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労
働
者
派
遣
法
の
「
改
正
」 

 

労
働
者
派
遣
法
の
「
改
正
」
に
よ
り
、
正

規
雇
用
労
働
者
か
ら
「
使
用
す
る
が
雇
用
は

せ
ず
」
と
い
う
非
正
規
雇
用
労
働
者
へ
の
移

行
が
な
さ
れ
、
使
用
者
に
よ
る
「
解
雇
の
自

由
」
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

 

労
働
契
約 
 

 

使
用
者
と
労
働
者
が
結
ぶ
雇
用
契
約
で
あ

り
、
互
い
に
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

使
用
者
は
労
働
者
に
対
し
て
、
業
務
上
の
指 

         

揮
命
令
権
を
有
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
の
賃 

料
支
払
い
義
務
を
負
い
、
労
働
者
は
、
使
用

者
の
業
務
上
の
指
揮
命
令
に
従
い
労
働
提
供

義
務
を
負
い
、
そ
の
対
価
と
し
て
の
賃
金
受

領
の
権
利
を
有
す
る
。 

 

資
本
の
論
理 

 

利
潤
を
追
求
す
る
使
用
者
は
、
労
働
力
の

再
生
を
可
能
な
範
囲
内
で
の
最
低
限
の
労
働

条
件
を
定
め
よ
う
と
す
る
の
が
「
資
本
の
論

理
」
で
あ
る
。 

 

         

労
働
者
の
権
利
、 

憲
法
25
条
、
27
条
、
28
条 

 

労
働
者
は
「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営

む
権
利
」（
憲
法
第
25
条
）
に
基
づ
き
勤
労

の
権
利
・
勤
労
条
件
の
基
準
を
法
律
で
定
め

る
こ
と
を
国
家
に
求
め
る
権
利
（
憲
法
第

27
条
）
を
有
し
、
そ
の
為
に
国
家
は
、
労

働
基
準
法
を
制
定
し
、
賃
金
（
最
低
労
働
賃

金
）、
労
働
時
間
（
８
時
間
労
働
）、
休
日

（
有
給
休
暇
）
等
々
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、

使
用
者
は
労
働
基
準
法
に
反
す
る
労
働
条
件

で
雇
用
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

みんなの学習講座 
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ま
た
労
働
者
は
「
健
康
で
文
化
的
な
権
利
」

の
改
善
、
向
上
を
求
め
る
た
め
に
「
団
結

権
・
団
体
交
渉
権
・
団
体
行
動
権
」（
憲
法 

                   

第
28
条
）
を
有
し
、
そ
の
具
体
化
の
た
め

に
労
働
組
合
法
、
労
働
関
係
調
整
法
が
あ
る
。

整
法
の
労
働
三
法
こ
そ
、
労
働
者
が
、「
健 

 

                  

康
で
文
化
的
な
生
活
」
を
営
む
た
め
に
不
可

欠
な
労
働
法
制
で
あ
る
。 

 

権
利
の
た
め
に
は
闘
い
が
必
要 

 

も
と
よ
り
権
利
は
、
憲
法
、
法
律
に
書
き

込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
動
的
に
成
立
す

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
維
持
、
発
展
の
た

め
に
は
闘
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
憲
法

第
12
条
が
「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
補
償
す

る
自
由
及
び
権
利
は
国
民
の
不
断
の
努
力
に

よ
っ
て
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
「
権
利
の
た
め
の
闘
争
の
義
務
」
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。 

 
 

  

総
評
解
体
以
降 

 

戦
後
、「
権
利
の
た
め
の
闘
争
の
義
務
」

を
担
っ
て
き
来
た
の
が
総
評
労
働
運
動 

― 
 

「
昔
、
陸
軍
、
今
、
総
評
」
と
も
称
さ
れ
、

総
評
議
長
と
首
相
の
ト
ッ
プ
会
談
が
な
さ
れ

総評結成大会（１９５０年７月１２日） 
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た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

― 

で
あ
っ
た
。 

本
講
座
の
中
で
、
多
く
の
現
場
労
働
者
に

よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
総
評
が

解
体
さ
れ
、「
連
合
」
と
な

っ
て
以
降
、
労
働
条
件
の
改

善
、
向
上
の
た
め
に
か
つ
て

の
よ
う
な
、
大
掛
か
り
の
運

動
が
展
開
さ
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
大

き
な
危
機
が
あ
る
。 

 

資
本
の
現
状
と 

規
制
緩
和 

 

他
方
、
使
用
者
の
側
は
ど

う
か
。
新
自
由
主
義
・
グ
ロ

ー
バ
ル
経
済
化
の
波
の
中
で
、

企
業
の
競
争
力
の
強
化
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
競
争
力
の

強
化
の
最
も
手
っ
取
り
早
い

方
策
は
コ
ス
ト
の
削
減
、
す

な
わ
ち
労
働
条
件
の
切
り
下

げ
で
あ
る
。 

そ
の
表
れ
が
本
講
座
の
第
１
回
で
指
摘
し

た
労
働
法
制
の
規
制
緩
和
で
あ
る
。
米
国
の

Ｉ
Ｔ
産
業
で
は
じ
め
ら
れ
た
「
成
果
主
義
人

事
」
が
日
本
で
も
採
用
さ
れ
、
労
働
時
間
を

基
礎
に
し
た
賃
金
体
系
か
ら
、「
成
果
を
」

基
に
し
た
賃
金
体
系
に
移
行
し
、
労
働
時
間

の
規
制
を
大
幅
に
緩
和
し
、
雇
用
形
態
を

「
多
様
化
」
さ
せ
、
労
働
者
派
遣
法
の
「
改

正
」
に
よ
り
、
非
正
規
労
働
者
の
増
大
、
使

用
者
に
よ
る
解
雇
の
「
自
由
」
を
認
め
る
と

い
う
労
働
基
準
法
の
実
質
的
な
切
り
下
げ
、

破
壊
で
あ
る
。 

 

労
働
者
派
遣
法
「
改
正
」 

 

労
働
者
派
遣
法
の
「
改
正
」
の
結
果
に
よ

る
非
正
規
労
働
者
の
増
加
は
深
刻
な
問
題
で

あ
る
。 

本
講
座
第
６
回
「
労
働
者
派
遣
法
の
改

悪
」
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

労
働
者
派
遣
は
か
っ
て
の
「
口
入
れ
業
」
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
賃
金
の
「
ピ
ン
ハ
ネ
」
を

前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
ピ
ン
ハ
ネ
」
を

許
さ
な
い
と
す
る
の
が
戦
後
の
労
働
法
制
の

「個人業績を賃金に反映させる」企業の割合 

出所：厚生労働省「就労条件総合調査」平成16年度 
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基
本
精
神
で
あ
っ
た
。「
ピ
ン
ハ
ネ
」
禁
止

の
大
原
則
を
使
用
者
は
、
当
初
は
ご
く
少
数

の
専
門
職
に
つ
い
て
の
み
は
こ

れ
を
許
す
と
い
う
方
法
に
よ
り

突
破
口
を
開
き
、
今
日
で
は
こ

れ
を
大
々
的
に
拡
大
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
小
さ
く

産
ん
で
大
き
く
育
て
る
」
で
あ

っ
た
。 

 

非
正
規
労
働
者
の 状

態 

 

同
じ
仕
事
を
し
て
い
な
が
ら
、

正
規
労
働
者
は
、
賃
金
、
労
働

時
間
、
休
日
等
に
つ
き
、
労
働

基
準
法
等
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、

他
方
非
正
規
労
働
者
は
無
権
利

状
態
に
置
か
れ
る
、
こ
ん
な
非

合
理
が
放
置
さ
れ
て
い
て
よ
い

だ
ろ
う
か
。
憲
法
の
臍
で
あ
る

第
13
条
は
、「
す
べ
て
の
国
民

は
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。

生
命
、
自
由
、
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国

民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反

し
な
い
限
り
立
法
そ
の
他
国
政
の
上
で
最
大

の
尊
重
を
必
要
と
す
る
」
と
国
民
（
市
民
と

読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
）
の
権
利
と
国
家
の
義

務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
非
正
規
労
働

者
の
存
在
の
放
置
、
否
そ
の
拡
大
へ
の
労
働

法
制
の
規
制
緩
和
、
改
悪
は
、
憲
法
第
13

条
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

不
当
な
雇
い
止
め
に
対
す
る
闘
い 

 

本
講
座
第
７
回
は
、
労
働
者
派
遣
法
に
よ

っ
て
派
遣
さ
れ
た
労
働
者
が
、
雇
用
契
約
書

中
に
あ
る
「
勤
務
態
度
が
良
く
な
い
場
合
に

は
契
約
を
更
新
し
な
い
」
と
い
う
あ
る
意
味

で
は
い
か
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
条
項
に
よ

っ
て
理
不
尽
に
雇
止
め
（
解
雇
）
さ
れ
た
こ

と
に
対
し
て
の
闘
い
の
報
告
で
あ
る
。
雇
止

め
の
理
由
が
く
る
く
る
変
わ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
が
「
勤
務
態
度
が
良
く
な
い
場

合
」
の
判
断
が
あ
ま
り
も
恣
意
的
に
な
さ
れ

賃金の決め方についての一般的意識 

個人の仕事の成果に基づ
いて評価 

年齢や勤務に応じて評価 

職務経験や仕事の能力 
を評価 

企業外での評価などが
大きく影響 

賛成 

どちらかといえば反対 
どちらともいえない 

無回答 

 

どちらかといえば賛成 

反対 
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て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

ブ
ラ
ッ
ク
企
業
に
対
す
る
闘
い 

 

本
講
座
第
８
回
は
長
時
間
労
働
、
残
業
代 

の
未
払
い
、
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」

で
働
か
せ
ら
れ
て
い
た
労
働
者
の
闘
い
の
話

で
あ
る
。
本
来
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は

正
規
社
員
の
組
合
が
相
談
に
乗
り
、
会
社
の

勝
手
な
行
動
を
許
さ
な
い
と
す
る
行
動
が
な

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
い

ず
れ
の
ケ
ー
ス
も
そ
の
よ
う
な
正
規
社
員
の

組
合
か
ら
の
支
援
は
な
く
ユ
ニ
オ
ン
ネ
ッ
ト

の
組
合
の
支
援
を
得
て
の
闘
い
で
あ
る
。
筆

者
が
弁
護
士
登
録
を
し
た
の
は
今
か
ら
40

余
年
前
の
１
９
７
５
年
で
あ
っ
た
が
、
既
に

そ
の
こ
ろ
か
ら
、
当
該
職
場
の
労
働
組
合

が
、
し
っ
か
り
と
、
当
の
労
働
者
を
抱
え
て

の
労
働
争
議
は
少
な
く
、
当
該
企
業
外
の
労

働
者
ら
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
守
る
会
」
方
式

に
よ
る
争
議
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
現
在

の
ユ
ニ
オ
ン
ネ
ッ
ト
に
よ
る
支
援
は
そ
の
流

れ
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。 

 

Ｊ
Ａ
Ｌ
闘
争 

 

本
講
座
第
９
回
は
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
不
当
整
理

解
雇
と
の
闘
い
の
報
告
で
あ
る
。
整
理
解
雇

の
四
要
件
で
あ
る
①
人
員
整
理
の
必
要
性
、

②
解
雇
回
避
努
力
義
務
の
履
行
、
③
被
解
雇

者
選
定
の
合
理
性
、
④
解
雇
手
続
き
の
合
理

性
、
を
満
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
策
と
し
て
の
整
理
解
雇
を
追
随
す
る

司
法
の
姿
勢
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。 

 

労
働
契
約
法
20
条
、 

メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス
の
闘
い 

 

本
講
座
第
10
回
で
は
、
労
働
契
約
法
20

条
「
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
合

理
な
労
働
条
件
の
禁
止
」
に
基
づ
き
、
同
じ

仕
事
な
の
に
時
給
と
月
給
の
差
別
が
あ
る
、

一
時
金
に
３
倍
も
の
差
別
が
あ
る
と
い
う
不

合
理
さ
を
裁
判
で
争
っ
て
い
る
メ
ト
ロ
コ
マ

ー
ス
の
闘
い
の
報
告
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
報

告
を
読
ん
で
思
う
こ
と
は
「
同
一
労
働
同
一

ＪＡＬ不当解雇撤回闘争（街頭宣伝） 
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賃
金
」
と
い
う
労
働
の
大
原
則
を
空
洞
化
さ

せ
た
労
働
法
制
改
悪
に
よ
る
雇
用
形
態
の

「
多
様
化
」、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
成
果
主

義
」
と
い
う
む
き
出
し
の
資
本
の
論
理
で
あ

る
。
本
講
座
第
１
回
で
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
れ
ら
の
労
働
法
制
の
改

悪
は
安
倍
政
権
に
な
っ
て
突
如
出

て
来
た
も
の
で
は
な
い
。
国
家
権

力
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
試
み
は
前

か
ら
あ
っ
た
。
安
倍
政
権
に
よ
っ

て
そ
の
流
れ
が
一
気
に
推
し
進
め

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
安
倍
政

権
は
個
人
を
、
命
を
、
大
切
に
し

な
い
政
治
で
あ
る
。 

 

労
働
法
制
改
悪
反
対
の 

闘
い
は
憲
法
改
悪
に
対 

す
る
闘
い
だ 

 

２
０
１
４
年
７
月
１
日
、
閣
議

決
定
に
よ
っ
て
集
団
的
自
衛
権
行

使
容
認
を
し
、
２
０
１
５
年
９
月

１
９
日
未
明
強
行
採
決
に
よ
っ
て

違
憲
な
安
保
法
制
を
「
成
立
」
さ

せ
た
安
倍
晋
三
の
『
美
し
い
国
』（
２
０
０

６
年
文
春
新
書
、
後
に
『
新
し
い
国
』
と
改

題
）
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。 

「
自
分
の
命
は
確
か
に
大
切
で
あ
る
。
し

か
し
、
時
に
は
そ
れ
を
な
げ
う
っ
て
も
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」。
政

治
家
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
発
さ
せ
な
い
。

そ
れ
が
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争

の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
を
決
意
し
」（
憲
法
前
文
）、「
個
人
尊

重
・
幸
福
追
求
の
権
利
」（
憲
法
13
条
）
を

政
治
の
究
極
目
標
と
定
め
た
戦
後
の
誓
い
で

は
な
か
っ
た
か
。 

労
働
法
制
の
改
悪
に
対
す
る
闘
い
は
、
憲

法
破
壊
に
対
す
る
闘
い
で
も
あ
る
。 

（
う
ち
だ 

ま
さ
と
し
） 
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