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ロ
ー
グ

　
一
国
の
労
働
運
動
や
労
使
関
係
の

歴
史
的
流
れ
に
は
、
無
視
で
き
な
い
エ

ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
な
事
象
が
あ
る
。

「
転
換
点
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。
今
日

の
韓
国
労
使
関
係
に
も
、
重
要
な
転
換

点
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
徴
形

成
に
深
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。

　

韓
国
の
労
働
情
勢
と
聞
け
ば
、
多
く

の
人
び
と
が
ス
ト
ラ
イ
キ
を
中
心
と

す
る一
部
労
組
の
「
闘
争
至
上
主
義
的

な
運
動
ス
タ
イ
ル
」
を
思
い
浮
か
べ
、

労
働
市
場
に
関
し
て
は
、
非
正
規
と
呼

ば
れ
る
「
不
安
定
雇
用
」
の
拡
大
状
況

に
意
識
が
及
ぶ
だ
ろ
う
。
と
く
に
後
者

は
今
日
社
会
的
イ
シ
ュ
ー
で
あ
り
、
社

会
格
差
、
二
極
分
化
の
象
徴
で
も
あ
る
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
た
し
か
に
大
い
な

る
情
勢
の
転
換
点
が
あ
っ
た
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
韓
国
特
有
の
二
つ
の

大
き
な
転
換
点
に
焦
点
を
絞
り
つ
つ
、

韓
国
に
お
け
る
二
つ
の
社
会
的
イ

シ
ュ
ー
を
中
心
と
す
る
因
果
関
係
や

課
題
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。

　

転
換
点
の
一つ
は
「
1
9
8
7
年
労

働
者
大
闘
争
」
で
あ
り
、
も
う
一つ
は

そ
の
10
年
後
の
「
1
9
9
7–

1
9
9

8
年
金
融
危
機
」
で
あ
る
。

「
労
働
者
大
闘
争
」の

イ
ン
パ
ク
ト

　

軍
事
独
裁
政
権
の
も
と
で
長
く
窒
息

状
態
に
あ
っ
た
労
働
者
が
、
大
幅
賃
上

げ
や
民
主
化
を
求
め
て
立
ち
上
が
っ
た

の
は
、
軍
部
出
身
の
盧
泰
愚
（
ノ・テ
ウ
）

大
統
領
が
「
民
主
化
宣
言
」
を
発
し
た

1
9
8
7
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
宣
言
は
、
労
働
者
・
市
民
の
圧

力
を
受
け
て
の
発
信
で
あ
っ
た
が
、
同

時
に
「
先
建
設
後
分
配
（
ま
ず
経
済
成

長
、
分
配
は
後
で
）」
の
政
策
で
、
成

長
の
恩
恵
を
享
受
で
き
ず
自
由
も
抑
圧

さ
れ
て
き
た
‘
怒
れ
る
’
労
働
者
の
闘

争
心
に
火
を
つ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
年
、
発
生
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
は

燎
原
の
火
の
よ
う
に
拡
が
り
、
空
前
絶

後
の
3
7
4
9
件
。
1
2
6
万
2
0
0

0
人
が
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ト
損

失
日
数
は
6
9
4
万
6
0
0
0
日
に

の
ぼっ
た
。

　

賃
上
げ
も
30
％
前
後
の
大
幅
な
も

韓
国
労
働
情
勢
の
い
ま

︱
二
つ
の
「
転
換
点
」
を
中
心
に

の
と
な
り
、
翌
年
も
ほ
ぼ
同
等
の
賃
上

げ
と
な
っ
た
。
経
営
に
と
っ
て
重
す
ぎ

る
負
担
だ
と
の
主
張
に
た
い
し
、
当
時

の
組
合
幹
部
は
、
そ
れ
ま
で
圧
政
下
で

取
り
残
し
て
き
た
も
の
を
取
り
戻
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
と
、
あ
っ
さ
り
切
り

捨
て
た
の
で
あ
っ
た
。

　

当
時
政
府
に
近
か
っ
た
韓
国
労
総

（
F
K
T
U
）
に
対
抗
す
る
形
で
後
日

生
ま
れ
た
民
主
労
総（
K
C
T
U
）
に
、

闘
争
不
可
避
の
ス
タ
イ
ル
が
受
け
継
が

I
M
F-

J
C
顧
問　

小
島
正
剛
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韓国労働情勢のいま
― 二つの「転換点」を中心に

た
こ
と
は
、
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
旗
印
で
、

経
営
者
に
敵
意
を
燃
や
す
活
動
家
が
組

合
の
役
員
選
挙
を
征
し
て
き
た
の
で
あ

り
、
対
す
る
経
営
側
も
ま
た
組
合
敵
視

の
姿
勢
を
変
え
な
かっ
た
。

　

異
常
な
敵
対
関
係
の
遠
因
は
、
し
か

し
、
大
闘
争
を
呼
び
起
こ
し
た
軍
政
と

財
閥
系
大
企
業
（
チ
ェ
ー
ボ
ル
）
と
の

れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

F
K
T
U
も
そ
の
後
組
織
内
部
の
民

主
化
が
成
り
、
ス
ト
は
是
々
非
々
で
展

開
し
て
き
た
こ
と
は
付
記
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
賃
上
げ
や
労
働
諸

条
件
改
善
交
渉
に
お
い
て
は
、「
闘
争

な
く
し
て
成
果
な
し
」
と
い
う
D
N
A

の
よ
う
な
も
の
が
労
組
に
受
け
継
が
れ

融
合
体
の
厳
し
い
労
務
対
策
に
あ
っ
た

と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
後
の
ス
ト
の
動
向
は

　

そ
の
後
の
ス
ト
発
生
件
数
の
動
向
を

見
る
と
、
翌
1
9
8
8
年
に
1
8
7
3

件
へ
と
半
減
し
、1
9
9
0
年
に
は
3

3
2
件
、
そ
し
て
1
9
9
5
年
に
は

88
件
に
ま
で
低
下
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
後
述
す
る

1
9
9
7–

1
9
9
8

年
の「
金
融
危
機
」が
発

生
す
る
と
、
そ
れ
以
降

ス
ト
発
生
件
数
は
大
幅

な
増
加
に
転
じ
た
。
す

な
わ
ち
1
9
9
7
年
、

ス
ト
発
生
件
数
は
78

件
で
あ
っ
た
の
が
、
2

0
0
0
年
に
は
2
5
0

件
に
増
加
し
、
00
年
代

半
ば
ま
で
に
さ
ら
に
増

え
、
04
年
に
は
近
年

ピ
ー
ク
の
4
6
2
件
に

増
加
し
た
。
し
か
し
そ

の
後
は
、
05
年
2
8
7

件
、
09
年
1
2
1
件
と
、

11
年
60
件
と
急
速
な
減

少
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
従
来
韓
国
の
賃
上
げ
闘

争
に
先
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き

た
現
代
自
動
車
労
組
が
、
こ
の
と
こ
ろ

3
年
連
続
し
て
ス
ト
無
し
で
団
体
交

渉
を
終
結
さ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
の
ス

ト
減
少
傾
向
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

ス
ト
は
減
少
し
た
が

長
期
化
へ

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
興
味
深
い
の
は

ス
ト
発
生
件
数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
一

方
で
、
04
年
以
降
に
発
生
し
た
ス
ト
は

過
去
に
お
け
る
よ
り
長
期
化
し
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。　

　
ス
ト
期
間
を
平
均
し
て
み
る
と
87
年

労
働
者
大
闘
争
時
に
5
・
5
日
で
あ
っ 民主化求めた集会（1987年6月、釜山）

上
：
40
時
間
労
働
制
求
め
る
Ｆ
Ｋ
Ｍ
Ｔ
Ｕ
全
国
ス
ト

（
99
年
5
月
、ソ
ウ
ル
）

下
：
大
宇
自
動
車
の
ス
ト
集
会（
01
年
9
月
、
ソ
ウ
ル
）
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韓国労働情勢のいま
― 二つの「転換点」を中心に

た
の
が
、
金
融
危
機
の
97
年
に
は
22
・

7
日
へ
、
00
年
30
日
、
06
年
に
は
54
・

5
日
へ
と
10
倍
に
も
長
期
化
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
I
L
O
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

は
主
要
国
中
の
最
長
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ス
ト
発
生
の
可
能
性
は
低

く
な
っ
た
も
の
の
、
ひ
と
た
び
発
生
す

れ
ば
長
期
化
し
、
１
ヵ
月
以
上
継
続
す

る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。

　

で
は
、
何
故
00
年
以
降
の
ス
ト
が
初

期
の
こ
ろ
以
上
に
長
期
化
し
、
激
化
し

た
の
で
あ
る
か
。

　
一つ
の
要
因
は
、
金
融
危
機
以
降
、

整
理
解
雇
や
不
安
定
雇
用
と
い
う
雇

用
関
連
の
事
案
が
賃
上
げ
マ
タ
ー
よ
り

一
層
重
要
な
団
体
交
渉
事
案
と
な
っ
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

09
年
の
例
で
み
れ
ば
、
雇
用
や
労
働

条
件
に
係
わ
る
ス
ト
が
ス
ト
発
生
件
数

1
2
1
件
の
４
分
の
３
を
占
め
た
こ
と

で
も
証
明
さ
れ
よ
う
。
賃
金
交
渉
に

対
比
し
て
、
労
使
と
も
に
雇
用
関
連
の

紛
争
を
短
時
日
の
う
ち
に
解
決
す
る
の

が
困
難
に
な
って
い
る
の
で
あ
る
。

「
金
融
危
機
」の

も
た
ら
し
た
も
の

　

そ
こ
で
、
も
う
一つ
の
転
換
点
、「
金

融
危
機
」
で
あ
る
。
韓
国
で
も
、
非
正

規
・
不
安
定
雇
用
の
問
題
が
危
機
以
前

か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
が
、
社
会
的
イ
シ
ュ
ー
と
し
て
深

刻
化
し
た
の
は
金
融
危
機
を
経
て
か
ら

で
あ
る
。

　

金
融
危
機
に
際
し
て
、
国
際
通
貨
基

金（
I
M
F
）
が
韓
国
を
支
援
す
る
条

件
と
し
て
求
め
た
の
が
、
労
働
市
場
の

柔
軟
化
、
厳
し
い
雇
用
関
係
法
の
規
制

緩
和
な
ど
で
あ
っ
た
。
I
M
F
の
常
套

手
段
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
産
業
全
般
に

「
不
安
定
雇
用
」
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と

に
な
り
、
労
働
市
場
の
柔
軟
化
が
進
ん

だ
の
だ
。
職
場
に
お
け
る
非
正
規
職
の

条
件
差
別
は
社
会
格
差
、
二
極
分
化
と

い
う
社
会
的
イ
シ
ュ
ー
を
醸
成
し
て
今

日
に
至
って
い
る
。

　

労
組
の
圧
力
も
受
け
て
、
政
府
は
い

わ
ゆ
る
「
非
正
規
雇
用
労
働
者
保
護
法
」

を
施
行
し（
2
0
0
7
年
）、
有
期
雇
用

や
派
遣
労
働
に
た
い
す
る
使
用
期
間
を

規
制
す
る（
2
年
間
）
と
同
時
に
、
非

正
規
雇
用
に
お
け
る
不
当
差
別
の
是
正

を
目
指
し
た
。

　

し
か
し
効
果
の
程
が
い
ま
だ
し
の
た

め
、
2
0
1
1
年
に
「
非
正
規
職
総
合

対
策
」
を
も
って
、
「
①
低
所
得
者
層
へ

の
経
済
的
支
援
、
②
セ
ー
フ
テ
ィ
・
ネ
ッ

ト
拡
充
、
③
差
別
是
正
の
強
化
、
④
労

働
条
件
の
保
護
、
⑤
正
規
雇
用
へ
の
転

換
機
会
の
拡
大
、
⑥
構
内
下
請
労
働
者

の
保
護
、
⑦
公
共
部
門
の
非
正
規
労
働

対
策
、
⑧
共
生
協
力
の
労
使
文
化
の
拡

大
、
な
ど
」
を
標
榜
し
て
、
実
現
を
目

指
し
つつ
あ
る
と
こ
ろ
だ
。

非
正
規
労
働
者
の
動
向

と
課
題

　

非
正
規
労
働
者
の
絶
対
数
や
賃
金
労

働
者
に
占
め
る
比
率
に
つ
い
て

は
、
非
正
規
の
公
式
の
「
定
義
」

が
定
か
で
な
か
っ
た
が
故
に
、

数
値
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
。

ピ
ー
ク
時
に
は
40–

50
％
の
間

に
あ
る
と
さ
れ
も
し
た
が
、
最

近
入
手
し
た
政
府
統
計
で
は
、

次
の
よ
う
に
なって
い
る
。

　

す
な
わ
ち
賃
金
労
働
者
数

に
占
め
る
非
正
規
労
働
者
数

の
比
率
は
、
04
年
の
37
・
0
％

を
境
に
減
少
傾
向
を
示
し
、
08

年
8
月
以
降
は
33
％
台
で
推

移
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

11
年
上
半
期
時
点
で
は
非
正

規
労
働
者
は
5
5
7
万
1
0
0
0

人
で
、
対
前
年
比
27
万
3
0
0
0

人
の
増
加
、
全
体
の
33
・
8
％

へ
と
上
昇
し
て
は
い
る
。

　

統
計
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
派
遣
が

減
少
す
る
一
方
で
、
業
務
請
負
の
比
率

が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
使
用

者
が
派
遣
法
上
の
規
制
を
回
避
す
る
た

め
、
形
式
上
は
業
務
請
負
と
し
つ
つ
実

際
に
は
不
法
派
遣
や
偽
装
請
負
の
雇
用

形
態
を
と
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
か

ら
だ
」
（
現
地
研
究
者
）。
こ
れ
で
は
法

の
目
的
に
逆
行
し
て
非
正
規
労
働
者
が

非正規労働者のスト（2007年）
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●ＩＭＦ−ＪＣ顧問

小島正剛 こじま・せいごう　

６０年ＩＭＦ日本事務所に入職以来、
ＪＣ事務局長代理、ＪＣ国際局長、Ｊ
Ｃ副議長（国際委員長）（以上 IMFと
の兼務）、ＩＭＦ地域代表を務めるな
ど国際労働運動一筋。９８年ＪＣ顧問
に。日本労働ペンクラブ会員他。主要
著書「海外労働アラカルト」他。

韓国労働情勢のいま
― 二つの「転換点」を中心に

増
え
る
結
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ

る
わ
け
だ
。

　

あ
る
研
究
者
は
、「
使
用
者
が
派
遣

雇
用
の
よ
う
に
指
揮
命
令
権
を
保
持
し

な
が
ら
も
、
形
式
的
に
は
労
働
法
上
の

責
任
を
伴
わ
ぬ
業
務
請
負
の
雇
用
方
式

を
発
展
さ
せ
て
き
た
」
と
説
明
す
る
。

構
内
下
請
企
業
の
存
在
は
そ
う
し
た
傾

向
を
強
め
さ
せ
、
下
請
倒
産
に
よ
っ
て

当
該
労
働
者
の
雇
用
を
危
う
く
す
る

ケ
ー
ス
は
け
っし
て
珍
し
く
な
い
。

　

さ
る
2
月
23
日
に
最
高
裁
が
、
現
代

自
動
車
を
め
ぐ
る
裁
判
で
、
構
内
下
請

の
労
働
者
は
「
不
法
に
派
遣
さ
れ
た
労

働
者
で
あ
る
」
と
結
審
し
た
な
ど
は
、

不
法
派
遣
の
典
型
的
な
ケ
ー
ス
を
示
し

た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

既
述
し
た
「
非
正
規
職
総
合
対
策
」

に
は
、
非
正
規
職
の
正
規
化
や
格
差
解

消
の
基
本
的
視
点
が
欠
け
て
お
り
、
福

祉
面
な
ど
に
傾
斜
し
て
い
る
と
の
評
が

あ
る
。
労
働
組
合
側
は
、「
同
一
価
値

労
働
同
一
賃
金
」
な
ど
基

本
的
原
則
の
導
入
こ
そ
肝

要
と
批
判
し
て
い
る
。

エ
ピ
ロ
ー
グ

　

金
融
危
機
が
不
安
定
雇

用
問
題
本
格
化
の
引
き
金

に
な
っ
た
こ
と
は
既
に
述

べ
た
。
こ
こ
で
指
摘
す
べ

き
は
、
そ
の
他
に
も
、
労

働
界
で
は
企
業
別
組
合

方
式
の
限
界
を
克
服
す

べ
く
、「
産
業
別
組
合
方

式
」
へ
の
動
き
が
活
性
化

し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
周
知
の
よ
う
に
、
不

完
全
な
が
ら
金
属
産
業
で

も
K
C
T
U
傘
下
で
産
別
組
合
組
織

が
結
成
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
「
労
使
政
三
者
構
成
に
よ

る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ダ
イ
ア
ロ
グ
方
式
」

の
発
足
が
、
も
う
一つ
の
産
物
で
あ
る
。

金
融
危
機
と
い
う
国
家
的
危
急
に
対
処

す
べ
く
、
政
労
使
が
そ
れ
ぞ
れ
負
の
分

担
を
受
け
入
れ
て
協
力
し
た
実
績
が
あ

る
。
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら

も
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ダ
イ
ア
ロ
グ
の

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
存
在
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
現
政
権
下
で
は
権
威
主
義

的
と
な
り
効
果
が
薄
く
な
っ
た
と
の
風

評
が
あ
る
の
も
事
実
だ
。

　

最
後
に
、
労
使
紛
争
の
減
少
傾
向
を

見
て
、
労
使
関
係
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ

ン
ジ
が
生
じ
つ
つ
あ
り
、
葛
藤
か
ら
合

意
形
成
へ
の
シ
フ
ト
が
実
現
す
る
の
で

は
と
の
希
望
的
観
測
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
は
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
に
ふ
た
た
び
現
地
研
究
者
た
ち
の
見

解
を
紹
介
し
て
終
わ
る
と
し
よ
う
。

　
「（
権
威
主
義
的
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム

の
痕
跡
や
）
労
使
の
厳
し
い
敵
対
的
関

係
は
、
韓
国
モ
デ
ル
を
よ
り
合
意
形
成

重
視
の
雇
用
関
係
モ
デ
ル
へ
と
変
容
さ

せ
る
の
を
妨
げ
て
い
る
」。「
二
極
分
化

の
傾
向
は
、
低
賃
金
、
非
正
規
の
労
働

者
を
含
む
労
使
関
係
ア
ク
タ
ー
す
べ
て

の
権
益
に
対
応
し
う
る
新
し
い
政
府
政

策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
伴
っ
た
、“
現
状
を

超
え
る
”
労
使
関
係
モ
デ
ル
の
必
要
性

を
呼
び
か
け
て
い
る
」。（
注
）

　

そ
う
し
た
労
使
関
係
モ
デ
ル
の
延
長

線
上
に
お
い
て
、「
新
た
な
民
主
的
ネ

オ
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
構
想
」
が
描
か

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
は
第
三
の
「
転
換
点
」
が
必

要
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
後
も
注
目

で
あ
る
。（

2
0
1
2
年
2
月
26
日
記
）

※
（
注
）
キ
ム
・
ド
ン
ワ
ン
＆
ア
ン
・
ジ
ヨ

ン
『
韓
国
の
労
使
関
係
』（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ア
ジ
ア
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
報
告
）

2
0
1
1
年
11
月
。
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