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自治労北海道本部は第121回中央委員会で「えさきたかし」さんを推せん決定しています。

　公共サービスを担う私たちの業務や賃金・労働条件の改善には、法律や条令の改正は

欠かすことはできず、政治と無関係ではいられません。そのため、私たちの代表を国会

に送り込み意見反映をしていく必要があります。

　安倍政権は、地方自治体における窓口部門などの合理化を進め、「合理化を進めなけ

れば地方交付税は減らす」などと、人員・賃金の削減、地域公共サービスの切り捨てを

狙っています。また、７月の参議院選挙で改憲勢力に必要な３分の２の議席を確保し、

憲法「改悪」を行い戦争ができる国づくりを進めようとしています。私たちは、組合員・

家族の生活を守り、地域公共サービス、平和憲法を守るため、自治労組織内比例区『え

さきたかし』、北海道選挙区『徳永エリ』の勝利にむけ取り組みを進めています。

政治と無関係ではいられない

え
さ
き

た
か
し

参
議
院･

比
例
区

自
治
労
組
織
内

参議院北海道選挙区「徳永エリ」
さんとともにたたかいます。
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（2）（3）号　外 2016年６月１日

 ●働くものの４割が非正規の労働者
正規雇用者数は、1990年代後半から減少傾向、非正規雇用者数は一貫して

増加傾向を続けている。2011年の正規雇用者数は前年差28万人減。非正

規雇用者数は同46万人増。非正規雇用者比率は前年差0.7ポイント上昇し

35.1％となっている。

 ●６人に１人の子どもが貧困
厚生労働省が2014年にまとめた報告書によると、日本の子どもの相対的貧

困率は、16.3％（2012年）となっている。これは、日本のこどもの６人に

１人が貧困状態にあることをしめしている。2014年のOECDのまとめでも、

日本の子どもの貧困率は、先進国34ヵ国中10番目に高い数字。「子どもの貧

困」の問題は、もはや海外だけの問題ではなくなっている。

 ●中間層の所得が低下
厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、平均所得以下の国民は2013年

段階で全体の61.2％を占める。所得が大幅に低下し、日本人の生活全体が

地盤沈下をはじめている。所得の低下と並行して進むのが、低所得層の増

加による貧困化である。所得の分布の推移は、明らかに年収400万円未満

の層が増加し、所得格差が広がっている。

る
立
法
行
為
や
私
た
ち
の
人
権

を
否
定
す
る
解
釈
改
憲
ま
た
は

明
文
改
憲
が
次
々
と
な
さ
れ
る

と
、
大
き
な
恐
怖
が
私
た
ち
の

日
々
の
暮
ら
し
を
取
り
巻
く
こ

と
に
な
る
。
そ
う
な
っ
て
か
ら

元
の
状
態
に
戻
そ
う
と
す
る

と
、
大
変
な
時
間
や
労
力
が
か

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
頃
か

ら
憲
法
が
私
た
ち
の
人
権
を
保

障
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持

ち
、
憲
法
改
悪
の
動
き
に
敏
感

に
な
っ
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

　

安
倍
政
権
は
現
在
、「
災
害
」

や「
テ
ロ
」
な
ど
の
重
大
事
態
が

発
生
し
た
際
に
憲
法
を
一
時
的

に
停
止
し
、
非
常
措
置
を
と
る

こ
と
が
で
き
る
権
限
を
国
家
権

力
の
一
部
に
与
え
る
条
文
（
緊

急
事
態
条
項
）
を
憲
法
に
導
入

し
よ
う
と
し
て
い
る
。本
来
、災

害
被
害
な
ど
へ
の
対
策
は
個
別

の
法
律
で
行
う
べ
き
で
あ
り
、

憲
法
に
非
常
措
置
を
認
め
る
条

文
を
導
入
す
る
必
要
は
ま
っ
た

く
な
い
。む
し
ろ
、こ
の
よ
う
な

条
文
の
導
入
は
私
た
ち
の
人
権

を
大
幅
に
制
限
す
る
こ
と
に
つ

な
が
り
、大
変
危
険
で
あ
る
。憲

法
改
悪
問
題
を
考
え
る
上
で

は
、「
緊
急
事
態
条
項
導
入
」
の

動
き
を
注
視
し
て
い
く
こ
と
が

今
、
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
＝
96
条
に
基
づ
く
も
の
）
と
、

②
各
条
文
の
目
的
や
背
景
、
お

よ
び
そ
れ
ま
で
の
条
文
の
解
釈

を
完
全
に
無
視
し
、
無
理
や
り

新
た
な
解
釈
を
持
ち
出
す
「
解

釈
改
憲
」
の
二
種
類
が
あ
る
。

日
本
国
憲
法
制
定
以
来
、
一
度

も
明
文
改
憲
は
な
さ
れ
て
い
な

い
が
、
解
釈
改
憲
は
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、

歴
代
政
権
が
憲
法
上
、
認
め
ら

れ
な
い
と
し
て
き
た
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
を
容
認
す
る
２
０

１
４
年
７
月
１
日
の
閣
議
決
定

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
内
容
を
法

律
の
な
か
に
反
映
さ
せ
る
た
め

に
な
さ
れ
た
、
２
０
１
５
年
９

月
19
日
の
一
連
の
安
全
保
障
関

連
法
の
可
決
で
あ
っ
た
。
安
全

保
障
関
連
法
は
、
憲
法
９
条
で

戦
争
や
武
力
行
使
を
放
棄
し
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
海
外

で
の
武
力
行
使
を
可
能
と
す
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
憲
法
学
者

の
多
く
が
違
憲
で
あ
る
と
指
摘

し
た
が
、
国
会
で
は
多
数
の
議

席
を
有
す
る
政
権
与
党
等
が
数

の
論
理
で
可
決
に
こ
ぎ
つ
け

た
。
ま
さ
に
、『
立
憲
主
義
』
か

ら
大
き
く
逸
脱
す
る
行
為
で
あ

っ
た
。

緊
急
事
態
条
項
の
動
き
を
注
視

　

こ
の
よ
う
に
憲
法
を
無
視
す

な
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
独
裁

国
家
が
生
ま
れ
る
。
憲
法
は
こ

の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
に

存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

憲
法
を
用
い
て
国
家
権
力
の
動

き
を
縛
る
こ
と
で
、
好
き
勝
手

な
こ
と
を
さ
せ
な
い
よ
う
に
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考

え
方
を
『
立
憲
主
義
』
と
い
う
。

さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
表
現
を
す

る
な
ら
ば
、
国
家
権
力
を
行
使

す
る
立
場
に
い
る
者
た
ち
が
憲

法
を
遵
守
し
な
い
場
合
、
も
は

や
こ
れ
ら
の
者
た
ち
は
そ
の
地

位
に
い
る
資
格
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
あ
わ
せ
て
国
民

に
は
憲
法
を
用
い
て
国
家
の
動

き
を
監
視
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
権
力
者
が
憲

法
を
無
視
し
、
自
己
の
利
益
の

た
め
に
思
う
ま
ま
に
動
く
よ
う

に
な
る
と
、
人
々
の
人
権
が
著

し
く
侵
害
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

憲
法
改
悪
と
私
た
ち
の
暮
ら
し

　

憲
法
改
正
は
憲
法
96
条
の
手

続
（
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分

の
二
以
上
の
賛
成
に
基
づ
い
て

国
会
が
発
議
し
、
国
民
投
票
で

過
半
数
の
賛
成
を
得
る
こ
と
が

必
要
）
を
経
て
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
そ
の

手
続
に
さ
え
沿
っ
て
い
れ
ば
、

ど
ん
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
て

も
、
改
憲
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
憲
法
11
条
と
97
条

は
、
憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的

人
権
は
「
侵
す
こ
と
の
で
き
な

い
永
久
の
権
利
」
で
あ
り
、
現

在
の
国
民
の
み
な
ら
ず
、
将
来

の
国
民
に
も
与
え
ら
れ
る
と
規

定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
条
文
が
あ
る
以
上
、

現
行
の
憲
法
が
保
障
す
る
基
本

的
人
権
を
後
退
さ
せ
る
よ
う
な

改
定
、
す
な
わ
ち
『
改
悪
』
は

認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

改
憲
と
い
う
場
合
、
実
際
に

は
①
条
文
そ
の
も
の
を
変
更
・

修
正
す
る
形
の
「
明
文
改
憲
」

生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の

理
解
に
沿
っ
て
、
憲
法
も
国
民

が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法

で
あ
る
と
考
え
る
人
も
多
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
憲
法
と
は
そ

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

　

１
９
４
７
年
５
月
３
日
に
施

行
さ
れ
た
現
行
の
日
本
国
憲
法

は
、
99
条
で
「
憲
法
を
尊
重
し

擁
護
す
る
義
務
」
を
負
っ
て
い

る
の
は
「
天
皇
又
は
摂
政
及
び

国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判

官
そ
の
他
の
公
務
員
」
で
あ
る

と
規
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

権
力
と
い
う
甘
い
蜜
の
味
を

知
る
と
、
ど
ん
な
人
で
も
自
己

の
利
益
の
た
め
に
そ
れ
を
も
っ

と
利
用
し
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
国
民

に
よ
り
国
家
権
力
の
行
使
を
信

託
さ
れ
た
者
た
ち
が
で
き
る
だ

け
多
く
の
利
益
を
得
る
た
め
に

そ
の
権
力
を
濫
用
す
る
よ
う
に

憲
法
は
遠
い
世
界
の
話
？

　

日
本
で
は
憲
法
を
身
近
に
感

じ
な
が
ら
生
活
を
し
て
い
る

人
々
は
、
は
た
し
て
ど
れ
だ

け
い
る
だ
ろ
う
か
。
私
の
授
業

（「
日
本
の
憲
法
」
や
そ
の
他

憲
法
関
連
科
目
）
を
受
講
し
始

め
た
ば
か
り
の
学
生
に
憲
法
の

イ
メ
ー
ジ
を
た
ず
ね
る
と
、
大

概
は
「
な
ん
だ
か
と
て
も
難
し

そ
う
」「
生
活
に
関
係
し
て
い
る

の
か
わ
か
ら
な
い
」「
遠
い
世
界

の
話
」
と
い
っ
た
反
応
が
返
っ

て
く
る
。

　

日
本
国
憲
法
は
、
私
た
ち
が

安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
自
由
や
権
利
を
保
障
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を

実
感
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状

況
が
こ
の
社
会
に
あ
る
の
は
、

こ
の
憲
法
が
持
つ
価
値
が
社
会

全
体
で
共
有
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
の
表
れ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

日
本
国
憲
法
施
行
以
降
に
生
ま

れ
た
国
民
に
と
っ
て
み
れ
ば
、

憲
法
が
保
障
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
享
受
で
き
て
い
る
さ
ま
ざ
ま

な
自
由
や
権
利
が
、
生
ま
れ
た

と
き
か
ら
当
然
の
ご
と
く
存
在

し
て
い
る
た
め
、
憲
法
上
の
人

権
保
障
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を

実
感
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
は
実

の
と
こ
ろ
、
憲
法
改
悪
を
通
し

て
い
と
も
簡
単
に
奪
わ
れ
て
し

ま
う
も
の
で
も
あ
る
。

憲
法
の
役
割
は
？

　

数
年
前
か
ら
国
会
審
議
や
メ

デ
ィ
ア
の
報
道
等
を
通
じ
て
、

『
立
憲
主
義
』
と
い
う
言
葉
を

頻
繁
に
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
の
、
そ
の
意
味
や
重
要

性
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う

人
々
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
立
憲
主
義
と
は
、
憲
法

の
存
在
を
理
解
す
る
上
で
最
も

重
要
な
言
葉
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
通
常
、「
法
律
」
と
聞
く
と
、

多
く
の
人
々
は
そ
れ
を
守
っ
て

私たちの暮らしを支える憲法格差・分断社会が進行
安倍政権により日本は、一部の人に冨が集中し、６人に１人の
こどもが貧困となっている。働くものの４割が非正規の労働者
であり、正規を希望しても実現できない人が600万人を超え、
若い人が将来に希望が持てなくなっている現状にある。格差社
会が進行し、社会が分断されている。

人
権
侵
す『
改
憲
』認
め
ら
れ
な
い

　

安
倍
首
相
は
「
憲
法
改
正
を
在
任
中
に
成
し
遂
げ
た
い
」
と
表
明
し
、
７
月
に
予
定
さ
れ
る
第

24
回
参
議
院
議
員
選
挙
で
、
改
憲
の
発
議
に
必
要
な
３
分
の
２
の
議
席
を
め
ざ
す
と
し
て
い
る
。

憲
法
は
、
国
民
の
基
本
的
人
権
（
生
命
・
自
由
・
財
産
）
を
守
る
た
め
、
国
家
権
力
を
制
限
規
制

す
る
規
範
で
あ
る
。
権
力
の
暴
走
を
防
ぐ
た
め
に
三
権
分
立
が
あ
り
、
そ
れ
が
立
憲
主
義
の
根
本

で
あ
る
が
、
そ
の
立
憲
主
義
を
壊
し
、
戦
争
す
る
国
へ
と
進
ん
で
い
る
。
戦
後
70
年
、
日
本
は
戦

争
を
放
棄
し
、
自
衛
隊
を
戦
地
に
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
人
を
殺
す
こ
と
も
殺
さ

れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
が
覆
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
参
議
院
選
挙
が
日

本
の
未
来
を
大
き
く
左
右
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
本
号
で
は
憲
法
改
正
の
問
題
点
と
課
題
に
つ
い

て
室
蘭
工
業
大
学
の
清
末
愛
砂
准
教
授
に
解
説
し
て
も
ら
っ
た
。

【プロフィール】

1972年生まれ。山口県出身。大阪大学大学院博士後期
課程単位修得退学。大阪大学大学院助手・同助教、島
根大学講師を経て2011年10月より現職。専門は家族
法、憲法学。主な著作に、『すぐにわかる 戦争法=安保
法制ってなに？』（共著、七つ森書館、2015年）、『これ
でいいのか！日本の民主主義－失言・名言から読み解
く憲法』（共著、現代人文社、2016年）、『安保法制を語
る！自衛隊員・NGOからの発言』（編著、現代人文社、
2016年）などがある。

清き

よ

す

え末
　
愛あ

い

砂さ

室
蘭
工
業
大
学

大
学
院
工
学
研
究
科
准
教
授

出
所
：
厚
生
労
働
省 

「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」 

よ
り
作
成

資料出所　総務省統計局「労働力調査特別調査」（2月調査）（1985年～ 2001年）、「労働力調査（詳細集

計）」（1～ 3月期平均）（2002 ～ 2012年）をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて作成

さ
ん

安倍
政権で

２
０
１
５
年
８
月
30
日
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●比例代表選挙の投票
　　選挙区選挙は『候補者名』を記載しますが、比例代表選挙
　は『政党名』または『候補者名』を記載して投票することが
　できます。
●比例代表選挙の開票
　　『候補者名の得票』と『政党名の得票』の合計で各政党の
　獲得議席の数が決まります。
●当選の決定
　　各政党に配分された獲得議席の数に応じて、『候補者名』
　の得票数の最も多い候補者から、順次当選人が決まります。
●つまり…
　　『候補者名の得票』は、
　①『政党の総得票数を増やし、政党の獲得議席数増』につな
　　がる
　②『政党内の候補者の順位を押し上げ、当選に近づく』とい
　　うことになります。

参議院
比例区

候補者名の投票は
政党名の投票の２倍の効果

候補者名が“有効”


