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働き方改革は財界のための働かせ方改革だ!

働
き
方
改
革
の
経
緯

　
働
き
方
改
革
関
連
法
は
、
２

０
１
８
年
の
４
月
に
国
会
に
提

出
さ
れ
、
６
月
に
成
立
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
２
０
１
９
年
４

月
か
ら
施
行
と
な
り
ま
す
。

　
成
立
ま
で
の
経
緯
を
振
り
返

る
と
、
働
き
方
改
革
は
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
成
長
戦
略
の
政
策
パ

ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
２
０
１
６
年

６
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
ニ

ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」

の
中
で
、
方
向
性
が
示
さ
れ
ま

し
た
。

　
働
き
方
改
革
の
根
底
に
あ
る

も
の
は
、
２
０
１
３
年
２
月
の

第
二
次
安
倍
内
閣
発
足
後
、
実

質
的
最
初
と
な
る
国
会
で
の
施

政
方
針
演
説
で
す
。「
世
界
で

一
番
企
業
が
活
躍
し
や
す
い

国
」
と
訴
え
た
言
葉
は
、
財
界

・
経
済
界
に
向
け
て
発
せ
ら
れ

た
公
約
と
見
て
と
れ
ま
す
。
そ

の
こ
と
に
従
い
、
３
年
以
上
か

け
て
周
到
に
進
め
ら
れ
て
き
ま

し
た
。

財
界
に
よ
る
財
界
の�

�

た
め
の
働
か
せ
方
改
革

　
労
働
法
制
の
立
案
や
改
廃

は
、
労
働
者
に
と
っ
て
一
方
的

な
不
利
益
変
更
で
あ
っ
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
労

働
政
策
審
議
会
な
ど
は
、
労
働

者
、
使
用
者
、
公
益
代
表
の
三

者
で
構
成
し
、
人
数
も
同
数
が

原
則
な
の
で
す
。

　
し
か
し
、
今
回
の
働
き
方
改

革
を
議
論
し
た
「
実
現
会
議
」

の
委
員
構
成
で
、
労
働
側
は
連

合
会
長
た
だ
一
人
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、
企
業
経
営
者
は
７

人
も
入
っ
て
お
り
、
著
し
く
偏

っ
た
委
員
構
成
で
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
事
実
を
見
て
も

「
財
界
に
よ
る
財
界
の
た
め
の

働
か
せ
方
改
革
」
で
あ
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

働
き
方
改
革
の
ウ
ソ

　
本
来
な
ら
、
働
き
方
改
革

は
、
労
働
者
の
権
利
を
守
る
存

在
で
あ
る
厚
生
労
働
省
が
主
体

と
な
っ
て
進
め
て
い
く
は
ず
で

す
が
、
担
っ
て
い
る
の
は
経
済

産
業
省
で
す
。

　
労
働
問
題
は
、
生
身
の
人
間

の
人
生
や
そ
の
家
族
の
幸
・
不

幸
を
も
左
右
す
る
重
い
政
策
で

す
。
そ
れ
を
、
産
業
政
策
を
担

う
経
済
産
業
省
が
主
体
と
な
れ

ば
、
利
益
相
反
の
よ
う
な
問
題

が
生
じ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
労

働
者
の
権
利
が
危
う
く
な
る
の

は
目
に
見
え
て
い
ま
す
。
労
働

者
保
護
と
い
う
重
要
な
使
命
を

欠
き
、
経
済
優
先
の
発
想
で
邁

進
す
れ
ば
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
こ
と
が
起
き
ま
す
。
新
た
な

利
権
の
芽
に
対
し
て
も
注
意
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
働
く
人
を
保
護
す
る
た
め
の

法
制
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
働

か
せ
る
側
の
経
済
産
業
省
が
あ

れ
こ
れ
領
海
侵
犯
を
犯
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
働
き
方
改
革
の

ウ
ソ
が
あ
り
ま
す
。

働
き
方
改
革
の
危
険
性

　
働
き
方
改
革
が
何
で
あ
る
か

が
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い

の
に
、
例
え
ば
「
長
時
間
労
働

の
是
正
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
だ

け
が
独
り
歩
き
す
る
危
う
さ
が

生
ま
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、

部
下
の
長
時
間
労
働
を
抑
制
す

る
た
め
に
管
理
職
が
部
下
の
仕

事
を
肩
代
わ
り
し
、
過
労
自
死

に
至
る
と
い
う
悲
劇
が
起
き
て

い
ま
す
。

　
長
時
間
労
働
の
是
正
、
す
な

わ
ち
時
短
だ
け
を
無
理
や
り
進

め
て
も
、
持
ち
帰
り
の
サ
ー
ビ

ス
残
業
を
誘
発
す
る
な
ど
混
乱

を
招
く
だ
け
で
す
。
ま
た
、
大

手
企
業
が
残
業
規
制
を
守
ろ
う

と
し
て
、
下
請
け
企
業
に
残
業

を
押
し
付
け
て
し
ま
う
こ
と
も

大
い
に
予
想
で
き
ま
す
。

　
長
時
間
労
働
の
抑
制
が
逆
に

過
労
を
生
む
状
況
を
つ
く
り
出

し
て
し
ま
っ
て
は
、
本
末
転
倒

で
す
。
な
ぜ
長
時
間
労
働
が
生

ま
れ
る
の
か
、
そ
の
原
因
を
明

確
に
し
、
向
き
合
わ
な
け
れ
ば

本
当
の
意
味
で
の
解
決
策
は
生

ま
れ
ま
せ
ん
。
長
時
間
労
働
が

発
生
す
る
の
は
、
一
人
当
た
り

の
仕
事
の
絶
対
量
が
多
す
ぎ
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

労
働
者
が
不
幸
に
な
る�

�

働
き
方
は
お
か
し
い

　
こ
れ
ま
で
労
働
者
は
、
労
働

時
間
の
規
制
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
働
き
方
改

革
に
よ
り
そ
の
基
本
的
な
ル
ー

ル
は
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。

　
人
件
費
抑
制
の
仕
組
み
を
広

げ
て
い
こ
う
と
い
う
財
界
の
考

え
方
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
一

貫
し
て
い
ま
す
。

　
本
来
は
、
会
社
が
出
社
・
退

社
時
間
な
ど
労
働
時
間
の
記
録

を
と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

裁
量
労
働
制
で
は
、
残
業
代
が

発
生
し
な
い
た
め
、
労
働
時
間

を
十
分
管
理
し
て
い
な
い
場
合

が
多
い
で
す
。
そ
れ
は
、
例
え

過
労
死
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

証
明
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
政
府
や
企
業
が
「
旧
来
の
枠

組
み
で
は
、
世
界
の
潮
流
に
乗

り
遅
れ
る
」
「
今
や
ら
な
い
と

遅
れ
を
と
っ
て
し
ま
う
」
「
危

機
的
状
況
だ
か
ら
、
改
革
を
急

が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
主

張
し
た
と
き
は
、
真
意
が
何
で

あ
る
の
か
を
見
極
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
騙
さ

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
働
く
こ
と
は
、
労
働
者
が
幸

せ
に
な
る
手
段
で
す
。
労
働
者

が
不
幸
に
な
る
働
き
方
は
、
あ

っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

大
切
な
こ
と
は�

�

雇
用
の
安
定
で
あ
る

　
企
業
は
生
産
性
を
高
め
る
と

言
い
ま
す
が
、
単
純
に
機
械
化

の
投
資
を
高
め
れ
ば
生
産
性
が

上
が
り
ま
す
。
必
要
最
小
限
の

設
備
投
資
や
環
境
整
備
を
行
わ

な
い
ま
ま
「
頑
張
れ
！
」
と
根

性
で
生
産
性
を
上
げ
よ
う
と
す

る
こ
と
は
お
か
し
な
こ
と
で

す
。
働
け
、
働
け
と
言
っ
て
も

限
界
に
な
り
ま
す
。

　
必
要
な
の
は
働
き
が
い
と
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
そ
の
た

め
に
も
適
正
な
処
遇
、
賃
金
、

労
働
環
境
が
あ
れ
ば
一
生
懸
命

働
き
、
生
産
性
が
お
の
ず
と
上

が
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
産

性
が
上
が
れ
ば
、
賃
金
が
上
が

り
、
好
循
環
が
起
き
ま
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
必
要
な
賃
金
水

準
、
必
要
な
職
場
環
境
な
し
に

根
性
で
働
け
と
い
う
の
は
お
か

し
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
企
業
は
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
そ
の

も
の
で
す
。

　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
が
進
め
て
い

る
成
長
路
線
は
、
異
次
元
緩
和

に
よ
り
円
安
を
維
持
す
る
こ
と

で
企
業
業
績
を
好
転
さ
せ
て
い

る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
賃
金
が
上

が
り
、
消
費
が
増
え
、
設
備
投

資
や
生
産
が
増
え
て
い
く
と
い

う
経
済
の
好
循
環
は
一
向
に
起

き
て
い
ま
せ
ん
。
企
業
は
最
高

益
を
記
録
し
て
い
る
の
に
、
実

質
賃
金
は
下
が
り
続
け
、
国
民

一
人
ひ
と
り
の
生
活
は
、
む
し

ろ
貧
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

今
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
安
心
で
き
る
将
来

像
を
描
く
こ
と
で
あ
り
、
ど
の

よ
う
な
経
済
社
会
を
目
指
す
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
お
か
し
い
と
思
っ
た
と
き
に

行
動
し
な
い
と
自
分
を
守
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
周
り
に
合

わ
せ
て
楽
を
し
て
い
る
と
と
ん

で
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
の
日
本
の
状
況
を
見
る
と
危

う
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

が
、
働
く
人
が
安
心
し
て
働
き

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
「
雇
用

の
安
定
」
を
つ
く
り
出
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　2月27日、ＪＲ総連をはじめ各地本の仲間の参加のもと、春闘

セミナーを開催しました。近い将来に働き方が大きく変わること

に対しての危機感を共有し、構えをつくり出すために、春闘期間

中に初めて学習の場を設けました。東京新聞経済部編集委員の久

原穏氏から「働き方と春闘」と題し、働き方改革誕生の経緯や狙

い、そして問題点を分かりやすく講演していただきました。

　経営者にとって、総額人件費を引き下げることができる様々な

労働法制の変更を盛り込んだ働き方改革ですが、働く人が幸せに

なれるのかと言えば、決してそうではありません。

　働き方改革は誰のためのものであるのかを明確にし、これから

も先見性を持って議論をつくり出していきましょう!!

　

　講演「働き方と春闘」の内容に、久原穏氏の本（「働き方改

革」の嘘）の引用も含めて整理を行いました。これからの働き方

について職場での議論の素材として、活用していただくことをお

願いいたします。東京新聞経済部編集委員
久原 穏氏

今後の職場実態をイメージし、議論を深めよう!!

情勢や時代認識をきちんと踏まえ
従来の延長線上ではない19春闘をつくり出し
仲間と共に安心できる将来像を描いていこう!!

▼19春闘方針を提起


