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「幸福の経済学」から見る

日本の派遣労働
ドイツ日本研究所 専任研究員
ティム・ティーフェンバッハ博士

厚生労働省r2011年就労条件

派遣受入れ企業減

藤川恵子本誌編集委員

年労働市場予測

ルートfワークス研究所戸田淳仁氏に聞く

派遣)去の生蒜の親
高梨昌先生お別れの会
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講師三浦和夫本誌主筆 令。
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現代の経済学は一昔前の経済学のイメージではない。多岐にわたる多様なアプ

口ーチが、経済学をより活性化させている。中でも近年注目を集めているのが幸

福の経済学だ。 ドイツ日本研究所のティーフ工ンバッハ博士は、この幸福の経済

学による日本の派遣労働に関する研究を始めている。博士に研究の現状と今後の

可能性を聞いた。(聞き手 :編集部中村雅人)

ティム・ティーフ工ンバッハ博士
Dr. Tim Tiefenbach 

パイ口イト大学にて fPhilosophyand EconomicsJ (経済学と哲学を組
み合わせた課程)を専攻。 2011年に経済学博士号取得。周年10月
よりドイツ日本研究所専任研究員に就任。現在は、派遣社員と正社
員の幸福度の比較に基づいた日本の労働市場制度改革について研究
を進めている。主たる研究分野は幸福経済学、新制度派経済学と経
済倫理学。ドイツで日本企業現地法人の派遣社員経験あり。

圃

「
派
遣
労
働
」
を
ど
う
と
ら
え
て
い

|
|
日
本
の

ま
す
か
。

テ
ィ
ム
博
士
日
本
で
は
数
度
に
渡
る
規
制
緩
和

以
降
、
派
遣
社
員
の
数
は
増
え
る
傾
向
を
見
せ
て

い
ま
す
。
∞
∞
年
に
起
き
た
リ
l
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

に
よ
り
派
遣
社
員
の
数
は
減
少
し
ま
し
た
が
、
国

内
総
生
産
と
の
強
い
相
関
関
係
を
考
慮
に
入
れ
れ

ば
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

一
時
的
な
低
下
と
言
え

る
で
し
ょ
う
(
左
表
)
。

し
か
し
、
日
本
で
の
派
遣
労
働
は
当
初
か
ら
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
し

て
侃
年
の
金
融
・
経
済
危
機
が
も
た
ら
し
た
「
派

遣
切
り
」
の
影
響
に
よ
っ
て
、
派
遣
労
働
が
内
蔵

し
て
い
る
不
安
定
性
が
一
挙
に
顕
著
化
し
、
そ
れ

が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

単
純
な
2
極
化
議
論
に

正
解
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

|
|
日
本
の
派
遣
労
働
の
何
が
問
題
で
し
ょ
う
。

テ
ィ
ム
博
士
ま
ず
一
般
的
な
お
話
か
ら
始
め
ま

し
ょ
う
。
労
働
者
側
、
経
営
者
側
、
二
つ
の
側
面

が
あ
り
ま
す
。

派
遣
社
員
と
し
て
働
い
た
経
験
の
あ
る
人
は
、

労
働
派
遣
の
相
対
的
な
低
賃
金
、
労
働
条
件
の
不

安
定
性
と
職
場
に
お
け
る
不
平
等
な
慣
行
や
待
遇

に
対
す
る
不
満
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
多
く
の
企
業
家
や
経
済
専
門
家
た
ち
は
、

人
材
派
遣
は
「
労
働
市
場
の
柔
軟
性
を
高
め
る
効

果
を
も
た
ら
す
」
の
で
、
「
日
本
経
済
全
体
を
見

4 

※幸福の経済学
所得や富といった生活の客観的状況を良くすることは個人の幸福に影響せず、経済成長が人々の幸せに結び付いていないという
「幸福のパラドックス (paradoxesof happiness) Jは1971年にブリ ックマンとキャンベ・ルの二人の心理学者によって発表された。
このパラドックスを解くため「幸福の経済学jが生まれ、以降様々な分野からのアプローチが成されている。



れ
ば
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
主
張
し

て
い
ま
す
。
国
際
競
争
の
只
中
で
戦
う
日
本
企
業

を
思
え
ば
、
こ
の
見
方
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
柔
軟
性
に
溢
れ
て
い
る
新
興
国
の

労
働
市
場
は
日
本
の
競
争
相
手
に
有
利
に
働
き
、

一
方
で
、
今
で
も
ま
だ
ま
だ
柔
軟
と
は
呼
べ
な
い

日
本
の
労
働
市
場
が
日
本
企
業
の
足
棚
に
な
る
懸

念
が
あ
る
か
ら
で
す
。

社
会
科
学
か
ら
見
た

派
遣
労
働
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

|
|
い
つ
ま
で
も
終
わ
り
の
見
え
な
い
話
で
す

[f幸福の経済学jから見る日本の派遣労働]

が。テ
ィ
ム
博
士
そ
の
通
り
で
す
。
こ
う
い
っ
た
表

面
的
な
議
論
で
は
派
遣
の
元
に
あ
る
根
本
的
な
問

題
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

で
は
、
次
に
社
会
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
成

果
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
は

二
つ
の
興
味
深
い
洞
察
が
あ
り
ま
す
。

第
一
に
、
経
営
学
や
組
織
理
論
の
分
野
で
の
多

く
の
研
究
結
果
が
示
す
よ
う
に
、
派
遣
労
働
が
人

材
資
本
へ
の
投
資
の
障
壁
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
囚
人
の

ジ
レ
ン
マ
」
で
す
。

ー
ー
ー
個
々
の
最
適
な
選
択
が
必
ず
し
も
全
体
へ
の

最
適
で
は
な
い
と
い
う
命
題
で
す
ね
。

テ
ィ
ム
博
士
派
遣
社
員
の
能
力
開
発
へ
の
投
資

を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
能
力
開
発
に
い
く
ら
投

資
し
て
も
、
う
ま
く
い
く
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、

一
方
、
一
旦
能
力
を
身

に
付
け
た
ら
そ
の
派
遣

社
員
は
辞
め
て
し
ま
う

と
い
う
恐
れ
が
常
に
あ

り
ま
す
。
経
営
者
は
そ

の
リ
ス
ク
と
戦
う
こ
と

に
な
り
、
そ
の
結
果
、

派
遣
社
員
に
は
最
初
か

ら
投
資
し
な
い
こ
と
に

す
る
、
と
い
う
わ
け
で

す
。第

二
は
、
心
理
学
の

「
心
理
的
契
約
」
と
い

う
概
念
に
基
づ
く
も
の

で
す
。
「
心
理
的
契
約
」

と
い
い
ま
す
の
は
、
紙

の
上
の
契
約
書
の
他
に
、

頭
の
中
の
契
約
が
労
使

の
間
に
存
在
す
る
と
い

う
、
契
約
書
と
表
裏
一

体
に
な
る
非
物
質
的
な

約
束
を
指
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
心
理
的

契
約
研
究
で
分
か

っ
た

こ
と
は
、
労
働
条
件
の

不
安
定
性
が
仕
事
満
足

度
に
負
の
影
響
を
与
え

る
の
は
、
特
に
も
と
も

と
安
定
し
て
い
る
労
働

条
件
の
場
合
で
あ
る
、

派遣社員数
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派遣労働における賃金の不安定性を補償

+ 

派遣労働による
失業の削減

〈 l
失業保険の充実さ派遣労働> 失業

働くインセンティブを阻害

" 

、

(ドイツ日本研究所 2011)

と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
頭
の
中
の
雇
用
契

約
を
安
定
し
て
い
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
正
社

員
は
、
一
旦
自
分
の
契
約
が
不
安
定
に
な
っ
た
場

合
に
は
、
仕
事
満
足
度
が
か
な
り
低
減
し
ま
す
。

一
方
、
最
初
か
ら
自
分
の
労
働
関
係
を
あ
ま
り

安
定
し
て
い
な
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
派
遣
社

員
は
、
不
安
定
性
に
よ
る
仕
事
満
足
度
へ
の
負
の

影
響
が
相
対
的
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

|
|
つ
ま
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
不
安

定
性
を
不
快
に
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

テ
ィ
ム
博
士
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
雇
用
者
は

柔
軟
性
を
、
被
雇
用
者
は
安
定
性
を
求
め
る
と

い
っ
た
従
来
の
二
極
化
し
た
議
論
で
は
こ
の
事
実

を
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

幸
福
の
経
済
学
が

教
え
て
く
れ
る
こ
と

幸福の経済学による派遣労働のマクロレベル分析

|
|
-
そ
こ
で
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
幸
福
の

経
済
学
が
あ
る
と
。

テ
ィ
ム
博
士

幸
福
の
経
済
学
は
統
計
学
の
方
法

を
ア
ン
ケ
ー
ト
で
測
っ
た
人
々
の
幸
福

度

(
主
に

生
活
満
足
度
と
定
義
さ
れ
る
)
に
応
用
し
、
そ
の

幸
福
度
が
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
ど
の
程
度

変
動
さ
れ
る
か
と
い
う
分
析
を
可
能
に
す
る
も
の

で
す
。
そ
の
結
果
に
基
づ
け
ば
、
ひ
い
て
は
社
会

制
度
の
改
革
に
も
応
用
で
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

幸
福
の
経
済
学
を
派
遣
労
働
問
題
に
応
用
す
る

と
、
次
の
三
つ
の
研
究
課
題
が
非
常
に
興
味
深
い

も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

①
個
々
人
の
マ
イ
ク
ロ
分
析

幸
福
経
済
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
正
社

員
、
派
遣
社
員
と
失
業
者
の
幸
福
度
の
比
較
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
幸
福
要
因
の
分
析
が
可
能
に
な
り
ま

す
。
こ
の
分
析
で
は
、
派
遣
労
働
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
要
因
(
理
由
)
で
生
活
満
足
度
及
び
仕

事
満
足
度
に
負
の
影
響
を
与
え
る
の
か
が
明
ら
か

に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
大
雑
把
な
分
類
と
し

て
、
安
定
性
を
相
対
的
に
重
視
す
る
人
と
柔
軟
性

を
相
対
的
に
重
視
す
る
人
と
の
区
別
を
付
け
れ

ば
、
派
遣
労
働
は
誰
(
つ
ま
り
ど
ん
な
価
値
観
を

持
っ
て
い
る
人
)
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
が

あ
る
の
か
が
分
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
人
々
を

一
律
に
扱
う

一
般
の
経
済
学
で
は
な

か
な
か
分
析
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な

研
究
を
進
め
る
こ
と
で
、
派
遣
労
働
の
デ
メ
リ
ッ

ト
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
も
様
々
に
把

握
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

②
企
業
内
制
度
の
メ
ゾ
分
析

も
う
一
つ
の
重
要
な
研
究
課
題
は
職
場
に
お
け

る
社
内
的
制
度
で
す
。
例
え
ば
、

①
の
分
析
で
不

平
等
な
扱
い
や
進
路
の
不
安
定
さ
が
派
遣
社
員
に

と
っ
て
大
き
な
負
の
幸
福
要
因
で
あ
る
と
分
か
っ

た
な
ら
、
「
制
度
の
レ
ベ
ル
で
は
」
企
業
に
平
等

な
慣
行
や
待
遇
と
、
正
社
員
登
用
制
度
な
ど
の
企

業
内
制
度
や
規
則
を
法
律
的
に
義
務
付
け
る
こ
と

が
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
派
遣
労
働
の
デ
メ

リ
ッ
ト
を
補
償
す
る
に
は
、
お
そ
ら
く
「
禁
止
」

の
よ
う
な
直
接
的
な
規
制
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ

6 



4 
「

の
よ
う
な
企
業
規
則
の
義
務
付
け
と
い
っ
た
間
接

的
な
規
制
が
効
果
的
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

③
社
会
制
度
の
マ
ク
ロ
分
析

幸
福
の
経
済
学
で
は
、
派
遣
労
働
が
社
会
全
体

に
与
え
る
効
果
を
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
以
下
の
三
つ
の
関
係
を
分

析
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

(
ア
)
派
遣
労
働
割
合
と
失
業
率

(イ
)
失
業
保
険
の
充
実
度
と
失
業
率

(
ウ
)
失
業
保
険
の
充
実
さ
と
社
会
全
体
の
生

活
満
足
度

さ
て
、
経
済
学
の
一
般
的
な
理
論
と
幸
福
の
経

済
学
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
般
的

に
は
、
派
遣
労
働
は
失
業
率
を
削
減
さ
せ
る
効
果

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
主
な
理
由
は
二
つ
で
す
。

第
一
に
、
経
済
低
迷
を
懸
念
し
て
い
る
企
業
は

正
規
雇
用
を
控
え
て
い
ま
す
が
、
派
遣
社
員
は
リ

ス
ク
を
負
わ
ず
に
雇
え
る
の
で
、
普
段
雇
わ
れ
な

い
人
が
「
派
遣
労
働
が
あ
る
か
ら
こ
そ
」
採
用
さ

れ
ま
す
。
第
二

に
、
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
に
習
熟
し
た

派
遣
会
社
が
求
職
と
求
人
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う

た
め
効
率
が
上
が
り
、
求
職
者
は
普
段
よ
り
多
く

の
適
切
な
仕
事
が
見
つ
け
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

さ
て
、
幸
福
の
経
済
学
の
研
究
結
果
で
は
、
失

業
者
は
雇
用
者
よ
り
不
幸
で
す
。
そ
れ
が
正
し
け

れ
ば
、
派
遣
労
働
は
失
業
率
を
削
減
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
社
会
全
体
の
幸
福
度
を
上
げ
る
効
果
が

あ
る
と
推
測
で
き
ま
す
。
そ
し
て
派
遣
社
員
は
、

労
働
関
係
の
不
安
定
さ
な
ど
の
理
由
か
ら
正
社
員

よ
り
不
幸
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
効
果

[f幸福の経済学Jから見る日本の派遣労働]

が
相
ま
っ
て
社
会
の
生
活
満
足
度
に
全
体
的
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
幸
福
の
経
済
学
に

よ
っ
て
推
算
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
し
仮
に
①
の
分
析
で
賃
金
の
不
安
定
性
が
派

遣
労
働
の
大
き
な
負
の
幸
福
要
因
で
あ
る
と
分

か
っ
た
な
ら
ば
、
失
業
保
険
を
も
っ
と
充
実
さ
せ

る
こ
と
で
そ
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
(
せ
め
て
あ
る
程

度
ま
で
は
)
補
償
で
き
る
は
ず
で
す
(
た
だ
し
、

そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
副
作
用
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
)
。
反
面
、
失
業
保
険
を
よ
り
充

実
さ
せ
る
に
つ
れ
て
働
く
意
欲
が
阻
害
さ
れ
、
結

果
的
に
失
業
者
の
数
が
増
え
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ

て
社
会
全
体
の
生
活
満
足
度
が
下
が
る
、
と
い
う

恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
一
方
で
は
、
失
業
保
険
を
充
実
さ
せ
る

と
、
失
業
者
と
失
業
を
恐
れ
て
い
る
派
遣
社
員
だ

け
で
は
な
く
、
や
や
安
定
し
て
い
る
労
働
関
係
を

持
っ
て
い
る
正
社
員
さ
え
も
が
よ
り
幸
福
に
な
れ

る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
の
ど
の
効
果
が
相
殺
さ

れ
、
ど
の
効
果
が
最
終
的
に
正
解
な
の
か
を
研
究

で
き
る
の
が
幸
福
の
経
済
学
で
す
。

制
度
の
レ
ベ
ル
で
の
調
整
が

大
切
で
は
な
い
か

|
|
日
本
で
は
現
在
、
改
正
派
遣
法
に
つ
い
て

様
々
な
論
議
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
。

テ
ィ
ム
博
士
私
は
、
派
遣
労
働
は
一
方
的
な
(
つ

ま
り
禁
止
す
べ
き
)
「
悪
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

人
に
よ
っ
て
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
雇

用
形
態
の

一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ま
す
。
で
す

か
ら
、
日
本
の
派
遣
労
働
を
政
治
課
題
と
し
て
取

り
上
げ
る
の
な
ら
ば
、
「
制
度
の
レ
ベ
ル
」
で
そ

の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
で
き
る
だ
け
補
償
し
な
が
ら

も
、
メ
リ
ッ
ト
を
さ
ら
に
活
か
す
方
向
で
の
調
整

が
大
切
で
し
ょ
う
。

実
際
は
も
ち
ろ
ん
派
遣
労
働
だ
け
の
問
題
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
非
正
規
型
の
雇
用
形
態
等
を

む
し
ろ
主
体
と
し
て
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
派
遣
労
働
者
の
い
わ
ゆ
る

「
苦
し
い
現
状
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
日
本
の
労

働
市
場
が
持
っ
て
い
る
問
題
に
よ
る
症
状
」
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
す
。

|
|
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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