
政
府
・
財
界
は
こ
の
間
、
市
場

原
理
万
能
主
義
に
も
と
づ
く
「
規

制
緩
和
」
政
策
の
重
要
な
柱
と
し

て
、
労
働
時
間
の
弾
力
化
や
派
遣

労
働
の
規
制
「
緩
和
」
に
は
じ
ま

り
、
雇
用
・
労
働
に
関
す
る
ル
ー

ル
を
破
壊
す
る
立
法
を
一
貫
し
て

推
し
進
め
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
「
改
正
」
は
、
労
働
者

の
反
対
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
て
き

た
一
定
の
「
歯
止
め
」
を
取
り
払

い
、
①
有
期
雇
用
の
上
限
期
間
を

現
行
の
原
則
一
年
か
ら
三
年
（
専

）

門
職
に
つ
い
て
は
三
年
か
ら
五
年

に
し
て
、
企
業
に
よ
る
正
規
労
働

者
の
有
期
雇
用
へ
の
置
き
換
え
を

い
っ
そ
う
行
い
易
く
し
、
②
新
裁

量
労
働
制
（
企
画
職
型
裁
量
労
働

制
）
の
要
件
を
大
幅
に
緩
和
し
て

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
全
般
に
つ
い
て

裁
量
労
働
制
を
適
用
で
き
る
よ
う

に
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
残
業
代
な

し
で
の
長
時
間
労
働
を
強
制
で
き

る
よ
う
に
し
、
③
派
遣
労
働
期
間

を
一
年
か
ら
三
年
に
延
長
す
る
と

と
も
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
製
造
業

に
つ
い
て
も
解
禁
す
る
（
但
し
派

安
心
で
き
な
い

「
正
当
理
由
」
規
定

「
答
申
」
は
「
正
当
な
理
由
が

な
く
行
っ
た
解
雇
」
は
無
効
と
す

る
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に

使
用
者
は
、
…
…
労
働
者
を
「
解

遣
期
間
は
当
面
は
一
年
）
こ
と
に

よ
り
正
規
と
の
入
れ
替
え
を
は
か

、

れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
で

労
働
法
制
改
悪
の
総
仕
上
げ
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
さ
ら
に
重

大
な
こ
と
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
危

険
き
わ
ま
る
仕
掛
け
が
盛
り
込
ま

れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
「
改
正
」
で
は

「
労
働

、

」

契
約
終
了
等
の
ル
ー
ル
及
び
手
続

と
銘
打
っ
て
労
基
法
に
解
雇
に
関

す
る
規
定
を
新
た
に
設
け
る
と
し

て
い
ま
す
が
、
予
定
さ
れ
て
い
る

規
定
は
解
雇
を
「
規
制
」
す
る
も

の
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際

に
は
、
①
解
雇
は
原
則
自
由
だ
と

し
て
こ
れ
ま
で
以
上
に
首
切
り
を

行
い
易
く
し
、
②
し
か
も
裁
判
で

解
雇
が
無
効
と
さ
れ
て
も
金
さ
え

払
え
ば
労
働
者
を
職
場
か
ら
追
放

で
き
る
し
く
み
を
新
た
に
つ
く
る

と
い
う
、
と
ん
で
も
な
い
内
容
が

盛
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
す
。

雇
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ

て
解
雇
の
自
由
を
原
則
と
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
正
当
理
由
の
な
い
解

雇
は
権
利
の
濫
用
と
し
て
（
例
外

的
に
）
無
効
な
の
だ
と
し
て
い
る

の
で
す
。

こ
れ
で
は
、
い
ざ
裁
判
と
な
っ

た
場
合

「
解
雇
は
も
と
も
と
自
由

、

だ

と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら

例

」

「

外
的
に
正
当
な
理
由
が
な
く
権
利

の
濫
用
に
あ
た
る
」
こ
と
を
労
働

者
側
が
主
張
し
、
証
明
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
て

し
ま
う
危
険
が
あ
り
ま
す
。
裁
判

の
実
務
で
は
、
原
則
に
対
し
て
例

外
で
あ
る
権
利
濫
用
の
認
定
を
す

る
こ
と
に
つ
い
て
裁
判
官
は
消
極

。

的
に
な
る
の
が
普
通
だ
か
ら
で
す

解
雇
無
効
判
決
に
も
従
わ
な

い
企
業
を
免
罪
す
る
新
制
度

今
回
の
労
基
法
「
改
正
」
の
最

大
の
“
目
玉
”
と
も
い
う
べ
き
も

の
が
、
裁
判
所
が
解
雇
を
無
効
と

判
断
し
た
場
合
で
も
、
企
業
が
一

定
の
金
銭
支
払
を
申
し
出
れ
ば
労

働
者
を
職
場
か
ら
永
久
追
放
で
き

る
よ
う
に
す
る
制
度
を
新
設
す
る

こ
と
で
す
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り

「
解
雇

、

」

、

は
原
則
自
由

と
さ
れ
た
も
と
で

労
働
者
側
が
解
雇
の
違
法
・
無
効

を
明
ら
か
に
す
る
に
は
こ
れ
ま
で

以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
強
い

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
今
回
の
「
改
正
」
の
問
題

点
は
こ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
重
大
な
こ
と
に
、
労
働

者
側
が
こ
の
困
難
を
乗
り
越
え
て

解
雇
の
違
法
・
不
当
性
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
場
合
で

も
、
違
法
な
解
雇
を
強
行
し
た
当

の
企
業
の
申
出
に
よ
り
「
一
定
の

金
銭
の
支
払
」
つ
ま
り
「
首
切
り

代
」
の
支
払
い
で
雇
用
を
終
了
さ

せ
る
制
度
を
新
た
に
設
け
て
や
ろ

う
と
い
う
の
で
す
。

本
末
転
倒
の
新
設
理
由

こ
の
よ
う
な
制
度
新
設
の
必
要

性
に
つ
い
て
「
答
申
」
は

「
裁
判

、

所
が
解
雇
を
無
効
と
し
て
、
解
雇

さ
れ
た
労
働
者
の
労
働
契
約
上
の

地
位
を
確
認
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
実
際
に
は
現
職
復
帰
が
円
滑

こ
れ
と
は
逆
に

「
解
雇
に
は
正
当

、

な
理
由
を
必
要
と
す
る
」
を
原
則

規
定
と
し
て
設
け
、
整
理
解
雇
の

四
要
件
を
法
文
化
し
、
挙
証
責
任

を
使
用
者
に
負
わ
す
こ
と
に
す
れ

ば
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を

企
業
は
疑
問
の
な
い
と
こ
ろ
ま
で

立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
な
り
ま
す
。
ど
ち
ら
が
規
定
の

仕
方
と
し
て
適
切
か
は
明
ら
か
で

す
。

に
行
わ
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
こ

と
に
か
ん
が
み
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
実
際
に
職
場
復
帰

の
実
現
が
困
難
な
ケ
ー
ス
が
多
い

の
は
、
違
法
な
解
雇
を
行
っ
て
お

き
な
が
ら
解
雇
無
効
の
判
決
を
も

無
視
し
続
け
る
無
法
な
経
営
者
が

多
い
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
現
実
の
も
と
で
は
、

「
就
労
請
求
権

（
職
場
へ
の
現
実

」

の
復
帰
を
は
か
る
権
利
）
の
明
文

化
な
ど
、
企
業
が
解
雇
無
効
判
決

を
無
視
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
な
実
効
的
な
制
度
を
作
る

こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
う
せ
ず
に
、
違
法
な
解
雇
を

行
っ
て
お
き
な
が
ら
復
職
受
入
れ

を
拒
否
し
続
け
る
無
法
な
企
業
を

「
金
を
払
え
ば
い
い
」
と
し
て
免

罪
し
て
や
る
と
い
う
の
で
は
、
ま

さ
に
本
末
転
倒
で
す
。

人
生
を
賭
け
て
不
当
解
雇
と
た

た
か
い
抜
き
、
解
雇
の
無
効
・
違

法
性
を
明
ら
か
に
で
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず

「
金
を
払
え
ば
そ
れ
で

、

い
い
」
な
ど
と
い
う
制
度
が
で
き

て
し
ま
っ
た
の
で
は

「
金
で
首
は

、

売
れ
な
い
」
は
も
う
と
お
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
違
法
な
解
雇
を
行

っ
た
企
業
は
、
金
さ
え
払
え
ば
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
復
職
実
現
に

向
け
て
の
労
働
組
合
や
支
援
団
体

か
ら
の
要
請
に
手
を
焼
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
な
く
な
る
の

で
す
。

｢

首
切
り
コ
ス
ト｣

も

厚
労
相
告
示
額
で

ら
く
ら
く
予
算
化

企
業
に
と
っ
て
さ
ら
に
都
合
が

よ
い
こ
と
に
、
首
切
り
費
用
が
あ

ら
か
じ
め
計
算
で
き
る
と
い
う
大

き
な
利
点
ま
で
組
み
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

と
い
う
の
は
、
違
法
な
解
雇
で

あ
っ
て
も
労
働
者
を
職
場
か
ら
追

放
す
る
た
め
に
払
え
ば
よ
い
金
銭

の
額
は
、
事
案
ご
と
の
個
別
事
情

に
応
じ
て
裁
判
所
が
判
断
し
て
決

定
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ

め
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
の

方
向
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。

「
答
申
」
は
、
こ
の
場
合
に
厚

生
労
働
大
臣
は
「
労
働
者
の
勤
続

」

年
数
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て

、

金
額
を
定
め
る
と
し
て
い
ま
す
が

無
法
な
解
雇
を
あ
え
て
行
お
う
と

い
う
企
業
に
と
っ
て
、
あ
ら
か
じ

め
「
首
の
値
段
」
が
定
め
ら
れ
て

い
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
使
い
勝
手
の
良

い
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

解
雇
が
無
効
と
さ
れ
た
た
場
合

で
も
「
首
切
り
コ
ス
ト
」
と
し
て

あ
ら
か
じ
め
計
算
さ
れ
た
金
額
で

、

安
心
し
て
首
を
切
る
こ
と
が
で
き

し
か
も
勝
訴
判
決
を
武
器
と
す
る

労
働
者
の
運
動
に
よ
っ
て
復
職
を

。

強
い
ら
れ
る
危
険
も
な
い
の
で
す

こ
う
な
れ
ば
、
不
法
な
解
雇
、

人
権
を
踏
み
に
じ
る
一
方
的
リ
ス

ト
ラ
が
増
大
す
る
の
は
目
に
見
え

て
い
る
で
し
ょ
う
。

（
以
下
、
裏
面
）

ね

ら

わ

れ

て

い

る

「
改

正

」
の

全

容

労

働

法

制

改

悪

の

総

仕

上

げ

＋

首

切

り

自

由

化

判

例

ル

ー

ル

引

き

下

げ

の

危

険

を

は

ら

む

「
労

働

契

約

終

了

等

の

ル

ー

ル

」

き

わ

め

つ

け

の

「
首

切

り

新

兵

器

」

無

効

な

解

雇

で

も

「
金

で

始

末

」
で

き

る

し

く

み

厚
生
労
働
省
は
、
労
働
政
策
審
議
会
の
「
答
申
」
（
昨
年
一
二
月

二
六
日
）
を
受
け
て
、
こ
の
一
月
か
ら
の
通
常
国
会
に
労
働
基
準
法

な
ど
の
「
改
正
」
案
を
提
出
す
る
こ
と
を
予
定
し
、
そ
の
準
備
作
業

を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
は
い
わ
ゆ
る
「
解
雇
ル
ー
ル
」
の
法

制
化
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
マ
ス
コ
ミ
の
多
く
は
、

解
雇
ル
ー
ル
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
で
労
働
者
の
保
護
に
と
っ
て
一

歩
前
進
が
は
か
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
報
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
際

に
は
、
む
し
ろ
解
雇
の
自
由
を
拡
大
す
る
ば
か
り
か
、
金
さ
え
払
え

ば
違
法
な
首
切
り
も
押
し
通
せ
る
し
く
み
を
新
た
に
設
け
る
な

ど
、
リ
ス
ト
ラ
「
合
理
化
」
の
も
と
で
の
無
法
な
解
雇
を
い
っ
そ
う
押

な
い
代
物
で
す
。

し
進
め
や
す
く
す
る
内
容
の
、
と
ん
で
も

抜
粋

労
働
政
策
審
議
会
答
申
（
建
議
）

Ⅰ

労
働
契
約
に
係
る
制
度
の
在
り
方

１

労
働
契
約
内
容
の
明
確
化
（略
）

２

労
働
契
約
の
期
間
（略
）

３

労
働
契
約
終
了
等
の
ル
ー
ル
及
び
手
続
き

労
働
契
約
終
了
等
の
ル
ー
ル
及
び
手
続
き
の
整
備
に
つ
い
て

(1)
イ
労
働
契
約
の
終
了
が
労
働
者
に
与
え
る
影
響
の
重
大
性
を
考
慮

す
る
と
と
も
に
、
解
雇
に
関
す
る
紛
争
が
増
大
し
て
い
る
現
状
に
か

ん
が
み
る
と
、
労
働
契
約
終
了
の
ル
ー
ル
及
び
手
続
を
あ
ら
か
じ
め

明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
契
約
の
終
了
に
際
し
て
発
生
す
る

ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
し
、
そ
の
迅
速
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

ロ

こ
の
た
め
、
労
働
基
準
法
に
お
い
て
、
判
例
に
お
い
て
確
立
し
て
い

る
解
雇
権
濫
用
法
理
を
法
律
に
明
記
す
る
こ
と
と
し
、
使
用
者
は
、

労
働
基
準
法
等
の
規
定
に
よ
り
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
の
解
雇
に

関
す
る
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
労
働
者
を
解
雇

で
き
る
が
、
使
用
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
行
っ
た
解
雇
は
、
そ
の

権
利
の
濫
用
と
し
て
、
無
効
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
を
規
定
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（中
略
）

ハ
ま
た
、
解
雇
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
し
、
そ
の
迅
速

な
解
決
を
図
る
観
点
か
ら
、
退
職
時
証
明
に
加
え
て
、
解
雇
を
予

告
さ
れ
た
労
働
者
は
、
当
該
解
雇
の
予
告
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
当

該
退
職
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
、
使
用
者
に
対
し
て
当
該
解
雇

の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
の
交
付
を
請
求
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

ニ
な
お
、
上
記
ハ
と
同
様
の
観
点
か
ら
、
上
記
１
の
①
で
述
べ
た
と

り
、
就
業
規
則
の
絶
対
的
必
要
記
載
事
項
で
あ
る
「退
職
に
関
す
る

事
項
」に
つ
い
て
、
「解
雇
の
事
由
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

裁
判
に
お
け
る
救
済
手
段

(2)

解
雇
の
効
力
が
裁
判
で
争
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
解

雇
を
無
効
と
し
て
、
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
地
位

を
確
認
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
現
職
復
帰
が
円
滑
に
行

わ
れ
な
い
ケ
ー
ス
も
多
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
裁
判
所
が
当
該
解
雇

は
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
労
使
当
事
者
の
申
立
て
に

基
づ
き
、
使
用
者
か
ら
の
申
立
て
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
解
雇
が

公
序
良
俗
に
反
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
や
雇
用
関
係
を

継
続
し
難
い
事
由
が
あ
る
こ
と
等
の
一
定
の
要
件
の
下
で
、
当
該
契

約
を
終
了
さ
せ
、
使
用
者
に
対
し
、
一
定
の
額
の
金
銭
の
支
払
い
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
、
一
定
の
金
銭
の
額
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
勤
続

年
数
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
と

す
る
こ
と
を
含
め
て
、
そ
の
定
め
方
に
つ
い
て
、
当
分
科
会
（※
）に

お
い
て
時
間
的
余
裕
を
も
っ
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
施

行
期
日
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

※
注
：
労
働
政
策
審
議
会
・労
働
条
件
分
科
会
を
指
す
。

そ
の
他
（略
）

(3)
Ⅱ

労
働
時
間
に
係
る
制
度
の
在
り
方
（略
）

リストラを後押しする法案化をくいとめ
真に実効ある解雇規制法を



労
働
者
の
憲
法
上
の

権
利
を
二
重
に
剥
奪

日
本
国
憲
法
は
、
労
働
者
が
人

間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
労
働
す

る
権
利
を
保
障
し
、
そ
の
た
め
の

労
働
条
件
は
国
の
法
律
で
定
め
る

（

）。

べ
き
こ
と
と
し
ま
し
た

二
七
条

こ
れ
を
受
け
て
定
め
ら
れ
た
の
が

労
働
基
準
法
を
は
じ
め
と
す
る
労

働
者
保
護
立
法
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
労
働
基
準
法

で
、
不
法
に
首
を
切
っ
た
企
業
が

解
雇
が
無
効
と
さ
れ
て
も
な
お
、

金
で
雇
用
を
打
ち
切
れ
る
よ
う
に

す
る
と
い
う
の
で
す
。

労
働
者
が
復
職
を
望
ま
ず
に
自

分
の
方
か
ら
金
銭
補
償
を
求
め
る

場
合
に
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
す

る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
に
は
合

。

理
性
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う

し
か
し
、
解
雇
が
無
効
で
あ
り
労

、

働
者
が
復
職
を
求
め
て
い
る
の
に

無
法
な
解
雇
を
行
っ
た
企
業
に
よ

る
復
職
受
入
れ
拒
否
の
意
向
を
尊

重
し
て
、
無
理
矢
理
に
金
で
解
決

さ
せ
る
と
い
う
の
は
ま
っ
た
く
本

末
転
倒
で
す
。

違
法
な
解
雇
に
よ
っ
て
職
場
か

ら
追
い
出
さ
れ
た
労
働
者
が
復
職

を
求
め
て
裁
判
で
解
雇
の
無
効
を

余
す
と
こ
ろ
な
く
明
ら
か
に
で
き

た
と
し
て
も
、
金
で
の
解
決
が
裁

判
の
名
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
と

い
う
の
で
は
、
復
職
を
求
め
る
労

働
者
に
と
っ
て
裁
判
を
受
け
る
権

利
は
な
い
に
等
し
い
も
の
で
す
。

こ
う
し
て
、
労
働
者
は
裁
判
を

受
け
る
権
利
（
憲
法
三
二
条
）
を

も
奪
わ
れ
る
一
方
、
企
業
は
不
法

な
首
切
り
と
い
う
重
大
な
人
権
侵

害
を
彼
ら
に
と
っ
て
は
と
る
に
足

り
な
い
金
銭
で
、
裁
判
に
よ
っ
て

。

免
罪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す

「

」

、

目
指
さ
れ
て
い
る

改
正

は

憲
法
上
の
労
働
者
の
権
利
ま
で
を

も
二
重
に
侵
害
す
る
も
の
で
、
立

法
に
よ
る
改
憲
策
動
だ
と
言
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

歯
止
め
は

期
待
で
き
な
い「

」

法
改
正
を
打
ち
出
し
た

答
申

は
、
解
雇
が
無
効
の
場
合
の
「
金

銭
に
よ
る
雇
用
打
ち
切
り
」
の
申

、

立
て
が
使
用
者
か
ら
の
場
合
に
は

「
公
序
良
俗
に
反
し
て
行
わ
れ
た

も
の
で
な
い
こ
と
や
雇
用
関
係
を

継
続
し
難
い
事
由
が
あ
る
こ
と
等

の
一
定
の
要
件
の
下
で
」
と
し
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
歯
止
め
と
し

て
機
能
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
期

待
で
き
ま
せ
ん
。

第
一
に

「
公
序
良
俗
に
反
し
て

、

行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
」
に

つ
い
て
言
え
ば
、
た
と
え
ば
組
合

敵
視
に
も
と
づ
く
解
雇
は
不
当
労

働
行
為
と
し
て
公
序
良
俗
に
反
す

る
も
の
で
す
が
、
実
際
の
裁
判
で

は
、
解
雇
を
無
効
と
す
る
判
決
も

余
程
の
場
合
で
な
け
れ
ば
不
当
労

働
行
為
だ
か
ら
と
ま
で
は
述
べ
な

い
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
で
す
か

ら
、
労
働
者
側
は
、
解
雇
無
効
を

明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
が
組
合
敵
視
に
も
と
づ
く
こ
と

を
余
す
こ
と
な
く
明
ら
か
に
で
き

な
け
れ
ば
「
金
銭
で
雇
用
打
ち
切

り
」
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
思
想
差
別
に
よ
る
解
雇
の
場

合
も
、
裁
判
の
現
実
に
照
ら
せ
ば

同
様
の
結
果
と
な
る
こ
と
は
目
に

見
え
て
い
ま
す
。

第
二
に

「
雇
用
関
係
を
継
続
し

、

難
い
事
由
が
あ
る
こ
と
」
に
い
た

っ
て
は
、
無
効
な
解
雇
を
強
行
す

る
企
業
は
そ
も
そ
も
ほ
と
ん
ど
全

て
の
場
合
に
「
雇
用
を
継
続
し
難

い
」
と
主
張
す
る
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
た
と
え
ば
、
少
数
組
合
潰

し
の
た
め
に
解
雇
を
強
行
し
た
使

用
者
は

「
職
場
は
一
～
二
名
を
除

、

、

け
ば
す
べ
て
第
二
組
合
員
で
あ
り

」

復
職
さ
せ
れ
ば
職
場
は
混
乱
す
る

の
で
「
雇
用
を
継
続
し
難
い
」
と

。

、

主
張
す
る
で
し
ょ
う

あ
る
い
は

営
業
の
一
部
門
を
別
会
社
化
の
う

え
労
働
条
件
大
巾
引
下
げ
を
伴
う

移
籍
に
応
じ
な
い
労
働
者
を
解
雇

し
た
企
業
は

「
す
で
に
業
務
は
す

、

べ
て
別
会
社
に
移
っ
て
い
る
」
の

で
「
雇
用
を
継
続
し
難
い
事
由
が

あ
る
」
と
主
張
す
る
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。

労
働
者
側
が
「
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
」
と
し
て
裁
判
所
に
こ
れ
を

否
定
さ
せ
る
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ

で
し
ょ
う
。

日
本
に
は
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
よ
う
な

解
雇
規
制
法
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

労
働
者
の
た
た
か
い
の
積
み
重
ね

に
よ
り
、
正
当
な
理
由
の
な
い
解

雇
は
無
効
だ
と
い
う
判
例
上
の
ル

ー
ル
を
確
立
し
て
き
ま
し
た

「
整

。

理
解
雇
の
四
要
件
」
も
ま
た
、
こ

う
し
た
ル
ー
ル
の
具
体
化
の
ひ
と

つ
で
す
。

し
か
し

「
判
例
を
知
ら
な
か
っ

、

た

「
こ
の
首
切
り
は
判
例
の
ケ
ー

」
ス
と
は
違
う

と
い
う
口
実
や

裁

」

、「

判
で
争
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら

な
い
」
な
ど
と
し
て
横
暴
な
解
雇、

が
強
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

判
例
上
の
ル
ー
ル
だ
け
で
は
企
業

の
無
法
な
首
切
り
を
阻
止
す
る
に

は
不
十
分
で
す
。

こ
の
た
め
、
横
暴
を
な
く
す
に

は
法
律
に
明
確
な
規
定
を
設
け
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
と
り
わ

け
、
判
例
を
も
無
視
し
た
暴
走
リ

ス
ト
ラ
「
合
理
化
」
と
そ
の
も
と

で
の
無
法
な
首
切
り
が
広
が
っ
て

い
る
実
態
に
照
ら
せ
ば
、
目
指
さ

「

」

れ
て
い
る
ま
や
か
し
の
法

改
正

な
ど
で
は
な
く
、
確
立
さ
れ
た
判

例
上
の
ル
ー
ル
を
明
文
化
し
た
実

効
あ
る
解
雇
規
制
法
の
制
定
が
現

実
の
急
務
で
す
。

具
体
的
に
は
、

①

解
雇
に
は
正
当
な
理
由
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
大
原
則
と
し

て
明
記
す
る
こ
と
、

②

正
当
理
由
の
例
示
と
し
て

整
「

理
解
雇
の
四
要
件
」
を
明
記
す

る
こ
と
、

③

正
当
理
由
が
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
の
立
証
責
任
は
使
用
者
に

あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
、

④

使
用
者
に
は
解
雇
無
効
の
判

決
に
従
っ
て
労
働
者
の
復
職
を

受
け
入
れ
る
義
務
の
あ
る
こ
と

を
明
記
す
る
こ
と
、
で
す
。

審
議
会
答
申
の
危
険
な
内
容
に

照
ら
せ
ば
、
法
案
作
成
段
階
で
の

。

と
り
く
み
は
き
わ
め
て
重
要
で
す

通
常
国
会
へ
の
政
府
提
出
法
案
は

二
月
初
旬
と
見
込
ま
れ
る
の
で
、

い
ま
な
ら
、
危
険
な
ま
ま
の
法
案

提
出
を
阻
止
し
て
私
た
ち
の
要
求

を
盛
り
込
ま
せ
る
こ
と
が
展
望
で

き
ま
す
。
厚
生
労
働
省
が
提
出
法

案
を
完
成
さ
せ
る
前
ま
で
に
緊
急

の
要
請
を
強
め
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
左
記
の
例
文
を
ご
参
考

に
緊
急
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

厚生労働省労働基準局総務課 御 中

（ ０３－３５０２－６４８５）FAX

要 請 書

労働政策審議会は、昨年１２月２６日付で労働基準法等の改正を「建議」しましたが、

そのなかで「労働契約終了等のルール及び手続」の整備をはかるとして提起している内容

に、私たちは大きな懸念を抱かざるを得ません。

第１に 「建議」は、解雇を原則自由としつつ正当事由のない解雇が例外的に無効とさ、

れるにとどまるとしましたが、これでは、労働者が解雇を争うことは今まで以上に困難と

なってしまいます。

第２に、より重大なことに 「建議」は、解雇が裁判で無効と判断されても一定額の金、

銭支払いにより労働契約を終了させるべきことを、当の無効な解雇を行った使用者が申し

立てることができる制度を新設すべきとしています。これは、使用者は不法な首切りをし

ても金さえ払えば済まされるようにし、違法・無効な解雇を受けて職場復帰を求める労働

者から裁判上の救済を受ける道を奪うものです。

そこで、労働基準法の改正案に解雇ルールを盛り込むことについて、つぎのとおりとさ

れるよう要請します。

記

１ 使用者は正当な理由がなければ労働者を解雇できないことを解雇ルールの原則規定と

して明記すること。

２ そのさい、整理解雇については判例上確立されている四要件を正当な理由として明示

すること。

３ 解雇が無効と判断される場合でも使用者が労働者に一定の金銭支払いを行えば雇用契

約を終了させることができる裁判を、使用者の申立にもとづいて行うことができる制度

は絶対に導入しないこと。

２００３年１月 日

住 所

名 称

法

改

正

は

急

務

ー

私

た

ち

の

要

求

整
理
解
雇
の
四
要
件

①

人
員
削
減
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
経
営
上
の

差
し
迫
っ
た
必
要
性
が
あ

る
こ
と
。

②

人
員
削
減
に
あ
た
っ
て
解

雇
と
い
う
手
段
を
回
避
す

る
た
め
の
努
力
を
尽
く
し

た
こ
と
。

③

解
雇
対
象
者
の
人
選
基

準
が
客
観
的
・
合
理
的
で

あ
り
、
そ
の
適
用
が
適
正

に
行
わ
れ
た
こ
と
。

④

解
雇
対
象
と
な
る
労
働

者
及
び
労
働
組
合
に
対
し

て
納
得
が
得
ら
れ
る
よ
う

十
分
な
説
明
を
行
い
協
議

を
尽
く
し
た
こ
と
。
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