
雇
用
を

禁
じ
、
直
接
雇
用
を
原
則
と
す
る
の
が

法
の
趣
旨
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
違
反
行
為
は
な
か
な
か

な
く
な
ら
ず
、
む
し
ろ
「
臨
時
工
」
な

ど
の
呼
び
名
で
間
接
雇
用
は
広
が
っ
て

い
っ
た
。
こ
の
た
め
、
間
接
雇
用
を
例

外
的
に
認
め
て
法
規
制
で
縛
ろ
う
と
85

年
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、
労
働
者
派
遣

法
（
86
年
施
行
）
で
あ
る
。
違
法
状
態

に
あ
る
現
状
を
追
認
す
る
た
め
、
一
部

を
合
法
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

規
制
緩
和
で
つ
ぎ
は
ぎ

だ
ら
け
に

と
は
い
え
、
制
定
時
の
派
遣
法
は
厳

格
だ
っ
た
。
制
度
を
常
用
雇
用
の
代
替

と
は
し
な
い
こ
と
、
適
用
対
象
を
専
門

性
や
雇
用
管
理
の
特
殊
性
に
考
慮
し
た

業
務
に
限
る
こ
と
を
理
念
に
掲
げ
、
政

令
に
よ
っ
て
定
め
る
適
用
対
象
業
務
は

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
、
事
務
用
機
器
操

作
、
秘
書
、
通
訳
な
ど
専
門
性
が
高
い

13
業
務
に
限
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、

適
用
対
象
業
務
は
広
が
っ
て
い
く
。
86

年
の
施
行
直
後
に
機
械
設
計
な
ど
３
業

務
が
追
加
さ
れ
て
16
業
務
に
な
り
、
さ

ら
に
96
年
の
政
令
改
正
で
テ
レ
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
営
業
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
広

告
デ
ザ
イ
ン
な
ど
が
加
え
ら
れ
、
計
26

業
務
に
拡
大
し
た
。

最
も
影
響
が
大
き
か
っ
た
の
が
、
99

年
の
法
改
正
（
同
年
施
行
）
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
適
用
対
象
業
務
を
定
め
る

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
か
ら
、
労
働

者
派
遣
を
禁
止
す
る
対
象
業
務
を
定

め
、
そ
れ
以
外
は
派
遣
を
認
め
る
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
に
改
め
た
の
だ
。

長
引
く
不
況
下
で
労
働
者
の
賃
金
を
抑

え
、
雇
用
調
整
も
し
や
す
く
し
た
い
と

い
う
経
済
界
の
要
望
を
受
け
て
、
政
府

2007 Autumn IMF JC 30

●毎日新聞論説委員

小泉敬太 こいずみ・けいた

１９５８年、福島県生まれ。慶応義塾大

学法学部卒。１９８１年、毎日新聞入社。

仙台支局、東京社会部などを経て、２

００６年から論説委員。

試される労組の力量

動
の
大
敗
北
だ
っ
た
。
法
を
い
か
に
労

働
者
保
護
の
た
め
に
変
え
て
い
く
か
。

一
か
ら
仕
切
り
直
し
て
や
っ
て
い
く
べ

き
だ
」。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
派
遣
労
働
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
高
井
晃
理
事
は
そ
う
訴

え
た
。
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
の
鎌
田
慧
さ
ん

は
「
派
遣
法
成
立
の
時
か
ら
『
人
こ
ろ

が
し
の
復
活
』
と
反
対
し
て
き
た
。
暴

力
団
の
ピ
ン
ハ
ネ
が
近
代
化
さ
れ
、
非

合
法
が
合
法
化
さ
れ
た
よ
う
な
も
の

だ
。
天
下
の
悪
法
を
解
体
す
る
第
一
歩

と
し
て
改
正
す
る
べ
き
だ
」
と
力
説
し

た
。
連
合
の
長
谷
川
裕
子
総
合
労
働
局

長
も
派
遣
法
見
直
し
に
当
た
っ
て
の
連

合
の
考
え
方
を
紹
介
し
、
改
正
の
必
要

性
を
強
調
し
た
。

討
論
で
は
、
パ
ネ
ラ
ー
に
招
か
れ
た

野
党
の
国
会
議
員
か
ら
「
労
働
法
制
の

改
正
は
今
が
タ
イ
ム
リ
ー
」「
労
働
者

派
遣
法
を
派
遣
労
働
者
保
護
法
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
派
遣
法
の
中
に

不
安
定
雇
用
を
な
く
す
こ
と
を
盛
り
込

み
た
い
」
と
、
改
正
に
前
向
き
な
発
言

が
相
次
い
だ
。
集
会
は
最
後
に
、
派
遣

法
の
抜
本
的
改
正
を
め
ざ
す
こ
と
を
確

認
し
、
気
勢
を
あ
げ
た
。

労
働
者
の
就
職
を
あ
っ
せ
ん
す
る
代

わ
り
に
賃
金
の
一
部
を
中
間
搾
取
す
る

労
働
者
供
給
事
業
を
原
則
禁
止
に
し
た

の
が
、
職
業
安
定
法
だ
っ
た
。
労
働
者

が
ピ
ン
ハ
ネ
に
よ
っ
て
食
い
物
に
さ

れ
、
劣
悪
な
労
働
環
境
に
置
か
れ
る
の



対
し
て
雇
用
契
約
の
申
し
込
み
義
務
を

負
う
と
い
う
03
年
法
改
正
で
盛
り
込
ま

れ
た
規
定
の
見
直
し
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
経
済
界
が
求
め
て
き
た
規
制
緩
和
策

の
一
環
で
あ
り
、
実
現
す
れ
ば
企
業
に

と
っ
て
は
ま
す
ま
す
使
い
勝
手
が
良
く

な
る
。

し
か
し
、
参
院
選
の
結
果
が
状
況
を

大
き
く
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
格
差

を
増
幅
さ
せ
た
規
制
緩
和
政
策
に
対
す

る
有
権
者
の
反
発
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の

自
民
党
惨
敗
を
も
た
ら
し
た
以
上
、
派

遣
法
を
さ
ら
に
規
制
緩
和
さ
せ
る
方
向

へ
と
改
正
す
る
こ
と
は
、
常
識
で
は
通

用
し
な
い
は
ず
だ
。
む
し
ろ
、
労
働
側

に
と
っ
て
は
規
制
強
化
を
実
現
す
る
好

機
到
来
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
求
め
ら
れ
る
の
は
、
99

年
と
03
年
の
相
次
ぐ
改
正
で
爆
発
的
に

増
加
し
た
「
登
録
型
派
遣
」
の
見
直
し

だ
ろ
う
。
厚
生
労
働
省
の
集
計
に
よ
る

と
、
05
年
度
の
派
遣
労
働
者
は
約
２
５

５
万
人
に
上
る
が
、
そ
の
う
ち
派
遣
会

社
に
登
録
し
て
派
遣
先
が
決
ま
っ
た
時

だ
け
雇
用
契
約
を
結
ぶ
登
録
型
の
派
遣

労
働
者
は
約
１
９
３
万
人
と
、
98
年
度

に
比
べ
約
１
１
８
万
人
も
増
え
た
。

登
録
型
派
遣
の
中
に
は
、
そ
の
日
ご

と
に
派
遣
さ
れ
る
「
日
雇
い
派
遣
」
や
、

さ
ら
に
時
間
ご
と
に
区
切
っ
て
派
遣
さ

れ
る
「
ス
ポ
ッ
ト
派
遣
」
と
い
う
形
態

が
増
え
つ
つ
あ
る
。
派
遣
会
社
か
ら
携

帯
電
話
な
ど
で
連
絡
を
受
け
て
作
業
現

場
に
出
向
き
、
派
遣
先
が
禁
止
対
象
業

務
で
危
険
を
伴
う
と
し
て
も
文
句
一
つ

も
言
え
な
い
よ
う
な
、
極
め
て
不
安
定

な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
派
遣
会
社

が
派
遣
先
か
ら
マ
ー
ジ
ン
を
得
る
分
、

労
働
者
の
給
与
は
低
く
抑
え
ら
れ
、
１

日
６
０
０
０
〜
８
０
０
０
円
が
多
い
と

さ
れ
る
。
多
数
が
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

（
働
く
貧
困
層
）
と
な
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
な
ど
で
寝
泊
り
す
る

「
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
」
な
ど
も
生
ま

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
登
録
型
派
遣
を

原
則
禁
止
と
し
、
常
用
型
の
派
遣
に
転

換
さ
せ
て
い
く
施
策
が
必
要
だ
。

ま
た
、
99
年
の
改
正
で
導
入
さ
れ
た

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
を
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
リ
ス
ト
方
式
に
戻
す
こ
と
や
、
派
遣

先
に
よ
る
雇
用
申
し
込
み
義
務
の
強

化
、
派
遣
会
社
が
得
る
無
制
限
の
マ
ー

ジ
ン
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
上
限
規
制

な
ど
に
つ
い
て
も
、
検
討
が
求
め
ら
れ

る
。金

属
労
協
は
２
０
０
８
年
度
活
動
方

針
な
ど
で
「
も
の
づ
く
り
現
場
は
派
遣

労
働
者
の
最
大
の
受
け
入
れ
先
」
と
位

置
づ
け
、
非
正
規
雇
用
労
働
者
の
組
織

化
強
化
や
、
派
遣
労
働
者
の
待
遇
改
善

を
図
る
観
点
か
ら
の
見
直
し
の
実
現
な

ど
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
い
か
に

実
行
に
移
す
の
か
、
労
働
組
合
の
力
量

も
問
わ
れ
て
い
る
。

 

が
規
制
緩
和
を
一
気
に
進
め
た
結
果

だ
。「
派
遣
の
原
則
自
由
化
」
が
こ
こ

に
実
現
し
、
禁
止
対
象
は
港
湾
運
送
、

建
設
、
警
備
、
医
療
関
連
、
製
造
の
５

業
務
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ

ら
に
２
０
０
３
年
の
法
改
正
（
04
年
施

行
）
に
伴
い
、
製
造
業
へ
の
派
遣
も
解

禁
さ
れ
た
。

一
方
、
常
用
雇
用
の
代
替
を
防
止
す

る
措
置
と
し
て
99
年
の
法
改
正
で
、
派

遣
先
は
１
年
を
超
え
て
継
続
し
て
派
遣

労
働
者
を
受
け
入
れ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
期
間
制
限
規
定
を
設
け
た
。
し
か

し
、
こ
れ
も
規
制
緩
和
に
よ
っ
て
、
03

年
の
法
改
正
で
１
年
か
ら
最
大
３
年
の

制
限
に
延
長
し
た
。

10
月
４
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
務
め
た
派
遣
労
働
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
理
事
長
の
中
野
麻
美
弁
護

士
は
、
労
働
者
派
遣
法
を
「
古
い
旅
館

に
別
館
を
次
々
と
建
て
増
し
し
た
よ
う

な
複
雑
な
法
律
」
と
表
現
し
た
。
ま
さ

に
、
規
制
緩
和
の
波
を
受
け
て
、
企
業

に
と
っ
て
使
い
勝
手
が
良
く
な
る
よ
う

に
次
々
と
改
め
ら
れ
た
、
つ
ぎ
は
ぎ
だ

ら
け
の
法
律
と
い
え
る
。

規
制
強
化
へ
巻
き
返
せ

る
か

厚
生
労
働
相
の
諮
問
機
関
で
あ
る
労

働
政
策
審
議
会
の
労
働
力
需
給
制
度
部

会
で
は
07
年
９
月
か
ら
、
労
働
者
派
遣

法
の
改
正
を
含
め
た
見
直
し
論
議
が
本

格
化
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
は
08
年

の
通
常
国
会
に
改
正
案
提
出
を
め
ざ
し

て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
07
年

末
ま
で
に
議
論
は
大
き
な
山
場
を
迎
え

る
は
ず
だ
。
そ
の
際
に
は
、
い
っ
そ
う

の
規
制
緩
和
に
よ
る
改
正
な
の
か
、
あ

る
い
は
改
正
に
よ
っ
て
規
制
強
化
へ
と

巻
き
返
す
の
か
、
が
最
大
の
焦
点
に
な

る
。07

年
６
月
に
安
倍
内
閣
が
閣
議
決
定

し
た
「
規
制
改
革
推
進
の
た
め
の
３
カ

年
計
画
」
で
は
、
派
遣
労
働
に
関
す
る

２
点
の
見
直
し
を
07
年
度
中
に
検
討
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
つ
は
派
遣

先
企
業
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
派
遣
労
働

者
へ
の
事
前
面
接
の
解
禁
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
派
遣
先
企
業
が
期
間
制
限
の

３
年
を
超
え
て
派
遣
労
働
者
を
使
用
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
そ
の
労
働
者
に
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労働者派遣法改正で


