
剣編著『労使関係の転換と選択』

合
思
想
の
点
か
ら
い
う
と
、
参
加
型
発
想
|
|
そ
れ
も
機
関
参
加
へ
の
執
着

が
強
い
と
い
う
意
味
で
、
や
や
異
色
な
面
が
あ
る
。

間
橋
元
氏
は
、
「
B
社
生
産
方
式
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
柔
軟
か
っ

効
率
的
な
生
産
日
労
働
シ
ス
テ
ム
を
労
働
者
が
受
容
し
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
、
と
い
う
点
に
か
か
わ
っ
て
、
下
請
分
業
構
造
を
底
辺
に
も
つ
労
働
者
階

層
の
広
が
り
の
な
か
で
、
よ
り
高
い
労
働
条
件
を
得
、
よ
り
高
度
な
労
働
に

従
事
し
て
い
る
と
い
う
社
会
的
認
知
に
こ
だ
わ
る
労
働
者
の
心
性
を
重
視
す

べ
き
だ
と
説
い
て
い
る
。

こ
う
い
う
問
題
の
見
方
自
体
に
は
、
私
は
何
ら
異
存
は
な
い
。
現
に
、
私

た
ち
も
終
章
(
一
二
ハ
二
、
お
よ
び
二
六
三
J
四
頁
)
で
こ
の
こ
と
に
ふ
れ
て

い
る
。
ご
と
で
、
一
言
ふ
え
ん
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
先
行
研
究
の
な
か

で
、
こ
う
い
う
観
点
を
強
く
押
し
出
し
て
い
た
の
は
、
野
原
光
・
藤
田
栄
史

編
『
自
動
車
産
業
と
労
働
者
』
(
一
九
八
八
)
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
労

働
者
の
も
つ
「
生
活
安
定
志
向
」
、
「
職
階
志
向
」
こ
そ
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

な、

Q
C
サ

1
ク
生
産
H

労
働
シ
ス
テ
ム
を
支
え
て
い
る
と
強
調
さ
れ
て
い

る
が
、
私
た
ち
は
ル
と
労
働
者
の
か
か
わ
り
を
も
視
野
に
入
れ
た
よ
り
立
体

的
な
構
造
理
解
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
ゐ
る
。

間
橋
元
氏
は
、
八

0
年
代
半
ば
に
い
た
る
A
労
組
の
評
価
に
か
か
わ
っ

て
、
「
健
全
な
経
営
」
と
い
う
観
念
の
具
体
化
や
現
場
の
組
合
員
を
主
体
と

し
た
運
動
の
追
求
な
ど
の
点
に
お
い
て
、
令
い
ま
一
歩
の
前
進
を
遂
げ
れ
ば
、

A
労
組
は
「
新
し
い
ユ
ニ
オ
ン
ズ
ム
」
の
あ
る
種
の
モ
デ
ル
た
り
え
た
の
か

と
問
う
て
い
る
。

こ
れ
は
、
む
ず
か
し
い
聞
い
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
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リ
プ
ラ
イ

3 

上

井

喜

彦

評

仁
田
、
橋
元
両
氏
の
コ
メ
ン
ト
の
う
ち
、
私
が
執
筆
分
担
し
た
第
一
章
に

関
係
す
る
部
分
に
限
っ
て
リ
プ
ラ
イ
し
て
お
き
た
い
。

mw
仁
田
氏
の
第
一
の
コ
メ
ン
ト
は
、
職
場
問
題
処
理
に
つ
い
て
民
間
大

企
業
を
「
組
合
と
の
ゐ
い
だ
の
手
続
き
を
と
お
し
て
処
理
す
る
」
第
一
の
タ

イ
プ
と
「
労
使
聞
の
問
題
と
な
る
ま
え
に
、
職
制
ル
l
ト
で
処
理
す
る
」
第

二
の
タ
イ
プ
と
に
分
け
た
こ
と
(
七
八
頁
)
に
つ
い
て
で
あ
り
、

A
社、

B

社
を
「
典
型
」
と
し
て
二
類
型
に
分
割
し
て
よ
い
も
の
か
、
「
も
っ
と
多
様

で
は
な
い
か
、
も
っ
と
な
だ
ら
か
な
分
布
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

誤
解
を
解
く
た
め
、
予
め
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
私

は
「
A
社
が
第
一
の
タ
イ
プ
で
あ
り
、

B
社
が
第
2
の
タ
イ
プ
の
典
型
と
な

っ
て
い
た
」
と
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

A
社
を
第
一
の
タ
イ
プ
の

「
典
型
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
仁
田
氏
が
分
析
主

れ
た
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
が
あ
る
い
は
第
一
の
タ
イ
プ
の
「
典
型
」
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
、
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
仁
田
氏
の
コ
メ
ン
ト
が
次
の
よ
う
な
意
味
な
ら
ば
、
私
は
受
け
入
れ

た
い
。
す
な
わ
ち
、
職
場
問
題
は
多
様
で
あ
り
、
処
理
の
タ
イ
プ
は
イ
シ
ュ

l
毎
に
少
し
ず
つ
異
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
企
業
を
一
か
こ
の

書

ぃ
、
と
答
え
る
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

終
章
末
尾
に
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
企
業
を
と
り
ま
く
競
争
の
仕
組
み
を

制
御
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
う
い
う
企
て
は
実
を
結
び
が
た
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
産
別
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
的
基
準
の
形
成
を
め
ざ
す
組

合
機
能
、
そ
し
て
ま
た
、
国
家
に
よ
る
制
度
的
規
制
を
テ
コ
と
し
て
市
場
競

争
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
め
ざ
す
政
策
制
度
闘
争
の
推
進
が
不
可
欠
の
条
件
を

な
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

昨
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
自
動
連
総
連
の
調
査
『
元
気
の
出
る
自
動
車

産
業
ア
ン
ケ
ー
ト
』
に
よ
れ
ば
、
自
動
車
産
業
で
働
く
労
働
者
の
う
ち
、
自

分
の
怠
子
を
自
動
車
産
業
で
働
か
せ
た
い
と
思
う
者
は
、
わ
ず
か
三
・
六
%

(
自
動
車
産
業
の
頂
点
に
立
つ
自
動
車
メ
ー
カ
ー
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も

四
・
五
%
)
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
い
う
事
実
は
、
自
動
車
産
業
の
労
働
組
合

の
み
な
ら
ず
企
業
に
さ
え
も
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
生
産
H
労
働
シ
ス
テ
ム
の

見
直
し
を
問
う
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
は
単
純
に
過
ぎ
る
、
と
。
し
か
し
、
一
言
述
べ
る

な
ら
ば
、
職
場
問
題
が
多
様
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
経
営
管
理
上
、
あ
る
い

は
労
使
関
係
上
、
重
要
性
の
軽
重
が
ゆ
め
る
の
で
あ
っ
て
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

イ
シ
ュ

l
の
問
題
処
理
の
仕
方
に
よ
っ
て
各
企
業
を
一
、
二
の
い
ず
れ
か
の

タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
こ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。

間
仁
田
氏
の
第
二
の
コ
メ
ン
ト
は
、
私
が
第
二
の
タ
イ
プ
を
「
組
合
規

制
を
欠
如
し
た
企
業
」
と
言
い
か
え
た
う
え
で
、

B
社
を
そ
の
「
典
型
」
と

断
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
必
ず
し
も
正
確
な
評
価
で
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

私
は
二
つ
言
っ
て
お
き
た
い
。
第
一
。
仁
田
氏
は
組
合
規
制
の
「
圏
内
相

場
」
に
照
ら
し
て
各
組
合
の
規
制
レ
ベ
ル
を
評
価
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
の

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
外
国
か
ら
の
批
判
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
日
本

の
問
題
は
組
合
規
制
の
「
相
場
」
の
低
さ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
低
い

「
園
内
相
場
」
を
基
準
と
し
て
組
合
規
制
が
弱
く
な
い
と
判
断
す
る
こ
と
に

は
同
意
で
き
な
い
。
む
ろ
ん
、
「
圏
内
相
場
」
と
比
較
す
る
こ
と
に
全
く
意

味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
圏
内
相
場
」
と
比
較
し
て
さ
ら
に
低
け
れ
ば
、

そ
の
組
合
の
規
制
水
準
は
文
句
な
く
低
い
と
言
え
る
。

B
労
組
が
そ
の
好
例

で
あ
っ
た
。

第
二
。
仁
田
氏
が
五
三
頁
の
応
受
援
の
ル
l
ル
に
「
輪
番
制
の
よ
う
な
も

の
」
(
そ
う
言
え
る
か
ど
う
か
、
私
は
疑
問
で
あ
る
が
)
が
あ
る
こ
と
を
、

組
合
の
「
発
言
」

H
組
合
規
制
の
証
拠
と
評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
少
し
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
経
営
側
と
の
間
で
あ
ら
か
じ
め
問

題
処
理
の
ル

l
ル
を
設
定
し
て
お
き
、
そ
の
ル

l
ル
の
運
用
を
経
営
側
に
委
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ね
る
と
い
う
組
合
規
制
の
仕
方
が
あ
る
。
こ
う
し
た
規
制
ス
タ
イ
ル
の
要
点

四
日
凶猷

は
、
対
象
と
な
る
事
項
が
応
援
や
時
間
外
労
働
の
よ
う
に
過
酷
な
労
働
実
態

は
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
ル

1
ル
は
制
限
が
厳
格
で
な
け
れ

転
、
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
ル
ー
ル
に
粉
れ
が
あ
っ
て

働
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
ル

1
ル
の
運
用
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

闘
い
。
し
か
る
に
、

B
社
の
応
受
援
の
ル
l
ル
も
、
時
間
外
労
働
協
定
も
全
く

閉
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
運
用
に
つ
い
て
の
組
合
の
チ
ェ
ッ
ク

備
も
き
わ
め
て
緩
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
実
態
で
あ
っ
た
。
輪
番
制
の
問
題
も

剣
私
は
詳
細
に
検
討
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
私
は
こ
う
し
た
分
析
結
果
に
も
と

づ
い
て
組
合
規
制
を
欠
如
し
て
い
る
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。

B
社
の
労
使

関
係
は
ノ
ン
ユ
ニ
オ
ン
に
き
わ
め
て
近
い
。
結
論
と
し
て
、
私
は
仁
田
氏
の

コ
メ
ン
ト
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

間
仁
田
氏
の
三
番
目
の
コ
メ
ン
ト
は
、
一
九
八
五
年
以
前
の
A
労
組
の

組
合
規
制
は
、
「
こ
の
書
物
の
前
半
の
部
分
で
書
か
れ
て
い
る
よ
り
は
、
も

っ
と
素
直
に
か
な
り
高
い
レ
ベ
ル
だ
と
言
っ
た
ほ
う
が
、
分
か
り
ゃ
す
い
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

A
労
組
は
B
労
組
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
、
ま
た
自
動
車
産
業

の
他
の
多
く
の
組
合
と
比
較
し
て
も
、
移
動
や
時
間
外
労
働
に
対
す
る
組
合

規
制
の
レ
ベ
ル
は
高
い
。
し
か
し
、
仁
田
氏
の
よ
う
に
素
直
に
高
い
と
言
え

な
い
の
は
、
組
合
規
制
の
崩
壊
を
見
て

L
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
当
に
組

合
規
制
が
強
け
れ
ば
、
組
合
規
制
を
守
ろ
う
と
す
る
一
般
組
合
員
の
行
動
が

一
切
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、

X
労
連
会
長
の

追
放
に
抵
抗
す
る
一
般
組
合
員
の
行
動
が
出
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
第
三
節
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評

面
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
標
準
時
間
に
つ
い
て

は
現
場
レ
ベ
ル
で
の
設
定
手
続
き
だ
け
を
問
題
と
し
、
こ
う
し
た
現
場
監
督

者
が
「
了
解
」
し
た
か
ど
う
か
だ
け
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
の
で
は
、
組

合
規
制
と
し
て
手
放
し
に
評
価
で
き
な
い
。
こ
れ
が
私
の
言
い
た
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
J

最
後
に
③
に
つ
い
て
。
上
述
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

B
社
と
比
較

す
れ
ば
)
A
社
の
要
員
は
相
対
的
に
ゆ
っ
た
り
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
入
五

年
以
降
は
、
能
率
管
理
、
要
員
管
理
が
B
社
並
に
厳
し
く
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
私
は
、

B
社
の
要
員
の
き
っ
さ
は
国
際
的
に
見
て
も
異
常
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
八
五
年
以
降
の
要
員
の
大
幅
な
削
減
を
そ
れ
以

前
の
要
員
規
制
の
証
と
す
る
こ
と
に
は
、
同
意
で
き
な
い
。

向
橋
元
氏
の
コ
メ
ン
ト
は
、
「
労
使
関
係
の
転
換
の
要
因
と
A
労
組
の

評
価
」
の
部
分
が
第
一
章
に
直
接
関
係
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
部
分
は
第
一

章
と
田
端
氏
執
筆
の
第
三
章
に
ま
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
私
個
人
と
し
て

は
、
以
下
の
点
に
限
っ
て
リ
プ
ラ
イ
し
て
お
き
た
い
。

①
会
社
に
と
っ
て
何
が
問
題
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
。
橋
元
氏

が
私
の
記
述
を
整
理
し
て
い
る
よ
う
に
、

B
労
組
と
比
較
す
れ
ば
、

A
労
組

に
よ
る
対
経
営
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
「
相
当
高
い
レ
ベ
ル
に
到
達
」
し
て
い

た
。
と
く
に
労
働
力
利
用
の
フ
叱
キ
シ
ピ
リ
テ
ィ
ー
に
と
っ
て
は
A
労
組
の

規
制
は
大
き
な
制
約
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
私
は
、

B
社
と
比
較
す

れ
ば
、

A
労
組
の
組
合
規
制
が
競
争
の
制
約
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
疑

い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
レ
か
し
、
こ
こ
で
組
合
規
制
の
影
響
を
狭
く
見
て

は
な
ら
な
い
。
会
社
ト
ッ
プ
が
組
合
規
制
を
問
題
視
し
た
の
は
、
フ
レ
キ
シ

書

は
、
こ
う
し
た
関
心
か
ら
職
場
規
制
の
構
造
に
立
ち
入
ろ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。な

お
、
仁
田
氏
が
上
記
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
す
る
際
、
個
別
的
な
論
点
と

し
て
能
率
規
制
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
も
リ
プ
ラ
イ
し
て
お
き

た
い
。
仁
田
氏
は
、
①
組
合
が
余
裕
率
を
規
制
し
、
②
標
準
時
間
(
正
味
時

間
)
の
設
定
に
つ
い
て
現
場
監
督
者
の
「
了
解
」
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
を

チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
と
い
う
私
の
記
述
を
捉
え
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
A
労

組
は
能
率
を
「
規
制
し
て
な
い
と
は
言
え
な
い
」
。
ま
た
、
③
第
三
章
で
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
八
五
年
以
降
大
幅
な
要
員
削
減
が
行
な
わ
れ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
前
は
「
少
な
く
と
も
要
員
の
規
制
は
か
な
り
き
つ
い
も

の
だ
っ
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
。

さ
て
、
①
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
能
率
を
規
制
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら

な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
だ
、
正
味
時
聞
が
問

題
だ
と
い
う
こ
と
を
私
は
本
の
中
で
書
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
に
②
に
つ
い
て
。
仁
田
氏
が
い
う
の
は
組
合
の
チ
ェ
ッ
ク
機

能
で
あ
り
、
私
も
そ
れ
は
重
要
で
ゐ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
職
場
の
統
率

者
で
あ
る
現
場
監
督
者
の
意
向
を
尊
重
し
、
経
営
側
に
対
し
て
現
場
監
督
者

の
意
向
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
組
合
規
制
と
は
言
え
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
現
場
監
督
者
の
性
格
評
価
に
も
関
わ
る
。
七
二

J
七
三
頁
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

B
社
と
は
違
っ
て
、

A
社
は
現
場

監
督
者
を
生
産
性
向
上
の
尖
兵
と
し
て
組
織
し
え
て
い
な
い
。

A
社
の
現
場

監
督
者
は
過
大
な
標
準
時
間
の
低
減
や
生
産
向
上
の
「
お
し
つ
け
」
に
は
概

し
て
抵
抗
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
ら
生
産
性
向
上
に
つ
き
進
ん
で
い
く
側
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プ
ル
な
労
働
力
利
用
等
、
経
営
の
管
理
に
と
っ
て
の
直
接
的
・
実
質
的
な
障

害
如
何
と
い
う
点
か
ら
の
判
断
だ
け
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
そ
の
判
断
も
為
る

が
、
会
社
ト
ッ
プ
は
、
組
合
規
制
が
管
理
者
層
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
殺
い

で
い
る
状
況
に
危
機
感
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
会
社
に
と
っ
て
の
問

題
で
あ
っ
た
。

②
A
労
組
の
性
格
と
可
能
性
に
つ
い
て
。
第
一
章
の
結
論
部
分
に
つ
い

て
、
橋
元
氏
は
次
の
よ
う
に
問
う
て
い
る
。

A
労
組
が
「
企
業
の
論
理
」
を

変
革
す
る
ご
歩
手
前
ま
で
」
来
て
い
た
と
す
れ
ば
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
弱

点
(
一
般
組
合
員
を
規
制
主
体
と
し
て
い
な
い
こ
と
、
「
健
全
な
経
営
」
の

理
念
が
具
体
化
し
て
い
な
い
こ
と
)
を
克
服
す
れ
ば
、

A
労
組
は
「
新
し
い

ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
」
の
あ
る
種
の
モ
デ
ル
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
私

の
答
は
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
私
が
言
い
た
い
の
は
、
こ
の
弱
点

の
克
服
が
容
易
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
労
働
組
合
論
が
模
索
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
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