
去
る
２
月
16
日
（
日
）
、

17
日
（
土
）
の
一
泊
二
日

で
労
供
労
組
協
学
習
会
＆

幹
事
会
が
神
奈
川
県
川
崎

市
の
か
な
が
わ
サ
イ
エ
ン

ス
パ
ー
ク
、
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｌ

Ｋ
Ｓ
Ｐ
に
て
21
名
参
加

の
下
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

最
初
に
鈴
木
議
長
よ
り
、

「
コ
ロ
ナ
過
で
活
動
を
休

止
し
て
い
た
が
、
再
開
を

望
む
意
見
が
多
数
寄
せ
ら

れ
て
、
昨
年
活
動
を
再
開

し
た
。
労
供
は
必
要
で
と

て
も
大
事
だ
と
思
っ
て
お

り
、
多
く
の
労
働
組
合
が

積
極
的
に
労
供
に
取
り
組

め
る
よ
う
、
労
供
労
組
協

の
運
動
を
進
め
て
い
き
た

い
。
本
日
と
明
日
、
有
意

義
な
会
議
に
し
た
い
。
」

と
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

各
組
合
の
事
業
報
告
の

後
、
「
派
遣
に
替
わ
る
労

供
の
可
能
性
と
課
題
」
を

テ
ー
マ
に
労
供
研
究
会
の

研
究
委
員
で
も
あ
る
、
龍

谷
大
学
法
学
部
の
武
井
寛

教
授
に
ご
講
演
い
た
だ
き

ま
し
た
。

武
井
先
生
か
ら
は
、
労

働
者
供
給
事
業
（
以
下
、

「
労
供
」
と
記
す
）
に
つ

い
て
改
め
て
歴
史
を
振
り

返
っ
て
、
特
に
労
働
組
合

の
労
供
と
い
う
も
の
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
、
考
え

て
み
た
い
と
の
こ
と
で
以

下
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。

【
戦
前
に
お
け
る
労
働
者

供
給
】

戦
前
に
お
け
る
労
供
は
１

９
２
１
年
に
職
業
紹
介
法

が
制
定
さ
れ
て
か
ら
、
１

９
３
３
年
に
全
面
改
正
さ

れ
る
ま
で
、
こ
の
こ
ろ
は

「
人
夫
供
給
請
負
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
請
負

業
と
し
て
営
利
職
業
紹
介

取
締
規
則
の
適
用
外
で
放

任
さ
れ
て
お
り
、
多
重
ピ

ン
ハ
ネ
も
横
行
し
て
お
り
、

賃
金
の
体
裁
を
な
さ
な
い

ま
で
に
差
し
引
か
れ
て
し

ま
う
と
い
う
よ
う
な
状
況

も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
間
、
１
９
３
３
年
に

Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
お
い
て
、

有

料
職
業
紹
介
所
条
約
と
勧

告
が
出
さ
れ
、
営
利
職
業

紹
介
所
の3

年
以
内
の
廃

止
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

当
時
、
日
本
に
お
い
て
は
、

現
状
が
遠
く
及
ば
な
い
た

め
批
准
し
な
い
こ
と
に
し

ま
し
た
。

そ
の
後
、
１
９
３
８
年
に

職
業
紹
介
法
が
全
面
改
正

さ
れ
ま
す
。

こ
の
職
業
紹
介
法
の
改
正

の
眼
目
は
職
業
紹
介
所
の

国
営
化
で
す
が
、
当
時
の

様
相
を
反
映
し
て
軍
事
へ

の
動
員
の
た
め
の
も
の
で

も
あ
っ
た
と
も
指
摘
を
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
全
面
改
正
で
供
給
に

つ
い
て
も
規
制
が
及
ぶ
よ

う
に
な
り
ま
す
。

職
業
紹
介
法
の
８
条
に
許

可
を
置
く
べ
し
と
い
う
規

制
が
入
り
ま
し
た
。

「
第
８
条

労
務
供
給
事

業
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス
ル
者
又

ハ
労
務
者
ヲ
雇
傭
ス
ル
為

労
務
者
ノ
募
集
ヲ
行
ハ
ン

ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
命
令
ノ

定
ム
ル
モ
ノ
ハ
地
方
長
官

（
東
京
府
ニ
在
リ
テ
ハ
東

京
府
知
事
及
警
視
総
監
ト

ス
）
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ベ
シ
」

現
代
文
訳
「
第
８
条

労

務
供
給
事
業
を
行
お
う
と

す
る
者
、
ま
た
は
労
働
者

を
雇
用
す
る
た

め
に
労
働
者
の

募
集
を
行
お
う

と
す
る
者
は
、

命
令
で
定
め
ら

れ
た
も
の
に
限

り
、
地
方
長
官

（
東
京
府
に
お

い
て
は
東
京
府

知
事
お
よ
び
警

視
総
監
）
の
許

可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」

そ
の
後
、
戦
時
中
は
、
労

務
報
国
会
が
結
成
さ
れ
ま

し
た
。

労
務
報
国
会
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
勤
労
新
体
制
確
立
要
綱

に
基
づ
き
、
労
務
供
給
業

者
、
日
雇
い
労
働
者
を
使

用
す
る
作
業
請
負
業
者
、

お
よ
び
日
雇
い
労
働
者
に

対
し
て
労
務
報
国
会
を
組

織
さ
せ
、
働
く
能
力
を
最

大
限
に
発
揮
さ
せ
る
と
と

も
に
、
労
働
力
の
適
正
な

配
置
を
図
り
、
勤
労
動
員

を
完
全
に
達
成
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
」

こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｉ

Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
濱
口
さ
ん
は
次

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
ま

す
。

「
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
、

請
け
負
う
べ
き
仕
事
が
専

ら
又
は
主
と
し
て
労
務
者

の
労
力
を
も
っ
て
遂
行
さ

れ
る
場
合
が
「
作
業
請
負
」

で
あ
っ
て
、
労
力
、
資
材
、

機
器
等
を
使
用
す
る
必
要

の
あ
る
仕
事
を
包
括
的
に
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か
な
が
わ
サ
イ
エ
ン
ス
パ
ー
ク
、
Ｈ
Ｏ
Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｋ
Ｓ
Ｐ
に
て
21
名
が
参
加

２
０
２
４
年
度
学
習
会
＆
幹
事
会
開
催
さ
れ
る



請
け
負
う
よ
う
な
も
の
は

「
作
業
請
負
」
に
含
ま
れ

な
い
と
い
う
理
解
か
ら
す

る
と
、
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら

の
指
示
で
導
入
さ
れ
た
職

業
安
定
法
施
行
規
則
第4

条
の
労
働
者
供
給
事
業
と

請
負
の
区
分
基
準
は
ほ
ぼ

完
全
に
逆
転
し
て
い
ま
す
。

ほ
ん
の
５
年
前
に
出
さ
れ

た
通
達
と
は
真
逆
の
解
釈

に
基
づ
い
て
、
労
働
者
供

給
事
業
で
あ
る
と
い
う
名

の
下
に
請
負
に
対
す
る
規

制
が
大
々
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
」

つ
ま
り
、
後
述
の
戦
後
直

後
の
労
働
者
供
給
事
業
の

禁
止
が
そ
れ
ま
で
は
「
請

負
」
と
扱
わ
れ
て
い
た
も

の
に
ま
で
拡
大
し
て
規
制

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
考
え
で
す
。

【
職
業
安
定
法
の
制
定
】

そ
し
て
、
戦
後
に
な
っ

て
職
業
安
定
法
が
！
）
１

９
４
７
年
に
公
布
さ
れ
、

翌
１
９
４
８
年
に
施
行
さ

れ
て
い
ま
す
。

職
安
法
44
条
で
供
給
は

全
面
的
に
禁
止
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
を
受
け
て
職
案
法
施

行
規
則
四
条
、
特
に
一
項

の
四
号
で
す
が
、
こ
こ
で

ほ
ぼ
全
て
の
請
け
負
い
的

な
も
の
を
フ
ォ
ー
カ
ス
す

る
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
四
条
で
す
が
、
導

入
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

中
島
則
綱
さ
ん
と
い
う
当

時
の
こ
の
責
任
者
の
人
が

後
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け

て
述
懐
を
し
て
い
る
部
分

が
あ
り
、
非
常
に
興
味
深

い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
（
こ
の
点
の
具
体
的

な
内
容
に
つ
い
て
は
、
レ

ジ
ュ
メ
の
３
、
４
頁
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。
）

「
改
正
職
業
安
定
法
解
説
」

で
は
、
労
働
者
供
給
事
業

に
つ
い
て
上
記
の
記
載
が

あ
り
ま
す
。

供
給
先
と
労
働
者
の
間

に
は
「
事
実
上
の
使
用
関

係
」
が
発
生
す
る
、
と
記

さ
れ
て
お
り
、
「
雇
用
関

係
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
解

釈
は
60
年
代
ま
で
続
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
労
働
組
合
に

よ
る
労
働
者
供
給
事
業
が

許
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、

下
記
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

労
働
組
合
が
行
う
労
働

者
供
給
事
業
の
許
可
に
つ

い
て
は
、
単
に
「
労
働
者

供
給
を
主
た
る
目
的
と
す

る
も
の
」
は
労
働
組
合
で

は
な
い
と
し
て
、
厳
格
な

運
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
派
出
婦
会
」
の
多
く
は
、

看
板
を
掛
け
替
え
た
も
の

の
労
働
者
供
給
を
行
う
こ

と
を
認
め
て
も
ら
え
ま
せ

ん
で
し
た
。
（
濱
口
桂
一

郎
『
家
政
婦
の
歴
史
』
文

春
新
書1

3
9

頁
以
下
）
。

【
労
組
労
供
事
業
許
可
方

針
の
緩
和
】

１
９
５
１
年
３
月
に
労

働
組
合
が
労
働
者
供
給
を

行
う
た
め
の
要
件
を
緩
和

す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
行

す
る
と
い
う
こ
と
で
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
に
お
い
て
日
本
式
に

や
ろ
う
と
い
う
話
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
ま
す
。

新
許
可
方
針
の
趣
旨
に

つ
い
て
は
、
１
９
５
１
．

３
．
１
９
職
発
第
27
号
）

（
職
業
安
定
広
報
）
に
お

い
て
次
頁
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

労
働
法
的
に
興
味
深
い

の
は
労
働
組
合
が
労
働
で

ク
ロ
ー
ズ
ド
シ
ョ
ッ
プ
を

規
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
実
際
に
あ
っ

た
か
ど
う
か
っ
て
い
う
の

は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

あ
っ
た
ら
実
態
を
見
た
い

気
が
し
ま
し
た
。

2025年（令和7年）5月1日 ろ う き ょ う 第６４号 (2)

そもそも労働者供給事業とは、供給事業を行う者と、供給を受ける者との間に、第三者である労働

者の労働力の提供を内容とする供給契約が存在し（この場合当事者双方間に合意があれば足り、文書

による口頭によると、その契約形式を問わない。）、その供給契約の結果、労働者の供給を受ける者

と当該労働者との間には事実上の使用関係が発生することをいうのである。かくの如き場合において、

供給事業を行う者と労働者との間に、如何なる関係が存在しているかと言えば、供給事業を行う者が

他人の求めに応じて労働者を随時供給し得るために。両者間には支配従属の関係が存在することを要

するのである。 （『改正職業安定法解説』1949 年、P.235）

何故に労働組合法による労働組合に対しては、無

料の労働者供給事業を行うことを認めるかといえば、

本来労働組合は労働者の民主的な組織であるから、

これに対して、無料で且つ営利を目的としないで労

働者供給事業を行うことを認めても、組合員間にお

いて身分の隷属関係とか、中間搾取の弊害とかとい

う如きことは起らないことが期待できること及び産

業の必要とする労働力の充足に資することの理由か

らである。

本条の規定による労働者供給事業を行う労働組合

は、当然に労働組合法第２条及び第５条第２項に

規定する要件を具備しなければならないから、労

働者供給事業のみを目的とする労働組合及び自己

の組合以外の者を供給する労働組合は認められな

い。 （同上、P.278、279）



【
労
供
に
関
す
る
厚
労
省

の
説
明
の
変
遷
】

１
９
６
０
年
の
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
で
は
、
労
働
者

の
労
働
力
の
提
供
を
内
容

と
す
る
契
約
、
す
な
わ
ち

供
給
契
約
、
そ
れ
か
ら
、

労
働
者
は
供
給
元
の
支
配

下
に
あ
る
。
そ
し
て
、
供

給
先
と
の
間
に
は
使
用
関

係
が
発
生
す
る
、
図
示
す

る
と
、
左
図
の
上
で
戦
後

直
後
の
考
え
方
と
基
本
同

じ
で
す
。

そ
し
て
、
１
９
７
０
年

の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
す

が
、
基
本
的
に
一
緒
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
使
用
関
係

の
下
の
説
明
が
な
く
な
り
、

本
文
の
中
に
入
り
込
む
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
初
め
て
こ
の
使

用
関
係
の
中
に
は
雇
用
関

係
が
成
立
し
て
い
る
場
合

が
含
ま
れ
る
（
波
線
部
分
）

と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る

の
で
す
。

萬
井
先
生
は
「
乙
と
丙

と
の
間
に
雇
用
関
係
が
成

立
し
て
い
る
場
合
」
の
部

分
に
つ
い
て
、
２
０
１
８

年
の
労
供
労
組
協
秋
の
学

習
会
の
講
演
「
間
接
雇
用

に
関
わ
る
概
念
と
労
働
者

2025年（令和7年）5月1日 ろ う き ょ う 第６４号

労働組合の行う労働者供給事業は、組合の自主的活動によつて、組合員の就労をあつ旋するも

のであり公共職業安定所と併立してその機能を発揮するものであるから、総ての産業部面におけ

る労働組合に対して所定の方針をもつて許可されるものとし、従来の制限的取扱いは原則として

除かれるものとする。

なお、雇用主が自己の求人について、公共職業安定所その他を利用するか、労働組合を利用す

るかについての自由は尊重せらるべきであるが、労働組合が労働協約でクローズドシヨツプを規

定することを妨げるものではない。

1960 年コンメンタール（207 頁）

1970 年コンメンタール（432 頁）

甲と乙との間には、供給契約が存在する。この

供給契約とは、契約の形式をいうのではなく、実

体によって定まる。（以下、一部省略）

甲と丙との間には支配従属関係が存在する。こ

の関係は明確な雇用契約に基づいている場合もあ

るが、多くの場合実力的な支配関係、なかんずく

封建的な身分関係（親分、子分的な関係）に基づ

いて発生している。（以下、一部省略）

乙と丙との間には使用関係が存在する。すなわ

ち、丙は甲から提供されて乙の要求する作業に従

事するからである。この使用関係とは、広く事実

上の使用関係を意味するものであって、乙と丙と

の間に雇用関係が成立している場合はもちろん、

たとえば労働基準法上の使用者としての責任を甲

が持っている場合であっても、作業の施設、工程

等の実態から見て、作業上、直接、間接に乙の指

揮、監督の下にあると認められる場合も含むもの

と解される。

(3)



供
給
事
業
」
の
レ
ジ
ュ
メ

で
左
記
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ま
す
。

武
井
先
生
も
「
私
も
今

で
は
そ
う
で
あ
る
可
能
性

は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
て

い
ま
す
。

労
供
労
組
協
事
務
局
の

見
解
は
左
記
の
通
り
で
す
。

結
論
と
し
て
は
、
誤
記

で
も
な
ん
で
も
な
く
、
文

章
は
問
題
な
く
成
立
し
て

い
ま
す
。

「
丙
は
甲
か
ら
提
供
さ
れ

…
乙
の
作
業
に
従
事
」
の

文
章
は
、
「
乙
と
丙
と
の

間
の
使
用
関
係
」
に
つ
い

て
記
し
て
お
り
、
「
乙
の

要
求
す
る
作
業
に
従
事
す

る
か
ら
で
あ
る
。
」
で
文

章
は
、
い
っ
た
ん
終
わ
っ

て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
使
用
関

係
の
類
型
と
し
て
、
①
雇

用
関
係
が
あ
る
場
合
「
乙

と
丙
と
の
間
に
雇
用
関
係

が
成
立
し
て
い
る
場
合
は

も
ち
ろ
ん
」
と
②
乙
と
の

雇
用
関
係
が
な
い
（
す
な

わ
ち
、
甲
に
あ
る
）
場
合

で
あ
っ
て
も
「
作
業
の
施

設
、
工
程
等
の
実
態
か
ら

見
て
、
作
業
上
、
直
接
、

間
接
に
乙
の
指
揮
、
監
督

の
下
に
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
」
も
含
む
と
解
釈

す
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
武
井
先
生
は
、

「
供
給
・
派
遣
」
お
よ
び

２
０
１
７
年
と
２
０
２
２

年
の
職
業
安
定
法
に
触
れ
、

最
後
に
、
今
後
の
労
組
労

供
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

「
供
給
先
と
非
供
給
労
働

者
と
の
関
係
に
つ
い
て
使

用
と
解
す
る
か
、
雇
用
も

あ
り
と
解
す
る
か
は
、
労

働
組
合
を
事
業
主
体
と
認

め
ら
れ
た
事
実
に
よ
っ
て

乗
り
越
え
ら
れ
て
と
考
え

た
場
合
、
労
組
労
供
に
と
っ

て
の
法
的
障
害
は
す
で
に

な
い
と
考
え
て
も
良
さ
そ

う
な
感
じ
が
あ
る
。
」

「
そ
う
す
る
と
、
商
業
的

な
競
争
が
必
要
と
い
う
こ

と
に
は
な
る
が
、
未
来
は

結
構
開
け
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
」

「
し
か
し
、
」
法
律
や
っ

て
い
る
者
か
ら
す
る
と
、

供
給
元
、
労
働
者
、
供
給

先
の
三
面
関
係
を
明
確
に

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、

一
定
の
方
向
性
を
示
す
枠

組
み
が
必
要
で
あ
り
、
今

後
、
重
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
」

労
組
労
供
に
お
い
て
社

会
労
働
保
険
の
適
用
が
可

能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

武
井
先
生
の
言
わ
れ
る
よ

う
に
法
的
障
害
は
な
く
、

労
働
者
派
遣
事
業
に
替
わ

れ
る
存
在
と
な
っ
た
こ
と

で
、
派
遣
事
業
に
替
わ
る

労
供
事
業
の
拡
大
を
進
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

講
演
後
の
幹
事
会
で
は
、

今
期
方
針
に
掲
げ
て
い
る

公
務
労
供
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
発
足
や
労
供
労
組
協

運
営
規
定
の
改
定
な
ど
に

つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

【
公
務
労
供
推
進
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
発
足
】

国
や
地
方
自
治
体
に
お

け
る
労
働
者
派
遣
を
労
働

者
供
給
に
置
き
替
え
る
こ

と
を
追
求
す
べ
く
、
「
公

共
労
供
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
（
仮
称
）
結
成
の
提

案
が
あ
り
ま
し
た
。

「
公
共
労
供
推
進
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
は
、
①
ナ
シ
ョ

ナ
ル
セ
ン
タ
ー
、
②
国
会

議
員
、
③
都
議
会
議
員
団
、

④
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

研
究
会
、
⑤
非
正
規
会
議
、

⑥
有
識
者
な
ど
広
く
声
を

か
け
、
公
共
労
供
の
実
現

に
向
け
て
運
動
を
進
め
て

行
き
ま
す
。

こ
の
公
共
労
供
は
、
供

給
組
合
が
供
給
す
る
労
働

組
合
員
に
対
し
て
、
社
会
・

労
働
保
険
の
適
用
が
可
能

（
２
０
１
８
年
10
月
よ
り
）

に
な
り
、
供
給
先
（
派
遣

先
）
か
ら
見
て
、
労
働
者

派
遣
と
の
実
質
的
な
違
い

が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、

供
給
が
派
遣
に
代
わ
る
こ

と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
労
供
事
業

の
躍
進
に
つ
な
が
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

労
組
労
供
で
は
無
料
の

供
給
を
行
っ
て
お
り
、
派

遣
と
違
っ
て
業
務
の
規
制

や
期
間
制
限
が
無
い
た
め
、

労
働
者
に
と
っ
て
も
供
給

先
に
と
っ
て
も
利
益
に
な

り
、
供
給
が
円
滑
に
回
る

こ
と
に
よ
り
、
労
供
事
業

拡
大
に
伴
う
組
合
員
の
増

加
も
期
待
で
き
、
Ｗ
ｉ
ｎ

‐
Ｗ
ｉ
ｎ
‐
Ｗ
ｉ
ｎ
の
関

係
構
築
を
目
指
し
て
運
動

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

【
労
供
労
組
協
運
営
規
定

の
改
定
】

今
期
、
労
供
労
連
（
連

合
内
で
労
供
事
業
を
行
う

新
産
別
運
転
者
労
働
組
合

（
以
降
「
新
運
転
」
と
記

す
）
、
日
本
自
動
車
運
転

士
労
働
組
合
お
よ
び
神
奈

川
人
材
供
給
労
働
組
合
で

つ
く
る
連
合
会
）
が
労
供

労
組
協
か
ら
の
脱
退
を
表

明
し
ま
し
た
。

労
供
労
組
協
の
太
田
武

二
副
議
長
は
新
運
転
の
組

合
員
で
あ
る
た
め
副
議
長

の
継
続
を
お
願
い
す
る
に

あ
た
り
、
労
供
労
組
協
運

営
規
定
に
「
個
人
加
盟
」

を
新
た
に
設
け
る
こ
と
が

提
案
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
は
、
労
供
研
究

会
メ
ン
バ
ー
の
方
々
に

「
個
人
会
員
」
に
な
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
も
期
待
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
会
費
に
つ
い
て

は
、
現
在
の
組
合
員
人
数

比
と
労
供
従
事
組
合
員
人

数
比
の
２
本
立
て
や
め
て
、

組
合
員
人
数
比
の
み
の
と

し
、
個
人
加
盟
組
合
員
の

会
費
は
１
万
円
、
組
合
員

人
数
比
の
会
費
は
２
万
円

か
ら
と
す
る
提
案
と
な
っ

て
い
ま
す
。

2025年（令和7年）5月1日 ろ う き ょ う 第６４号

「丙は甲から提供され…乙の要求

する作業に従事」というから、

「乙と丙との間に雇用関係が成立

…」は、後半は、乙ではなく、甲

であるべき － 誤記・写し間違い？

(4)
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