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厚
生
労
働
省
・
今
後
の
労
働
者
派
遣
制
度

の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
座
長
＝
鎌
田

耕
一
・
東
洋
大
学
教
授
）
は
八
月
二
〇
日
、

現
行
の
二
六
業
務
区
分
に
基
づ
く
規
制
の
廃

止
を
含
め
た
期
間
制
限
の
あ
り
方
の
見
直
し

を
盛
り
込
ん
だ
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
常
用

代
替
防
止
の
再
構
成
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

お
り
、
常
用
代
替
防
止
の
対
象
か
ら
無
期
雇

用
派
遣
を
外
し
、
有
期
雇
用
派
遣
を
対
象
と

す
る
こ
と
、
有
期
雇
用
派
遣
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
「
業
務
」
単
位
か
ら
「
労
働
者
個
人
」

単
位
で
同
一
の
派
遣
先
へ
の
派
遣
期
間
の
上

限
を
設
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
伴
い
派
遣
労

働
者
を
交
代
す
る
こ
と
で
有
期
雇
用
派
遣
を

続
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
点
に
つ
い
て
は

派
遣
先
の
労
使
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み
を

設
け
る
こ
と
―
―
な
ど
の
案
も
盛
り
込
ん
で

い
る
。
今
後
、
労
働
政
策
審
議
会
で
検
討
さ

れ
、
来
年
の
通
常
国
会
で
改
正
労
働
者
派
遣

法
案
を
提
出
す
る
予
定
。

制
度
検
討
の
基
本
的
な
考
え
方

　

平
成
二
四
年
改
正
派
遣
法
は
、
法
案
審
議

の
際
に
衆
参
両
院
に
お
い
て
、登
録
型
派
遣
・

製
造
業
務
派
遣
の
あ
り
方
、
特
定
労
働
者
派

遣
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
改
正
法
施
行
後
一

年
を
め
ど
に
論
点
を
整
理
し
た
う
え
で
労
働

政
策
審
議
会
で
の
議
論
を
開
始
す
る
こ
と
、

ま
た
、
期
間
制
限
の
あ
り
方
に
つ
い
て
速
や

か
に
見
直
し
の
検
討
を
開
始
す
る
こ
と
な
ど

を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
研
究
会
を
平
成
二
四
年
一

〇
月
に
設
置
。
労
働
者
派
遣
制
度
の
見
直
し

に
か
か
わ
る
検
討
を
進
め
て
き
た
。

　

今
回
ま
と
め
ら
れ
た
報
告
は
、
ま
ず
制
度

の
検
討
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
視
点
と
し

て
、
①
労
働
者
派
遣
制
度
の
労
働
力
需
給
調

整
に
お
け
る
役
割
を
評
価
し
な
が
ら
、
派
遣

労
働
者
の
保
護
及
び
雇
用
の
安
定
等
を
積
極

的
に
図
る
こ
と
②
派
遣
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
を
推
進
す
る
こ
と
③
労
使
双
方
に

と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
制
度
と
す
る
こ
と
―

―
を
持
つ
こ
と
が
適
当
と
の
考
え
を
示
し
た
。

登
録
型
派
遣
・
製
造
業
務
派
遣

　

報
告
は
、
登
録
型
派
遣
が
労
働
力
の
需
給

調
整
の
仕
組
み
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
お

り
、
仮
に
禁
止
し
た
場
合
、
経
済
活
動
や
雇

用
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
な
ど
と
指
摘
。

製
造
業
務
派
遣
に
つ
い
て
も
、
問
題
は
製
造

業
務
の
有
期
雇
用
労
働
者
一
般
に
関
係
す
る

こ
と
か
ら
、
労
働
者
派
遣
制
度
の
中
で
対
応

す
べ
き
理
由
に
乏
し
い
と
し
た
。
そ
こ
で
、

登
録
型
派
遣
の
問
題
は
、
主
に
そ
の
雇
用
の

不
安
定
性
に
あ
り
、
登
録
型
派
遣
を
禁
止
し

な
い
場
合
に
は
、
雇
用
の
不
安
定
性
へ
の
対

応
（
雇
用
安
定
措
置
）
が
必
要
で
あ
る
、
と

の
考
え
を
示
し
た
。

　

一
方
、
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
（
常
時
雇

用
さ
れ
る
労
働
者
の
み
を
派
遣
す
る
事
業
）

に
つ
い
て
は
、「
常
時
雇
用
さ
れ
る
」
に
は
法

律
上
の
定
義
は
な
く
、
運
用
上
、「
一
年
を
超

え
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
者
」
等
を
含
め
た
も
の
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
、
有
期

雇
用
を
反
復
更
新
し
て
い
る
者
も
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
。
そ
れ
ら
の
者
の
雇
用
が

安
定
し
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
常
時
雇
用
さ
れ
る
」
を
「
期
間
の
定
め
の

な
い
」
も
の
と
再
整
理
す
る
こ
と
で
、
特
定

労
働
者
派
遣
事
業
は
す
べ
て
の
派
遣
労
働
者

を
無
期
雇
用
す
る
派
遣
元
に
限
定
す
る
こ
と

が
適
当
、
と
の
考
え
方
も
示
し
た
。

期
間
制
限
の
あ
り
方

　

現
行
の
派
遣
制
度
は
、「
常
用
代
替
防
止
」

を
基
礎
と
な
る
考
え
方
の
一
つ
と
し
て
作
ら

れ
て
お
り
、「
常
用
代
替
」
と
は
、
派
遣
先
の

常
用
労
働
者
が
派
遣
労
働
者
に
代
替
さ
れ
る

こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
現
行
制
度
で

は
、
常
用
代
替
防
止
を
図
る
た
め
、
専
門
的

な
知
識
や
特
別
の
雇
用
管
理
な
ど
が
必
要
で

あ
り
、
派
遣
先
の
正
規
雇
用
労
働
者
と
は
別

の
労
働
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ

る
二
六
業
務
に
つ
い
て
、
常
用
代
替
の
お
そ

れ
が
な
い
と
し
て
、
派
遣
可
能
期
間
の
上
限

が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
そ
れ
以
外

の
業
務
は
、
臨
時
的
・
一
時
的
な
労
働
需
要

に
対
応
す
る
と
の
考
え
方
か
ら
、
派
遣
先
の

派
遣
受
入
業
務
ご
と
に
原
則
一
年
（
最
長
三

年
）
と
い
う
派
遣
期
間
の
上
限
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。

　

報
告
は
、
二
六
業
務
と
い
う
区
分
に
基
づ

く
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、「
専
門
性
」
は

時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
た
め
、
判
断
基
準

を
明
確
に
定
義
す
る
の
は
困
難
と
し
た
。
二

六
業
務
の
該
当
の
有
無
を
め
ぐ
り
関
係
者
間

で
解
釈
の
違
い
が
生
じ
る
ケ
ー
ス
が
発
生
し

て
い
る
こ
と
や
、
い
わ
ゆ
る
付
随
的
な
業
務

に
つ
い
て
も
、
該
当
の
有
無
の
判
断
が
難
し

い
と
の
意
見
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
、
報
告
は
、
現
行
の
二
六
業
務
と

い
う
区
分
に
基
づ
く
規
制
の
廃
止
を
含
め
、

労
働
政
策
審
議
会
で
議
論
し
て
い
く
こ
と
が

適
当
と
の
判
断
を
示
し
た
。

　

一
方
、
常
用
代
替
防
止
は
、
派
遣
先
の
常

用
労
働
者
を
保
護
す
る
考
え
方
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
派
遣
労
働
者
の
保
護
や
雇
用
の
安
定

と
必
ず
し
も
両
立
し
な
い
と
の
考
え
も
示
し

た
。
さ
ら
に
、
現
行
制
度
の
期
間
制
限
で
は
、

最
長
三
年
で
当
該
業
務
へ
の
派
遣
が
終
了
と

な
る
こ
と
か
ら
、
期
間
制
限
の
存
在
が
派
遣

労
働
者
の
雇
用
の
不
安
定
性
の
一
因
と
な
っ

て
い
る
面
が
あ
る
と
指
摘
。
ま
た
、
派
遣
先

の
業
務
単
位
で
期
間
制
限
を
設
け
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
も
、
派
遣
労
働
者
の
所
属
す
る

単
位
を
変
更
す
れ
ば
、
同
一
の
派
遣
労
働
者

の
受
入
れ
を
長
期
間
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
常
用
代
替
防
止
の

適
正
な
規
制
方
法
と
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い

て
懸
念
が
あ
る
と
し
た
。

常
用
代
替
防
止
の
再
構
成

　

派
遣
労
働
者
に
は
、
登
録
型
を
中
心
と
し

た
有
期
雇
用
の
者
と
、
技
術
者
派
遣
に
典
型

的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
無
期
雇
用
の
者
が
い

る
が
、
報
告
は
、
有
期
雇
用
派
遣
（
有
期
雇

用
形
態
で
派
遣
さ
れ
る
場
合
）
は
、
間
接
雇

ト
ピ
ッ
ク
ス

労
働
者
派
遣

3

労
働
者
派
遣
制
度
の
見
直
し
案
を
報
告
―
厚
労
省
研
究
会
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用
か
つ
有
期
雇
用
で
あ
る
た
め
、
派
遣
労
働

者
の
雇
用
の
不
安
定
性
や
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

の
機
会
が
乏
し
い
こ
と
、
派
遣
先
で
の
望
ま

し
く
な
い
派
遣
利
用
の
可
能
性
、
拡
大
し
や

す
い
性
質
―
―
な
ど
の
特
徴
が
あ
る
と
指
摘
。

一
定
の
制
約
を
設
け
、
無
限
定
な
拡
大
を
抑

制
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
考
え
を

示
し
た
。

　

そ
こ
で
、
常
用
代
替
防
止
の
考
え
方
と
し

て
、
今
後
、
対
象
を
有
期
雇
用
派
遣
に
再
整

理
し
た
上
で
、
①
個
人
が
特
定
の
仕
事
に
有

期
雇
用
派
遣
と
し
て
固
定
さ
れ
な
い
、
ま
た

労
働
市
場
全
体
で
有
期
雇
用
派
遣
が
無
限
定

に
拡
大
し
な
い
と
い
う
「
個
人
レ
ベ
ル
の
常

用
代
替
防
止
」
と
、
②
派
遣
先
の
常
用
労
働

者
が
有
期
雇
用
派
遣
に
代
替
さ
れ
な
い
こ
と

と
い
う「
派
遣
先
レ
ベ
ル
の
常
用
代
替
防
止
」

―
―
の
二
つ
を
組
み
合
わ
せ
た
考
え
方
に
再

構
成
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

　

一
方
、
無
期
雇
用
派
遣
は
常
用
代
替
防
止

の
対
象
か
ら
外
す
た
め
、
無
期
雇
用
の
労
働

者
に
ふ
さ
わ
し
い
良
好
な
雇
用
の
質
の
確
保

を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
、
と
の
考

え
も
示
し
た
。

今
後
の
常
用
代
替
防
止
制
度

　

報
告
は
、
今
後
の
常
用
代
替
防
止
の
た
め

の
制
度
に
つ
い
て
、
有
期
雇
用
派
遣
を
対
象

と
し
、
①
労
働
者
個
人
単
位
で
同
一
の
派
遣

先
へ
の
派
遣
期
間
の
上
限
を
設
定
す
る
②
個

人
単
位
で
派
遣
期
間
を
設
定
し
た
場
合
に
は
、

派
遣
労
働
者
を
交
代
す
る
こ
と
で
有
期
雇
用

派
遣
を
続
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
点
に
対

し
て
は
、
派
遣
先
の
労
使
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る

よ
う
な
仕
組
み
を
考
え
る
―
―
と
す
る
こ
と

を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
、

と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
個
人
の
派
遣
就
業
の
継
続
性
に
つ

い
て
は
、
派
遣
契
約
の
更
新
時
に
別
の
部
署

へ
異
動
し
た
場
合
に
は
ど
う
判
断
す
る
か
と

い
う
論
点
が
あ
り
、
そ
の
継
続
性
の
判
断
基

準
と
な
る
範
囲（
現
行
の
業
務
単
位（
係
等
）

か
課
等
の
組
織
単
位
か
）
を
ど
う
設
定
す
る

か
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
案
が
考
え
ら
れ
る

と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
労
使
の
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
組
み
に
つ

い
て
も
、
個
別
の
契
約
ご
と
に
チ
ェ
ッ
ク
を

す
る
の
か
、
労
働
者
側
の
意
見
の
反
映
の
さ

せ
方
等
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
案
が
考
え
ら

れ
る
と
し
て
い
る
。

　

個
人
単
位
の
派
遣
期
間
の
上
限
に
達
し
た

有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
派
遣

元
が
雇
用
の
安
定
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る

こ
と
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
の
考
え
も
示
し

た
。

今
後
の
制
度
イ
メ
ー
ジ

　

報
告
は
、
具
体
的
な
制
度
イ
メ
ー
ジ
と
し

て
、
①
個
人
レ
ベ
ル
で
の
派
遣
期
間
の
制
限

②
派
遣
期
間
の
上
限
に
達
し
た
者
へ
の
雇
用

安
定
措
置
③
派
遣
先
レ
ベ
ル
で
の
派
遣
期
間

の
制
限（
派
遣
先
の
労
使
の
チ
ェ
ッ
ク
）―
―

の
三
つ
の
仕
組
み
を
主
な
構
成
要
素
と
す
る

制
度
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い

る
。

　

具
体
的
に
は
、
第
一
に
、「
個
人
レ
ベ
ル
で

の
派
遣
期
間
の
制
限
」
と
し
て
、
同
一
の
有

期
雇
用
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
派
遣
先
の

組
織
・
業
務
単
位
に
お
け
る
受
入
期
間
に
上

限
を
設
け
る
こ
と
を
あ
げ
た
（
派
遣
先
の
組

織
・
業
務
単
位
は
、
範
囲
の
大
き
さ
に
よ
り
、

同
一
業
務
、
課
、
部
、
事
業
所
、
企
業
な
ど

多
く
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
る
）。

　

第
二
に
、「
派
遣
期
間
の
上
限
に
達
し
た
者

へ
の
雇
用
安
定
措
置
」
と
し
て
、
派
遣
元
は
、

同
一
の
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
が
、
派
遣
先

の
組
織
・
業
務
単
位
に
お
け
る
受
入
期
間
の

上
限
に
達
す
る
場
合
、
希
望
を
聴
取
し
、
派

遣
先
へ
の
直
接
雇
用
の
申
入
れ
、
新
た
な
派

遣
就
業
先
の
提
供
、
派
遣
元
で
の
無
期
雇
用

化
等
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
も
あ
げ
た
（
派
遣
先
へ
の
直

接
雇
用
の
申
入
れ
が
直
接
雇
用
に
結
び
つ
か

な
か
っ
た
場
合
は
、
派
遣
元
は
自
ら
実
施
す

る
こ
と
が
可
能
な
他
の
二
つ
の
措
置
等
を
講

じ
る
こ
と
と
す
る
）。

　

第
三
に
、「
派
遣
先
レ
ベ
ル
で
の
派
遣
期
間

の
制
限
（
派
遣
先
の
労
使
の
チ
ェ
ッ
ク
）」

と
し
て
、
継
続
的
な
有
期
雇
用
派
遣
の
受
入

れ
が
上
限
を
超
す
場
合
、
派
遣
先
の
労
使
の

チ
ェ
ッ
ク
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
あ
げ
た
。

具
体
的
に
は
、
事
業
所
に
お
け
る
労
使
の
会

議
等
の
判
断
に
よ
り
、
上
限
年
数
を
超
え
た

継
続
的
受
入
れ
、
及
び
そ
の
後
一
定
期
間
内

に
お
け
る
同
じ
組
織
・
業
務
単
位
内
で
の
新

た
な
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
の
受
入
れ
の
可

否
を
決
定
す
る
と
い
う
仕
組
み
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
有
期
雇
用
派
遣
の
受
入
期
間
の
上

限
に
つ
い
て
は
、
個
人
単
位
、
派
遣
先
単
位

と
も
に
三
年
と
す
る
こ
と
を
中
心
に
検
討
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

均
等
待
遇
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
措
置

　

派
遣
先
の
団
体
交
渉
応
諾
義
務
に
つ
い
て

は
、
集
団
的
労
使
関
係
法
上
の
使
用
者
性
は
、

労
働
者
派
遣
法
の
範
疇
で
対
応
す
べ
き
も
の

で
は
な
く
、
今
後
と
も
労
働
組
合
法
の
枠
組

み
の
中
で
考
え
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
し
て

い
る
。

　

均
衡
待
遇
に
関
し
て
は
、
派
遣
労
働
者
の

待
遇
の
改
善
だ
け
で
な
く
、
待
遇
が
低
い
こ

と
に
よ
る
派
遣
労
働
者
の
安
易
な
利
用
を
抑

制
す
る
効
果
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
取

組
を
進
め
て
い
く
べ
き
と
の
考
え
を
示
し
た
。

ま
た
、
均
等
待
遇
を
進
め
る
た
め
に
派
遣
先

の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
認
識
も
指
摘
。

派
遣
労
働
者
の
賃
金
、
教
育
訓
練
、
福
利
厚

生
施
設
の
利
用
な
ど
の
面
で
派
遣
先
の
役
割

が
期
待
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
一
方
、
派
遣

元
に
対
し
て
も
、
待
遇
の
決
定
に
当
た
っ
て

考
慮
し
た
事
項
の
説
明
義
務
を
設
け
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

　

労
働
・
社
会
保
険
の
適
用
促
進
に
つ
い
て

は
、
加
入
を
促
進
す
る
た
め
に
、
派
遣
先
が

派
遣
労
働
者
の
労
働
・
社
会
保
険
へ
の
加
入

状
況
を
確
認
す
る
仕
組
み
が
有
効
と
の
考
え

も
示
し
た
。

　

派
遣
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
措
置
に

つ
い
て
は
、
一
般
労
働
者
派
遣
の
許
可
要
件

に
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
措
置
に
関
す
る
事
項
を

盛
り
込
む
こ
と
等
が
適
当
と
し
て
い
る
。

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
は
派
遣
先
の
協
力
も
重

要
で
あ
り
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ 

等
の
取
組
を
行
う
こ

と
が
望
ま
れ
る
と
の
認
識
も
示
し
た
。
ま
た
、

意
欲
と
能
力
が
あ
る
派
遣
労
働
者
に
は
、
派

遣
先
等
で
の
直
接
雇
用
の
推
進
が
適
当
と
し

て
い
る
。

　

そ
の
他
、
平
成
二
四
年
改
正
に
よ
る
労
働

契
約
申
込
み
み
な
し
制
度
（
平
成
二
七
年
一

〇
月
施
行
）
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
見
直
し

が
な
さ
れ
た
場
合
、
労
働
契
約
の
申
込
み
を

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
行
為
の
内

容
も
併
せ
て
変
更
と
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

要
件
変
更
に
関
す
る
改
正
は
必
要
と
の
認
識

も
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
日
雇
派
遣
の
原
則
禁
止
に
つ
い
て

は
、
労
働
政
策
審
議
会
に
お
い
て
今
後
の
制

度
見
直
し
に
向
け
た
議
論
が
必
要
か
ど
う
か

判
断
し
て
い
く
こ
と
が
適
当
と
し
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）




