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今
、
な
ぜ
労
働
組
合
か
―
新
自
由
主
義
改
革
に
抗
す
る
教
職
員
組
合
の
役
割
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息
を
吹
き
返
し
た
新
自
由
主
義

 　

日
本
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
ひ
ど
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
、
と
嘆
い
て
い
る
方
は
多
い
に
ち
が
い
な
い
。

一
方
で
、
非
正
規
労
働
者
が
増
え
て
、
年
収
２
０
０
万
円
に
足
り
な
い
人
が
５
年
連
続
で
１
０
０
０
万
人
を
越

え
、
生
活
保
護
受
給
者
が
過
去
最
高
を
更
新
し
た
。
他
方
で
、
億
万
長
者
が
10
年
前
の
３
倍
以
上
に
な
っ
て
い
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る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
企
業
は
内
部
留
保
を
２
５
７
兆
円
も
貯
め
込
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
を
生
み
出
し
た
原
因
は
、
小
泉
元
首
相
が
推
進
し
た
新
自
由
主
義
改
革
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
対
抗
勢
力

が
、
こ
れ
を
阻
む
だ
け
の
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
と
り
わ
け
、
働
く
現
場
で
新
自
由
主
義

改
革
に
抵
抗
す
べ
き
労
働
組
合
の
責
任
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
下
で
新
自
由
主
義
改
革
は
猛
威
を
ふ
る
い
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
金
融
危
機
や
Ｅ

Ｕ
の
信
用
不
安
を
生
み
出
し
て
き
た
。
日
本
で
も
東
日
本
大
震
災
や
原
発
の
過
酷
事
故
を
利
用
し
た
「
シ
ョ
ッ

ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
」（
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
）
に
よ
っ
て
新
自
由
主
義
は
息
を
吹
き
返
し
、
野
田
政
権
は
構
造
改

革
路
線
を
引
き
継
ご
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
新
自
由
主
義
改
革
に
抗
す
べ
き
労
働
組
合
の
役
割
は
、
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
労
働
組
合
に
は
、
働
く
人
々
の
団
体
と
し
て
の
役
割
と
職
能
的
な
団
体
と
し
て
の
役
割
が
あ

り
、
教
育
の
現
場
で
働
く
教
職
員
組
合
は
、
教
育
の
内
容
と
あ
り
方
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 　
　
　

日
本
の
困
難
を
解
決
す
る
た
め
の
役
割

 　

今
日
の
日
本
の
社
会
問
題
を
も
た
ら
し
て
い
る
「
諸
悪
の
根
源
」
は
、
労
働
現
場
で
の
働
き
方
（
働
か
せ
方
）

に
あ
る
。
そ
の
典
型
は
「
少
子
高
齢
化
」
だ
と
言
え
る
。
高
齢
者
の
増
大
は
、
長
生
き
の
証
拠
で
あ
っ
て
問
題
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と
す
る
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
出
生
数
の
減
少
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　

そ
の
原
因
は
、
子
ど
も
を
「
生
ま
な
い
」
こ
と
で
は
な
く
、「
生
め
な
い
」
こ
と
に
あ
る
。
晩
産
化
や
無
産
化

の
背
景
に
は
、
雇
用
不
安
、
非
正
規
化
、
低
賃
金
、
長
時
間
労
働
、
過
密
労
働
な
ど
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
子
ど
も
を
産
ん
で
育
て
ら
れ
る
だ
け
の
条
件
が
揃
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
出
産
を
た
め
ら
う
例
が
多

い
。
根
本
的
な
原
因
は
劣
悪
な
賃
金
・
労
働
条
件
に
あ
る
。

　

ま
た
、
不
健
康
社
会
の
到
来
の
背
後
に
も
、
同
様
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
働
く
人
々
の
精
神
を
む
し

ば
む
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
全
の
背
景
に
は
、
長
時
間
に
わ
た
る
過
密
な
労
働
や
人
員
不
足
、
成
果
・
業
績
主
義

の
導
入
な
ど
が
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
日
本
の
人
口
は
減
り
始
め
、
社
会
は
崩
壊
に
向
か
っ
て
い
る
。
総
人
口
は
２
０
０
５
年
に
戦
後

初
め
て
自
然
減
と
な
っ
た
。
15
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
生
産
年
齢
人
口
は
１
９
９
５
年
を
ピ
ー
ク
と
し
、
そ
の
翌

年
か
ら
減
少
し
て
い
る
。
今
後
、
人
口
の
自
然
減
と
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
は
、
社
会
の
縮
小
と
活
力
の
低
下

を
も
た
ら
し
、
将
来
の
負
担
増
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
労
働
組
合
は
人
間
ら
し
い
労
働
と
生
活
の
実
現
を
め
ざ
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
目
標
と
し
て
い
る
「
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
」
の
実
現
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

以
下
の
４
つ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

　

第
１
に
、
雇
用
の
維
持
で
あ
る
。
現
代
社
会
で
雇
用
形
態
が
多
様
化
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ

が
雇
用
の
切
断
を
生
み
出
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
正
規
労
働
と
非
正
規
労
働
の
よ
う
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な
雇
用
形
態
に
よ
る
処
遇
の
違
い
も
、
平
等
な
も
の
へ
と
是
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
誰
に
で
も
働
く
機
会

が
保
障
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
働
き
方
で
も
処
遇
が
公
平
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
２
に
、
賃
金
の
引
き
上
げ
で
あ
る
。
普
通
に
働
い
て
も
生
活
で
き
な
い
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
は
異
常
で

あ
り
、
普
通
に
働
け
ば
普
通
の
生
活
を
送
れ
る
だ
け
の
収
入
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
早
急
に

１
０
０
０
円
の
最
低
賃
金
を
実
現
し
、
賃
金
の
男
女
間
格
差
、
正
規
と
非
正
規
労
働
者
と
の
格
差
を
是
正
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
３
に
、
労
働
時
間
の
短
縮
で
あ
る
。
働
く
人
の
健
康
を
破
壊
せ
ず
家
庭
生
活
を
阻
害
し
な
い
適
正
な
労
働

時
間
に
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
労
働
基
準
監
督
署
の
監
督
と
産
業
医
の
権
限
を
強
め
、

労
働
基
準
法
を
改
正
し
て
３
６
協
定
に
労
働
時
間
の
上
限
を
設
け
る
な
ど
の
法
的
規
制
を
強
化
し
、不
払
い
（
サ

ー
ビ
ス
）
残
業
を
一
掃
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
４
に
、
社
会
保
障
の
充
実
で
あ
る
。
日
本
的
雇
用
慣
行
が
崩
れ
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
担
い
手
は
企

業
か
ら
行
政
へ
と
変
化
し
た
。
失
業
給
付
を
受
け
て
い
な
い
失
業
者
は
２
１
０
万
人
で
、
全
体
の
77
％
に
も
の

ぼ
り
（
２
０
０
９
年
Ｉ
Ｌ
Ｏ
レ
ポ
ー
ト
）、
生
活
保
護
受
給
者
は
２
０
５
万
人
で
最
多
だ
が
、
補
足
率
は
18
％
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
現
状
を
、
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

労
働
組
合
は
本
来
、
労
働
者
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
働
く
人
々
が
増
え
、
働
き
方
が
社
会
問

題
を
生
み
出
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
労
働
組
合
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
国
民
的
な
レ
ベ
ル
に
拡
大
し
て

き
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
新
自
由
主
義
に
抗
し
て
新
福
祉
国
家
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
労
働
組
合
に
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と
っ
て
国
民
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

 　
　
　

教
育
分
野
で
の
労
働
組
合
と
し
て
の
役
割

 　

自
民
党
と
文
部
省
（
当
時
）
の
教
職
員
組
合
へ
の
攻
撃
に
よ
っ
て
、
組
合
加
入
率
は
低
下
し
つ
づ
け
、

１
９
６
０
年
以
前
に
８
割
を
超
え
て
い
た
日
教
組
の
組
織
率
は
27
・
１
％
と
な
っ
た
。
全
教
の
組
織
率
は
６
％

で
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
教
職
員
団
体
全
体
の
加
入
率
は
42
・
３
％
で
あ
る
（
文
部
科
学
省
調
査
、
２
０
０
９
年

10
月
１
日
現
在
）。

　

つ
ま
り
、
教
職
員
の
半
分
以
上
は
労
働
組
合
に
入
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
で
ど
う
し
て
、
労
働
組
合
の
意
義
や

役
割
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
自
身
が
、
そ
の
よ
う
な
団
体
に
入
っ
て
い

な
い
と
い
う
の
に
…
…
。

　

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
教
育
の
現
場
で
は
、
先
生
へ
の
管
理
強
化
を
ね
ら
っ
て
校
長
な
ど
の
権
限
を
強
め
、

上
意
下
達
の
体
制
を
採
り
入
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
職
員
会
議
は
形
骸
化
し
、
民
主
的
な
討
論
の
場
で
は
な

く
な
り
、
必
要
事
項
を
伝
達
す
る
場
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
で
ど
う
し
て
、
民
主
主
義
や
討
論
の
重
要
性

を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
自
身
が
、
そ
の
よ
う
な
場
を
保
障
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
の
に
…
…
。

　

政
治
は
、
教
育
に
介
入
し
て
意
の
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
、
文
科
省
は
教
科
書
検
定
を
通
じ
て
教
育
内
容
を
歪
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め
、
つ
い
に
は
日
本
の
侵
略
戦
争
を
美
化
す
る
歴
史
教
科
書
も
現
れ
、
そ
の
採
択
率
が
高
ま
っ
て
い
る
。「
日
の

丸
・
君
が
代
」
を
強
制
し
な
い
と
い
う
約
束
は
反
故
に
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
か
よ
り
も
、

「
君
が
代
」
斉
唱
で
起
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
ほ
う
が
大
き
な
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
君
が

代
」
を
歌
っ
て
い
る
と
き
に
起
立
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
処
分
さ
れ
、
再
雇
用
を
拒
ま
れ
た
先
生
も
出
て

き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
先
生
は
萎
縮
し
、
苦
悩
し
、
精
神
を
病
み
、
や
る
気
を
失
い
、
情
熱
を
も
っ
て
子
ど
も

た
ち
に
接
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
。
先
生
の
危
機
は
教
育
の
危
機
を
意
味
す
る
。「
失
わ
れ
た
20
年
」

と
と
も
に
、
日
本
の
教
育
も
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
日
本
の
教
育
は
大
き
く
歪
ん
で
し
ま
っ
た
。
時
代
の
要
請
に
反
す
る
人
間
類
型
が
続
々
と
生
み

出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
政
治
と
政
治
家
の
劣
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
背
景
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
政
治
家
を
選
ぶ
有
権
者
が
増
え
て
い
る
要
因
の
一
つ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、
自
主
性
を
も
た
ず
自
分
の
頭
で
考
え
な
い
、
た
と
え
理
不
尽
な
指
示
や
要
求
で
も
従
う
、
使
い

や
す
い
「
指
示
待
ち
」
人
間
が
増
え
て
き
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
社
会
で
は
、
創
造
力
豊
か
な
「
問
題
解
決
型
」
の
ビ

ジ
ネ
ス
マ
ン
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
…
…
。

　

ま
た
、
自
分
の
意
見
や
主
体
性
を
も
た
ず
、
政
治
へ
の
関
わ
り
を
避
け
よ
う
と
す
る
消
極
的
な
人
間
も
増
え

て
き
た
。
現
代
社
会
で
は
、
政
治
へ
の
発
言
力
を
持
っ
た
民
主
的
な
人
格
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
に

…
…
。
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さ
ら
に
、
日
本
の
戦
争
責
任
や
植
民
地
支
配
の
過
ち
を
認
め
ず
、
周
辺
諸
国
を
貶
み
、
民
族
的
な
差
別
に
鈍

感
な
「
愛
国
者
」
が
増
え
て
き
た
。
国
際
社
会
で
は
、
ア
ジ
ア
の
周
辺
諸
国
と
の
友
好
を
前
提
に
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
に
共
感
し
て
民
族
の
共
生
を
尊
重
す
る
地
球
市
民
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
…
…
。

　

教
育
は
国
家
の
基
礎
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
教
育
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
破
壊
さ
れ
、「
期
待
さ
れ
ざ
る

人
間
像
」
と
で
も
言
う
べ
き
子
ど
も
た
ち
が
輩
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
が
こ
の
よ
う
に

ひ
ど
い
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
の
一
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
社
会
は
、
人
口
減
に
よ
っ
て
量
的
に
縮
小
し
つ
つ
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
質
的
に
も
劣
化
し
つ
つ
あ
る

と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
阻
む
べ
き
教
職
員
組
合
の
役
割
の
重
要
性
は
、
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て
も
し
過
ぎ

る
こ
と
は
な
い
。

◇現代労働組合研究会のＨＰへ（ＴＯＰ）
http://e-kyodo.sakura.ne.jp/roudou/111210roudou-index.htm


