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雇
用
は
な
ぜ
有
期
な
の
か

─
─
有
期
雇
用
の
濫
用

　

非
正
規
雇
用
問
題
の
不
条
理
の
第

一
は
、
仕
事
は
恒
常
的
に
存
在
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
期
で
雇
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
自
治
体
職
場
で
も

そ
れ
は
同
様
で
、
更
新（
再
度
任
用
）

回
数
の
上
限
や
空
白
期
間
が
設
定
さ

れ
て
い
る
自
治
体
も
あ
る
。
こ
こ
に

合
理
性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

住
民
に
広
く
雇
用
の
機
会
を
提
供

す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
と
か
、
長

く
雇
え
ば
昇
給
が
な
い
こ
と
と
の
バ

ラ
ン
ス
が
と
れ
な
く
な
る
か
ら
、
と

い
う
説
明
が
当
局
か
ら
な
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
見
す
る
と
ワ
ー

ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
を
感
じ
さ
せ
る
前

者
は
擬
似
的
な
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
あ
る

い
は
雇
用
の
質
を
無
視
し
た
主
張
で

あ
っ
て
、
後
者
は
、
そ
も
そ
も
昇
給

制
度
の
な
い
こ
と
こ
そ
が
解
消
さ
れ

る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　
「
任
用
」
を
盾
に
、
民
間
雇
用
の

労
使
対
等
原
則
が
否
定
さ
れ
、
任
命

権
者
で
あ
る
自
治
体
側
の
裁
量
が
過

度
に
容
認
さ
れ
て
い
る
中
、
雇
用
不

安
が
職
場
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
に
自
治
体
労
組
は
ど
う
む
き
合

う
の
か
。

　

労
働
契
約
法
が
改
正
さ
れ
、
民
間

職
場
で
は
、
５
年
を
超
え
た
非
正
規

（
有
期
）
雇
用
者
に
無
期
雇
用
へ
の
転

換
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

不
十
分
な
内
容
だ
が
公
務
の
世
界
で

も
追
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
だ
ろ
う
。

　

有
期
雇
用
の
濫
用
を
止
め
る
─
─

短
期
的
に
は
、
更
新
上
限
や
空
白
期

間
の
設
定
の
廃
止
。
上
限
を
早
急
に

廃
止
で
き
な
い
と
し
て
も
、
上
限
に

達
し
た
労
働
者
の
再
度
の
任
用
（
合

否
）
に
労
働
組
合
が
規
制
を
か
け
る

（
経
験
の
あ
る
者
の
再
任
用
拒
否
に

は
合
理
的
な
理
由
を
必
要
と
す
る
）

─
─
こ
と
が
課
題
で
あ
り
、
総
務
省

通
知
（「
臨
時
・
非
常
勤
職
員
及
び
任

期
付
職
員
の
任
用
等
に
つ
い
て
」
２

０
１
４
年
７
月
４
日
付
）
は
そ
れ
を

後
押
し
し
て
い
る
。

そ
の
賃
金
は
公
正
か

─
─
賃
金
を
め
ぐ
る
問
題

　

臨
時
・
非
常
勤
等
職
員
の
多
く
が

年
収
は
２
０
０
万
円
に
満
た
な
い
こ

と
を
ど
う
正
当
化
し
う
る
だ
ろ
う
か
。

　

彼
ら
の
仕
事
は
一
時
的
・
臨
時
的

だ
か
ら
、
と
い
う
の
は
事
実
に
よ
っ

て
否
定
さ
れ
て
い
る
し
、
家
族
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
主
張

も
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が
彼
ら
の

中
に
増
え
て
い
る
事
実
に
よ
っ
て
崩

れ
て
き
て
い
る
（
そ
も
そ
も
賃
金
の

決
定
基
準
を
、
扶
養
か
被
扶
養
か
に

お
く
発
想
は
妥
当
か
）。

　

と
こ
ろ
で
、
正
職
員
と
変
わ
ら
な

い
責
任
、
内
容
の
仕
事
を
し
て
い
る

と
い
う
こ
ち
ら
側
か
ら
の
主
張
に
対

し
て
は
、
配
置
転
換
で
さ
ま
ざ
ま
な

仕
事
を
経
験
す
る
正
職
員
と
一
時
点

の
状
況
で
比
較
を
す
る
の
は
妥
当
で

は
な
い
、
と
い
う
反
論
は
あ
り
う
る
。

し
か
し
、
で
は
、
処
遇
面
で
の
差
は

仕
事
上
の
差
の
範
囲
内
（
言
わ
れ
あ

る
格
差
内
）
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。
仕
事
に
見
合
っ
た
賃
金
が

支
払
わ
れ
ず
、
経
験
が
評
価
さ
れ
ぬ

こ
と
や
諸
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
こ

と
は
ど
う
説
明
で
き
る
か
。

　

賃
金
の
決
定
基
準
や
支
払
い
水
準

の
不
公
正
を
直
視
し
、
生
活
し
て
い

け
る
水
準
へ
の
底
上
げ
を
す
み
や
か

に
は
か
る
と
同
時
に
、
勤
続
や
経
験

を
含
め
仕
事
内
容
が
評
価
さ
れ
る
賃

金
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
め
ざ
す

べ
き
方
向
で
は
な
い
か
。

集
団
的
労
使
関
係
か
ら
の

排
除

　

非
正
規
労
働
者
は
、
次
回
更
新
さ

れ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
条
件
下

非正規労働者──ここ数年は、とりわけ自治体で働く臨時・非常
勤等職員の雇用（任用）・労働を調査・研究テーマに据えてきた。
2012年に札幌市議会に付議された公契約条例※の制定運動にも
かかわるなど、「なくそう！官製ワーキングプア」を掲げ、また、
2014年度からは、公益社団法人北海道地方自治研究所に設置さ
れた「非正規公務労働問題研究会」で、調査・研究に取り組んでいる。
調査・研究で見えてきた非正規問題（民間を含む）の問題性や組合
の課題などを報告する。
※条例案は継続審議の後、2013年秋に否決。
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渉
を
進
め
る
、
③
住
民
に
、
臨
時
・

非
常
勤
等
職
員
の
実
態
を
訴
え
て
い

く
、
④
臨
時
・
非
常
勤
等
職
員
制
度

の
法
改
正
に
取
り
組
む
、
で
あ
る
。

　

補
足
す
れ
ば
、
③
非
正
規
労
働
者

の
実
態
は
、（
住
民
だ
け
で
は
な
く
）

正
規
労
働
者
や
組
合
に
も
積
極
的
に

示
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

実
態
の
可
視
化
と
共
有
（
③
）
が
非

正
規
の
組
織
化（
①
）を
促
進
し
、
か

つ
、
後
者
が
前
者
を
促
す
と
い
う
、

①
と
③
は
好
循
環
の
関
係
に
あ
る
こ

と
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
②
や
④
に
労

組
が
本
腰
を
入
れ
る
状
況
を
つ
く
り

だ
す
、
言
い
換
え
れ
ば
、
職
場
に
お

け
る
取
り
組
み
な
く
し
て
制
度
政
策

闘
争
は
力
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
た
い
。

　

異
な
る
労
働
者
グ
ル
ー
プ
を
組
合

に
包
摂
し
な
が
ら
、
意
見
や
利
害
の

調
整
を
進
め
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
は
、

当
事
者
抜
き
で
物
事
を
決
め
ぬ
と
い

う
、
職
場
に
お
け
る
民
主
主
義
の
実

現
過
程
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、

自
治
体
の
ナ
カ
に
も
ソ
ト
に
も
非
正

規
労
働
者
が
大
量
に
生
み
出
さ
れ
る

中
で
、
労
働
組
合
は
そ
れ
を
黙
認
す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
民
主
主
義
を

体
現
す
る
主
体
と
な
る
の
か
。
い
ま

そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

上
林
陽
治
（
２
０
１
５
）『
非
正
規
公
務
員
の
現
在
』

日
本
評
論
社
、
熊
沢
誠
（
２
０
１
３
）『
労
働
組
合

運
動
と
は
な
に
か
』
岩
波
書
店
な
ど
参
照

で
モ
ノ
を
言
え
ず
に
働
い
て
い
る
。

　

彼
ら
に
も
要
求
は
あ
る
。
そ
れ
は

調
査
で
も
明
ら
か
だ
。
し
か
も
そ
の

内
容
は
、
個
別
的
な
も
の
と
い
う
よ

り
は
、
本
来
、
集
団
的
な
労
使
関
係

の
も
と
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、
規
約
の
整
備
を
含

め
、
彼
ら
の
受
け
入
れ
を
進
め
て
い

る
労
組
は
自
治
体
職
場
で
も
ま
だ
多

数
派
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
集
団
的

労
使
関
係
か
ら
の
排
除
、
結
果
と
し

て
生
じ
る
労
使
間
の
圧
倒
的
な
不
利

が
三
つ
目
の
問
題
で
あ
る
。

　

労
働
組
合
に
対
す
る
彼
ら
の
期
待

や
関
心
の
度
合
い
は
低
い
か
ら
、
と

い
う
説
明
が
取
り
組
み
の
進
ま
ぬ
理

由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
れ
は
、
今
後
も
働
き
続
け
ら

れ
る
の
か
先
が
見
え
ず
、
経
験
が
評

価
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
職
場
で
、

自
己
肯
定
感
や
何
か
を
変
え
ら
れ
る

と
い
う
自
己
効
力
感
を
容
易
に
持
ち

う
る
と
考
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
無

理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
労
働
組

合
の
ロ
の
字
も
知
ら
な
か
っ
た
の
が
、

学
習
や
経
験
を
積
み
重
ね
る
な
か
で

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
っ
た

自
ら
の
過
去
を
想
起
さ
れ
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
労
働
組
合
が
築
い
て

き
た
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
や
権
利
行
使

に
非
正
規
労
働
者
か
ら
厳
し
い
ま
な

ざ
し
が
む
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る（
調

査
で
も
そ
れ
は
確
認
さ
れ
る
）。
理

不
尽
な
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
れ
こ
そ
は
、
労
働
者
の
権
利

と
称
さ
れ
る
も
の
が
彼
ら
に
は
無
縁

で
あ
っ
て
、
特
権
的
な
装
い
さ
え
帯

び
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で

は
な
い
か
。
普
遍
的
な
権
利
へ
の
昇

華
が
求
め
ら
れ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
組
合
に
対
す
る
非
正

規
労
働
者
の
考
え
は
可
変
的
で
、
組

合
の
働
き
か
け
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

自
治
体
の
「
ソ
ト
」
に

つ
く
ら
れ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
は
自
治
体

の
「
ナ
カ
」、
つ
ま
り
、
直
接
雇
用
さ

れ
て
い
る
労
働
者
を
想
定
し
て
き
た
。

今
回
方
針
と
さ
れ
た
10
万
人
の
組
織

化
も
、
現
場
で
は
、
お
そ
ら
く
臨
時
・

非
常
勤
等
職
員
が
念
頭
に
お
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
自
治
体
は
「
ソ
ト
」

に
も
、
つ
ま
り
公
共
事
業
や
委
託
事

業
あ
る
い
は
指
定
管
理
者
制
度
な
ど
、

数
多
く
の
仕
事
を
民
間
に
発
注
し
、

公
共
サ
ー
ビ
ス
、
ひ
い
て
は
住
民
福

祉
の
増
進
を
実
現
し
て
い
る
。
そ
こ

で
働
く
者
の
存
在
は
視
野
に
入
っ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
領

域
で
も
、
財
政
難
や
競
争
を
軸
に
し

た
入
札
制
度
下
で
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

が
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

彼
ら
に
と
っ
て
自
治
体
は
、
自
ら

の
命
運
を
に
ぎ
る
存
在
で
あ
る
。
ど

ん
な
に
懸
命
に
働
き
勤
続
を
積
み
重

ね
て
も
、
発
注
価
格
の
切
り
下
げ
で

雇
用
が
切
れ
、
賃
金
は
、
上
が
ら
な

い
ど
こ
ろ
か
下
が
っ
て
し
ま
う
こ
と

さ
え
あ
る
。
そ
の
状
況
に
対
す
る
責

任
を
、
発
注
者
側
に
立
つ
者
は
自
覚

し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

条
例
の
制
定
を
中
心
と
し
た
公
契

約
の
適
正
化
は
、
自
治
体
労
組
が
率

先
し
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
り
、

全
国
各
地
で
の
同
時
多
発
的
な
公
契

約
運
動
の
展
開
が
待
た
れ
て
い
る
。

問
題
の
可
視
化
作
業
を
重
視
し

職
場
に
民
主
主
義
を

　

正
規
労
働
者
が
な
ぜ
非
正
規
問
題

に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
放
っ
て
お
け
ば
自
ら
の
労
働
条

件
も
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
く
か
ら
、

と
い
う
の
は
有
力
な
見
解
で
あ
る
。

た
だ
も
っ
と
単
純
に
、
看
過
し
て
は

な
ら
な
い
不
公
正
が
職
場
に
存
在
す

る
か
ら
と
い
う
考
え
も
重
視
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
気
づ
き
は
当
事

者
で
な
け
れ
ば
容
易
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
組
合
に

積
極
的
に
迎
え
入
れ
（
包
摂
し
）、
彼

ら
が
「
発
言
」
で
き
る
よ
う
環
境
を

整
備
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
れ
が

正
規
と
非
正
規
の
間
の
、
あ
る
い
は
、

発
注
者
側
の
労
働
者
と
受
注
者
側
の

労
働
者
の
間
の
「
壁
」
を
少
し
ず
つ

壊
し
て
い
く
。

　

自
治
労
は
、
こ
の
問
題（
臨
時
・
非

常
勤
等
問
題
）に
関
し
て
、
４
つ
の
運

動
課
題
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

①
臨
時
・
非
常
勤
等
職
員
の
組
合
加

入
を
進
め
る
、
②
正
規
職
員
、
臨
時
・

非
常
勤
等
職
員
が
と
も
に
要
求
、
交

▲公契約条例の制定を求める街頭宣伝（2013年8月1日）
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