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1．は じめ に

　労働条件 の劣悪化 と生活苦が 非正 規雇 用 労働者 に集 中 的 に

現れ て い る 。 雇用形態 の 多様化 が 非正規雇用 労働者 に与えた

もの は、非正規 とい う雇用身分で あ り、労働と生活の 貧困で

あ り、表現 しよ うの な い 閉塞感 で あ る。「非正 規 雇 用 で 働 く く

らい な ら生 活保護 を 申請 した 方が ま し」 とい う声 さ え囁 か れ

る昨今で あ る。非正 規 雇用 を正 規 雇用 に 転換させ るか、非正

規雇用 の ま まで 人 並 み の 暮 ら しが で きる 労働条件 を与 え る こ

とは 当然 で あ る。

2．ア メ リカ の非正 規 雇用 労働者

　 ア メ リ カの 場 合 、高 度専 門職 の 場 合、非正 規 雇用 労働 者で

あ っ て も労働組合 か らサ ポートを受 け られ る。非正規雇用 労

働者 は正 規 雇用 労働 者 と 同等 の 労 働 条 件 が 与 え られ る。職種

別労働組 合 の 組 織化 原理 は職種 に置 か れ て お り、雇 用 形 態 の

違い は組合員資格 の 妨げに な らない か らで あ る。

　航空 ・宇宙産業 に 代表 され る軍需産業 の 肥大化 、 民間製造

業の 海外移転 に よる 国内地域経済の 空洞化 、 海外 か らの 安価

な商品の 輸入拡大 と中小企業の 倒産劇 、 サ ブ プ ラ イ ム ロ
ー

ン

問題 に 示 され る 貧困層 を も巻 き込 ん だ 経済金 融 化 とそ の 挙 げ

句の 経営破綻、株主 と経営者 の 所得増 大 と大 規 模 な リス トラ

に よ る 中間層の ス リ ム 化、歴 代共和党政権の 反 組 合政 策 な ど

に 伴っ て 、1990年代後半 に な る と ワ
ーグナー

法体制 は機 能 し

えな くな っ た。巨大 な労働組 合 で さえ も組 織 率 が 低 下 し、団

体交渉力の 維持が難 しい
。

　流通 ・販売業 、 飲食業 、 そ の 他、各種 サービ ス 業で は、就

労する 多 くの 労働者 は移民 で あり、彼等 を雇用す る企 業 の 規

模 は 小 さく、経営者 も自営業者が 多 い 。自営業者 の 多くは労

働組合 を敵視 して お り、こ れ らの 業種 で働 く労働者 は、労働

組合 の 組織化 の 対象 に さえな らな い 。

　 団体交渉権 を もつ 労働組合 を確立 す る の は、極 め て 困 難 で

ある 。 当然の こ とな が ら、労働組 合 の 結 成 は経 営 者 ・管 理 者

及 び 人事部 か ら の 干渉 と妨 害 に 遭 う。組 織 化 に失 敗 す れ ば、

経営者 か ら対抗措置が 採 られ、指導的役割 を担 っ た労働者 は

標的に され る 。 不遇な 立 場 に追 い 込 まれ る。こ の ような対 抗

措置を恐れる あまり、 労働者 は低賃金 ・
無権利状 態 で働 き続

けて きた。

　 ア メ リカ で は、一
般 に 社会保障制度が 発達 せ ず、国民皆保

険制度 は 存在 し ない 。 民問医療保 険 に 加入 して い な け れ ば、

労働者 とそ の 家族 は 病気 に な っ て も治療を 受け られ な い 。「好

き好 ん で 病気 に なっ た訳 で もな い の に 」 で あ る。開 業 医 を訪

問す る と受付 で真 っ 先 に尋 ね られ る の は保険会社名で ある 。

貧 しい 労働 者 とそ の 家 族 に とっ て 民 間医療保険 に加入 す る の

は難 しい 。

　貧 しい 労働者 の 家庭 に は、職業訓 練 を受 け る 資金もな い 。

学 科教 育 と実 習 を 受け な け れ ば、職 業 資格 を取 得 で き な い 。

職 業 資格 が な けれ ば、正 規 雇 用 の 職 を 入 手 で きな い 。企 業 に

雇わ れ て い る労働者 も、雇 わ れ な い で 働 い て い る労働者も、

見通 しの もて ない 貧 しさ に苦 しめ られ る 。 日本 と同 じ よ うに 、

多数の 非正 規雇用労働者 は、不安定 で 細切 れ の 雇用 、 劣悪な

労働条件 と処遇 条件 に甘 ん じな けれ ば な らず、正 規雇用 と し

て採 用 され な い キ ャ リ ア 階梯 に 苦 しめ られ て い る。

3．非正 規労働者 の正 規雇用 化 と職業訓練

　 こ の よ う な ア メ リ カ の 雇 用 と労 働 生 活 の 現 実 を踏 ま え て 、

著 名 な労 働 問題 研 究 者 に よ っ て 著 され た 「仕 事 と暮 ら しを取

りもどす
一

社会的正 義の ア メ リ カー
』 は、労働組合機能 を兼

ね備 え て い るNPO 、あ る い は労働組合活動 を サ ポートす る

NPO の 活動を捉えて 、日本の 読者 に 紹介 して い る 。

　本書 は 4章 か ら構成 さ れ て お り、第 1章 は 「権利 を守 る」で

あ る。こ の 章 で紹 介 され て い る の は、雇 用 労働者の 権利 を擁

護す る た め の 労働者組織 の 活動で あり、そ れ らを代表す る組

織体 は、移住労働者を構成員 とする ワ
ーカーセ ン タ

ー
で あ る。

全 米 で は こ の 種 の ワ
ーカ ーセ ン タ

ー
は200組織 に及 ぶ と の こ

とで あ る。

　本書は コ ミ ュ ニ テ ィ の 違 い に基づ い て 、地域的 コ ミ ュ ニ テ

ィ を基 盤 と す る ワ
ーカ ーセ ン タ ーと職業別 コ ミ ュ ニ テ ィ を基

盤 とす る ワ
ーカーセ ン ターとに 区分 し、前者で は、ニ ュ

ージ

ャ
ージー州 にあ る ニ ュ

ーレ イバ ーを取 りあげて 紹介 して い る 。

こ の 地域 を基盤とす る ワーカ ーセ ン ターが積極的に取 り上げ

て い るの は英語教育で ある 。 弁護士を雇 っ て労働者 の 権利を

守 る活動、例 えば、残業代 の 未払 い 問題 の 解決 に も積極的で

あ る。後者 で は、家事労働組合連合、タ ク シ
ー

労働者連合、

ロ ッ クニ ュ
ーヨ ーク な どの 活動が 紹介 さ れ て い る 。 ち な み に

オバ マ 現 大統領 は、タ ク シ
ー

労働者連合 の オ ル ガ ナ イ ザーだ

っ た そ うで ある 。

　第 2章 は、 「雇 わ れ ず に働 く
一

助 け合う組織づ くりとワ
ー

ク ・ル ール 立 法運 動一」で あ る 。 こ の 章で 紹介 さ れ て い る の

は、誰か 特定 の事業主 に雇 わ れ る こ とな く働 い て い る 人た ち

の 組織 で ある 。 独立請負業 や 労働者派遣業 と い っ た 制度 を、

政府、企業、行政が増や して きた か らで あ る 。 その た め に、

自営 業者、業務請負労働者、細切 れ 雇用で しか 働けな い 労働
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者の 組織が 必 要 とな る。

　こ こ で は、ニ ュ
ーヨ ーク市に あ る2つ の 組 織体が 紹介 さ れ

て い る。1 つ は、生 活 と雇用 に 不安を もつ 前述 の ような労働

者の た め に、健康保 険 や 年金 保 険等を提 供 し、州 法で の 立 法

を促進 す る フ リー
ラ ン サ ーズ ・ユ ニ オ ン で あ り、2 つ は、ホ

ーム ヘ ル パ ーを構成 員 とす る労働 者協 同 組 合 で あ る。

　筆者 に とっ て 印象深 か っ た の は、CHCA と呼 ば れ る ホーム

ヘ ル パ ーた ち の 協同組合 で あ る。自分 た ち で 1000ドル を拠 出

し、自分 た ち で会 社 を所有 しつ つ 働 い て お り、労働 者所有の

会社 で あ る。事業収益 の
一

部 は労働者 に 分 配 され、取 り組ま

れ て い る事業、教育訓 練、新 規採用 な どは 全て 話 し合 い で 決

め られ る。民主主義的 な組織運営の 原 則 が 貫か れ て い る。

　第 3 章は 「ス キ ル を 身に 付け仕事を探す
一地域 密着型 の 職

業訓練 と斡旋
一

」で あ る 。労働者は 職 務遂 行に 必 要 な技 能 を

習 得 し、雇 用 に 直 結 で き る技 能 を身 に 付 け なけ れ ば、雇 用 さ

れ る 可 能 性は 現実 の もの とは な ら ない 。こ の よ うなサービ ス

を提供 す る組 織 とは、非 正 規 雇用 労働者が 技 能 を習得 し、仕

事 を見つ け出す た め の 組織で あ り、技能 を習得しようと努力

す る労働 者 を経 営者に 紹 介す る 組織で もあ る。そ の 性格上、

経 営者 団体 に 近い NPO 法 人 で あ るWIRE −NET で あ る。こ の

NPO 法人 の メ ン バ ーとな っ て い る企 業 は300社 に 及ん で い る。

　広 い 意味 に お い て ミ シ ガ ン 州 の 行政 組織 で あ る と言 え る ミ

シ ガ ン ワ
ー

ク ス も、こ の 第3章で 紹 介 され て い る 。ミ シ ガ ン

ワ
ーク ス の 活 動 は労 働 力 投 資 法 をベ ー

ス に して い る ら しい 。

つ ま り、ミ シ ガ ン ワ
ーク ス は 政 府 機 関 の 代理 とな っ て 、州 内

の 民 間組織 やNPO 法 人 に 職業指導 と 職業訓 練 を委 託 して い

る 。 経営者 が実際に求 め る技能が どの ような もの で あ る か を

明 らか に し、事業主 が 求め る技能を労働者に 習 得 させ る訓 練

プ ロ グ ラ ム を立案 し、訓練 を受け させ て 正 規雇 用 に 繋げ よ う

と して い る 。

　 第 4 章の 表題は 「支え合う社会を復活 させ る
一

ソ
ーシ ャ ル

ネ ッ トワ
ー

ク 化する 組織
一

」で あ る。こ の 章で は、第 1章か

ら第 3 章まで に 紹介 され た 、貧 しい 労働 者 をサ ポートす る組

織体 の 特徴 が、ソーシ ャ ル ネ ッ トワーク とい う視点か ら巧 み

に 整理 され て い る 。 評 者 も短期間 で あ るが、ア メ リカ 在住で

えた 印象 と して 、地域福祉の 担い 手 として 教会が 果 た す 役割

が 大きい こ と を知 っ て い た 。 しか し、こ の 章で 示 され る論点

の 1つ と して 紹介され て い た こ と は、ソ
ー

シ ャ ル ネ ッ トワ
ー

クづ くりの 中心 となっ て い る の が 高学歴の 女性 た ちで ある こ

とで あ る 。 また、こ の 章 は、労働組合 は なぜ 主役か ら滑 り落

ちた の か 、あ らため て 問い 直 して い る。ア メ リカ の 著名 な労

使関係研究者で あ る ポ ール ・オ ス ターマ ン、マ イ ケ ル ・J ・

ピオー
リ等の 指摘か ら、ニ ュ

ーデ ィ ール 型労使 関係が 成立 す

る 諸条件が 崩壊 し て い る こ と、従来 の 労働組合組織 に と ど ま

る もの もあ る が、こ れ に代替す る もの として、「新 しい 労働組

織 とその ネ ッ トワ
ー

ク」づ くりが進 ん で お り、ます ます重要

な役割 を果 た しつ つ あ る と指摘 して い る 。

　各々 の 章で、非正 規雇用労働者が 正規雇用労働者 として の

地 位 を獲得 で きる社会的諸条件 が どの よ うなもの で あ るか が

検討 さ れ、さ ま ざ まな組織体 の 活動が 紹介 され て い る。非 正

規雇 用 で 就労す る求職者 との キ ャ リ ア 面接 、 彼等 に 対する 職

業指導と職業紹介など、非正規雇用労働者 の 職業指導及び 職

業訓練の 問題が 真正面から取 り上 げられ て い る 。

4 ．非 正 規 雇 用 の 正 規 雇 用 化

　労 働 法 制 の 規 制緩和 は、「選択 の 自由」「自己責任」を旗印

に して、非 正 規 雇 用労働者数を増大 させ た 。 日本で は、専門

職 種 だ け に 認 め られ て い た 労働者派遣業 を、1990年代末 の 法

改正 に よっ て製造業 に まで拡大 して しま っ た 。 既 に製造業 に

は構内請負業が広 が っ て い たが、製造業 に労働者を派遣 で き

る 時代 が 到来する と、偽装請負とい う法令違反 の 病理現象を

大量 に 生み 出 した。非正規雇用労働者数 は労働人 口 の 3割以

上 を 占め る まで に な っ て い る。

　 日雇い 派 遣 制 度 に 象徴 され る細 切 れ の 雇 用、離 職 と転 職 の

繰 り返 し、正 規 雇用 に 直 結 しな い 実務 研 修（OJT）、求 職 者 支

援法 に再度復活 して い る ジ ョ ブ カード方式、雇 用 保険法の 付

帯事項 を 財 源 とす る 職 業 訓 練給付金 の ば ら撒 き、200万 円 を

下 回 る青年期労働者 の 年 間所得額、一
方的な解雇と雇い 止め

の 横行、個別労使紛 争 の 増大 と社会不 安の 増大、生活拠点 と

して の 住居 の 喪失、ネ ッ トカ フ ェ を余儀 な くされ る生活苦等

は、今日、リス トラ の 標 的 に さ れ る 中 高年労働 者 と非 正 規 職

を押 し付けられ る青年労働者層 に 現れ て い る。

　 中高年労働者 と若者 に 集中的 に 現 れ て い る 生 活 と労働 の 貧

困化 を打 破 し、彼等 の 労働 条件 を 改 善 ・整 備 させ るた め に は、

何 よ りも事実 の 収集 に こ だ わ る 学問的研究、事実 と事実 を結

びつ け る 強靭 な論理 が 必 要 とな る。産 業教 育学会 を は じめ と

す る多 くの 学会で真剣な 議論が 交 わ され て きた。こ の こ とは、

多くの 会員が 雇用 と労働 の 現実 の 動向に無関心 で な い こ との

証 左 で あ る。こ れ らの 議論の 多くは、非 正 規 雇用 労働者 を正

規 雇 用 労働 者化 させ るべ きで あ る とい う方向で な され て い る。

　雇 用 形態の 多様化 は、労働者 の 主体 的 な選 択 に繋 が っ て はい

る訳 で は な い 。好 き こ の んで 非正 規 雇用 の 職 を選 択 す る 若者 な

どい は しな い 。い っ た ん 非正 規雇 用 職 に就 い て しま うと、労働

市場の 底辺 部か ら脱 出する の は困難で ある。細切 れの 非正規雇

用 か ら得 られ る年問所得で は、高額 な職業訓練費を負担する こ

とは で きな い 。職業訓 練 を受ける機会が あっ て 公 的職業資格 を

取得 した と して も、そ の ような職業資格が、事業主 に対 して 正

規雇 用 を強 い る道具 に な るわ けで は ない 。属 人 的雇用 が 人事の

基本 となる 日本で は、公的職業資格を持っ て い て も、そ れ が採

用人事と賃金に 直結連動す る訳で は ない か らで あ る。

5．お わ りに

　本書 は、軍事産 業 と金 融資本 を中心 とす る ア メ リカ経済社

会が市場原 理 主義を受容 した な らば、い っ た い どの よ うな経

済社会が 到 来 す る こ とに な る か を端的 に示 して い る 。 本書 は、

現 地 で の 聞 き取 り調 査 をベ ー
ス に記述 さ れ て い るが 、 単なる

聞 き取 り調 査 で終 わ っ て い ない 。幅広 い 文献研究 を 踏 まえ て

記述 され て い る た め に、ジ ャ
ーナ リス テ ッ ク な 問題関心の 域

を超えた研 究書で あ る。一
読 を勧 め た くな る 良著 で あ る 。

　 （岩 波 書 店、2012年、四 六 判、総頁数166頁、1800円 ＋ 税）
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