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特
集
「
不
安
定
労
働
と
の
闘
い
」

ア
ジ
ア
に
お
け
る

不
安
定
雇
用
の
実
情
と
課
題
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１１..

アア
ジジ
アア
にに
おお
けけ
るる

不不
安安
定定
雇雇
用用
のの
実実
情情

ア
ジ
ア
で
は
伝
統
的
に
不
安
定
な
就
労

が
存
在
し
て
き
た
。
都
市
の
雑
業
に
従
事

す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
部
門

で
あ
る
。
農
村
か
ら
出
て
き
て
、
雇
用
の

場
が
な
い
た
め
に
、
少
な
い
資
金
で
開
業

で
き
る
路
上
で
の
物
売
り
が
典
型
的
な
事

例
で
あ
る
。
こ
れ
は
雇
用
で
は
な
く
、
自

営
業
に
分
類
さ
れ
る
が
、
収
入
が
不
安
定

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
最
近
問
題
と

な
っ
て
い
る
不
安
定
雇
用
は
、
こ
れ
ま
で

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
よ
り
収
入

が
安
定
し
て
い
て
、
労
働
法
や
社
会
保
障

法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て

き
た
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
部
門
で
生

じ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
は
学
歴
社
会
で
あ
り
、

学
歴
の
低
い
者
が
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ

ク
タ
ー
や
不
安
定
雇
用
に
従
事
す
る
割
合

が
高
く
、
正
規
の
労
働
者
と
比
べ
て
低
い

収
入
で
、
生
活
に
不
安
を
い
だ
き
つ
つ
暮

ら
す
不
安
定
雇
用
者
が
増
加
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク

タ
ー
と
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
の
間
は

必
ず
し
も
明
確
に
分
離
さ
れ
て
き
た
わ
け

で
は
な
く
、
両
者
の
間
を
行
き
来
す
る
労

働
者
は
多
く
存
在
し
た
し
、
農
村
と
の
つ

な
が
り
も
維
持
し
て
き
た
。
不
景
気
に
な

っ
て
も
農
村
に
帰
れ
ば
、
な
ん
と
か
食
べ

て
い
け
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
、
イ
ン
フ

ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
、
フ
ォ
ー
マ
ル
・

セ
ク
タ
ー
、
農
村
の
三
者
間
を
行
き
来
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
を
維
持
し
て
き

た
状
況
も
あ
っ
た
（
香
港
や
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
の
よ
う
な
都
市
国
家
や
地
域
は
別
）。
し

か
し
、
農
村
に
お
い
て
都
市
の
失
業
者
を

受
け
入
れ
る
余
裕
が
小
さ
く
な
っ
て
き
て

お
り
、
失
業
し
て
も
都
市
で
定
住
し
て
、

収
入
を
確
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
労
働
者
が

増
加
し
て
き
て
い
る
状
況
も
見
ら
れ
る
。

失
業
手
当
制
度
や
年
金
制
度
が
な
い
場
合

や
、
あ
っ
て
も
不
十
分
な
場
合
が
多
い
の

で
、
家
族
や
縁
者
に
よ
っ
て
生
活
を
支
え

あ
う
こ
と
が
生
き
る
保
障
と
な
っ
て
い
る
。

不
安
定
雇
用
の
増
加
の
原
因
は
、
１
９

８
７
年
の
ア
ジ
ア
経
済
危
機
と
、
そ
の
背

後
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
経
済
危
機
か
ら
立

ち
直
る
た
め
に
、
世
界
銀
行
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
か

ら
融
資
を
う
け
る
際
に
、
構
造
調
整
を

お
こ
な
う
こ
と
を
条
件
と
さ
れ
た
。
そ
の

た
め
に
労
働
市
場
の
柔
軟
化
や
雇
用
形

態
の
多
様
化
が
求
め
ら
れ
た
。そ
の
結
果
、

正
規
の
労
働
者
よ
り
景
気
の
変
動
に
対

応
し
や
す
く
、
安
い
コ
ス
ト
で
働
か
す
こ

と
が
で
き
る
非
正
規
の
労
働
者
が
求
め

ら
れ
た
。

日
本
の
よ
う
な
先
進
国
で
も
、
労
働
市

場
の
柔
軟
化
や
雇
用
形
態
の
多
様
化
が
広

が
り
、
非
正
規
の
労
働
者
が
増
加
し
、
人

件
費
コ
ス
ト
を
小
さ
く
す
る
経
営
が
広
が

っ
て
き
て
い
る
。
韓
国
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
加

盟
し
て
先
進
国
に
な
っ
て
い
る
が
、
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
や
派
遣
労
働
者
が
急
増
し
て
、

非
正
規
労
働
者
が
増
加
し
、
２
０
０
５
年

の
統
計
で
45
％
を
超
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
発
展
途
上
国
は
安
い

労
働
力
を
武
器
に
し
て
経
済
発
展
を
し
て

き
た
が
、
先
進
国
で
も
同
じ
戦
略
が
採
用

さ
れ
る
と
発
展
途
上
国
は
、
よ
り
一
層
人

件
費
コ
ス
ト
を
切
り
下
げ
な
い
と
、
経
済

の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
だ
世
界
で
は
、

生
き
て
い
け
な
い
と
い
う
発
想
に
な
ら
ざ

る
を
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
に
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
、
派
遣
労
働
者
、
短
期
間
雇
用
の

労
働
者
、
請
負
労
働
者
の
雇
用
を
増
や
し

た
り
、
外
国
人
労
働
者
を
導
入
し
て
、
安

く
雇
用
す
る
仕
組
み
を
作
り
上
げ
て
き
た
。

正
確
な
統
計
が
存
在
し
な
い
が
、
ア
ジ
ア

諸
国
で
、
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
で
働

く
労
働
者
の
20
―
40
％
近
く
を
不
安
定
雇
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用
の
労
働
者
が
占
め
て
い
る
も
の
と
想
定

さ
れ
て
い
る
。

22..
不不
安安
定定
雇雇
用用
へへ
のの

対対
策策

不
安
定
雇
用
に
歯
止
め
を
か
け
る
法
律

を
制
定
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

は
２
０
０
３
年
労
働
力
法
で
請
負
契
約
や

派
遣
労
働
に
規
制
を
加
え
て
い
る
。
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
で
は
１
９
９
６
年
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
雇
用
規
制
で
、
パ
ー
ト
の
雇
用
条
件

を
規
制
し
て
い
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
で
も
１

９
９
８
年
雇
用
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
パ

ー
ト
の
雇
用
規
制
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

タ
イ
で
も
２
０
０
７
年
労
働
保
護
法
を
改

正
し
て
派
遣
労
働
の
規
制
を
お
こ
な
っ
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
規
制
は
部
分
的
で
あ
り
、
し

か
も
そ
れ
ら
が
き
ち
ん
と
施
行
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
。
基
本
的
に
人

件
費
の
安
さ
を
武
器
と
し
て
経
済
発
展
を

遂
げ
て
き
た
経
緯
か
ら
、
最
低
賃
金
制
度

が
あ
っ
て
も
、
そ
の
規
制
が
ゆ
る
く
な
っ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
低
賃
金
以

下
の
賃
金
で
も
不
安
定
雇
用
で
あ
っ
て
も
、

収
入
の
場
を
確
保
し
た
い
と
い
う
労
働
者

の
要
望
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

発
展
途
上
国
の
企
業
と
い
っ
て
も
、
地

元
の
企
業
だ
け
で
な
く
、
先
進
国
の
多
国

籍
企
業
が
発
展
途
上
国
に
立
地
し
て
い
る

企
業
も
含
ま
れ
る
。
そ
こ
で
も
非
正
規
労

働
者
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

先
進
国
の
企
業
で
も
発
展
途
上
国
の
企
業

か
ら
、
部
品
や
商
品
を
仕
入
れ
て
お
り
、

非
正
規
労
働
者
が
製
造
す
る
部
品
や
商
品

が
安
い
こ
と
に
よ
る
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
発
展
途
上
国
で
の
企
業
の

非
正
規
労
働
者
の
問
題
は
先
進
国
の
企
業

に
も
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

す
る
対
策
と
し
て
、
２
点
だ
け
述
べ
て
お

き
た
い
。

企
業
の
社
会
的
責
任
は
、
法
律
に
定
め

ら
れ
て
い
る
内
容
を
こ
え
る
部
分
を
任
意

に
順
守
し
て
、
企
業
の
評
判
や
イ
メ
ー
ジ

を
高
め
て
、
株
主
、
消
費
者
、
労
働
組
合

な
ど
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
な
ん
ら
か

の
プ
ラ
ス
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
手
段
で

あ
る
。
日
本
で
は
環
境
問
題
が
企
業
の
社

会
的
責
任
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
労
働
に
関

す
る
企
業
の
社
会
的
責
任
（
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）

も
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
企

業
が
発
展
途
上
国
で
、
関
連
企
業
や
下
請

企
業
か
ら
部
品
を
調
達
す
る
際
に
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
で
定
め
ら
れ
た
中
核
的
労
働
基
準
の
う

ち
の
差
別
禁
止
規
定
が
、
ど
の
よ
う
に
順

守
さ
れ
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
、
非
正
規

労
働
者
に
ど
の
よ
う
な
待
遇
を
与
え
て
い

る
の
か
、
そ
れ
が
正
規
労
働
者
と
比
べ
て

差
別
と
判
断
さ
れ
な
い
の
か
ど
う
か
も
チ

ェ
ッ
ク
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
で
は
、
下
請
企
業
の
製

品
を
元
請
企
業
（
親
企
業
）
が
「
買
い
た
た

く
」（
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
で
定

め
る
、
通
常
支
払
わ
れ
る
対
価
に
比
べ
て
、

著
し
く
低
い
下
請
代
金
の
額
を
不
当
に
定

め
る
）
と
い
う
や
り
方
が
広
が
っ
て
い
る
。

「
買
い
た
た
か
れ
た
」
下
請
企
業
は
、
企
業

存
続
の
た
め
に
非
正
規
労
働
者
の
割
合
を

増
や
し
て
、
人
件
費
コ
ス
ト
の
削
減
を
図

ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
元
請
企
業（
親
企

業
）は
、
一
方
で
、「
買
い
た
た
き
」
を
し
な

が
ら
、
非
正
規
労
働
者
の
差
別
を
監
視
す

る
と
い
う
の
は
矛
盾
し
た
行
為
で
あ
ろ
う
。

不
当
な
「
買
い
た
た
き
」
を
防
止
す
る
こ
と

が
、
日
本
だ
け
で
な
く
発
展
途
上
国
で
も
、

不
安
定
雇
用
を
防
止
す
る
前
提
と
な
ろ
う
。

国
際
的
な
枠
組
み
協
定（International

F
ram
ew
ork

A
greem

ent

）の
締
結
を
国

際
的
な
労
働
組
合
組
織
が
提
唱
し
て
い
る
。

日
本
国
内
だ
け
で
な
く
、
多
国
籍
企
業
化

し
た
企
業
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
国
際
的

な
枠
組
み
協
定
を
締
結
し
て
、
非
正
規
労

働
者
に
も
最
低
労
働
基
準
が
順
守
さ
れ
て

い
る
か
、
正
規
労
働
者
の
待
遇
と
比
較
し

て
差
別
と
判
断
さ
れ
な
い
よ
う
な
待
遇
を

非
正
規
労
働
者
に
与
え
て
い
る
か
の
チ
ェ

ッ
ク
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
企
業

が
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
枠
組
み
協
定
を

締
結
し
た
と
い
う
事
例
を
聞
い
た
こ
と
は

な
い
が
、
日
本
の
大
企
業
の
多
く
は
多
国

籍
企
業
と
な
っ
て
お
り
、
世
界
中
で
製
造

販
売
に
従
事
し
て
い
る
。
日
本
企
業
が
労

働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
率
先
し
て
世
界
を
リ
ー
ド
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
買

い
た
た
き
」
に
よ
っ
て
、
元
請
企
業
（
親

企
業
）
が
利
益
を
あ
げ
、
そ
こ
で
働
く
労

働
者
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
が
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
、
他
方
に

痛
み
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
か

チ
ェ
ッ
ク
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
の

労
働
組
合
も
国
内
だ
け
で
な
く
、
国
際
的

視
野
を
持
っ
て
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ
を
普
及
さ
せ

て
い
く
必
要
性
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。

略
歴

香
川
孝
三
（
か
が
わ
・
こ
う
ぞ
う
）

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
博

士
課
程
単
位
取
得
。
富
山
大
学
助
教
授
、
同

志
社
大
学
教
授
、
神
戸
大
学
大
学
院
国
際
交

流
学
科
教
授
を
経
て
07
年
４
月
か
ら
大
阪

女
学
院
大
学
教
授
（
現
在
）。
専
門
は
ア
ジ

ア
法
、
労
働
法
、
労
使
関
係
法
。
２
０
０
４

年
か
ら
２
年
カ
ン
駐
ベ
ト
ナ
ム
日
本
大
使

館
公
使
と
し
て
赴
任
。
そ
の
ほ
か
、
日
本
ジ

ェ
ン
ダ
ー
学
会（
副
代
表
）、
日
本
労
使
関
係

研
究
会
（
常
任
理
事
）、
ア
ジ
ア
法
学
会
（
理

事
）、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ア
ジ
ア
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会

（
副
代
表
）、
Ｉ
Ｍ
Ｆ-

Ｊ
Ｃ
労
働
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
コ
ー
ス（
副
校
長
）。
著
書
は
「
ア
ジ

ア
の
労
働
と
法
」、「
ベ
ト
ナ
ム
の
労
働
・
法

と
文
化
」
な
ど
多
数
。




