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労
働
者
協
同
組
合
法
と
労
協
運
動
の
展
望　

               　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

衆
議
院
法
制
局　

奥　

克
彦
さ
ん　

               　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

労
協
連
名
誉
理
事　

永
戸
祐
三
さ
ん　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
「
労
働
者
」
と
は
、「
労
働
ー
働
く
」
と
は

　
　

労
働
と
協
同
と
地
域
を
結
ぶ
の
が

      

労
働
者
協
同
組
合
と
法
が

　

永
戸　

労
働
者
と
は
、
労
働
法
で
は
「
雇
わ
れ
る
者
」
と
さ
れ
、
そ
れ
が
世
間
の
常
識
と
も

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
労
働
者
と
は
「
労
働
す
る
者
」「
働
く
者
」
で
あ
る
は
ず
。
労
働
者
が

労
働
者
の
ま
ま
で
自
分
た
ち
や
地
域
の
た
め
の
事
業
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
。
こ
れ
が
私
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の
原
初
的
な
問
い
だ
っ
た
。

　

奥　
「
働
く
」
と
「
雇
わ
れ
る
」
と
は
同
義
で
は
な
い
。「
働
く
」
と
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
、

自
己
実
現
を
し
た
り
世
の
中
に
貢
献
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
。

　

外
部
に
い
る
資
本
家
の
意
図
に
し
ば
ら
れ
、
そ
こ
に
収
益
が
流
出
す
る
。
国
内
な
ら
ま
だ
し

も
、
国
外
の
投
資
会
社
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、「
働
く
」
と
い
う
こ
と

が
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ど
う
取
り
返
す
か
は
大
事
な
テ
ー
マ
だ
と
思
う
が
、

大
き
す
ぎ
て
私
の
分
に
は
余
る
。

　

永
戸　

労
働
者
と
は
「
雇
わ
れ
る
者
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
疑
う
者
は
い
な
か
っ
た
。

雇
用
を
つ
く
る
た
め
に
、
地
域
は
競
っ
て
企
業
を
誘
致
し
た
。
し
か
し
企
業
は
出
て
い
き
、 

新
し

い
仕
事
な
ん
か
つ
く
れ
な
い
。
そ
れ
で
、
み
ん
な
あ
き
ら
め
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
変
な
奴
ら
が
出
て
き
て
、
労
働
の
本
質
は
「
協
同
」
だ
、「
協
同
労
働
」
で
ま
ち

づ
く
り
を
と
言
い
始
め
た
。
当
初
は
異
次
元
の
世
界
だ
っ
た
が
、
最
近
で
は
み
ん
な
平
気
で
「
協

同
労
働
」
と
言
い
始
め
て
、
法
律
ま
で
で
き
た
。
し
か
も
そ
の
第
１
条
で
、「
労
働
と
協
同
と
地

域
を
結
ぶ
」
と
い
う
誰
も
考
え
な
か
っ
た
こ
と
を
す
る
の
が
労
働
者
協
同
組
合
だ
と
言
っ
て
い

る
。
こ
の
流
れ
は
す
ご
い
も
の
が
あ
る
。

　

奥　

こ
の
場
に
い
る
皆
さ
ん
を
見
て
感
じ
る
の
が
、「
理
念
を
、
し
ら
け
る
こ
と
も
な
く
本
気

で
語
っ
て
い
る
。
一
部
の
熱
い
人
を
冷
や
や
か
に

み
て
い
る
多
く
の
人
達
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
」

と
い
う
こ
と
だ
。

　

誰
か
が
理
想
を
追
い
求
め
て
も
、
周
囲
は
冷
や

や
か
で
、
理
想
を
求
め
る
人
が
浮
く
、
下
手
す
る

と
叩
か
れ
る
と
い
う
場
面
を
何
度
も
見
て
き
た
。

皆
さ
ん
を
見
て
、
す
ご
い
集
団
が
あ
る
も
の
だ
と

思
っ
た
。

　

永
戸　

私
た
ち
の
運
動
の
大
本
（
お
お
も
と
）

は
、
全
日
自
労
の
中
西
五
洲
委
員
長
が
打
ち
出
し

た
「
民
主
的
改
革
路
線
」
に
あ
る
。
市
民
や
町
に

貢
献
す
る
よ
い
仕
事
を
す
る
。
労
働
者
、
労
働
組

合
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
、
市
民
が
協
同
し

て
地
域
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
う
し
た
中
で
、「
公

共
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
変
わ
っ

て
き
た
。

労協連本部会議室で 奥さん 永戸さん
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奥　

人
が
自
分
の
力
を
活
か
し
て
世
の
中
を
よ
く
す

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
自
分
も
幸
せ
に
な
る
。

　

労
働
者
協
同
組
合
に
な
れ
ば
自
動
的
に
そ
う
い
う
思
想

を
持
て
る
と
は
言
わ
な
い
が
、
そ
う
い
う
方
向
性
と
親
和

性
が
あ
る
法
人
形
態
か
な
と
思
っ
て
い
る
。

　　
　
「
黎
明
期
の
組
合
」
を
ど
う
後
押
し
す
る
か

　
　
「
社
会
連
帯
ワ
ー
カ
ー
ズ
」
で

      

支
え
合
う
形
で
始
め
る
の
も

　

永
戸　

た
だ
、
こ
の
法
律
は
一
里
塚
だ
。
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
に
悪
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
黎
明
期
（
れ
い
め
い
き
）
の
組
合
ま
で
「
労
働
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

と
さ
れ
、
労
協
法
人
に
な
り
に
く
く
な
っ
た
。
20
人
以
下
な
ら
全
組
合
員
で
監
査
を
す
る
こ
と
も

で
き
る
と
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
規
模
な
ら
柔
軟
に
す
れ
ば
い
い
の
に
と
思
っ
て
い
た
。

　

バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
、
派
遣
で
働
い
て
い
る
労
働
者
は
、 

明
日
を
も
し
れ
な
い
不
安
を
抱
え
て
い

る
。
こ
う
い
う
人
た
ち
が
自
分
た
ち
で
労
働
者
協
同
組
合
を
作
っ
て
、
交
渉
す
れ
ば
、
た
と
え

雇
い
止
め
さ
れ
て
も
、
安
心
材
料
の
は
ず
。

　

奥　

本
来
、
黎
明
期
の
組
合
は
、
協
同
労
働
の
理
念
が
典
型
的
に
体
現
さ
れ
た
、
積
極
的
に

後
押
し
す
べ
き
も
の
だ
と
思
う
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
企
業
し
か
り
、
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
利
用
し
た
労
働
法
の
潜
脱
（
せ
ん

だ
つ
）
し
か
り
、
働
く
人
の
人
権
が
守
ら
れ
な
い
状

況
が
社
会
に
広
く
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
労
働
法
が

適
用
さ
れ
な
い
法
人
を
増
や
す
こ
と
へ
の
警
戒
感
を

も
っ
た
人
た
ち
の
発
想
も
理
解
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
「
こ
の
組
合
に
は
労
働
法
の
適

用
は
な
い
」
と
か
つ
て
説
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か

ら
起
き
た
問
題
で
、
誤
解
と
も
い
え
る
警
戒
感
が
拡

が
り
、
今
回
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
の
は
残
念
だ
。

永戸祐三

　　奥奥克彦さん
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永
戸　

我
々
の
場
合
、
セ
ン
タ
ー
事
業
団
と
い
う
強
い
組
織
を
作
っ
た
こ
と
で
、 

弱
い
組
織
も

包
含
で
き
た
。
労
協
に
し
た
い
け
ど
、
ま
だ
労
協
と
名
乗
れ
な
い
と
こ
ろ
に
は
、「
社
会
連
帯

ワ
ー
カ
ー
ズ
で
行
こ
う
」
と
言
っ
て
、
３
年
く
ら
い
支
え
合
い
、
成
長
し
た
ら
独
立
し
た
労
働

者
協
同
組
合
に
な
っ
て
も
い
い
、
セ
ン
タ
ー
事
業
団
の
一
員
に
な
っ
て
も
い
い
、
と
呼
び
か
け

て
い
き
た
い
。

　

奥　

い
き
な
り
独
立
し
た
法
人
に
な
る
の
も
ハ
ー
ド
ル
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
そ

の
よ
う
な
形
で
始
め
ら
れ
る
の
は
と
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

労
働
者
協
同
組
合
に
お
け
る
「
労
働
者
」
の
意
味
は

　
　
「
労
働
法
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
」
と
の
説
明
あ
り
得
る

　

永
戸　
「
労
働
者
の
意
見
を
経
営
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
法
定
さ
れ
た
」
こ
と
は
重
要
だ
と
思

う
が
、
労
協
法
は
労
働
者
が
主
人
公
に
な
る
事
業
体
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

資
本
主
義
企
業
の
経
営
者
は
バ
ッ
ク
に
資
本
が
あ
る
。
持
株
の
分
だ
け
権
限
が
あ
る
。
し
か

し
労
働
者
協
同
組
合
で
は
資
本
は
全
て
共
有
で
、
一
人
１
票
の
議
決
権
し
か
な
い
。
だ
か
ら
理

事
長
や
専
務
は
「
任
務
分
担
」
で
あ
り
、
企
業
経
営
者
と
し
て
の
「
使
用
者
」
と
同
じ
に
さ
れ

る
の
は
お
か
し
い
。
労
協
の
組
合
員
た
る
労
働
者
は
、
や
は
り
単
な
る
従
属
労
働
者
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
。

　

奥　

現
実
・
実
態
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
理
念
的
に
は
、「
同
じ
方
向
を
向
い
た
仲
間
」
と
捉
え

る
こ
と
に
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
さ
ん
的
に
は
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
と
従
来
の
法

体
系
の
中
に
組
み
込
め
な
い
か
ら
、
指
揮
命
令
権
が
あ
る
者
を
「
使
用
者
」
と
割
り
切
っ
た
、

と
い
う
部
分
は
あ
っ
た
と
思
う
。

　

永
戸　
「
労
働
者
協
同
組
合
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
定
義
は
本
法
の
規
定
に
よ
ら
な
い
」
と
、

労
働
法
に
一
言
入
れ
て
く
れ
れ
ば
解
決
す
る
と
思
う
の
だ
が
。

　

奥　
「
労
働
者
」
は
労
働
法
の
体
系
に
お
い
て
鍵
と
な
る
概
念
で
あ
り
、
労
働
法
の
適
用
を
画

す
る
局
面
で
は
既
存
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
べ
き
と
思
う
。
ま
た
、
法
制
執
務
、
つ
ま
り

法
律
を
作
る
仕
事
の
世
界
で
は
、
違
っ
た
法
律
で
も
同
じ
言
葉
は
同
じ
意
味
で
使
お
う
と
心
が

け
る
こ
と
が
多
い
し
、
骨
子
作
成
時
は
こ
の
発
想
か
ら
「
労
働
者
協
同
組
合
」
と
い
う
ネ
ー
ミ

ン
グ
に
抵
抗
感
を
も
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
一
方
、
法
律
の
世
界
で
は
「
法
概
念
の
相
対
性
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

同
じ
言
葉
で
も
、
違
っ
た
法
律
で
は
、
下
手
す
る
と
同
じ
法
律
内
で
も
、
違
っ
た
意
味
で
使
っ
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て
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
現
実
に
は
ち
ょ
く
ち
ょ
く
あ
る
扱
い
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
、「『
労
働
者
協
同
組
合
』
の
『
労
働
者
』
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
労
働
法
に
お
け
る

そ
れ
と
は
異
な
る
。」
と
、
法
概
念
の
相
対
性
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
と
思
う
。
実

を
言
う
と
、
私
が
「
労
働
者
協
同
組
合
」
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
骨
子
を
書
い
た
当
時
は
こ
ち
ら
で

説
明
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
私
の
後
任
が
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
の
か

は
知
ら
な
い
。

　
　
「
道
徳
―
宇
宙
の
道
へ
の
敬
意
」
と
は

　
　
「
贈
与
の
原
理
」
に
基
づ
く
働
き
方
を
活
か
す
普
遍
的
規
範

　

永
戸　

部
長
の
思
考
の
背
景
に
「
道
徳
」
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
初
め
て
知
っ
た
。「
道
徳
を
大

切
に
す
る
心
が
な
い
人
が
１
人
で
も
い
た
ら
、
労
協
の
場
合
は
地
獄
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
指
摘

さ
れ
た
が
、
人
間
と
は
何
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
問
い
つ
つ
、
そ
の
倫
理
観
に
立
っ
て
や
ら

な
け
れ
ば
と
改
め
て
思
っ
た
。

　

奥　

２
０
２
１
年
秋
に
、
人
事
院
主
催
の
国
家
公
務
員
の
課
長
級
研
修
に
参
加
し
た
。
私
の

発
表
の
中
で
「
法
律
と
道
徳
」
に
つ
い
て
も
触
れ
、「
食
事
の
際
、
流
通
業
者
や
生
産
者
に
お
金

の
形
で
報
酬
は
払
っ
て
い
る
が
、
生
命
を
提
供
し
て
く
れ
た
食
材
や
そ
れ
を
育
て
た
宇
宙
へ
の

感
謝
の
心
は
多
く
の
人
は
も
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
話
を
し
た
。
パ
パ
ラ
ギ
の
話
も
し
た
。
正

直
、
馬
鹿
に
さ
れ
る
か
と
覚
悟
し
て
い
た
の
だ
が
、「
面
白
か
っ
た
」
と
皆
さ
ん
に
好
評
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
中
、
あ
る
参
加
者
が
「
中
沢
新
一
さ
ん
の
『
緑
の
資
本
論
』
を
思
い
出
し
た
」
と
言
っ

て
く
だ
さ
っ
た
。
実
は
私
も
、
中
沢
新
一
さ
ん
の
別
の
本
で
読
ん
だ
「
交
換
の
原
理
」
と
「
贈

与
の
原
理
」
の
こ
と
を
当
時
思
っ
て
い
た
。
中
沢
さ
ん
の
本
を
確
認
し
て
い
な
い
の
で
、
私
な

り
の
今
日
の
理
解
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
前
提
で
聞
い
て
ほ
し
い
。

　

人
間
の
世
界
（
と
い
っ
て
も
、
主
に
西
洋
文
明
の
影
響
下
に
あ
る
世
界
の
こ
と
だ
ろ
う
が
）

で
は
、
交
換
、
つ
ま
り
取
引
が
、
社
会
で
の
付
き
合
い
の
基
本
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、

人
間
社
会
の
外
に
あ
る
自
然
に
は
、
対
価
を
払
う
必
要
が
な
い
の
で
、
一
方
的
に
奪
う
こ
と
に

な
る
。
一
方
的
に
奪
う
態
度
は
、
例
え
ば
弱
い
立
場
の
人
間
が
被
用
者
に
な
っ
た
場
合
に
も
と

ら
れ
る
。
こ
う
い
う
世
界
で
は
、
当
然
、
法
律
、
例
え
ば
被
用
者
の
権
利
を
守
る
た
め
の
労
働

法
な
ど
は
、
重
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
自
然
界
や
、
ま
だ
自
然
界
と
つ
な
が
り
が
深
い
社
会
で
は
、
交
換
で
は
な
く
、
見
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返
り
を
期
待
し
な
い
贈
与
と
い
う
行
動
が
基
本
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
人
間
を
含
む

全
て
の
自
然
界
の
構
成
員
が
行
う
こ
と
で
、
全
体
が
調
和
を
も
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
現
代

社
会
で
も
健
全
な
家
庭
は
贈
与
の
原
理
で
動
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と
、「
雇
う
」「
雇
わ
れ
る
」
と
い
う
の
は
労
働
力
と
賃
金
の
取
引

で
あ
り
、
交
換
の
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
物
事
の
唯
一
の
捉
え
方
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。

　

贈
与
の
原
理
に
基
づ
く
働
き
方
、
例
え
ば
、
そ
れ
が
善
で
あ
る
が
ゆ
え
に
き
ち
ん
と
働
く
、

報
酬
は
（
よ
い
働
き
を
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
表
現
と
し
て
「
使
用
者
」
が
支
払
う
形

も
含
め
て
）
適
正
な
も
の
が
自
然
に
回
っ
て
く
る
、
と
い
う
捉
え
方
も
あ
る
と
思
う
。

　

こ
う
い
う
発
想
の
人
た
ち
の
中
に
、
道
徳
観
を
共
有
で
き
な
い
、
過
度
に
利
己
的
な
人
間
が

一
人
で
も
入
っ
て
き
た
ら
、
集
団
が
滅
茶
苦
茶
に
な
る
。
ま
る
で
自
然
と
調
和
し
て
い
た
世
界

に
西
洋
人
が
や
っ
て
き
て
そ
の
地
を
滅
茶
苦
茶
に
し
た
よ
う
に
。

　

い
わ
ゆ
る
「
道
徳
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
内
容
が
あ
り
得
る
が
、「
自
己
を
含
む
個
々
の
生
命
と
、

そ
れ
を
支
え
る
宇
宙
の
道
へ
の
敬
意
」
に
由
来
す
る
諸
態
度
は
、
時
代
や
国
は
お
ろ
か
、
人
間

社
会
も
超
え
る
普
遍
的
な
規
範
と
し
て
、
守
る
べ
き
も
の
と
思
う
。

　

永
戸　

最
後
に
、
労
働
者
協
同
組
合
運
動
の
展
望
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。

　

奥　

特
に
こ
こ
数
十
年
ひ
ど
く
な
っ
た
、
で
き
る
だ
け
安
く
人
を
使
う
、
自
然
は
も
っ
と
ひ

ど
く
扱
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
流
れ
の
代
わ
り
に
な
る
準
備
を
（
宇
宙
の
道
に
よ
っ
て
）
さ
れ
て

い
る
の
で
は
と
期
待
し
て
い
る
。

　

永
戸　

我
々
の
取
り
組
み
も
、「
本
質
、
理
想
は
こ
う
だ
が
現
実
は
…
」
と
い
う
の
が
常
に
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
実
践
が
楽
し
い
。
苦
し
み
な
が
ら
労
協
運
動
を
が
ん
ば
り
た
い
。

　

▽ 

労
働
者
協
同
労
働
者
協
同
組
合
法
の
基
本
構
想
を
つ
く
る
際
、
衆
議
院
法
制
局
の
担
当
部
長
だ
っ
た
奥
克

彦
さ
ん
（
現
、
衆
議
院
安
全
保
障
調
査
室
長
）
は
22
年
12
月
、
労
協
連
本
部
で
「
労
協
法
の
制
度
設
計
」
な
ど

に
つ
い
て
講
演
（
４
月
５
日
号
既
報
）。
そ
の
後
、
労
協
連
永
戸
祐
三
名
誉
理
事
と
対
談
し
ま
し
た
。（
本
紙　

松
沢
常
夫
）　

　
　


