
2022秋季・自治体確定闘争
都
市
交
評
は
、
自
治
労
交
通
政
策
の
確
立
と
実
現
、
持
続
可

能
な
公
共
交
通
確
立
に
む
け
た
組
織
強
化
を
中
心
に
活
動
し

て
い
る
。今
回
は
秋
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン（
11
／
1
〜
12
／
9
）

を
中
心
に
、
庭
野
都
市
交
通
局
長
に
話
を
聞
い
た
。

地
域
公
共
交
通
の
現
状

新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
公
共

交
通
の
利
用
者
は
激
減
し
、
危

機
的
な
経
営
状
況
に
陥
り
ま
し

た
。
現
在
は
徐
々
に
回
復
の
兆

し
が
見
え
て
い
る
も
の
の
、
コ

ロ
ナ
禍
前
の
水
準
に
は
戻
っ
て

い
ま
せ
ん
。
と
く
に
乗
合
バ
ス

事
業
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響

に
加
え
燃
料
価
格
の
高
騰
な
ど

も
あ
り
、
地
方
都
市
で
は
事
業

存
続
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い

ま
す
。

都
市
交
評
の
進
め
る
交
通
政
策

地
域
公
共
交
通
が
地
域
住
民

の
生
活
に
不
可
欠
な
イ
ン
フ
ラ

で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い

で
し
ょ
う
。
交
通
の
役
割
は
そ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
交
通
は
医
療
・

福
祉
・
ま
ち
づ
く
り
・
観
光
・
商

業
・
教
育
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
と
密
接
に
関
連
し
て
い
ま

す
の
で
、
公
共
交
通
の
維
持
・

改
善
と
活
性
化
に
対
す
る
財
政

支
出
が
交
通
分
野
に
限
定
さ
れ

ず
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

に
波
及
す
る
こ
と
（
ク
ロ
ス
セ

ク
タ
ー
効
果
）
が
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
地
域
全
体

の
費
用
と
便
益
を
考
え
た
上

で
、
公
共
交
通
の
あ
り
方
を
自

治
体
が
中
心
と
な
り
、
事
業
者

と
住
民
を
巻
き
込
ん
で
議
論
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

運
動
前
進
を
は
か
る

「
秋
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

「
く
ら
し
を
さ
さ
え
る
地
域

公
共
交
通
確
立
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

2
0
2
3
年
度
秋
の
取
り
組
み
」

で
は
、
①
新
た
な
生
活
様
式
に

お
け
る
公
共
交
通
の
維
持
存

続
、
②
持
続
可
能
な
公
共
交
通

の
確
立
、
③
交
通
職
場
の
人
材

不
足
の
解
消
、
④
燃
料
価
格
高

騰
へ
の
対
応
、
⑤
自
動
車
走
行

環
境
の
整
備
、
⑥
カ
ス
タ

マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の

取
り
組
み
、
の
6
本
の
柱
を
掲

げ
て
取
り
組
み
ま
す
。

と
く
に
、
交
通
事
業
が
市
場

原
理
の
み
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
こ
と
や
ク
ロ
ス

セ
ク
タ
ー
効
果
を
訴
え
る
と
と

も
に
、
深
刻
な
人
材
不
足
、
電

動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
等
に
よ
る
自

動
車
運
転
者
へ
の
精
神
的
負
担

の
増
加
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
嫌

が
ら
せ
行
為
な
ど
の
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
発
信
し
て

い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
の
街
宣
行
動
と

な
り
ま
す
が
、
各
県
本
部
は
住

民
・
利
用
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を

可
能
な
限
り
追
求
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
組
合
員
の
皆
さ

ん
も
ぜ
ひ
、
公
共
交
通
の
現

状
、
課
題
を
理
解
い
た
だ
き
、

取
り
組
み
へ
の
結
集
を
お
願
い

し
ま
す
。

庭庭
野野
修修
本本
部部
都都
市市
交交
通通
局局
長長
にに
聞聞
くく

「
く
ら
し
を
さ
さ
え
る
地
域
公
共
交
通
」

秋
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
結
集
を

「一歩前へ出る運動」で
交渉の積み上げを

【略歴】
1989年に東京都交通局
に入局、バスの乗務員
として巣鴨営業所に配
属。組合活動では、東
京交通労組（東交）巣
鴨支部の支部長を13
年、東交本部自動車部
長など10年務めた後、
2019年より自治労本部
で任にあたる。

自
治
労
は
9
月
29
日
、
2
0
2
3
年
度
第
1
回
県
本

部
代
表
者
会
議
・
拡
大
闘
争
委
員
会
を
ウ
ェ
ブ
方
式

で
開
催
し
、
自
治
体
確
定
闘
争
の
勝
利
に
む
け
議

論
・
意
志
統
一
を
行
っ
た
。

冒
頭
、
川
本
淳
中
央
執
行
委

員
長
は
、「
第
96
回
定
期
大
会

で
、
多
く
の
代
議
員
の
皆
さ
ん

か
ら
参
議
院
議
員
選
挙
の
総
括

を
踏
ま
え
、
労
働
組
合
運
動
を

も
う
一
度
足
元
か
ら
見
つ
め
直

し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
強
い

決
意
が
示
さ
れ
た
。
現
業
・
公

企
統
一
闘
争
、
自
治
体
確
定
闘

争
が
見
つ
め
直
す
第
一
の
舞
台

だ
。
し
っ
か
り
と
た
た
か
い
を

作
り
上
げ
て
い
こ
う
」
と
呼
び

か
け
た
。

引
き
続
き
、「
2
0
2
2
秋

季
・
自
治
体
確
定
闘
争
の
推
進

に
つ
い
て（
案
）」
を
伊
藤
功
書

記
長
が
提
案
。「
3
つ
の
取
り

組
み
の
柱
」
と
「
4
つ
の
重
点

課
題
」
を
強
調
し
な
が
ら
定
期

大
会
以
降
の
議
論
等
を
踏
ま
え

た
補
強
箇
所
に
つ
い
て
詳
解
し

た
。伊

藤
書
記
長
は
と
く
に
、

「『
何
か
こ
と
が
起
こ
れ
ば
即

立
ち
上
が
れ
る
組
織
づ
く
り
』

を
意
識
し
な
が
ら
、
単
組
実
情

に
あ
わ
せ
て
『
一
歩
前
へ
出
る

運
動
』
が
重
要
だ
」
と
強
調
。

そ
の
上
で
、
単
組
は
独
自
課
題

も
含
め
て
主
体
的
な
交
渉
・
妥

結
を
め
ざ
す
こ
と
、
ヤ
マ
場
に

む
け
て
従
来
よ

り
交
渉
内
容
を

掘
り
下
げ
て
行

う
こ
と
、
納
得

い
く
ま
で
妥
結

を
し
な
い
よ
う

交
渉
回
数
を
増

や
す
こ
と
、
交

渉
団
の
参
加
範
囲
を
よ
り
広
げ

る
こ
と
な
ど
を
例
示
し
、「
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
す
中

で
、
組
織
の
強
化
に
つ
な
げ
る

交
渉
の
積
み
上
げ
を
追
求
し
よ

う
」
と
呼
び
か
け
た
。

11
月
第
2
週
の
ヤ
マ
場
に
む

け
、『
一
歩
前
へ
出
る
運
動
』

で
交
渉
を
積
み
重
ね
る
2
0
2

2
秋
季
・
自
治
体
確
定
闘
争
。

組
合
員
・
単
組
・
県
本
部
・
本

部
が
一
体
と
な
り
、
要
求
実
現

を
勝
ち
と
ろ
う
。

■3つの取り組みの柱
①週休日の振替の運用の適正化
②人事院勧告を踏まえた給与の
引き上げ改定

③賃金の運用改善にむけた「1
単組・1要求」

■4つの重点課題
①定年引き上げの実現、高齢職
員の能力・経験の活用などの
関連課題

②労働時間の適正な把握、36協
定締結と長時間労働の是正

③人事評価制度、上位昇給の活
用等の公正・公平な運用など

④会計年度任用職員の勤務条件
の常勤職員との権衡

第
2
1
0
回
臨
時
国
会
が
10
月
3
日
か
ら

始
ま
り
ま
し
た
。
国
会
冒
頭
の
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
の
一
つ
は
、
や
は
り
旧
統
一
教
会
の
問

題
で
す
。
反
社
会
的
組
織
に
選
挙
応
援
を
も

ら
い
政
治
を
切
り
盛
り
し
て
き
た

と
い
う
、
と
ん
で
も
な
い
状
態
に

ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
さ
に
戦
後
政
治
の
総
決
算

だ
と
思
い
ま
す
。

◇

◇

◇

地
方
は
今
、
疲
弊
の
極
み
に
あ

り
ま
す
。
こ
の
30
年
、
と
く
に
第

2
次
安
倍
政
権
以
降
の
10
年
間

で
、
地
域
の
疲
弊
は
加
速
し
続
け

て
き
ま
し
た
。
農
村
し
か
り
、
漁

村
し
か
り
で
す
。
地
方
を
歩
く
中

で
痛
い
ほ
ど
そ
れ
を
感
じ
ま
す
。

人
口
減
少
問
題
に
も
お
ざ
な
り
な

自
公
政
権
下
で
す

が
、
我
々
は
地
域

に
根
差
し
た
活
性

化
策
こ
そ
推
し
進

め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
地
域
の

自
主
性
と
自
立
性
、
自
治
が

ど
う
あ
る
べ
き
か
を
再
構
築

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
疲
弊
に

追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
な
コ
ロ
ナ
禍
、
自

然
災
害
の
下
、
自
治
体
職
員
は
国
の
命
令
一

下
で
何
で
も
す
る
、
い
わ
ば
下
請
け
の
よ
う

な
役
割
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
も
看
過
で
き
な
い
問
題
で
す
。

◇

◇

◇

私
も
11
年
間
、
皆
さ
ん
と
同
様
に

自
治
体
職
員
と
し
て
現
場
に
お
り
ま

し
た
。
住
民
と
接
し
て
仕
事
を
す
る

こ
と
の
尊
さ
は
何
も
の
に
も
代
え
難

い
も
の
で
す
。
法
律
が
現
場
で
ど
の

よ
う
に
作
用
し
、
ど
こ
に
苦
労
が
あ

る
か
。
講
じ
た
政
策
が
住
民
の
皆
さ

ん
に
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
か
な
ど
は
、
現
場
で
な
け
れ

ば
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。

今
は
国
会
議
員
と
い
う
立
場
で
す

が
、
私
の
最
大
の
役
割
は
、
住
民
と

接
す
る
現
場
の
皆
さ
ん
の
仕
事
が
う

ま
く
運
ぶ
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。

「
こ
ん
な
国
会
議
員
が
い
た
ら
い
い

な
」。
皆
さ
ん
の
感
性
や
感
覚
が
そ
う
感
じ

る
議
員
に
近
づ
け
る
よ
う
、
た
く
さ
ん
の
ご

意
見
を
寄
せ
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
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HPはこちら!

主な記事
2面 安倍元首相「国葬」の問題 ほか

伊藤書記長

川本委員長

組織内
国会議員の
活動報告

逢坂誠二組織内議員に聞く

地域に根ざした活性化策を
自治のあり方の再構築が必要だ
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国会正門前の歩道や公園は「国葬反対」を訴える多くの人で埋めつくされた。幅広い年齢層が集まり、手作りのボードなどで反対を訴えていた

法法的的根根拠拠ななきき「「国国葬葬」」とといいうう名名ののイイベベンントト

「「弔弔意意のの表表明明強強制制ししなないい」」をを良良きき前前例例にに
「
安
倍
さ
ん
だ
け
特
別
」
で
は

「
法
の
下
の
平
等
」
に
反
す
る

安倍元首相の「国葬」の強行は、国民世論に
深刻な分断をもたらした。10月3日に開会し
た臨時国会でも、この問題をめぐる論戦が行
われる。憲法学者の木村草太さん（東京都立
大教授）に、その法的問題点を聞いた。

国
民
無
視
し
た
国
葬
実
施

安倍元首相の国葬は、日増しに強
まる反対の声を押し切り、国会の議
決もないまま、巨額の費用をかけて
実施された。9月27日、国葬開始の午
後2時から国会正門前では、「安倍
元首相『国葬』反対！9・27国会正
門前大行動」が行われ、1万5000人
の市民が参加した。
行動を呼びかけたのは、平和
フォーラムも参加する実行委員会。
参加者は「国葬中止」「民主主義を
取り戻そう」などとシュプレヒコー
ル。登壇した田中優子法政大学前総
長は、「国会の軽視は国民の無視で
あり、民主主義の破壊だ。許しては
ならない」と訴えた。

そ
も
そ
も
国
葬
に
つ
い
て
、

法
律
上
の
定
義
や
、
こ
れ
を
行

う
根
拠
は
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
？現

在
、
国
葬
を
定
義
し
た
法

律
や
政
令
な
ど
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、
国
葬
と
い

う
名
前
が
つ
い
て
い
て
も
、
現

状
で
は
、
内
閣
が
実
施
し
た
イ

ベ
ン
ト
を
、
国
葬
と
い
う
名
前

で
呼
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ

ま
せ
ん
。

松
野
官
房
長
官
は
記
者
会
見

で
、
国
葬
の
法
的
根
拠
と
し

て
、
内
閣
府
設
置
法
第
4
条
第

3
項
33
号
に
「
国
の
儀
式
に
関

す
る
事
務
」
と
い
う
条
文
が
あ

る
こ
と
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
国
葬
の
法
的
根
拠
足
り

得
ま
す
か
？

こ
の
定
め
は
、
国
葬
が
あ
れ

ば
そ
の
事
務
を
内
閣
府
が
行
う

と
い
う
根
拠
に
は
な
り
ま
す

が
、
国
葬
そ
の
も
の
の
根
拠
に

は
な
り
得
ま
せ
ん
。
行
政
権
の

範
囲
で
実
施
で
き
る
の
だ
と
言

い
た
い
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
な
お
、
内
閣
葬

と
は
、
慣
例
的
に
首
相
経
験
者

を
対
象
に
実
施
さ
れ
、
憲
法
73

条
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
ま

す
。岸

田
首
相
は
当
初
、

「
故
人
に
対
す
る
敬
意

と
弔
意
を
国
全
体
と
し

て
表
す
儀
式
を
催
し
、

こ
れ
を
国
の
公
式
行
事

と
し
て
開
催
す
る
」
と

説
明
し
て
い
ま
し
た

が
、
「
弔
意
の
表
明
は

強
制
し
な
い
」
と
修
正

し
ま
し
た
。
強
制
す
る

こ
と
は
憲
法
21
条
違
反
と
判
断

し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

世
論
の
反
対
が
強
い
の
で
、

国
民
を
巻
き
込
む
こ
と
を
避
け

よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。

今
回
、
首
相
が
主
観
で
誰
を

国
葬
に
す
る
の
か
を
決
め
て
し

ま
っ
た
点
で
は
、
悪
い
前
例
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
安
倍
さ

ん
だ
け
を
特
別
扱
い
に
す
る
こ

と
は
、憲
法
14
条
の
「
法
の
下

の
平
等
」
に
反
す
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
ク
リ
ア
す
る

国
葬
の
明
確
な
基
準
を
示
す
の

は
、
簡
単
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。他

方
、
国
民
に
弔
意
の
表
明

を
強
制
し
な
い
と
し
た
点
で

は
、
今
後
、
国
葬
で
あ
れ
内
閣

葬
で
あ
れ
、
国
民
は
弔
意
の
表

明
は
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
、

良
い
前
例
に
す
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。

臨
時
国
会
が
始
ま
り
ま
し

た
。
反
対
し
た
野
党
は
今
後
、

ど
の
よ
う
な
論
点
を
追
求
す
べ

き
で
し
ょ
う
か
？

ま
ず
、
国
葬
の
目
的
を
明
ら

か
に
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
故
人

に
名
誉
を
与
え
る
の
が
目
的
な

の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
。
そ

こ
を
首
相
に
説
明
し
て
も
ら
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
上
で
、
名
誉
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
人
が

国
葬
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
す

る
客
観
的
な
基
準
を
示
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
首

相
の
主
観
で
決
め
て
し
ま
っ
て

よ
い
の
か
、
と
い
う
点
を
国
会

の
中
で
追
求
し
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
国
民
に
弔
意

の
表
明
を
強
制
す
る
こ
と
は
憲

法
に
反
す
る
と
判
断
し
た
か
ら

や
め
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

を
、
国
会
審
議
の
中
で
確
認
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

木村草太（きむらそうた）
1980年生まれ。東京都立大学法
学系教授。専門は憲法学。マス
コミ等でも積極的に発言。著書
多数。自治労通信に「憲法をど
う使うか？」を連載中。

国葬問題 憲法関連条文
（抜粋）

第十四条 すべて国民は、法の
下に平等であつて、人種、信条、
性別、社会的身分又は門地によ
り、政治的、経済的又は社会的
関係において、差別されない。
（②～③ 略）

第二十一条 集会、結社及び言
論、出版その他一切の表現の自
由は、これを保障する。
（② 略）

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
」
や
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
」

と
い
う
言
葉
は
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
だ
が
、「
横
文
字
の
言
葉
が
多
く
て
よ

く
わ
か
ら
な
い
」「
な
ん
だ
か
面
倒
だ
」
と

思
っ
て
い
る
人
も
多
い
の
が
現
実
だ
。

本
書
は
、「
思
い
や
り
」
は
む
し
ろ
不
具

合
を
生
む
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
。
差
別
を
な

く
す
た
め
に
は
制
度
と
具
体
的
な
施
策
が
必

要
だ
と
主
張
す
る
。
現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
法
制
に
つ
い
て
も
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
「
防
止
」
に
と
ど
ま
り
、「
禁

止
」
す
る
法
律
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
の
不

十
分
さ
や
、
次
世
代
育
成
支
援
法
が
抜
け
穴

だ
ら
け
で
、
実
効
性
の
薄
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
点
な
ど
を
鋭
く
突
き
、
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
へ
の
差
別
を
禁
止
す
る
法
制
へ
の
展
望

を
提
示
す
る
。

な
お
著
者
の
神
谷
さ
ん
は
、
自
治
労
が
設

置
し
た
第
38
年
次
自
治
研
作

業
委
員
会
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
＋

／
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
Ｅ
自
治
体
政

策
」
の
座
長
も
務
め
た
。
本

書
で
は
、
こ
こ
で
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
な
ど
に
も
言
及

し
て
い
る
。

『
思
い
や
り
』を
突
破
し
社
会
を
変
え
る

「
差
別
は
思
い
や
り
で
は
解
決
し
な
い
」

ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
か
ら
考
え
る

神
谷
悠
一
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