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「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
物
を
作
っ
た
り
、

買
っ
た
り
、
売
っ
た
り
す
る
方
法
だ
け
で

な
く
、
人
間
に
も
当
て
は
ま
る
」

多
国
籍
企
業
は
、
低
コ
ス
ト
の
柔
軟
な

労
働
者
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
安

定
し
た
雇
用
を
不
安
定
な
雇
用
に
切
り
替

限
ら
な
い
。
絶
望
的
な
条
件
の
も
と
で
働

く
日
給
１
ド
ル
の
労
働
者
も
い
れ
ば
、
ま

っ
た
く
仕
事
が
な
い
者
も
い
る
。

不
安
定
労
働
は
、
す
べ
て
の
労
働
者
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
低
コ
ス
ト
労
働
力
を

生
み
出
し
、
す
べ
て
の
人
々
の
賃
金
を
引

き
下
げ
る
。
貧
富
の
差
を
広
げ
る
。
そ
し

て
、
す
で
に
女
性
労
働
者
、
若
年
労
働
者
、

移
民
労
働
者
を
不
利
な
立
場
に
置
い
て
い

る
不
公
正
な
慣
行
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る

―
こ
れ
ら
の
労
働
者
は
い
ず
れ
も
不
安
定

な
条
件
で
雇
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

そ
し
て
、
今
日
の
安
定
し
た
仕
事
が
明

日
は
臨
時
契
約
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

た
め
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
々
の
問
題
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
防
止
で
き
る
は
ず

だ
。
質
の
良
い
雇
用
の
獲
得
が
労
働
組
合

の
目
標
で
あ
る
。
労
働
組
合
は
世
界
中
で

労
働
者
を
動
員
・
組
織
化
し
、
よ
り
よ
い

特
集
「
不
安
定
労
働
と
の
闘
い
」
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Ｍ
Ｆ
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資
料

「
不
安
定
労
働
―
我
々
全
て
に
影
響
す
る
」

2

不
安
定
労
働
―
誰
に
と
っ
て
必
要
な
の
か
？

不
安
定
労
働
が
割
に
合
わ
な
い
理
由

不
安
定
労
働
者
は
次
の
よ
う
な
状
況
に
直

面
す
る
。

■
雇
用
不
安
と
不
確
実
な
未
来

■
低
賃
金

■
社
会
的
給
付
（
医
療
制
度
や
年
金
制
度

な
ど
）の
受
給
権
の
制
限
ま
た
は
欠
如

■
職
場
に
お
け
る
安
全
衛
生
リ
ス
ク
の
悪

化
■
労
働
に
お
け
る
権
利（
労
働
組
合
加
入

権
や
団
体
交
渉
権
な
ど
）の
否
認

■
絶
え
ざ
る
失
業
・
不
完
全
雇
用
の

脅
威

え
、
す
べ
て
の
雇
用
の
「
不
安
定
性
」
を

高
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
理
由
で
、
現

在
、
臨
時
雇
用
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
、

契
約
雇
用
が
増
え
て
い
る
。

並
ん
で
同
じ
仕
事
を
し
て
い
て
も
、
雇

用
保
障
や
賃
金
・
労
働
条
件
が
同
じ
と
は

安
定
し
た
仕
事
を
求
め
て
交
渉
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
不
安
定
労
働
が
は
び
こ
る
ま
ま

に
し
て
い
る
法
律
上
・
政
治
上
の
策
略
に

異
議
を
唱
え
て
い
る
。
不
安
定
労
働
に
反

対
し
て
地
球
的
規
模
で
結
集
し
、
組
合
行

動
を
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ＩＭＦ不安定労働反対キャンペーンポスター
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特特集集 不不安安定定労労働働ととのの闘闘いい

１１..

代代
償償
をを
払払
うう

「
世
界
中
の
何
十
億
人
も
の
労
働
者
は
、

安
定
し
た
確
実
な
雇
用
と
い
う
選
択
肢
を

与
え
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
」そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

労
働
者
と
し
て
の
権
利
を
ほ
と
ん
ど
持
っ

て
お
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
尊
重
さ
れ
て
い
な

い
。不

安
定
労
働
は
悪
し
き
雇
用
慣
行
で
あ

り
、
使
用
者
が
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
ス
ク
を
労

働
者
に
転
嫁
す
る
風
潮
が
広
が
っ
て
い
る
。

多
く
の
労
働
者
は
、
短
期
契
約
を
受
け
入

れ
る
し
か
な
い
。
偽
装
自
営
を
強
要
さ
れ

た
り
、
請
負
業
者
と
し
て
扱
わ
れ
な
が
ら
、

実
際
に
は
単
一
の
使
用
者
に
依
存
し
て
い

る
労
働
者
も
い
る
。
そ
の
日
そ
の
日
の
仕

事
に
あ
り
つ
く
た
め
に
、
臨
時
労
働
者
や

日
雇
い
労
働
者
と
し
て
働
く
者
も
い
る
。

こ
れ
が
不
安
定
労
働
で
あ
る
―
「
安
定

し
た
仕
事
に
就
く
権
利
も
な
く
、
職
場
で

の
権
利
も
な
い
」。

ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る

者
、
特
に
他
の
手
段
で
は
貧
困
か
ら
抜
け

出
せ
な
い
女
性
に
と
っ
て
、
不
安
定
労
働

は
い
く
ら
か
の
収
入
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
国
や
地
域
社
会
、
家
族

の
経
済
状
態
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
労

働
者
に
は
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど

選
択
の
余
地
が
な
い
。

投
資
・
貿
易
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、

雇
用
を
大
い
に
必
要
と
し
て
い
る
国
々
に

雇
用
が
移
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
結

果
、
世
界
中
に
よ
り
公
正
に
正
規
雇
用
が

行
き
渡
る
の
で
は
な
く
、
フ
ル
タ
イ
ム
の

常
用
雇
用
が
存
在
す
る
場
所
で
、
そ
の
よ

う
な
雇
用
が
徐
々
に
損
な
わ
れ
て
い
る
。

不
安
定
労
働
は
、
す
べ
て
の
大
陸
で
見

ら
れ
る
問
題
で
あ
り
、
賃
金
・
労
働
条
件

を
引
き
下
げ
て
お
り
、
労
働
者
を
分
裂
さ

せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
企
業
が
利
益
の
お

返
し
に
、
労
働
者
に
い
く
ら
か
の
保
障
を

与
え
、
地
元
経
済
が
繁
栄
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
は
、
か
つ
て
は
当
た
り
前
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在

は
企
業
は
利
益
を
分
け
与
え
る
こ
と
な
く

労
働
者
に
リ
ス
ク
を
転
嫁
し
て
い
る
企
業

が
多
く
な
っ
て
い
る
。
生
産
拠
点
を
転
々

と
移
し
、
常
に
最
も
低
い
労
働
コ
ス
ト
を

探
し
求
め
る
行
為
は
、
安
定
し
た
経
済
・

社
会
開
発
を
も
た
ら
さ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

■
不
安
定
労
働
の
大
規
模
な
拡
大
を
阻

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
不
安
定
労
働
が
存
在
す
る
場
合
は
、
賃

金
・
労
働
条
件
が
正
規
労
働
者
と
同
等
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
労
働
者
は
直
接
雇
用
す
べ
き
で
あ
り
、

間
接
雇
用
は
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
非
常
用
雇
用
は
正
当
な
必
要
性
が
あ

る
場
合
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

「
不
安
定
労
働
は
我
々
全
て
に
影
響
す
る
」

１１
‐‐
１１..

危危
険険
にに
ささ
らら
ささ
れれ
てて

いい
るる
のの
はは
誰誰
かか
??

I
M
F
加
盟
労
働
組
合
10
組
織
中
9
組

織
が
「
2
0
0
6
年
ま
で
の
5
年
間
に
不

安
定
労
働
が
増
加
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

若
年
労
働
者
、
女
性
労
働
者
、
低
熟

練
・
未
熟
練
労
働
者
が
最
も
甚
大
な
影
響

を
受
け
、
移
民
労
働
者
や
高
齢
労
働
者
も

似
た
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

３
組
織
中
２
組
織
が
「
不
安
定
労
働
の

不
安
定
性
が
高
ま
っ
て
お
り
、
使
用
者
は

臨
時
社
員
を
直
接
雇
用
す
る
の
で
は
な
く
、

派
遣
会
社
や
斡
旋
会
社
を
利
用
し
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

I
M
F
加
盟
労
働
組
合
の
半
分
近
く
が

「
今
や
部
門
の
雇
用
の
20
〜
50
％
が
不
安
定

労
働
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
電
機
・

電
子
産
業
が
最
も
深
刻
な
影
響
を
受
け
て

お
り
、
こ
れ
に
自
動
車
、
鉄
鋼
、
非
鉄
、

機
械
工
学
の
各
産
業
が
続
い
て
い
る
。
常

用
労
働
者
の
代
わ
り
に
契
約
労
働
者
を
利

用
す
る
慣
行
は
、
I
M
F
加
盟
労
働
組
合

に
影
響
を
与
え
て
い
る
最
も
一
般
的
な
形

態
の
不
安
定
労
働
で
あ
る
。

（
出
所：

雇
用
慣
行
の
変
化
と
不
安
定
労

働
に
関
す
る
I
M
F
調
査
、
2
0
0
6
年
）

この韓国のエレクトロニクス工場では、正社員は労働者のわずか
5％である。
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22..

不不
十十
分分
なな
権権
利利

〜
政
府
の
支
援
を
受
け
て
、
企
業
は
労
働

者
に
リ
ス
ク
を
押
し
つ
け
て
て
い
る
〜

不
安
定
労
働
は
世
界
中
で
増
加
し
て
い

る
。
そ
の
影
響
は
各
国
の
社
会
・
経
済
情

勢
に
よ
っ
て
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

使
用
者
の
目
当
て
は
同
じ
だ
―
思
い
の
ま

ま
に
雇
っ
た
り
辞
め
さ
せ
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
安
く
柔
軟
な
労
働
力
で
あ
る
。

実
際
に
、
多
く
の
大
手
ブ
ラ
ン
ド
企
業

は
製
品
を
作
る
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
金

を
稼
ぐ
た
め
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
企
業
は
、
か
つ
て
安
定
し
た
望
ま
し
い

雇
用
を
提
供
し
て
い
た
が
、
労
働
者
を
雇

用
す
る
可
能
性
が
ま
す
ま
す
低
く
な
っ
て

い
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
目
に
見
え
な
い

多
数
の
下
請
業
者
が
「
ブ
ラ
ン
ド
企
業
」

の
製
品
を
生
産
し
て
い
る
。
エ
レ
ク
ト
ロ

ニ
ク
ス
製
品
の
大
半
が
、
多
く
の
大
手
ブ

ラ
ン
ド
に
部
品
を
供
給
す
る
企
業
に
よ
っ

て
製
造
さ
れ
て
い
る
。
主
に
若
い
女
性
労

働
者
を
不
安
定
な
条
件
で
雇
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
企
業
は
顧
客
ブ
ラ

ン
ド
の
労
働
コ
ス
ト
を
実
に
75
％
も
節
減

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

企
業
の
狙
い
は
、
市
況
の
変
化
に
迅
速

に
順
応
し
、
よ
り
安
い
請
負
業
者
と
よ
り

有
利
な
契
約
を
結
ぶ
場
合
や
、
そ
の
工
場

に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
製
品
ラ
イ
ン
の
製

造
を
中
止
す
る
場
合
に
、
余
剰
人
員
を
簡

単
に
処
分
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。

自
動
車
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
至
る

ま
で
、
ど
ん
な
製
品
も
、
多
数
の
企
業
が

生
産
し
た
部
品
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
競

争
に
よ
っ
て
容
赦
な
く
コ
ス
ト
が
削
減
さ

れ
る
。
多
国
籍
企
業
に
と
っ
て
、
労
働
者

は
た
だ
の
部
品
に
す
ぎ
な
い
。

だ
が
、
た
と
え
最
も
有
力
な
グ
ロ
ー
バ

ル
企
業
で
あ
っ
て
も
、
支
援
が
な
け
れ
ば
、

こ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
支
援
の
手
を
差
し
延
べ
て

い
る
の
は
政
府
と
国
際
機
関
で
あ
る
。

「
柔
軟
性
」
の
名
に
お
い
て
、
各
国
政
府

が
相
次
い
で
、
労
働
者
を
保
護
す
る
法
律

を
廃
止
あ
る
い
は
緩
和
し
て
い
る
。
そ
れ

を
見
て
、
他
の
国
々
も
同
様
の
措
置
を
講

じ
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
「
競
争
力
」

を
失
う
こ
と
に
な
り
、
投
資
を
取
り
逃
が

す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。

政
治
面
・
産
業
面
の
勢
力
均
衡
に
よ
っ

て
政
府
に
よ
る
労
働
法
の
弱
体
化
が
阻
止

さ
れ
て
い
る
国
で
も
、
し
ば
し
ば
雇
用
保

護
が
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
全
国
で
、
あ

る
い
は
「
輸
出
加
工
区
」
や
「
自
由
貿
易

地
区
」
で
、
政
府
が
低
賃
金
、
高
い
柔
軟

性
お
よ
び
労
働
組
合
の
不
在
を
保
証
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
投
資
を
呼
び
込
ん
で
い
る
。

そ
し
て
、
政
府
が
自
発
的
に
そ
の
よ
う

な
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
は
、
国
際
通
貨

基
金
と
世
界
銀
行
が
労
働
市
場
の
柔
軟
性

向
上
を
融
資
の
条
件
に
し
、
労
働
面
・
社

会
面
の
保
護
の
削
減
を
押
し
つ
け
て
い
る
。

世
界
貿
易
機
関
で
も
、
最
も
有
力
な
加
盟

国
が
労
働
基
準
を
正
当
な
保
護
形
態
と
す

る
こ
と
を
受
け
入
れ
よ
う
と
せ
ず
、
世
界

経
済
は
社
会
福
祉
の
低
下
、
労
働
に
お
け

る
権
利
の
削
減
、
保
障
の
全
廃
を
基
礎
と

し
て
い
る
。

22
‐‐
１１..
ビビ
ジジ
ネネ
スス
のの
ルル
ーー
ルル

不
安
定
雇
用
の
増
加
を
助
長
し
て
い
る

要
因
は
、
世
界
銀
行
な
ど
の
機
関
が
主
導

す
る
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
で
あ
る
。

世
界
銀
行
は
毎
年
、『D

oin
g
B
u
sin
ess

』

と
い
う
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
。
こ
の

報
告
書
は
、
ど
れ
く
ら
い
簡
単
に
ビ
ジ
ネ

ス
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
―
そ
し
て
、

ど
れ
く
ら
い
簡
単
に
廃
業
し
て
労
働
者
を

解
雇
で
き
る
か
に
従
っ
て
、
各
国
を
ラ
ン

ク
付
け
し
て
い
る
。

２
０
０
７
年
に
は
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国
が
第
４
位
に
入
り
、

雇
用
保
護
を
保
障
せ
ず
に
労
働
者
を
臨
時

契
約
で
雇
用
で
き
る
期
間
を
４
年
間
に
延

長
し
た
こ
と
で
特
に
賞
賛
さ
れ
た
。

マ
ケ
ド
ニ
ア
の
労
働
組
合
は
、
こ
の
法

改
正
に
反
対
し
、「
労
働
者
と
社
会
一
般
に

対
す
る
長
期
的
な
悪
影
響
が
ま
っ
た
く
考

慮
さ
れ
て
い
な
い
」
と
主
張
し
た
。

こ
の
法
律
は
雇
用
の
増
加
を
目
指
し
て

い
な
が
ら
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
労
働
者
の
多

く
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
不
安
定
な
部
類

に
入
る
条
件
で
雇
用
さ
れ
る
と
い
う
結
果

を
招
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
マ
ケ
ド
ニ
ア

の
外
国
投
資
水
準
は
依
然
と
し
て
域
内
で

最
も
低
い
た
め
、
約
束
さ
れ
た
自
由
化
の

利
益
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

写真上：流れ作業をする女性労働者　下：チリで契約労働者の権利を求めて闘うクリスチャン・クエバス・サンブラノ
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組組
織織
化化
のの
推推
進進

〜
労
働
者
が
協
力
す
れ
ば
万
人
の
た
め

に
労
働
条
件
を
改
善
で
き
る
〜

正
規
労
働
者
と
不
安
定
労
働
者
が
す
べ

て
の
労
働
者
の
条
件
を
改
善
す
る
最
良
の

方
法
は
、
団
結
し
て
と
も
に
不
安
定
労
働

と
闘
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
不
安
定
雇

用
労
働
者
の
組
織
化
は
既
存
の
労
働
組
合

に
課
題
を
も
た
ら
す
。

い
く
つ
か
の
労
働
組
合
は
、
臨
時
労
働

者
や
派
遣
労
働
者
を
組
織
化
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
規
約
を
改
定
す
る
必
要
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
正
規
雇
用
の
組
合

員
に
よ
る
抵
抗
を
克
服
す
る
た
め
の
戦
略

を
必
要
と
す
る
組
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
労
働
組
合
は
、
女
性
を
不
安
定

雇
用
に
追
い
や
る
賃
金
労
働
と
家
事
労
働

の
二
重
負
担
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、
緊
急

に
措
置
を
講
じ
る
必
要
も
あ
る
。

正
規
の
従
業
員
が
、
自
分
た
ち
の
賃

金
・
労
働
条
件
を
引
き
下
げ
る
元
凶
と
み

な
す
人
々
と
共
通
の
利
害
を
見
つ
け
る
の

は
困
難
か
も
し
れ
な
い
が
、
真
の
問
題
は

対
立
姿
勢
を
示
す
使
用
者
で
あ
る
。

労
働
組
合
は
、
企
業
の
垣
根
を
越
え
て

産
業
レ
ベ
ル
で
組
織
化
・
交
渉
す
る
態
勢

を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
1
つ
の
生
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ケース ◆「ロシアの派遣労働」
アントンはサンクトペテルブルクのフォード自動車工場

でトラクターの運転手をしている。常勤契約を結んではい
るが、それは人材派遣会社アクベストとの契約である。「工
場では大勢の契約労働者が働いており、請負業者間の競
争が激しい」とアントンは説明する。「私の働いている会社
がフォードから追い出されるかもしれないことを除けば、私
の仕事は安定している。臨時契約で雇われている者は、
もちろん弱い立場にある」。
雇用が比較的安定しているにもかかわらず、アントンの契

約では、フォードに直接雇用されて同じ仕事をしている労働
者よりも賃金が少ない。アントンはフォードの労働協約で定
められたものと同じ社会的給付を受給しておらず、労働組合
に加入すれば職を失う。
「私の賃金は2万ルーブル（840米ドル）だが、フォードの
労働者はその１・５倍を稼いでいる。最悪なのは、フォード
は私の対価としてアクベストに３万ルーブル支払っている
が、私が受け取っているのはその一部だということだ」とア
ントンは主張した。
フォードは請負業者を利用することによって、他社に責任を
転嫁し、工場で労働組合に加入する労働者の権利も制限し
ている。「多くの労働者が労働組合に加入したがっている。だ
が、加入すればすぐに解雇されるだろう」とアントンは語った。

産
ラ
イ
ン
で
働
く
労
働
者
た
ち
が
何
十
も

の
さ
ま
ざ
ま
な
会
社
に
雇
用
さ
れ
、
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
で
さ
ら
に
数
百
社
が
活
動

し
て
い
れ
ば
、
１
社
だ
け
を
組
織
化
す
る

組
合
は
、
産
業
別
組
合
の
よ
う
に
集
団
行

動
に
あ
た
っ
て
労
働
者
を
団
結
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

２
０
０
６
年
、
Ｋ
Ｍ
Ｗ
Ｕ
（
韓
国
金
属

産
業
労
働
組
合
）
は
企
業
別
労
働
組
合
の
連

合
組
織
か
ら
産
業
別
労
働
組
合
へ
と
変
わ

り
、
工
場
の
全
労
働
者
を
代
表
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。

強
力
な
全
国
的
労
働
組
合
と
全
国
的
労

働
組
合
間
の
国
際
連
携
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
動
員
に
よ
っ
て
現
行
体
制
に
異
議
を
唱

え
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

目
的
は
、
す
べ
て
の
労
働
者
に
労
働
組

合
に
よ
る
保
護
と
団
体
交
渉
を
保
証
す
る

こ
と
だ
―
―
こ
れ
を
達
成
す
る
に
は
、
多

く
の
労
働
組
合
が
組
織
面
・
文
化
面
で
大

き
な
変
貌
を
遂
げ
る
必
要
が
あ
る
。

時
に
は
、
労
働
組
合
で
は
な
い
が
、
不

安
定
労
働
者
の
権
利
を
求
め
て
運
動
す
る

他
の
組
織
と
提
携
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
も
あ
る
。

44..
恒恒
久久
的的
なな
解解
決決

〜
全
労
働
者
を
労
働
協
約
の
対
象
者
に
〜

正
労
働
組
合
は
不
安
定
雇
用
労
働
者
の

組
織
化
に
よ
っ
て
、
不
安
定
労
働
者
‐
正

規
労
働
者
間
の
連
帯
を
確
立
し
、
す
べ
て

の
労
働
者
を
労
働
協
約
の
対
象
に
含
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
、
こ
の
活
動
の
効
果
は
そ
れ
だ
け

で
は
な
い
―
組
合
は
、
団
体
交
渉
を
利
用

し
て
不
安
定
雇
用
労
働
者
を
保
護
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
労
働
者
に
労
働
組

合
加
入
の
理
由
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
不
安
定
雇
用
は
、
不
安
定
雇

用
に
就
い
て
い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、

す
べ
て
の
労
働
者
に
影
響
を
与
え
る
。
使

用
者
が
正
当
な
事
情
な
し
に
臨
時
契
約
を

利
用
す
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
正
社
員
の

保
障
が
弱
め
ら
れ
る
。
労
働
組
合
は
、
非

常
用
雇
用
や
外
注
雇
用
が
認
め
ら
れ
る
事

情
を
取
り
決
め
る
こ
と
に
よ
り
、
合
意
に

基
づ
く
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
協
約
で
非
正
規
雇
用
の
理
由
を
規
定

し
、
明
確
な
限
度
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ま
た
労
働
協
約
は
、
す
べ
て
の
労
働
者

を
法
的
地
位
に
関
係
な
く
平
等
に
取
り
扱

い
、
労
働
者
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
使

用
者
が
賃
金
・
労
働
条
件
を
引
き
下
げ
て

正
規
雇
用
を
損
な
う
の
を
阻
止
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
派
遣
ス
タ
ッ
フ
を
含
む
不

安
定
雇
用
労
働
者
が
正
規
の
従
業
員
と
同

じ
賃
金
・
給
付
を
受
け
取
り
、
使
用
者
が

不
安
定
労
働
者
を
低
コ
ス
ト
労
働
力
と
し
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て
利
用
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
ら
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。

協
約
に
お
い
て
、
派
遣
会
社
を
通
し
た

間
接
的
な
雇
用
で
は
な
く
、
直
接
雇
用
を

強
く
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。
使
用
者
は
間

接
雇
用
に
よ
り
、
団
体
交
渉
の
対
象
と
な

ら
な
い
他
社
に
責
任
を
転
嫁
し
て
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
臨
時
従
業
員
に
は
、
合

意
さ
れ
た
臨
時
契
約
の
期
限
が
到
来
し
た

時
点
で
、
当
該
従
業
員
の
労
働
が
ま
だ
必

要
と
さ
れ
て
い
れ
ば
、
常
用
労
働
者
に
な

る
権
利
も
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
使
用
者

に
、
常
用
雇
用
を
提
供
せ
ず
に
絶
え
ず
臨

時
契
約
を
延
長
・
更
新
す
る
と
い
っ
た
策

を
弄
す
る
こ
と
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

産
業
レ
ベ
ル
で
労
働
協
約
を
締
結
す
れ

ば
、
不
安
定
労
働
者
の
保
護
を
確
保
で
き

る
見
込
み
が
最
も
高
く
な
る
。

交
渉
の
狙
い

団
体
交
渉
に
あ
た
っ
て
は
、
不
安
定
雇

用
労
働
者
が
以
下
の
適
用
を
受
け
る
よ
う

確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

■
組
合
権
の
保
護

■
懲
戒
・
解
雇
手
続
き

■
同
一
労
働
同
一
賃
金

■
非
差
別
と
機
会
均
等

■
訓
練
と
技
能
向
上

不安定労働に反対する行動（韓国の金属労働者）

イギリスの政労使三者は、派遣
労働者が12週間の資格取得
期間終了後、正規の従業員と
同じ賃金・労働条件を獲得す
ることについて合意に達した。

ケース ◆「アルゼンチンで賃金を均等化」
アルゼンチンの労働組合ＡＯＭＡ（アルゼンチン鉱山労

働組合）は、約15工場で組合オルグが体系的に活動した
組織化活動を経て、セメント部門の全国枠組み合意を締
結した。
ＡＯＭＡは次のように述べた。「オルグたちはセメント産

業を対象に工場から工場を回り、用務員や警備員も含め
て、第三者のサービス提供者を全社的な常勤契約の対象
にするという考えを説明した」
この協約は、仕事の「１級」区分と「２級」区分の区別をな
くし、本質的に同じ仕事を遂行する労働者の賃金・給付
を均等化している。
その結果、ＡＯＭＡによると「労働者は労働組合が守っ

てくれるという意識を強め、労働組合加入に興味を持つ
ようになった」。加えて、この協約は部門全体を対象とし
ているため、ある使用者が「競合他社に仕事を奪われる」
という理由で条件改善を拒否する問題を克服している。

ケース ◆「ドイツの『同一労働同一賃金』」
ウィルフリート・ローテは、ドイツのアウディ・インゴルシュタ
ット工場で派遣会社トゥーヤに雇用される臨時労働者であ
る。2007年、ウィルフリートと他の臨時労働者たちは、所属
労働組合のIGメタルと現場の人材派遣会社との労働協約
によって、常用労働者と同等の賃金を獲得した。この協約
に基づき、ウィルフリートの賃金は金属産業で働く臨時労働
者の平均賃金より50～60％多くなる。
ウィルフリートは次のように語った。「私は他の工場でも

臨時労働者として働いたことがあった。賃金も含めて一番
条件がよかったのは、あるオランダ企業だ。アウディに派
遣される前は複雑な気持ちだった。けれども、ここでの経
験は本当に素晴らしい。報酬はいいし、同僚も私たち臨
時労働者を本当に温かく迎えてくれる」
アウディは２００１年にドイツのインゴルシュタット工場で

初めて臨時労働者を雇った。当時、５００人の労働者がア
デコによって現場に派遣され、コンテナ村に収容された。
標準以下の住宅条件の改善が、臨時労働者たちが初

めて打ち出した集団的要求であった。その後、臨時労働
者は常用労働者の全面的な支援を受けてドイツの金属労
組IGメタルに加入した。

◆ CASE STUDY
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55..

均均
衡衡
をを
取取
りり
戻戻
すす

〜
職
場
で
の
保
護
を
求
め
る
政
治
運
動
〜

不
安
定
労
働
は
労
働
者
に
悪
影
響
を
及

ぼ
す
―
不
安
定
労
働
を
規
制
す
る
法
律
を

制
定
す
べ
き
で
あ
る
」。
そ
の
よ
う
な
理
由

で
、
労
働
組
合
は
安
定
し
た
質
の
良
い
仕

事
に
対
す
る
法
的
権
利
を
求
め
て
闘
っ
て

い
る
。

国
際
連
合
は
労
働
組
合
が
正
し
い
こ
と

を
知
っ
て
お
り
、
１
９
４
５
年
に
合
意
さ

れ
た
国
際
労
働
法
の
基
本
原
則
で「
労
働

は
商
品
で
は
な
い
」と
宣
言
し
て
い
る
。
し

か
し
不
安
定
労
働
者
の
使
用
者
は
、
労
働

は
た
だ
の
コ
ス
ト
に
す
ぎ
ず
、
最
も
安
い

価
格
で
買
っ
て
、
思
い
の
ま
ま
に
解
雇
す

る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
た
め
に
労
働
者
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
。

一
部
の
国
々
で
は
、
労
働
組
合
が
法
改

正
を
求
め
て
う
ま
く
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展

開
し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
正
規
雇
用

さ
れ
て
い
な
い
労
働
者
を
保
護
す
る
た
め

に
、
労
働
法
に
「
従
属
的
労
働
者
」
と
呼

ば
れ
る
区
分
が
追
加
さ
れ
た
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
労
働
法
は
事
実
上
、

派
遣
会
社
や
斡
旋
会
社
、
そ
の
他
の
「
仲

介
機
関
」
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
か
否
か

は
労
働
者
の
諸
権
利
に
関
係
が
な
い
、
と

規
定
し
て
い
る
。
実
際
の
使
用
者
が
労
働

者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。
強
力
な
労
働
組
合
が
組
合
員
の

力
を
利
用
し
て
政
治
改
革
を
達
成
し
て
い

な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
保
護
を
確
保
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

労
働
組
合
が
裁
判
所
を
利
用
し
て
同
様

の
効
果
を
上
げ
て
い
る
国
も
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
の
最
高
裁
判
所
は
、「
自
営
業
と
み
な

さ
れ
、
顧
客
企
業
が
設
定
し
た
条
件
・
価

格
で
働
く
労
働
者
は
、
労
働
法
の
対
象
と

な
る
」
と
の
裁
定
を
下
し
た
。

こ
の
よ
う
な
成
功
は
励
み
に
な
る
が
、

よ
り
い
っ
そ
う
の
努
力
を
払
う
必
要
が
あ

る
。
使
用
者
が
間
接
従
業
員
に
同
等
の
雇

用
条
件
を
提
供
す
る
よ
う
、
法
律
で
義
務

づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
労
働
組
合
は
、
派
遣
労
働
者
の
平
等
な

待
遇
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
の
法
律

を
要
求
す
る
う
え
で
前
進
し
て
い
る
。

も
っ
と
基
本
的
な
法
改
正
が
必
要
な
国

も
あ
る
。
例
え
ば
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
は
、

企
業
内
労
働
組
合
制
度
に
よ
り
、
派
遣
労

働
者
は
並
ん
で
働
く
直
接
採
用
労
働
者
の

労
働
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

労
働
者
を
保
護
す
る
法
律
を
適
切
に
実
施

さ
せ
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
努
力
す
る
必

要
が
あ
る
。
イ
ン
ド
と
韓
国
で
は
、
法
律

で
中
核
的
生
産
活
動
へ
の
契
約
労
働
者
の

利
用
が
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

企
業
は
人
材
派
遣
会
社
に
生
産
事
業
を
下

請
け
に
出
す
こ
と
を
や
め
て
お
ら
ず
、
派

遣
会
社
は
同
じ
工
場
で
低
い
賃
金
・
労
働

条
件
に
基
づ
き
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
。

政
治
面
・
法
律
面
の
変
化
を
求
め
て
働
き

66..

ググ
ロロ
ーー
ババ
ルル
なな
結結
束束

〜
労
働
基
準
、
社
会
的
公
正
お
よ
び
雇

用
を
求
め
て
闘
う
〜

「
不
安
定
労
働
は
、
世
界
各
地
の
あ
ら
ゆ

る
産
業
部
門
で
増
加
し
て
い
る
」。

こ
の
傾
向
を
食
い
止
め
、
労
働
者
の
た

め
に
勢
力
と
正
義
を
取
り
戻
す
に
は
、

国
内
・
国
際
レ
ベ
ル
で
団
結
し
て
産
業
・

政
治
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
実
施
す
る
必
要

が
あ
る
。

私
た
ち
が
地
球
的

規
模
で
結
束
す
れ

ば
、
す
べ
て
の
部
門

の
労
働
者
を
結
び
つ

け
る
こ
と
に
も
な
る

だ
ろ
う
。
G
U
F

（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ユ

ニ
オ
ン
・
フ
ェ
デ
レ

ー
シ
ョ
ン
）
と
I
T

U
C
（
国
際
労
働
組

合
総
連
合
）
は
、
国

際
レ
ベ
ル
で
不
安
定

労
働
の
増
加
傾
向
に

か
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
す
べ
て
の

労
働
者
を
代
表
す
る
労
働
組
合
組
織
が
こ

の
運
動
を
支
援
し
、
法
律
の
実
施
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

非正規労働者法案に抗議する韓国の金属労働者
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せ
る
こ
と
で
あ
る
。
枠
組
み
協
約
の
締
結

と
併
せ
て
組
織
化
を
進
め
、
労
働
組
合
が

警
戒
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
私
た

ち
が
団
結
し
て
取
り
組
ん
だ
場
合
に
ど
れ

だ
け
の
こ
と
が
で
き
る
か
を
使
用
者
に
示

す
こ
と
が
で
き
る
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）
で
は
、
2
0

0
6
年
に
勧
告
第
1
9
8
号

が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
勧
告

は
、
政
府
が
企
業
に
よ
る
責

任
回
避
を
防
止
す
る
た
め
の

政
策
を
策
定
・
採
用
す
る
よ

う
提
案
し
て
い
る
。
す
べ
て

の
国
々
の
政
府
に
対
し
、
こ

の
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
勧

告
に
沿
っ
て
法
律
を
制
定
し
、

労
働
者
保
護
を
強
化
す
る
よ

う
強
く
要
求
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

そ
し
て
、
世
界
貿
易
機
関
、

国
際
通
貨
基
金
お
よ
び
世
界

銀
行
に
お
け
る
政
策
・
成
果

に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
に
国

内
・
国
際
レ
ベ
ル
で
努
力
し
、

労
働
基
準
や
社
会
的
公
正
、

雇
用
を
後
回
し
に
せ
ず
最
優

先
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
促

進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
同
じ
関
心
を
持
つ

組
織
と
幅
広
く
提
携
す
る

こ
と
も
重
要
だ
。
最
も
攻
撃

さ
れ
や
す
い
労
働
者
の
多
く
が
ま
だ
組

合
に
加
入
し
て
お
ら
ず
、
持
続
可
能
な
開

発
と
雇
用
を
促
進
し
て
貧
困
と
闘
う
に

は
、
そ
れ
ら
の
労
働
者
の
動
員
が
不
可
欠

で
あ
る
。

私
た
ち
の
保
障
・
権
利
の
破
壊
の
上
に

企
業
が
権
力
や
利
益
を
得
る
未
来
を
許
容

し
て
は
な
ら
な
い
。
不
安
定
労
働
は
我
々

全
て
に
影
響
す
る
―
す
べ
て
の
労
働
者
が

力
を
合
わ
せ
れ
ば
流
れ
を
逆
転
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

2006年3月、オーストラリアの保守政権は
新しい労働法を導入し、組合が100年以上か
けて勝ち取った不安定雇用に対する制限の
ほとんどを廃止した。
これを受けて、労働組合運動は「Your

Rights at Work」キャンペーンを開始し、労働
組合組織と団体交渉によって安定した確実な
雇用を確保する必要があることについて、数
千人の労働組合代議員・役員、さらに一般大
衆を教育しようとしている。
このキャンペーンは労働者保護を選挙の

重要な争点にするうえで役立ち、2007年11
月、労働者の諸権利を回復するという約束で
新政権が選出された。2008年6月、政府は前
政権がもたらした損害を修正するための一歩となる新しい一連の雇用
基準を発表した。
このキャンペーンが成功したのは、団結と効果的なコミュニケーシ

ョン、組合員の政治的動員、地域社会での支持構築のおかげだった。
たとえ労働組合運動を破壊しようとする法律があるという最も厳しい
状況にあっても、抵抗すれば効果があることが証明された。

ACTU「Your Rights at Work」
キャンペーン：www.rightsatwork.com.au

ケース ◆「オーストラリアで変革を目指して団結」

2007年11月にブラジルで
不安定労働に抗議するIMF

取
り
組
む
た
め
に
一
致
協
力
し
て
い
る
。

不
安
定
雇
用
に
反
対
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル

な
闘
い
に
役
立
つ
可
能
性
が
あ
る
手
段
の

１
つ
は
、
多
国
籍
企
業
と
の
国
際
枠
組
み

協
約
だ
。
こ
の
協
約
の
目
的
は
、
多
国
籍

企
業
の
す
べ
て
の
施
設
と
そ
の
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
で
中
核
的
労
働
基
準
を
尊
重
さ


