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プ
ロ
ロ
ー
グ

　

世
界
貿
易
の
展
開
に
は一定
の
ル
ー
ル

が
必
須
で
あ
る
。
言
わ
ず
も
が
な
こ
の

分
野
で
は
、
自
由
で
公
正
な
交
易
条
件

確
立
の
た
め
、世
界
貿
易
機
関（
W
T
O
）

が
機
能
し
て
お
り
、
国
別
の
貿
易
政
策

を
レ
ヴ
ュ
ー
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持
っ
て
い

る
。

　
レ
ヴ
ュ
ー
は
そ
の
当
該
国
の
政
策
に
す

る
事
務
局
報
告
書
と
、
当
該
国
政
府
提

出
の
報
告
書
を
ベ
ー
ス
に
な
さ
れ
る
が
、

そ
れ
に
向
け
て
、
労
働
の
立
場
か
ら
国

際
労
働
組
合
総
連
合
（
I
T
U
C
）
も
、

当
該
国
に
お
け
る
労
働
基
本
権
の
確
立
・

遵
守
状
況
に
つい
て
報
告
書
を
欠
か
さ
ず

提
起
し
て
き
た
。

　

自
由
で
公
正
な
世
界
貿
易
の
た
め
に

は
、
そ
れ
を
担
保
す
る
公
正
な
貿
易
条

件
が
必
須
で
あ
り
、
各
国
に
お
け
る
貿

易
政
策
と
と
も
に
中
核
的
労
働
基
準
の

状
況
が
そ
の
一
端
を
担
う
こ
と
に
な

る
。
労
働
の
公
正
性
が
問
わ
れ
る
道
理

だ
。
国
際
労
働
運
動
は
歴
史
的
に
も
公

正
な
労
働
基
準
を
各
国
に
確
立
す
る
運

動
を
推
進
し
て
き
た
。

　

現
下
の
W
T
O
に
お
け
る
対
応
の

発
端
は
、
1
9
9
6
年
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

で
採
択
さ
れ
た
W
T
O
閣
僚
会
議
宣

言
に
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ

こ
に
は
「
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
的
に
認

知
さ
れ
た
中
核
的
労
働
基
準
遵
守
の
誓

約
を
再
度
表
明
す
る
」
と
あ
る
の
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
沿
っ
て
提
起
さ
れ
る
I
T

U
C
の
国
別
報
告
書
は
、
既
述
し
た

よ
う
に
各
国
に
基
本
権
を
確
立
し
、

も
っ
て
世
界
的
に
公
正
な
貿
易
条
件
を

確
立
し
よ
う
と
す
る
I
T
U
C
運
動

の一環
で
あ
る
。

　

日
本
の
貿
易
政
策
レ
ビ
ュ
ー（
論
評
）

が
実
施
さ
れ
る
こ
と
も
当
然
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
さ
る
2
月
15

－17
日
、
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
で
開
か
れ
た
W
T
O
一
般
理

事
会
が
、
二
年
ぶ
り
に
そ
の
「
日
本
の

貿
易
政
策
」
を
レ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
報
道
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

だ
。
そ
の
折
、
I
T
U
C
は
、
労
働
組

合
か
ら
見
た
「
日
本
報
告
」
を
提
起
し

日
本
の
労
働
基
本
権
の
い
ま

︱
W
T
O
へ
の
I
T
U
C
報
告
書
を
読
む

て
い
る
の
だ
が
、
日
本
に
お
け
る
基
本

的
な
労
働
基
本
権
の
状
況
を
ど
う
と
ら

え
記
述
し
て
い
る
か
は
、
日
本
の
労
働

運
動
を
は
じ
め
関
係
者
に
と
っ
て
も
関

心
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加

え
な
が
ら
、
そ
の
要
点
を
紹
介
し
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
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記
述
、最
後
に
「
勧
告
」
を
付
し
て
い
る
。

　

以
下
、
順
を
追
って
記
述
す
る
。

　

要
約
は
、
日
本
が
I
L
O
の
8
つ
の

中
核
的
労
働
基
準
の
う
ち
6
つ
を
批

准
し
て
い
る
と
し
つ
つ
、
し
か
し
I

L
O
や
W
T
O
諸
会
議
に
お
け
る
誓

約
を
果
た
す
上
で
さ
ら
な
る
努
力
が
必

要
と
す
る
。
そ
し
て
団
結
権
、
団
体
交

渉
権
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
は
承
認
さ
れ
て

い
る
が
、
公
務
、
公
益
企
業
等
で
は
ス

ト
権
は
外
さ
れ
て
い
る
と
も
。
ま
た
非

正
規
労
働
者
が
基
本
権
を
享
受
す
る
の

は
困
難
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
雇
用
・
所
得
の
差
別
は
禁
止
さ

れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ジェン
ダ
ー
差
別

は
存
在
し
女
性
の
管
理
職
者
は
少
な
い
。

児
童
労
働
は
存
在
せ
ず
法
は
遵
守
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
法
は
親
族
企
業
や
家
内

労
働
を
適
用
除
外
と
し
て
い
る
。
強
制

労
働
は
禁
止
さ
れ
、一般
的
に
存
在
せ
ぬ

が
、
女
性
の
性
的
搾
取
や
外
国
人
訓
練

生
の
問
題
が
あ
る
と
も
し
て
い
る
。

　

本
題
の
導
入
部
で
は
、
第
四
回

W
T
O
閣
僚
会
議
（
11
年
11
月
、
ド
ー

ハ
）が
前
述
の
誓
約
を
再
確
認
し
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
こ
う
し
た
基
準
は
I
L
O

総
会
（
98
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
）
に
お
い

て
1
7
8
ヵ
国
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た

報
告
書
の
概
要

　

報
告
書
は
「
日
本
に
お
け
る
、
国
際

的
に
認
知
さ
れ
た
中
核
的
労
働
基
準
」

と
題
す
る
10
ペ
ー
ジ
も
の
で
あ
る
。
構

成
内
容
は
、
ど
の
国
の
場
合
と
も
同

様
で
、
I
L
O
中
核
的
労
働
基
準
の
4

分
野
を
中
心
と
し
、
始
め
に
「
要
約
」、

次
い
で
簡
単
な
「
導
入
部
分
」
を
付
し

て
、
本
題
の
「
結
社
の
自
由
と
団
体
交

渉
権
」、「
差
別
と
報
酬
の
平
等
」、「
児

童
労
働
」、
「
強
制
労
働
」
の
四
分
野
を

『
I
L
O
基
本
原
則
お
よ
び
労
働
に
お

け
る
諸
権
利
宣
言
』
や
、
I
L
O
総
会

（
08
年
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
）
で
採
択
さ
れ
た

『
公
正
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
た
め
の
、
社

会
正
義
宣
言
』
で
も
誓
約
さ
れ
て
い
る
と

し
て
お
り
、日
本
政
府
も
そ
れ
ら
に
コ
ミッ

ト
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
加

え
て
、
I
T
U
C
の
ア
ク
シ
ョン
の
正
当

性
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
社
の
自
由
と
団
体
交

渉
権

　

ま
ず
報
告
書
は
、
日
本
が
こ
の
分
野

の
第
87
号
条
約（
結
社
の
自
由
）と
第

98
号
条
約
（
団
結
権
お
よ
び
団
体
交
渉

権
）
を
批
准
し
て
い
る
こ
と
を
明
記
し

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
権
利
は
憲
法
や
労
働
法
で

保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
つ
つ
、
し
か
し
、

公
務
・
公
益
部
門
で
は
制
約
が
あ
り
、

団
結
権
や
団
体
交
渉
権
は
認
め
ら
れ
る

も
の
の
、
ス
ト
権
は
認
知
さ
れ
て
い
な

い
と
指
摘
し
て
い
る
。
警
察
官
や
消
防

夫
な
ど
は
除
外
さ
れ
て
い
る
と
も
。

　

民
間
部
門
で
は
団
結
権
や
団
体
交
渉

権
は
広
く
普
及
し
て
い
る
が
、
お
お
む
ね

企
業
レ
ベル
で
あ
る
。
ス
ト
権
も
享
受
さ

れ
て
い
る
が
、
政
府
が
必
須
サ
ー
ビ
ス
と

定
義
づ
け
る
分
野
で
は
ス
ト
権
は
な
い
と

説
明
し
て
い
る
。

　

こ
ん
に
ち
非
正
規
労
働
者
は
、
就
労

者
の
三
四・五
％
に
な
り
、
正
規
労
働
者

の
領
域
を
侵
食
し
て
お
り
、
と
く
に
製

造
業
で
は
、
偽
装
請
負
労
働
が
発
生
し
、

労
働
条
件
や
安
全
衛
生
上
も
問
題
が
生

じ
て
い
る
。
彼
ら
の
団
結
権
行
使
は
困
難

で
あ
る
。ま
た
、持
ち
株
会
社
や
投
資
ファ

ン
ド
な
ど
は
法
律
上
、
使
用
主
と
は
認

定
さ
れ
な
い
た
め
、
団
体
交
渉
を
求
め
る

労
働
組
合
に
とって
は
問
題
で
あ
る
と
の

指
摘
も
あ
る
。

　

ま
た
外
国
人
非
熟
練
労
働
者
に
つ
い

て
、
関
係
法
の
下
、
3
年
間
の
ビ
ザ
を

世界貿易機関（WHO）の本部ビル（スイス・ジュネーブ）
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も
って
訓
練
目
的
で
訪
日
す
る
が
、
団
結

権
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
主
と
し
て
訓

練
生
と
訓
練
生
派
遣
業
者
（
送
り
出
し

国
）
と
の
契
約
の
た
め
団
結
権
は
行
使
し

難
い
。
彼
ら
の
多
く
は
最
低
賃
金
の
半

分
に
も
満
た
ぬ
低
賃
金
・
長
時
間
労
働

で
過
酷
な
状
況
に
あ
る
。
政
府
は
09
年

7
月
、
移
民
管
理
・
難
民
認
定
法
を
改

定
し
た
が
、
効
果
の
ほ
ど
は
今
後
に
待
つ

こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い
る
。

差
別
お
よ
び

報
酬
の
平
等

　

こ
の
分
野
で
は
、
日
本
は
第
1
0
0

号
条
約（
報
酬
の
平
等
）を
批
准
し
て
い

る
が
、
第
1
1
1
号
条
約
（
差
別
。
雇

用
・
職
業
上
）
は
批
准
し
て
い
な
い
。

　

国
内
法
は
、
人
種
、
性
別
、
社
会
的

地
位
等
々
に
よ
る
差
別
を
禁
じ
て
い

る
。
雇
用
機
会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
て

い
る
が
、
女
性
差
別
は
依
然
と
し
て
問

題
で
あ
る
。
要
因
の
一つ
は
、
二
重
の

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
シ
ス
テ
ム
で
、
男

性
は
職
業
上
の
キ
ャ
リ
ア
の
階
段
を

の
ぼ
り
、
女
性
は
一
般
・
事
務
職
に

向
う
傾
向
に
あ
る
。
女
性
の
労
働
参

力
加
率
は
69
％
（
09
年
）、
平
均
月
間

賃
金
は
22
万
6
1
0
0
円
で
あ
っ
た

が
、
男
性
は
33
万
3
7
0
0
円
で
あ
っ

た
。
管
理
職
に
し
め
る
女
性
の
比
率
は

低
い
。
し
か
し
就
学
に
関
し
て
は
男
女

平
等
で
あ
る
と
の
指
摘
も
忘
れ
て
い
な

い
。

　

職
場
の
性
的
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
法
律
で

禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
実
に
は
広
く

存
在
し
、
厚
労
省
に
は
08
年
、
1
万

3
5
2
9
件
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
、
そ

の
殆
ど
は
女
性
労
働
者
か
ら
の
も
の
で

あ
った
。
政
府
は
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
を
設
け
て

対
処
し
て
い
る
。

　

法
律
で
は
身
体

的
・
精
神
的
障
害

者
の
雇
用
、
教
育
、

保
健
サ
ー
ビ
ス
に
お

け
る
差
別
を
禁
じ
て

お
り
、
企
業
や
公
共

サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
雇
用
者
数
の
最
低
限

を
設
定
し
て
い
る
が
、
遵
守
さ
れ
て
い
な

い
。
従
業
員
56
人
以
上
の
民
間
企
業
調

査
で
は
、
法
定
の
身
障
者
最
低
雇
用
率

1
・

8
％
に
対
し
、
1

・

6
％
で
あ
った
。

　

ア
イ
ヌ
等
民
族
差
別
は
禁
止
さ
れ
て

い
る
が
、
雇
用
面
で
差
別
が
報
告
さ
れ

て
い
る
と
し
て
い
る
。

児
童
労
働

　

こ
の
分
野
で
は
、
日
本
は
第
1
3
8

号
条
約
（
雇
用
最
低
年
限
）
お
よ
び
第

1
8
2
号
条
約（
最
悪
の
形
態
の
児
童

労
働
）
を
批
准
し
て
い
る
。

　

18
歳
未
満
の
危
険
作
業
は
禁
止
さ
れ

て
い
る
が
、
13－14
歳
の
児
童
の
軽
作
業
は

許
容
さ
れ
る
。
15
歳
ま
で
は
義
務
教
育

が
あ
り
無
料
で
あ
る
。
法
の
施
行
は
良

好
で
、児
童
労
働
は
発
生
し
て
い
な
い
が
、

法
律
に
は
親
族
企
業
や
家
内
労
働
で
は

危
険
作
業
を
例
外
的
に
許
容
し
て
い
る
。

こ
の
分
野
の
労
働
に
は
成
人
、
児
童
と

も
労
働
基
準
の
法
的
規
定
が
な
い
。

　

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
は
違
法
で

あ
り
、
違
反
者
に
は
3
年
ま
で
の
収
監
、

罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
最
近
、

援
助
交
際
な
る
行
為
が
注
目
さ
れ
る
、

と
記
述
し
て
い
る
。

［
注
・
5
〜
14
歳
の
働
く
子
供
た
ち
の

60
％
（
1
億
2
千
万
人
）
は
ア
ジ
ア
に

集
中
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
分

野
に
お
け
る
日
本
の
貢
献
度
は
も
っ
と

高
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。］

強
制
労
働

　

こ
の
分
野
で
は
、
日
本
は
第
29
号
条

約（
強
制
労
働
）
を
批
准
し
て
い
る
が
、

第
1
0
5
号
条
約（
強
制
労
働
の
廃
止
）

は
批
准
し
て
い
な
い
、
と
指
摘
し
て
い

る
。	

　

強
制
労
働
は
禁
止
さ
れ
、一般
的
に
存

在
し
な
い
。
た
だ
し
人
身
売
買
を
禁
ず

る
法
は
な
い
の
で
、
他
の
法
律
で
取
り
締

ま
っ
て
い
る
。
一部
使
用
者
が
、
職
業
訓

練
プ
ロ
グ
ラ
ム（
I
T
P
）や
技
術
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム（
T
I
P
）
を
利

用
し
て
外
国
人
を
訓
練
生
と
し
て
採
用

し
、
労
働
許
可
証
や
旅
券
を
取
り
上
げ

同一賃金同一労働キャンペーンポスター
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●ＩＭＦ−ＪＣ顧問

小島正剛 こじま・せいごう　

６０年ＩＭＦ日本事務所に入職以来、
ＪＣ事務局長代理、ＪＣ国際局長、Ｊ
Ｃ副議長（国際委員長）（以上 IMFと
の兼務）、ＩＭＦ地域代表を務めるな
ど国際労働運動一筋。９８年ＪＣ顧問
に。日本労働ペンクラブ会員他。主要
著書「海外労働アラカルト」他。

日本の労働基本権のいま
― WTOへの ITUC報告書を読む

て
強
制
的
に
就
業
さ
せ
た
り
労
働
運
動

の
接
近
を
許
容
し
な
かっ
た
り
す
る
ケ
ー

ス
が
報
告
さ
れ
て
い
る
、
と
の
指
摘
が
あ

る
。

　

ま
た
、
売
春
や
強
制
労
働
目
的
の
人

身
取
引
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
女
性

や
女
児
の
国
内
で
の
売
買
が
増
え
て
い

る
、
と
の
表
現
が
あ
り
、
精
査
が
必
要

の
よ
う
だ
が
、
こ
う
し
た
指
摘
は
、
米

国
務
省
（
外
務
省
）
の
報
告
に
負
っ
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。
当
局
は
09
年
、
人

身
売
買
で
5
人
を
起
訴
し
た
記
録
が
あ

る
と
し
て
い
る
。（
注
：
こ
の
点
、
信

頼
す
べ
き
筋
に
よ
れ
ば
、
01

－09
年
の

間
、
人
身
取
引（
売
買
）で
の
保
護
実
績

は
2
7
5
人
に
の
ぼ
る
と
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
外
国
人
女
性
で
あ
っ
た
と
い

う
。
日
本
人
女
性
の
被
害
も
否
定
で
き

な
い
。）
政
府
は
09
年
人
身
売
買
対
策

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
を
発
表
し
、
労

働
力
送
り
出
し
国
（
例
え
ば
タ
イ
な
ど
）

と
覚
え
書
き
を
交
わ
し
て
い
る
。

「
勧
告
」

　

最
後
に
付
さ
れ
た
勧
告
は
13
ポ
イ
ン

ト
か
ら
な
る
。
概
要
は
以
下
の
通
り
。

1
．（
日
本
）政
府
は
、
I
L
O
第
1
1

1
号
条
約
（
差
別
）
お
よ
び
第
1
0
5

号
条
約
（
強
制
労
働
禁
止
）
を
批
准
し
、

国
内
法
に
生
か
す
べ
き
で
あ
る
。

2
．
政
府
は
、
I
L
O
条
約
お
よ
び
結

社
の
自
由
委
員
会
等
の
勧
告
に
も
と
づ

き
、
公
務
部
門
す
べ
て
に
団
結
権
、
団

体
交
渉
権
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
認
め
る

べ
き
で
あ
る
。

3
．
政
府
は
、
有
期
雇
用
労
働
者
が
団

結
権
を
享
受
し
う
る
新
法
を
策
定
す
べ

き
で
あ
る
。

4
．持
ち
株
会
社
、
投
資
基
金
は
国
内

法
を
通
じ
使
用
者
と
認
定
す
る
必
要
が

あ
る
。

5
．政
府
は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
二
重
シ

ス
テ
ム
を
排
す
る
措
置
を
と
る
必
要
が

あ
り
、
処
遇
面
の
ジェン
ダ
ー
格
差
を
是

正
す
べ
き
で
あ
る
。

6
．性
的
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
従
業
員
を

擁
護
せ
ぬ
企
業
を
特
定
す
る
制
度
は
、

拘
束
力
を
持
つ
よ
う
改
善
す
べ
き
。

7
．当
局
は
民
間
部
門
に
お
け
る
障
害

者
の
最
低
雇
用
率
を
遵
守
す
る
た
め
の

誘
導
措
置
な
ど
を
提
起
す
べ
き
で
あ

る
。

8
．少
数
民
族
（
略
）。

9
．児
童
労
働
（
略
）。

10
．政
府
は
外
国
人
訓
練
生
制
度
の
大

規
模
な
実
態
調
査
を
実
施
し
、
当
該
法

を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
。

11
．人
身
取
引
（
略
）。

12
．
政
府
は
W
T
O
お
よ
び
I
L
O

に
対
し
日
本
の
法
改
定
や
す
べ
て
の
中

核
的
労
働
基
準
の
遵
守
に
つ
い
て
、
定

期
的
に
報
告
す
べ
き
で
あ
る
。

13
．W
T
O
は
、
日
本
当
局
に
対
し
、

W
T
O
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
お
よ
び
ド
ー
ハ
閣

僚
会
議
に
お
い
て
中
核
的
労
働
基
準
遵

守
に
つ
い
て
日
本
も
受
け
入
れ
た
合
意

を
想
起
す
る
よ
う
促
す
べ
き
で
あ
る
。

W
T
O
は
、
I
L
O
に
対
し
、
こ
の
分

野
に
お
け
る
日
本
政
府
と
の
協
働
を
強

化
し
、
次
期
W
T
O
一般
理
事
会
に
報

告
を
提
起
す
る
よ
う
要
請
す
る
べ
き
で

あ
る
。

エ
ピ
ロ
ー
グ

　

要
点
は
以
上
で
あ
り
、
評
価
の
ほ
ど

は
読
者
諸
氏
に
委
ね
る
が
、
痛
感
す
る

の
は
少
な
く
と
も
未
批
准
の
I
L
O

中
核
的
条
約
な
ど
は
、
折
角
の
政
権
交

代
な
の
だ
か
ら
、
速
や
か
に
批
准
に
取

り
組
む
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
対
外
的
に
発
言
し
て

い
く
に
は
、
ま
ず
足
も
と
を
整
備
し
て

行
く
必
要
が
あ
る
。

（
2
0
1
1
年
3
月
22
日
記
）

児童労働（バングラデシュ）
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用語解説

１．WTO（World Trade Organization）
　世界貿易機関。ＧＡＴＴ（関税貿易一般協定）のウルグアイ・ラウンドが終結したことに伴い、
1995 年 1月に発足。ＷＴＯは国家間貿易に関する世界ルールを扱う唯一の国際機関として、貿
易の円滑化、予測可能性、自由性の確保を目的とする。貿易障壁をなくす多角的貿易体制の推
進を目標に、国際的な商取引の基本ルールとしてＷＴＯ協定を締結し、加盟国の貿易上の利益
を保障する。2004 年 10月現在、加盟国数は 148カ国。わが国は 1995 年 1月 1日に加盟。

２．国際労働組合総連合
    　 （ITUC:The International Trade Union Confederation）

　2006年 11月、国際自由労連（ＩＣＦＴＵ）、国際労連（ＷＣＬ）の両組織が解散し、あらため
て独立系８組織をも統合して結成。世界151国・地域、305組織、約１億7600万人の労働者が加盟。
実質的な意味で国際労働運動を唯一代表する組織。日本からは連合が加盟している。

３．1996年シンガポールで採択されたWTO閣僚会議宣言
　1996年 12月に開催されたＷＴＯ閣僚会議宣言の第４項目「中核的な労働基準について」の
中に、「4．我々は、国際的に承認された中核的な労働基準を遵守する決意を新たにする。国際
労働機関（ILO）は、これらの基準を設定し扱う権限のある機関であり、また、我々は、これ
らの基準を促進する ILOの作業に対する支持を確認する。我々は、貿易の増大及び貿易の更な
る自由化によってもたらされる経済成長及び開発が、これらの基準の促進に貢献すると信ずる。
我々は、保護主義的目的のための労働基準の使用を拒否し、各国、特に低賃金の開発途上国の
比較優位を決して問題にすべきではないことに同意する。この関連で、我々は、WTO事務局
と ILO事務局が既存の協力を継続することに留意する。」と記されている。

４．ILOの 8つの中核的労働基準
　仕事・労働の世界で守られるべき最低限の基準を中核的労働基準（CLS）と言う。これは 4
つの分野で 8つのＩＬＯ条約を指定するという形で定められている。これを決めているのは
1998年の第 86回ＩＬＯ総会で採択された『労働における基本的原則及び権利に関するＩＬＯ宣
言（新宣言）』である。４つの分野と８つのＩＬＯ条約を関係づけると以下の通り。
◎第１の分野「結社の自由及び団体交渉権」（ＩＬＯ条約87号「結社の自由および団結権の保
護関する条約」、98号「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」）
◎第２の分野「強制労働の禁止」（ＩＬＯ条約29号「強制労働に関する条約」、105号「強制労
働の廃止に関する条約」）
◎第３の分野「児童労働の実効的な廃止」（ＩＬＯ条約138号「就業の最低年齢に関する条約」、
182号「最悪の形態の児童労働の禁止及び廃絶のための即時行動に関する条約」）
◎第４の分野「雇用及び職業における差別の排除」（ＩＬＯ条約100号「同一価値の労働につい
ての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」、111号「雇用及び職業についての差別待遇に
関する条約」）

（IMF-JC 編集部）
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