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雇
用
形
態
の
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
。
正
社
員
は
減
少
し
、
そ
の
他
の
雇
用
形
態
の
人
々
が
増
え
て
い

る
。
派
遣
労
働
者
は
増
え
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
増
え
、
在
宅
勤
務
は
増
え
、
契
約
社
員
は
増
え
、
た
た

た
た
正
社
員
が
減
少
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
事
実
で
あ
る
。
本
書
の
主
張
は
正
社
員
が

不
動
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
こ
の
主
張
を
展
開
す
る
前
に
、
こ
れ
ら
の
多
様
な

就
業
や
多
様
な
雇
用
形
態
の
増
加
傾
向
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
く
こ
と
か
必
要
て
あ
ろ
う
。

4
 



第 1章 雇用の多様化の限界

就
業
形
態
の
多
様
化
は
起
こ
っ
て
い
な
い

世
の
中
で
は
、
派
遣
社
員
、
有
期
雇
用
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
契
約
社
員
、

S
O
H
O
、
在
宅
勤
務
な
ど
、

「
従
来
型
」
と
は
異
な
る
多
様
な
雇
用
形
態
あ
る
い
は
就
業
形
態
が
増
え
て
き
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
今
後

ま
す
ま
す
進
展
す
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る

(
1
)
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
の
生
き
方
に
対
応
し
た
仕
事

の
仕
方
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
の
が
、
大
方
の
議
論
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
に
異
論
を
唱
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
先
に
あ
げ
た
よ
う
な
雇
用
形
態
が
増
え
て
い
る
の
は
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
、
量
的
に
そ
れ
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
質
的
に
決
し
て
望
ま
し

い
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
雇
用
形
態
や
就
業
形
態
で
多
数
の
人
々
が
豊
か
に
、
自
分
の
生
き
方

と
折
り
合
い
を
つ
け
た
仕
事
が
で
き
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

働
い
て
収
入
を
得
る
の
は
、
何
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
(
-
雇
用
者
）
だ
け
で
は
な
い
。
起
業
し
て
自
分
の
店
を

も
つ
こ
と
で
も
よ
い
し
、
規
模
を
拡
大
し
て
経
営
者
に
な
っ
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
、
フ
リ
ー
の
デ
ザ
イ
ナ
ー

や
記
者
、
写
真
家
な
ど
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
に
な
る
も
よ
し
、
弁
護
士
や
開
業
医
な
ど
「
サ
ム
ラ
イ

1

圧
倒
的
多
数
が
正
社
員
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第 1章 雇用の多様化の限界

ち
は
本
当
に
増
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
毎
年
デ
ー
ク
の
と
れ
る
『
労
働
力
調
査
』
で
み
た
の
が
図
表

1
ー

2
で
あ
る
。
農
林
業
の
自
営
業
主
や
家
族
従
業
者
が
減
少
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
非
農
林
自
営
業

主
と
家
族
従
業
者
も
一
九
九

0
年
ご
ろ
か
ら
急
激
に
減
少
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
傾
向
に
は
、
近
年
の
廃
業
の
急
増
が
関
係
し
て
い
る
。
世
の
中
で
起
業
家
が
持
て
は
や
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
開
業
は
増
え
て
い
な
い
。

「
中
小
企
業
白
書
』
に
よ
れ
ば
、
農
業
な
ど
の
一
次
産
業
を

除
く
開
業
率

(
3
)

は
い
わ
ゆ
る

I
T
ブ
ー
ム
の
な
か
で
一

九
九
六
年
か
ら
一
九
九
九
年
に
か
け
て
若
干
回
復
し
、
一
九

八
九
年
か
ら
一
九
九
一
年
の
レ
ベ
ル
の
四
・
一
％
ま
で
持
ち

直
し
た
（
図
表
1

ー

3
)
。
し
か
し
、
廃
業
率
は
そ
れ
を
は
る

か
に
上
回
っ
て
お
り
、
実
に
五
・
九
％
に
跳
ね
上
が
っ
て
い

る
。
起
業
に
よ
る
雇
用
創
出
は
期
待
を
裏
切
っ
て
い
る
。
一

九
七
八
年
か
ら
一
九
八
一
年
と
、
一
九
九
六
年
か
ら
一
九
九

九
年
の
開
業
率
を
産
業
別
に
比
較
す
る
と
、
開
業
率
が
増
加

し
て
い
る
の
は
運
輸
・
通
信
業
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
上
昇
率

も
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
い
（
四
・
九
％
か
ら
五
・
三
％
）
。
飲
食

1 -3 開廃叢率の推移

>
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店
で
一
四
・
一
％
か
ら
六
・
一
％
、
製
造
業
で
―
―
-
•
七
％
か
ら
一
・
九
％
と
下
が
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

サ
ー
ビ
ス
業
で
も
六
•
四
％
か
ら
四
・
ニ
％
と
大
幅
な
開
業
率
の
低
下
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、
就
業
形
態
の
多
様
化
が
起
こ
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、

い
就
業
形
態
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
雇
用
者
へ
の
集
中
化
傾
向
が
読
み
取
れ
る
。
で
は
、

か
で
は
多
様
化
は
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
次
に
こ
の
点
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

よ
り
広

雇
用
者
の
な

正
社
員
と
は
何
か

概
念
と
し
て
の
「
正
社
員
」
と
統
計
上
の
「
正
社
員
」
の
定
義
は
同
じ
で
は
な
い
。
「
正
社
員
」
＿
届
用
関

係
は
、
個
人
・
企
業
双
方
の
包
括
的
な
労
働
力
の
取
引
で
あ
る
。
①
期
間
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
定
年
ま
で

の
雇
用
継
続
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
②
仕
事
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
つ
ど
企
業
が
求
め
る
要
請
に

個
人
が
応
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
わ
り
、
③
企
業
は
一
定
以
上
の
安
定
し
た
賃
金
を
保
証

す
る
。し

ば
し
ば
、
正
社
員
の
雇
用
関
係
は
個
人
の
企
業
に
対
す
る
強
い
拘
束
性
と
高
い
処
遇
の
雇
用
関
係
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
面
の
真
理
を
つ
い
て
い
る
が
、
十
分
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
く
に
、

②
の
企
業
の
要
請
と
個
人
の
対
応
は
、
拘
束
性
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
。
個
人
の
企
業
へ
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
（
関
わ
り
）
と
企
業
の
期
待
は
個
人
を
拘
束
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
個
人
の
裁
量
に
ま
か
せ
た
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第 1章 雇用の多様化の限界

う
え
で
、
成
果
を
期
待
す
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
双
方
の
信
頼
関
係
が
あ
る
。
企
業
は
、
目
に

見
え
る
個
人
成
果
だ
け
で
処
遇
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
え
て
拘
束
性
を
使
う
と
す
れ
ば
、
企
業
に
よ
る
外

的
拘
束
よ
り
も
個
人
の
内
的
拘
束
が
重
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
「
拘
束
」
と
い
う

言
葉
を
使
う
よ
り
も
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
と
い
う
用
語
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
本
書
で

は
、
上
記
①
②
③
を
す
べ
て
満
た
す
雇
用
関
係
に
あ
る
人
を
「
正
社
員
」
と
呼
ぶ
。

た
だ
し
、
統
計
は
こ
う
し
た
基
準
で
取
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
こ
う
し
た
基
準
で
調
べ
る
こ
と

は
可
能
で
も
な
い
。
だ
か
ら
統
計
上
は
「
期
限
の
定
め
の
な
い
雇
用
」
で
「
通
常
の
」
所
定
労
働
時
間
で
働

あ
い
ま
い

く
人
を
正
社
員
と
呼
ん
だ
り
、
「
い
わ
ゆ
る
正
社
員
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
」
と
い
う
よ
う
な
曖
昧
な
定
義
で

呼
ん
だ
り
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
人
た
ち
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
働
く
企
業
そ
の
も
の
が
五
年

や
一

0
年
も
も
た
な
い
と
当
初
か
ら
思
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
、
定
年
ま
で

の
雇
用
な
ど
は
問
題
外
で
あ
る
。
ま
た
現
実
に
は
、
長
引
く
大
不
況
の
な
か
で
個
人
は
定
年
ま
で
の
屈
用
と

い
う
暗
黙
の
約
束
に
疑
い
を
も
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雇
用
関
係
と
し
て
の
「
正
社
員
」
は
明
ら

か
に
非
正
規
雇
用
の
個
人
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
示
す
統
計
は
そ
の
よ
う
な
定
義
の
数
字
で
あ
る
。

圧
倒
的
多
数
は
正
社
員

雇
用
形
態
別
の
就
業
者
を
系
統
的
に
調
べ
て
い
る
の
は
、

つ
い
最
近
ま
で
総
務
庁
統
計
局
が
毎
年
実
施
し

，
 



て
い
た
『
労
働
力
調
査
特
別
調
査
』

(
4
)

で
あ
る
。

―1
0
0
二
年
度
か
ら
は
『
労
働
力
調
査
』
に
統
合
さ

れ
て
い
る
。
サ
ン
プ
ル
数
、
時
期
な
ど
が
異
な
る
の

で
両
調
査
を
直
接
接
続
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
近
年
の
傾
向
は
把
握
で
き
る
。

雇
用
形
態
は
勤
め
先
で
の
呼
称
に
よ
っ
て
、
「
正
規

の
職
員
・
従
業
員
」
「
パ
ー
ト
」
「
ア
ル
バ
イ
ト
」

「
労
働
者
派
遣
事
業
所
の
脈
遣
社
員
」
「
契
約
社
員
・

嘱
託
」
「
そ
の
他
」
の
六
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
パ
ー
ト
以
下
す
べ
て
を
一
括
し
て
「
非
正
規

o

の
職
員
・
従
業
員
」
と
し
て
い
る
。

L
へ
~＿

こ

れ

に

よ

っ

て

雇

用

者

の

雇

用

形

態

別

増

減

を

み

た
の
が
、
図
表
1
I
4
で
あ
る
。
明
ら
か
に
正
規
の
職
員
・
従
業
員
は
減
少
し
つ
づ
け
、
非
正
規
が
増
え
て

い
る
。
こ
の
図
を
み
る
と
、
今
ど
き
正
社
員
の
話
を
す
る
こ
と
な
ど
流
行
お
く
れ
だ
と
い
わ
れ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
比
率
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
う
も
い
え
な
い
。

正
社
員
と
非
正
社
員
の
区
分
を
も
う
少
し
詳
し
く
み
よ
う
。
や
や
古
い
が
、
労
働
省
『
就
業
形
態
の
多
様

1 -4 雇用形態別の増減の推移（対前年比）

5
0
A
0
0
 

1
万

1

50 

-゚50 

-100 

非正規の職員・従業員

-200 
1997 98 99 2000 01 

出典：『労働力調査特別調査』，『労働力調査j

注： 2001年までは［労働力調査特別調査」の 2月調査，

2002年は『労働力調査」の 1~3月平均．両調査は

同ーではないので，数字の取り扱いは要注意．

02年
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第1章 雇用の多様化の限界

②
「
そ
の
他
の
パ
ー
ト
」

化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査
（
乎
成
十
一
年
）
』
（
二

0
0
0
年
発
表
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
従
業
員
形
態
が
次

の
よ
う
に
細
か
く
区
分
さ
れ
て
い
る
。

「
契
約
社
員
」

「
臨
時
的
雇
用
者
」

現
在
の
企
業
で
雇
わ
れ
て
い
る
労
働
者
の
う
ち
、
特
に
麗
用
期
間
を
定
め
て
い
な

い
者
。
な
お
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
及
び
他
企
業
へ
の
出
向
者
は
除
く
。

専
門
的
職
種
に
従
事
す
る
こ
と
を
目
的
に
契
約
に
基
づ
き
雇
用
さ
れ
、
雇
用
期
間

の
定
め
の
あ
る
者
。

臨
時
的
に
又
は
日
々
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
で
、
一
ヶ
月
以
内
の
＿
雇
用
期
間
の
定
め

の
あ
る
者
。

「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
」
以
下
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
図
表

1
l
5
で
は
合
算
し
て
い
る
。

①
「
短
時
間
の
パ
ー
ト
」
い
わ
ゆ
る
正
社
員
よ
り
一
日
の
所
定
労
働
時
間
が
短
い
か
、
一
週
の
所

定
労
働
日
数
が
少
な
い
者
。
雇
用
期
間
は
一
ヶ
月
を
超
え
る
か
、
ま
た

は
定
め
の
な
い
者
。

い
わ
ゆ
る
正
社
員
と
一
日
の
所
定
労
働
時
間
と
一
週
の
所
定
労
働
日
数

が
ほ
ぼ
同
じ
者
。
雇
用
期
間
は
一
ヶ
月
を
超
え
る
か
、
ま
た
は
定
め
の

な
い
者
で
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
名
称
で
呼
ば
れ

「
い
わ
ゆ
る
正
社
員
」

I I 



1 -5 雇用形態別構成比（単位 ％） 

雇用形態 男女計 男性 女性

正社員 レ、'725 85.1 53.0 

非正社員 27.5 14.9 47.0 

契約社員 2.3 2.1 2 6 

臨時的屈用者 1 8 1.8 2.0 

パート ク イ マ ー 20 3 7.8 39.6 

出向社員 1.3 1.8 0.4 

派遣労働者 1.1 0.6 1.8 

その他 0.7 0.8 0.6 

出典：『就業形態の多様化に関する総合実態調査j

「
出
向
社
員
」

「
脈
遣
労
働
者
」

て
い
る
者
。

他
企
業
よ
り
出
向
契
約
に
基
づ
き
出
向
し

て
き
て
い
る
者
。
出
向
元
に
籍
を
お
い
て

い
る
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
。

労
働
者
派
遣
法
に
基
づ
く
派
遣
元
事
業
所

か
ら
派
遣
さ
れ
た
者
。
「
登
録
型
」
と
は
、

派
遣
会
社
の
派
遣
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
登
録

し
て
お
く
形
態
。
「
常
用
麗
用
型
」
と
は
、

派
遣
会
社
に
常
用
賑
用
と
し
て
雇
用
さ
れ

て
い
る
形
態
。

図
表
1
I
5
は
、
そ
の
割
合
で
あ
る
。
男
性
の
圧
倒
的
多
数
は
正

社
員
で
あ
る
。
ま
た
、
女
性
も
半
数
は
正
社
員
で
あ
る
。
私
た
ち
は
雇
用
形
態
の
多
様
化
で
非
正
社
員
ば
か

り
に
注
且
し
て
い
る
が
、

l

雇
用
の
中
心
が
正
社
員
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
男
性
だ
け
で
な
く

女
性
に
と
っ
て
も
正
社
員
こ
そ
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
契
約
社
員
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
ま
た
、
女
性
の
多

く
が
パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
で
あ
る
が
、
多
く
は
既
婚
女
性
で
あ
り
、
正
社
員
た
る
夫
の
収
入
を
ベ
ー
ス
に
生
活

12 
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1 -6 a 

3,000 
万人

2,500 

2,000 

1, 500 

1,000 

500 

雇用形態別労働者数の推移（男性）

正社員 .. 
派遣・契約・嘱託•その他

アルバイト ＼ 

パート 役員 ＼ ＼ 

-----------_i-:—----\..:-＿七ー＝丘—--. ----. ---．--

゜1993 94 

1 ~ 6 b 

慣°
1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

゜1993 94 

95 96 97 98 99 2000 01 

雇用形態別労働者数の推移（女性）

正社員

！ヽ

パート

--→―――・ ``̀ -i—-_ ＿ ＿． 
派遣・契約・嘱託•その他

へf又n、只口 アルバイト ＼ 

-----+::.：：--c------ -- - t  -----
95 96 97 98 

出典：『労働力調査特別調査．|

注： 2001年 8月以外は 2月調査．

99 2000 01 年
月

1
8
 

。

し
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
正
社
員
の
あ
り
方
こ
そ
が
決
定
的
に
重
要
な
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
非
正
社
員
の
増
加
そ
の
も
の
も
事
実
で
あ
る
。
非
正
社
員
の
近
年
の
動
向
は
ど
う
な
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
を
み
た
の
が
、
図
表
1
_
6
a
、
b
で
あ
る
。
ま
ず
、
男
性
か
ら
み
て
お
こ
う
。
正
社
員
は
二

年
月

1

8
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0
0
一
年
八
月
の
時
点
で
二
五

0
六
万
人
で
あ
り
、
全
体
の
七
八
・
―
―
-
%
（
八
六
・
一
％
）
を
占
め
る
。
つ

い
で
多
い
の
が
役
員
の
二
八
八
万
人
で
九

•
O
％
で
あ
る
。
あ
と
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
が
一
六
―
―
一
万
人
で
五
・

-
%
（
五
・
六
％
）
、
「
派
遣
社
員
・
契
約
社
員
・
嘱
託
な
ど
」
一
八
八
万
人
で
五
・
九
％
（
六
•
五
％
）
と

な
っ
て
い
る
。
括
弧
内
は
雇
用
者
か
ら
役
員
を
除
い
た
数
を
分
母
と
し
た
と
き
の
割
合
で
あ
る
。
傾
向
的
に

み
る
と
、
ア
ル
バ
イ
ト
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
若
年
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
デ
ー
タ
は
示
さ
な

い
が
、
こ
の
五
、
六
年
で
若
年
者
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
比
率
は
約
三
倍
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二

0

0
一
年
八
月
に
は
「
派
遣
社
員
・
契
約
社
員
・
嘱
託
な
ど
」
が
急
増
し
て
い
る
。
女
性
と
同
じ
よ
う
に
派
遣

社
員
が
増
え
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
公
的
年
金
受
給
年
齢
の
引
き
上
げ
に
と
も
な
っ
て
、

定
年
を
迎
え
た
六

0
代
前
半
層
を
再
雇
用
制
度
な
ど
に
よ
り
嘱
託
と
し
て
雇
用
し
て
い
る
こ
と
が
強
く
影
響

し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
層
は
今
後
と
も
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
男
性
に
お
い
て

は
、
若
干
減
少
し
て
い
る
と
は
い
え
、
麗
用
の
中
核
が
「
正
社
員
」
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

次
に
、
女
性
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
女
性
で
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

き
つ
こ
う

正
社
員
と
非
正
社
員
は
数
的
に
拮
抗
し
て
い
る
。
―

1
0
0
一
年
八
月
時
点
で
、
そ
の
比
率
は
五
ニ
・
九
％
対

四
七
・
一
％
で
あ
る
（
役
員
を
除
く
）
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
派
遣
社
員
な
ど
の
増
加
を
見
通
せ
ば
、
非
正
社

り
よ
う
が

員
が
正
社
員
を
凌
駕
す
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
女
性
で
も
半
数
は
正
社
員
な
の
だ
と

い
う
事
実
は
、
今
一
度
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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第 1章 雇用の多様化の限界

雇
用
関
係
の
法
的
規
制
は
今
、
大
変
革
期
に
あ
る
。
根
本
的
な
変
化
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
二

0
0

一
云
一
年
中
に
改
正
法
案
が
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
る
見
込
み
と
な
っ
て
い
る
、
労
働
基
準
法
と
労
働
者
派
遣
法
、

職
業
安
定
法
の
見
直
し
で
あ
る
。
本
書
の
執
筆
時
点
で
の
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
ま
だ
最
終
的

な
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
が
、
大
き
な
流
れ
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

解
雇
法
制
の
見
直
し

日
本
で
は
、
「
終
身
麗
用
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
解
雇
は
非
常
に
困
難
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
制
定
法
か
ら
み
れ
ば
、
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
。
一
カ
月
前
に
告
知
す
る
か
一
カ
月
分
の
賃
金

を
支
払
え
ば
、
使
用
者
は
従
業
員
を
解
雇
で
き
る
。

（
労
働
基
準
法
第
二

0
条
解
雇
の
予
告
）

使
用
者
は
、
労
働
者
を
解
雇
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
少
く
と
も
三

0
日
前
に
そ
の
予
告

2

雇
用
関
係
の
規
制
緩
和
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を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三

0
日
前
に
予
告
を
し
な
い
使
用
者
は
、
三

0
日
分
以
上
の
平
均
賃
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
天
災
事
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続

が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
又
は
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
い
て
解
雇
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

二
前
項
の
予
告
の
日
数
は
、
一
日
に
つ
い
て
平
均
賃
金
を
支
払
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
日
数

を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
但
書
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

こ
の
規
定
を
守
ら
ず
に
使
用
者
が
従
業
員
を
解
雇
す
る
こ
と
も
中
小
企
業
で
は
と
き
ど
き
あ
り
、
労
働
紛

争
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

他
方
、
判
例
に
よ
る
、
有
名
な
「
解
雇
権
濫
用
の
法
理
」
が
存
在
し
て
い
る

(
5
)
。
こ
の
法
理
は
日
本
の

労
使
関
係
の
実
情
に
も
と
づ
い
て
、
一
九
七

0
年
代
後
半
に
定
式
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
客
観

的
に
合
理
的
理
由
が
な
い
解
雇
や
、
客
観
的
理
由
が
あ
っ
て
も
社
会
通
念
上
相
当
と
し
て
是
認
し
え
な
い
解

雇
を
、
使
用
者
の
解
麗
権
の
濫
用
と
し
て
無
効
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
企
業
が
整
理
解
雇
を
す
る
た
め
に

は
四
要
件
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
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第 1章 雇用の多様化の限界

①
人
員
削
減
の
必
要
性
。
経
常
赤
字
な
ど
が
具
体
的
な
指
標
と
な
る
。

②
手
段
と
し
て
の
整
理
解
雇
の
必
要
性
。
つ
ま
り
、
配
転
・
出
向
・
一
時
帰
休
・
希
望
退
職
募
集
な
ど
を

用
い
て
解
雇
回
避
の
努
力
を
し
た
こ
と
。

③
被
解
雇
者
選
定
の
妥
当
性
。

④
解
雇
実
施
手
続
の
妥
当
性
。
労
働
組
合
や
労
働
者
個
人
に
対
し
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
説
明
を
お
こ
な

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
四
要
件
の
た
め
に
、
と
く
に
中
規
模
以
上
の
企
業
で
は
整
理
解
雇
は
非
常
に
む
つ
か
し
い
と
さ

れ
て
き
た
。
逆
に
い
え
ば
、
労
働
者
の
一
厖
用
権
は
一
定
の
保
障
を
さ
れ
て
き
た
。
制
定
法
と
解
雇
権
濫
用
の

法
理
の
隔
た
り
は
大
き
く
、
労
使
双
方
に
と
っ
て
も
解
雇
法
制
の
整
備
が
必
要
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
具
体

論
に
入
る
と
対
立
の
最
も
き
び
し
い
事
項
で
あ
り
、
成
立
に
つ
い
て
は
予
断
を
許
さ
な
い
。
た
だ
、
厚
生
労

働
省
の
労
働
政
策
審
議
会
で
の
議
論
で
は
、
次
の
よ
う
な
提
案
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

①
解
雇
す
る
場
合
「
正
当
な
理
由
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
労
働
基
準
法
に
盛
り
込
む
。

②
就
業
規
則
の
必
要
記
載
事
項
に
「
解
雇
の
事
由
」
を
含
め
る
。

③
解
雇
無
効
の
場
合
、
復
職
せ
ず
に
損
害
賠
償
に
よ
り
金
銭
的
方
法
で
解
決
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
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と
く
に
①
②
に
つ
い
て
は
、
労
働
側
は
解
雇
権
濫
用
の
法
理
四
要
件
の
明
文
化
を
求
め
、
使
用
者
側
は
全

面
的
に
反
対
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
決
着
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
解
麗
権
に
つ
い
て
、
制
定
法
と
判
例

の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
と
く
に
正
社
員
と
い
う
雇
用
の
重
要
性
を
考
え
れ
ば
、
明
確

な
法
的
な
雇
用
保
障
規
定
を
早
急
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
律
が
あ
っ
て
も
経
済
は
別
に

動
く
。
空
文
化
し
て
い
る
法
律
は
多
い
。
他
方
、
労
使
協
議
制
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
律
の
定
め
は
な
く

と
も
日
常
的
な
労
使
関
係
の
な
か
で
築
き
上
げ
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
も
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
が
現
実
社
会
に

大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
他
の
改
正
の
目
標
は
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
で
あ
り
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
緩
和
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い
。
以
下
で
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。

有
期
労
働
契
約
の
拡
大

現
在
は
、
一
年
を
超
え
る
労
働
契
約
は
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
り

(
6
)
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
期
限
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
」
と
な
る
。
し
か
し
、
労
働
契
約
の
上
限
を
原
則
三
年
に
延
長
す
る
と
と
も
に
、
公
認

会
計
士
、
医
師
な
ど
の
高
度
専
門
職
と
六

0
歳
以
上
の
労
働
者
を
五
年
に
延
長
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
労
働

側
は
反
対
し
て
い
る
が
、
成
立
の
可
能
性
が
高
い
。
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第 1章 雇用の多様化の限界

派
遣
労
働
の
規
制
緩
和

労
働
者
派
遣
法
は
一
九
九
九
年
に
大
改
正
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
ず
、
原
則
禁
止
・
例
外
許
可
と
い
う
ボ

ジ
テ
ィ
プ
・
リ
ス
ト
方
式
か
ら
、
港
湾
運
輸
・
建
設
・
警
備
・
医
療
関
係
・
製
造
工
程
以
外
の
業
務
を
認
め

る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
方
式
に
転
換
し
た
。
次
に
、
派
遣
先
が
派
遣
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
期
間
は
一
年
で
あ
り
、
同
じ
人
が
同
一
の
職
場
で
働
く
た
め
に
は
‘
-
―
一
カ
月
の
空
白
期
間
を
お
く
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
特
定
の
専
門
的
業
務
に
つ
い
て
は
、
期
間
制
限
の
な
い
専
門
職
派

遣
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
派
遣
会
社
が
派
遣
者
を
派
遣
先
に
就
職
さ
せ
る
こ
と
を
予
定
し
て
お

こ
な
わ
れ
る
「
紹
介
予
定
脈
遣
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
が
今
、
さ
ら
に
緩
和
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

①
「
物
の
製
造
」
へ
の
派
遣
労
働
の
解
禁
。

②
派
遣
期
間
の
延
長
あ
る
い
は
撤
廃
。

③
紹
介
予
定
派
遣
に
つ
い
て
、
脈
遣
前
の
派
遣
先
に
よ
る
面
接
を
解
禁
す
る
。

①
は
工
場
へ
の
派
遣
の
解
禁
で
あ
り
、
現
在
、
法
的
に
業
務
請
負
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
違
法
性
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の
疑
い
の
あ
る
し
く
み
を
派
遣
と
い
う
形
で
容
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
①
も
②
も
実
現
す
れ
ば
、

派
遣
労
働
者
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
業
務
請
負
問
題
へ
の
対
処
が
み
ら
れ
な
い
の
は
大
い
に
問

題
で
あ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
有
期
雇
用
の
規
制
緩
和
と
も
大
い
に
関
係
す
る
。
③
に
い
う
紹
介
予
定
派
遣

と
は
、
派
遣
業
者
が
、
社
員
と
し
て
本
採
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
企
業
と
労
働
者
と
を
引
き
合
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
派
遣
先
企
業
は
派
遣
契
約
期
間
を
社
員
採
用
選
考
の
た
め
に
利
用
す
る
。

派
遣
労
働
規
制
の
緩
和
は
、
一
般
的
に
は
正
社
員
雇
用
を
減
ら
す
可
能
性
が
高
い
が
、
紹
介
予
定
派
遣
に

と
ら

つ
い
て
い
え
ば
、
若
年
者
の
失
業
が
増
え
る
な
か
で
、
正
社
員
雇
用
へ
の
―
つ
の
ル
ー
ト
と
し
て
捉
え
る
こ

ち
ゅ
う
ち
ょ

と
が
可
能
で
あ
る
。
正
社
員
と
し
て
雇
用
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
企
業
が
こ
の
制
度
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て

正
社
員
雇
用
を
増
や
す
可
能
性
が
高
く
、
事
前
面
接
も
そ
の
た
め
に
必
要
な
手
段
と
し
て
機
能
す
る
だ
ろ
う
。

裁
量
労
働
の
規
制
緩
和

裁
量
労
働
は
、
ま
さ
し
く
正
社
員
の
コ
ア
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
労
働
基
準
法
は
、
週
四

0
時
間
を

最
長
労
働
時
間
と
し
て
規
定
す
る
。
ま
た
、
一
カ
月
単
位
お
よ
び
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
度
が
あ
る
。

労
働
時
間
管
理
の
対
象
外
に
あ
る
の
が
、
第
四
一
条
に
い
う
い
わ
ゆ
る
管
理
監
督
者
で
あ
る
。
多
く
の
企
業

で
は
課
長
相
当
職
（
以
下
で
は
管
理
職
ク
ラ
ス
と
呼
ぶ
）
以
上
が
こ
の
管
理
監
督
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
残
業
手
当
が
な
く
な
る
。
労
働
組
合
の
あ
る
企
業
で
は
非
組
合
員
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
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つ
ま
り
、
管
理
職
ク
ラ
ス
以
上
に
は
労
働
時
間
規
制
は
適
用
さ
れ
な
い
。
一
般
の
労
働
者
に
残
業
さ
せ
る

た
め
に
は
第
三
六
条
に
定
め
ら
れ
た
労
働
者
の
過
半
数
代
表
と
の
労
使
協
定
が
必
要
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
三
六
（
サ
ブ
ロ
ク
）
協
定
」
で
あ
る
。
多
く
の
企
業
で
は
こ
の
協
定
が
結
ば
れ
て
い
る
。

非
管
理
職
ク
ラ
ス
の
場
合
は
、
三
六
協
定
で
企
業
は
残
業
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
仕
事
の
内
容
が

個
人
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
の
が
適
当
だ
と
さ
れ
る
者
（
研
究
開
発
技
術
者
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
な
ど
）
に

つ
い
て
は
、
一
九
八
七
年
以
降
裁
呈
労
働
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
）
。
一
九
九
八
年

に
は
、
企
業
の
本
社
な
ど
で
企
画
・
立
案
な
ど
に
携
わ
る
者
に
つ
い
て
も
裁
量
労
働
が
認
め
ら
れ
た
（
企
画

業
務
型
裁
量
労
働
制
）
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
事
業
場
で
労
使
委
員
会
を
設
置
し
労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
各
種
手
続
は
厳
格
で
あ
り
全
員
一
致
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
ぞ
八
条
の
四
）
。

後
者
の
点
の
規
制
を
緩
め
よ
う
と
い
う
の
が
、
現
在
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
労
働
政
策
審
議
会

労
働
条
件
部
会
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
労
使
委
員
会
の
簡
素
化
が
あ
る
。

①
決
議
を
全
会
一
致
か
ら
五
分
の
四
以
上
の
多
数
決
と
す
る
。

②
労
働
者
代
表
委
員
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
過
半
数
の
信
認
を
改
め
て
得
る
必
要
を
な
く
す
。

③
行
政
官
庁
へ
の
届
出
を
廃
止
す
る
。

④
健
康
•
福
祉
確
保
措
置
の
実
施
状
況
な
ど
に
つ
い
て
行
政
官
庁
へ
の
報
告
の
簡
素
化
す
る
。

2I 



3

正
規
雇
用
は
ど
こ
ま
で
減
少
す
る
か

そ
の
他
に
も
対
象
事
業
所
の
拡
大
、
健
康
•
福
祉
確
保
措
置
の
拡
充
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

主
要
な
改
正
点
は
、
労
使
委
員
会
手
続
の
簡
素
化
で
あ
り
、
実
現
し
て
も
現
在
と
さ
ほ
ど
の
変
化
は
な
い
。

職
叢
紹
介
事
集
の
規
制
緩
和

一
九
九
九
年
に
民
間
有
料
職
業
紹
介
事
業
が
原
則
自
由
化
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
家
政
婦
な
ど
の
例
外
を

除
き
、
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
原
則
と
し
て
は
求
職
者
か
ら
手
数
料
は
徴
収
し
て
は
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
手
数
料
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
や
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
許
可
制
か
ら
届
出

制
に
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
職
業
紹
介
事
業
の
旧
来
の
規
制
は
多
く
は
戦
前
の
状
況
を
想
定
し
た

も
の
で
あ
り
、
現
状
に
あ
っ
て
い
る
と
い
い
が
た
い
。
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
こ
う
し
た
面
で
の
規
制
緩
和

は
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。

⑤
決
議
の
有
効
期
限
を
一
年
と
し
て
い
る
こ
と
を
廃
止
す
る
。
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企
農
の
将
来
予
想
の
変
化

今
後
と
も
、
正
社
員
は
多
数
脈
で
あ
り
、
質
的
に
も
最
も
重
要
な
存
在
で
あ
る
が
、
先
に
み
た
よ
う
に
、

近
年
非
正
社
員
が
増
え
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
企
業
の
将
来
予
想
が
変
化
し
た
か
ら
で
あ
る
。

従
来
は
、
個
別
企
業
は
拡
大
あ
る
い
は
安
定
成
長
を
見
込
み
、
必
要
な
中
核
人
材
の
育
成
に
励
ん
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
は
、
生
き
残
り
の
た
め
に
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
（
企
業
規
模
の
縮
小
化
）
が
必
要
だ
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
正
社
員
を
育
て
る
必
要
は
感
じ
つ
つ
も
、
背
に
腹
は
か
え
ら
れ
ず
正
社

員
の
削
減
に
走
る
企
業
も
少
な
く
な
い
。
と
す
れ
ば
、
人
材
不
足
で
は
な
く
人
材
過
剰
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

多
く
の
企
業
が
不
振
で
あ
る
た
め
に
、
有
能
な
人
材
を
中
途
採
用
で
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
つ

ま
り
、
手
問
ひ
ま
を
か
け
て
養
成
す
る
人
材
の
数
を
あ
る
程
度
減
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
正
社
員
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
企
業
の
価
値

の
基
本
は
人
材
だ
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
能
力
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
従
業
員
の
全
社
的
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

が
付
加
価
値
を
生
む
。
も
し
、
す
べ
て
が
企
業
外
部
の
市
場
で
調
達
で
き
る
な
ら
ば
、
起
業
家
と
フ
リ
ー
ラ

ン
サ
ー
た
ち
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
不
要
で
あ
る
。
企
業
が
企
業
と
し
て
成
り
立
っ
た
め

の
条
件
は
、
ま
さ
し
く
正
社
員
の
働
き
に
か
か
っ
て
い
る
。
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派
遣
労
働

図
表
1

ー

6
a
、
b

（
一
三
ペ
ー
ジ
）
で
み
た
よ
う
に
、
派
遣
労
働
者
は
ま
だ
少
な
い
も
の
の
急
激
に
増

加
し
て
い
る
。
一
九
九
九
年
八
月
に
は
、
雇
用
者
に
占
め
る
派
遣
労
働
者
の
比
率
は
わ
ず
か

O・
六
％
に
す

ぎ
な
か
っ
た
（
二
八
万
人
）
。
二
年
後
の
二
0
0

一
年
八
月
に
は
O
•

八
四
％
（
四
五
万
人
）
と
な
っ
て
い
る
。

う
ち
三
五
万
人
強
が
女
性
で
あ
る
。
た
だ
、
派
遣
労
働
者
は
特
定
の
年
齢
層
と
は
限
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。

派
遣
労
働
者
は
一
九
九
九
年
に
は
半
数
以
上
が
二
五
ー
三
四
歳
の
女
性
で
あ
っ
た
が
、
二

0
0
一
年
八
月
で

は
、
そ
の
比
率
は
四
割
弱
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
は
新
卒
派
遣
と
い
う
意
味
で
二
四
歳
以
下
や
、
派
遣
労

働
者
で
あ
る
人
の
中
高
年
化
に
よ
る
一
―

1
0代
後
半
層
の
増
加
な
ど
、
派
遣
労
働
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
層
に

広
が
り
つ
つ
あ
る
。

派
遣
労
働
者
が
急
増
し
て
い
る
の
は
、
き
び
し
い
雇
用
情
勢
と
派
遣
労
働
の
規
制
緩
和
が
最
大
の
理
由
で

あ
る
。
派
遣
業
務
の
拡
大
と
と
も
に
、
そ
の
数
が
ま
す
ま
す
増
加
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
派
遣
期
間

が
ど
の
程
度
緩
和
さ
れ
る
か
予
断
を
許
さ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
、
原
則
と
し
て
一
年
間
（
従
来
か
ら
認
め

ら
れ
て
い
た
業
務

(
7
)

に
つ
い
て
は
三
年
間
）
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
派
遣
と
い
う
性
格
上
キ
ャ
リ
ア
ア

ッ
プ
に
は
限
界
が
あ
る
だ
ろ
う
。
専
門
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
定
型
的
な
作
業
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

複
数
の
企
業
の
業
務
を
経
験
す
る
こ
と
で
幅
広
い
技
能
は
形
成
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
（
彼
女

ら
）
に
と
っ
て
高
度
な
業
務
を
経
験
す
る
可
能
性
は
今
後
い
っ
そ
う
乏
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
従
来
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か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
業
務
以
外
で
も
派
遣
労
働
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
は
不
熟
練
の
派
遣
労
働
者
が
増
え

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
人
件
費
単
価
は
今
後
低
下
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
三
年
間
や
そ
れ
以
上
に
派

遣
契
約
期
間
が
延
長
さ
れ
れ
ば
、
能
力
開
発
上
は
プ
ラ
ス
で
あ
る
。

た
だ
、
派
遣
労
働
者
の
賃
金
水
準
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
な
ど
一
部
を
除
け
ば
決
し
て
高
く
な
い
。
厚
生

労
働
省
『
労
働
者
派
遣
事
業
実
態
調
査
結
果
報
告
』
（
二

0
0
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
派
遣
労
働
者
の
平
均
時
問

給
は
―
ニ
ニ
五

・
O
円
、
平
均
日
額
で
は
九
二
六
三
・
ニ
円
、
平
均
月
額
で
は
一
八
・
八
万
円
、
平
均
年
収

は
三
―
―
九
・
五
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
よ
り
は
高
く
、
単
身
者
で
あ
れ
ば
生
活
は
で
き
る

が
、
中
年
や
高
年
に
な
っ
て
子
供
を
育
て
る
に
は
経
済
的
に
つ
ら
い
。

現
在
派
遣
労
働
者
が
担
っ
て
い
る
仕
事
の
多
く
は
、
か
つ
て
企
業
む
な
か
で
短
期
勤
続
者
と
し
て
の
女
性

が
担
当
し
て
い
た
。
短
期
勤
続
で
あ
れ
ば
正
社
員
と
し
て
雇
用
し
て
も
賃
金
が
低
い
時
点
で
退
職
す
る
か
ら
、

補
助
労
働
力
と
し
て
十
分
で
あ
っ
た
。
コ
ー
ス
別
雇
用
管
理
に
お
け
る
一
般
職
に
も
そ
れ
が
意
図
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
の
影
響
や
女
性
の
長
期
勤
続
化
に
よ
っ
て
、
企
業
に
と
っ
て
の
メ
リ

ッ
ト
は
失
わ
れ
て
き
た
。
企
業
は
正
社
員
と
し
て
雇
用
し
な
く
な
り
、
彼
女
た
ち
の
仕
事
は
派
遣
や
次
に
み

る
業
務
請
負
と
い
う
形
で
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
今
後
の
規
制
緩
和
の
程
度
に
よ
る
が
、

派
遣
労
働
は
企
業
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
業
務
請
負
の
ほ
う
が
は

る
か
に
規
制
が
少
な
く
、
企
業
に
と
っ
て
は
使
い
や
す
い
。
雇
用
関
係
で
は
な
く
商
取
引
関
係
だ
か
ら
で
あ
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る
。
た
だ
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
ほ
ど
の
業
務
量
が
な
い
ケ
ー
ス
に
は
派
遣
労
働
者
は
利
用
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
法
改
正
に
よ
り
、
派
遣
労
働
者
は
、
ほ
ぼ
あ
ら
ゆ
る
業
務
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
広
く
、
し
か
し

個
別
企
業
で
の
作
業
量
は
少
な
い
と
い
う
意
味
で
薄
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

派
遣
労
働
と
な
ら
ん
で
、
最
近
よ
く
い
わ
れ
る
の
が
有
期
＿
雇
用
の
拡
大
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
規

制
緩
和
に
よ
っ
て
有
期
雇
用
も
拡
大
す
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
若
い
と
き
に
三
年
間
や
五
年
間
を
有
期
雇
用

で
働
く
こ
と
は
一
概
に
悪
い
と
は
い
え
な
い
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
仕
事
で
あ
れ
ば
、
雇
用
の
チ
ャ
ン

ス
を
増
や
す
と
い
う
意
味
で
む
し
ろ
プ
ラ
ス
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
で
な
い
仕
事
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
の

ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
。
雇
用
が
安
定
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
企
業
の
た
め
に
働
こ
う
と
も
考
え
る
が
、

有
期
雇
用
で
あ
れ
ば
そ
う
い
う
発
想
に
は
な
ら
な
い
。
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
試
用
期
間
と
し
て
の
有
期
雇

用
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
紹
介
予
定
派
遣
以
外
に
も
検
討
さ
れ
て
よ
い
。

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

人
事
部
門
や
経
理
部
門
の
定
常
的
な
作
業
に
つ
い
て
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
い
っ
て
も
、
子
会
社
や
関
連
会
社
を
使
う
ケ
ー
ス
と
一
般
的
な
会
社
を
活
用
す
る
ケ

ー
ス
が
あ
る
。
前
者
は
垂
直
的
関
係
に
な
り
や
す
い
。
親
会
社
が
社
長
や
経
営
幹
部
を
送
り
込
ん
で
お
り
、

純
粋
の
取
引
関
係
と
い
う
よ
り
も
権
限
関
係
の
要
素
が
色
濃
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
で
は
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純
粋
の
取
引
関
係
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
労
働
省
『
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ソ
グ
等
業
務
委
託
の
実
態
と
労
働
面
へ

の
影
響
に
関
す
る
調
査
（
平
成
九
年
）
』
（
一
九
九
八
年
発
表
）
に
よ
れ
ば
、
「
業
務
委
託
（
自
社
の
業
務
の
処
理

を
外
部
〈
他
社
〉
に
委
託
す
る
こ
と
）
」
を
し
て
い
る
企
業
は
ほ
ぼ
半
数
の
企
業
（
四
九
・
九
％
）
で
あ
る
。
当

然
の
こ
と
な
が
ら
大
企
業
で
は
導
入
比
率
が
高
い
。
委
託
業
務
内
容
で
は
、
製
造
・
建
設
、
物
流
、
機
器
の

点
検
・
保
守
、
施
設
管
理
、
経
理
、
情
報
処
理
・
シ
ス
テ
ム
開
発
の
順
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
四
年
以

降
に
業
務
委
託
を
導
入
し
た
企
業
に
限
る
と
、
人
事
管
理
、
対
個
人
サ
ー
ビ
ス
、
教
育
訓
練
・
研
修
、
営

業
・
販
売
な
ど
の
業
務
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
製
造
や
物
流
な
ど
主
と
し
て
ブ
ル
ー
カ
ラ

ー
職
種
の
業
務
委
託
に
加
え
て
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
職
種
の
委
託
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ

ー
従
業
員
に
新
た
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
お
そ
ら
く
今
後
も
い
っ
そ
う
進
む
で

あ
ろ
う
。
「
今
後
の
方
針
」
を
み
て
も
、
業
務
委
託
を
積
極
的
に
利
用
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
企
業
は
全
体

で一

0
・
八
％
、
一

0
0
0
人
以
上
の
大
企
業
に
限
る
と
、
二
八
・
三
％
（
基
幹
業
務
を
も
含
め
る
の
は
一

-
•
四
％
）
に
の
ぽ
る
。

業
務
を
外
部
に
委
託
し
て
い
る
企
業
に
つ
い
て
―
―
一
年
前
と
の
比
較
を
と
る
と
、
「
ほ
ぼ
同
じ
」
四
五
•
一

％
、
「
増
加
」
三
五
・
七
％
、
「
減
少
」
一
六
・
ニ
％
と
な
っ
て
お
り
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
増
加
煩
向
が

読
み
取
れ
る
。
委
託
業
務
の
増
加
割
合
が
高
い
の
は
、
事
務
管
理
、
情
報
処
理
・
シ
ス
テ
ム
開
発
、
物
流
な

ど
で
あ
る
。
業
務
量
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
従
業
員
を
増
や
そ
う
と
す
る
受
託
企
業
が
多
い
。
一
九
九
一
年
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以
降
の
業
務
委
託
の
導
入
に
際
し
、
「
労
働
側
代
表
が
一
切
関
与
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
」
四
一
・
ニ

％
、
「
労
働
側
と
話
し
合
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
」
三
三

・
O％
、
「
報
告
の
み
の
ケ
ー
ス
が
多
い
」
一
一
三
・
一

％
と
な
っ
て
い
る
。
組
合
の
あ
る
企
業
で
は
話
し
合
い
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
は
企
業
本
体
の
業
務
を
外
部
の
企
業
に
委
託
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
業
務
に
携

わ
っ
て
い
た
従
業
員
は
何
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ふ
つ
う
は
配
置
転
換
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
配
置
転
換

先
の
業
務
が
一
定
の
連
続
性
を
も
ち
、
高
度
化
し
た
仕
事
で
あ
れ
ば
、
何
の
問
題
も
な
い
。
し
か
し
、
都
合

の
良
い
仕
事
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
以
前
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
仕
事
を
す
る
人
も
多
く
出
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
人
の
モ
ラ
ー
ル
を
ど
う
維
持
す
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
企
業
に
と
っ
て
不
要
な
人
材
だ
と
し
て

扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
出
向
も
あ
る
。
分
社
化
や
協
力
会
社
な
ど
で
以
前
と
同
じ
仕
事
を
す

る
と
い
う
、
大
企
業
で
は
よ
く
あ
る
。
ハ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
転
籍
す
る
ケ
ー
ス
も
出
る
。

先
に
引
用
し
た
労
働
省
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
一
年
以
降
に
業
務
委
託
に
と
も
な
い
、
従
業
員
を
配
転

し
た
企
業
の
う
ち
、
「
自
社
内
で
同
種
業
務
へ
の
配
転
」
が
三
八
・
八
％
、
「
自
社
内
で
異
な
っ
た
業
務
へ
の

配
転
」
二
五
・
九
％
、
「
委
託
先
へ
の
在
籍
出
向
」
一
六
・
三
％
、
「
委
託
先
へ
の
転
籍
」
一
五
•
四
％
と
な

っ
て
お
り
、
と
く
に
一

0
0
0人
以
上
の
大
企
業
で
は
出
向
・
転
籍
の
割
合
が
自
社
内
の
配
転
の
割
合
を
上

回
り
、
「
委
託
先
へ
の
在
籍
出
向
」
が
実
に
五
九
・
九
％
に
達
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
製
造
分
野

で
は
わ
が
国
は
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
母
国
で
あ
る
。
日
本
の
製
造
業
に
お
け
る
外
注
・
社
外
工
制
度
な
ど
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が
逆
輸
入
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
自
社
と
委
託
先
と
の
情
報
共
有
問
題
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の

経
営
者
は
、
す
で
に
多
く
の
経
験
を
も
っ
て
お
り
、
あ
ま
り
大
き
な
困
難
は
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

た
だ
、
人
材
育
成
上
の
問
題
に
十
分
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

専
門
的
な
業
務
請
負
は
一
応
、
配
慮
の
外
に
お
こ
う
。
あ
ま
り
専
門
的
で
は
な
い
業
務
請
負
と
は
、
ア
ウ

ト
ソ
ー
シ
ン
グ
化
す
る
際
に
「
労
務
コ
ス
ト
の
削
減
」
効
果
が
主
た
る
根
拠
と
な
る
よ
う
な
業
務
請
負
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
正
社
員
は
不
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

企
業
間
関
係
に
お
い
て
、
納
期
・
品
質
な
ど
を
保
証
し
な
け
れ
ば
、
業
務
請
負
業
は
成
り
立
た
な
い
。
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
を
請
け
負
う
企
業
は
、
そ
の
た
め
の
正
社
員
が
必
要
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
小
規
模
な
と

こ
ろ
で
は
経
営
者
が
一
人
で
そ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
定
レ
ベ
ル
以
上
と
な

れ
ば
、
信
頼
で
き
る
正
社
員
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
そ
の
も
の
は
正
社
員
と
い
う

働
き
方
が
減
少
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
正
社
員
は
や
は
り
必
要
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
が
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
業
務
請
負
の
場
合
、
労
働
時
間
や
危
険
作
業
に

お
け
る
安
全
衛
生
義
務
違
反
な
ど
が
と
き
ど
き
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
会
社
の
正
社
員
で
あ
れ
、
業

務
請
負
企
業
の
社
員
で
あ
れ
、
は
た
ま
た
派
遣
労
働
者
で
あ
れ
、
処
遇
差
は
仕
事
内
容
と
責
任
に
即
し
た
正

当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
業
務
請
負
企
業
に
お
い
て
も
、
仕
事
や
労
働
条
件
に

29 



さ
て
、
非
正
社
員
と
い
う
労
働
力
に
期
待
さ
れ
て
い
る
質
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
社
員
は

立
派
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
が
で
き
、
非
正
社
員
は
そ
う
で
は
な
い
と
、
一
概
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
非
正

社
員
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
る
人
は
い
る
し
、
正
社

員
と
い
っ
て
も
名
ば
か
り
で
、
ア
ル
バ
イ
ト
と
大
差
な
い
仕
事
を
し
て
い
る
人
も
い
る
。
し
か
し
、
個
人
が

職
業
生
活
の
な
か
で
自
分
の
職
業
能
力
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、
学
習
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
場
合
、

0
J
T
（
業
務
を
通
じ
て
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
）
と

o
f
f
,
J
T
（
業
務
を
離
れ
て
教
育
訓

4

正
社
員
な
く
し
て
企
業
な
し

お
い
て
、
法
律
違
反
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
し
く
み
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
現
実
に
は
、
労
働
市
場

ル
ー
ル
に
対
す
る
違
反
や
違
反
す
れ
す
れ
の
行
為
に
よ
る
格
差
が
温
存
さ
れ
つ
づ
け
る
危
険
性
が
あ
る
。
こ

う
し
た
不
公
正
な
こ
と
を
な
く
す
こ
と
は
、
労
働
市
場
の
透
明
化
が
求
め
ら
れ
る
現
在
、
従
来
以
上
に
重
要

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
労
働
基
準
監
督
行
政
の
充
実
な
ら
び
に
、
企
業
内
労
働
者
と
経
営
者

と
の
意
思
疎
通
の
場
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
経
済
的
に
合
理
的
な
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な

い
が
、
労
働
条
件
が
悪
い
こ
と
だ
け
を
理
由
と
す
る
請
負
は
な
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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練
を
受
け
る
こ
と
）
の
組
み
合
わ
せ
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
6
章
で
改
め
て
検
討
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
正
社
員
は
企
業
の
な
か
で
コ
ス
ト
ば
か
り
が
高
い
お
荷
物
だ
と
で
も
い
わ
ん
ば
か
り
の

ち
ま
た

議
論
が
巷
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
企
業
経
営
者
は
、
賃
金
に
見
合
っ
た
仕
事
を
せ
よ
と
い
う
。
ま
さ
し
く
成
果

主
義
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
企
業
が
正
社
員
を
必
要
と
し
な
い
な
ら
ば
、
な
ぜ
か
く
も
多
く
の

高
コ
ス
ト
の
正
社
員
を
雇
用
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
企
業
の
本
音
と
し
て
は
正
社
員
が
い
な
け
れ
ば
企
業
は
存
続
で
き
な
い
、
と
わ
か

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
企
業
は
、
中
長
期
的
展
望
と
し
て
の
少
子
高
齢
化
社
会
で
若
年
者
が
少
な
く

な
る
と
考
え
、
若
年
者
採
用
だ
け
は
維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
、
今
や
多
く
の
企
業
は
そ
の
余
裕
す
ら
失
い
、

人
材
育
成
の
短
期
化
を
志
向
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
能
力
主
義
か
ら
成
果
主
義
へ
の
流
れ
で
あ
る
。

能
力
主
義
が
中
長
期
的
な
社
員
の
能
力
開
発
に
力
点
を
お
く
の
に
対
し
て
、
成
果
主
義
は
能
力
発
揮
の
結
果

と
し
て
の
業
績
に
力
点
を
お
く
(
8
)
。
ま
た
、
大
多
数
の
従
業
員
の
保
持
を
目
的
と
し
た
「
終
身
雇
用
策
」

を
不
要
と
考
え
、
企
業
が
必
要
性
を
感
じ
る
一
部
の
従
業
員
の
み
の
確
保
策
に
転
換
し
つ
つ
あ
る
企
業
も
あ

る
。
こ
れ
は
自
分
の
将
来
を
考
え
る
従
業
員
の
モ
ラ
ー
ル
に
負
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
企
業
は

モ
ラ
ー
ル
の
一
定
の
低
下
を
覚
悟
し
つ
つ
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
と
は
い
え
、
「
人
を
大
切
に
す

る
」
経
営
理
念
を
日
本
の
大
企
業
経
営
者
は
完
全
に
捨
て
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
経
連
・

労
使
関
係
特
別
委
員
会
報
告
で
は
、
経
営
の
責
任
に
お
い
て
株
主
重
視
と
従
業
員
重
視
を
図
る
と
し
て
い
る
。
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エ
ン
プ
ロ
イ
ヤ
ビ
リ
テ
ィ
（
雇
用
さ
れ
る
た

た
だ
し
、
従
業
員
の
企
業
か
ら
の
自
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

め
に
必
要
な
能
力
）
の
議
論
で
あ
る
（
第
6
章
参
照
）
。

た
し
か
に
、
正
社
員
の
い
な
い
企
業
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
家
族
経
営
を
別
と
す
れ
ば
、
正

社
員
は
企
業
活
動
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
企
業
の
力
は
、
経
営
者
の
個
人
的
能
力
を
別
と
す
れ

ば
、
多
く
の
社
員
の
能
カ
・
意
欲
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

成
果
主
義
は
正
社
員
に
し
か
意
味
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
非
正
社
員
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
戦
力
化
な
ど

は
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
限
界
が
あ
る
。
企
業
が
非
正
社
員
の
処
遇
と
正
社
員
の
働
き
を
「
期
待
す
る
」
の
は

わ
か
る
し
、
非
正
社
員
な
の
に
高
い
労
働
モ
ラ
ー
ル
を
も
つ
女
性
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
処
遇
に
か
か
わ
り
な
く
、
仕
事
そ
の
も
の
の
お
も
し
ろ
さ
が
彼
女
た
ち
を
動
か
し
て
い
る
と
い
う
ヶ

ー
ス
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
低
処
遇
で
も
、
高
水
準
の
質
の
仕
事
を
お
こ
な
う
女
性
が
少
な
く
な
く
、
さ

ら
に
不
況
期
に
は
人
材
は
過
剰
気
味
と
い
う
こ
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
企
業
が
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
も
っ
と
活

用
し
よ
う
と
考
え
る
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
限
界
に
達
す
る
こ
と
も
ま

た
み
え
て
い
る
。

パ
ー
ト
ク
イ
マ
ー
は
、
昇
給
す
る
と
い
っ
て
も
時
間
あ
た
り
賃
金
そ
の
他
の
処
遇
が
正
社
員
と
大
幅
に
異

な
る
し
、
成
果
主
義
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
歩
合
給
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

低
い
処
遇
で
、
人
々
は
ど
こ
ま
で
自
分
た
ち
の
日
常
生
活
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
余
っ
た
時
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第 1章 雇用の多様化の限界

間
を
有
効
に
活
用
し
た
い
と
い
う
人
々
を
、
企
業
が
よ
り
戦
力
化
し
よ
う
と
し
て
も
、
彼
ら
（
彼
女
ら
）
が

そ
う
や
す
や
す
と
本
気
で
従
う
と
は
思
え
な
い
。

ま
た
、
有
期
雇
用
の
契
約
社
員
に
は
成
果
主
義
は
よ
り
強
く
働
く
と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
一
年
契
約

の
更
新
の
た
め
に
個
人
が
一
所
懸
命
働
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
成
果
主
義
と
い
う
よ
り

も
一
種
の
売
買
交
渉
で
あ
る
。

さ
て
、
正
社
員
の
雇
用
関
係
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
雇
用
関
係
と
は
概
念
的
に
異
な
る
。

後
者
が
単
純
な
特
定
の
労
働
と
特
定
の
報
酬
の
取
引
契
約
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
で
は
労
働
給
付
と
報

酬
の
関
係
は
は
る
か
に
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
企
業
内
に
お
け
る
一
種
の
身
分
関
係
の
内
実
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
は
安
定
し
た
雇
用
、
高
い
賃
金
水
準
、
高
い
期
待
度
な
ど
と
と
も
に
、
企
業
業
績
ヘ

の
共
同
責
任
や
会
社
の
都
合
に
よ
る
異
動
な
ど
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
法
律
上
、

正
社
員
と
非
正
社
員
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
明
ら
か
に
区
別
が
存
在
し
て
い

る
。
一
般
に
は
正
社
員
に
は
そ
う
で
な
い
人
よ
り
も
困
難
な
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
だ
け
能
力
開
発
も
進
む
。
正
社
員
の
届
用
関
係
は
、
個
人
の
立
場
か
ら
し
て
、
こ
う
し
た
職
業
能
力
向
上

や
、
安
定
し
た
雇
用
、
あ
る
程
度
の
賃
金
水
準
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

企
業
に
と
っ
て
も
、
こ
う
し
た
人
材
が
い
な
け
れ
ば
自
ら
が
成
り
立
た
な
い
。

し
か
し
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
生
き
方
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
現
在
私
た
ち
に
は
、
窮
屈
な
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二
者
択
一
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
会
社
の
都
合
に
ほ
ん
ろ
う
さ
れ
る
正
社
員
労
働
者
に
専
念
す
る
か
、
不
安
定

で
低
い
処
遇
の
非
正
規
労
働
者
に
甘
ん
じ
る
か
と
い
う
二
つ
の
道
し
か
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
麗
用
形
態
の

多
様
化
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
非
正
規
労
働
者
の
拡
大
と
分
化
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
多

様
化
」
は
社
会
的
に
果
た
し
て
望
ま
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
非
正
規
労
慟
者
の
分
化
で
は
な
く
、
正
規
労
働

者
の
分
化
（
多
様
な
正
社
員
）
こ
そ
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

企
業
は
、
正
社
員
の
高
コ
ス
ト
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
画
一
的
な
正
社
員
管
理
が
問
題
な
の
で

あ
っ
て
、
正
社
員
を
な
く
す
こ
と
で
解
決
す
る
問
題
で
は
な
い
。
も
し
正
社
員
の
コ
ス
ト
が
高
す
ぎ
る
と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
多
様
な
正
社
員
化
に
よ
っ
て
引
き
下
げ
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
モ
ラ

ー
ル
を
下
げ
な
い
こ
と
が
必
要
だ
。
二

0
0
一
年
に
松
下
電
器
産
業
や
シ
ャ
ー
プ
が
相
次
い
で
新
た
に
「
地

域
限
定
社
員
」
を
導
入
し
た
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
企
業
に
よ
る
人
件
費
削
減
の
施
策
で
あ
る
。
転
勤
が
な

い
か
わ
り
に
賃
金
水
準
を
一
ー
ニ
割
下
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
施
策
は
本
書
の
観
点
か
ら
い

え
ば
、
多
様
な
正
社
員
と
し
て
の
重
要
な
一
歩
と
も
い
え
る
。
い
た
ず
ら
に
正
社
員
を
減
ら
し
、
パ
ー
ト
や

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
に
頼
る
安
易
な
企
業
の
や
り
方
は
、
企
業
そ
の
も
の
の
体
力
を
弱
め
て
し
ま
う
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
多
様
な
雇
用
形
態
で
は
な
く
、
多
様
な
正
社
員
こ
そ
が
、
私
た
ち
が
求
め
て
い
る
も
の
な
の
で

あ
る
。ち

な
み
に
、
労
働
省
『
雇
用
管
理
調
査
』
(
-
九
九
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
人
事
管
理
諸
制
度
の
導
入
状
況
は
、
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第 1章 麗用の多様化の限界

「
自
己
申
告
制
度
」
一
四
．

0
％
、
「
複
線
型
人
事
管
理
制
度
」
九
・
七
％
、
二
限
定
勤
務
地
制
度
」
六
・
九

％
、
「
社
内
人
材
公
募
制
度
」
―
―
―
・
ニ
％
、
五

0
0
0
人
以
上
規
模
で
は
「
自
己
申
告
制
度
」
七
七
・
五
％
、

「
複
線
型
人
事
管
理
制
度
」
五
―
―
-
•
四
％
、
「
社
内
人
材
公
募
制
度
」
四
三
・
三
％
、
「
限
定
勤
務
地
制
度
」

三
0
•
四
％
で
あ
る
。

「
多
様
な
正
社
員
」
を
採
用
す
る
と
き
に
最
大
の
問
題
と
な
る
の
は
、
複
数
の
正
社
員
間
で
の
公
乎
感
の
維

持
と
、
昇
進
・
昇
格
な
ど
人
事
管
理
の
複
雑
化
に
と
も
な
う
コ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
々
が
希
望
す
る

形
の
正
社
員
と
し
て
意
欲
を
も
っ
て
働
い
て
も
ら
え
れ
ば
、
企
業
に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
は
少
な
く
な
い
は

ず
で
あ
る
。
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第 1章注

(1)国勢調査についていえば．調査期間中に収入のある仕事をしている人を就

業者と呼ぶ湿用されている人（雇用者），役員，自営業主（個人経営の商店

主・事業主・農業主，開業医・弁護土など），家族従業者（自営業主を手伝って

いる家族），家庭内戦者（家庭内で賃仕事・内職をしている人）に分けられる．

フリーラソサーなどは自営業主に区分される．就業者の一部が雇用者（本当は，

雇用主と区別するために被用者あるいは被雇用者と呼ぶほうが混乱が少ないが，

統計用語にここでは従う）．

(2)「雇用者」には「役員」を，「自営業主」には「家庭内職者」を含む．以下

では，「自営業主」「家族従業者」「家庭内職者」を一括して「自営業者」と呼ぶ．

(3)調査期間中に開業した事業所数を 1年あたりに換算して，前調査時点での

事業所数で割ったもの．廃業率も開業率とほぽ同様の手続で算出．詳しくは，

r中小企業白書j(2002)付注 2-1 -2 「開業率・廃業率の計算方法」を参照．

(4)「労働力調査」は読者にはなじみがあるかもしれない．毎月発表される失

業率の根拠となるものである．だが．『労慟力調査」は失業率を算定するための

ものだけに質問項目がシンプルであり，就業者や失業者についての詳しい内容が

わからない．それゆえに従来は毎年 2月，雇用状況が悪化した1999年から2001

年までは 8月にもおこなっていたのが「労働力調査特別調査』である．

(5)労働法の好著として．菅野和夫 (2002).

(6)例外は一部の高度専門職と60歳以上の労働者であり， これらの人々につい

ては上限は 3年である．

(7)現在，派遣期問が 3年まで認められるのは，次の26の専門的業務である．

①ソフトウェア開発②機械設計，③放送機器等操作，④放送番組等操作，⑤事

務用機器等操作，⑥通訳・翻訳・速記，⑦秘書，⑧ファイリング，⑨調査，⑩財

務処理，⑪取引文書作成，⑫デモンストレーション，⑬添乗，⑭建築物清掃，⑮

建築設備運転・点検・整備，⑯博覧会場などの案内・受付．駐車場管理，⑰研究

開発⑱事業の実施体制の企画・立案，⑲書籍等の制作・編集，⑳広告デザイソ，

⑪インテリアコーディネーター，⑫アナウンサー，⑬OAインストラクション，

⑳テレマーケティングの営業，⑮セールスエ‘ノ・ンニアリングの営業，⑳放送番組

等に係る大道具・小道具．

(8) この点については第 5章で論じる
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