
少
子
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も

あ
る
。
福
利
厚
生
な
ど
の
不
合
理
な
差

は
即
刻
解
消
し
、
職
場
か
ら
処
遇
改
善
・

組
織
化
を
進
め
て
ほ
し
い
。

　

ま
た
、
大
手
企
業
が
働
き
方
改
革
の

コ
ス
ト
を
取
引
先
に
し
わ
寄
せ
す
る
よ

う
な
こ
と
は
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

賃
上
げ
も
働
き
方
の
見
直
し
も
、
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
進
め
て
い
く
と
い

う
視
点
を
も
っ
て
ほ
し
い
。

　

2
0
1
8
春
季
生
活
闘
争
で
も
、「
底

上
げ
」「
月
例
賃
金
」「
持
続
性
」「
拡

が
り
」
の
4
つ
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
。

底
上
げ
の
流
れ
を
、
す
べ
て
の
労
働
者

に
拡
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
カ
ギ
に
な

る
。
職
場
や
地
域
で
の
取
り
組
み
を
外

に
向
か
っ
て
発
信
し
、「
底
上
げ
春
闘
」

の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
起
こ
し
て
い
こ
う
。

で
連
合
は
、「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体

で
生
み
出
し
た
付
加
価
値
の
適
正
分
配
」

を
提
起
し
、
取
引
関
係
の
見
直
し
を
求

め
て
き
た
。
日
本
の
企
業
社
会
で
は「
大

手
と
中
小
の
格
差
は
当
た
り
前
」、
あ
る

い
は「
発
注
元
の
要
請
は
無
理
し
て
で
も

受
け
る
」
と
い
う「
悪
し
き
常
識
」が
ま

か
り
通
り
、「
中
小
は
賃
上
げ
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
て
き
た
。
格
差
是
正
に
向
け

て
は
、
ま
ず
、
そ
の
常
識
を
根
本
的
に

見
直
し
、
賃
上
げ
原
資
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
と
言
わ
れ
る
、
関
連
会
社
や
下
請
会

社
を
含
め
て
、
そ
こ
で
働
く
人
み
ん
な

の
賃
金
が
上
が
る
よ
う
配
分
を
考
え
て

い
く
。
ま
た
、
中
小
組
合
が
自
ら
格
差

是
正
を
め
ざ
す
要
求
を
行
い
、
大
手
追

従
・
大
手
準
拠
の
構
造
を
転
換
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
だ
。

時
金
は
企
業
収
益
に
左
右
さ
れ
や
す
く
、

消
費
よ
り
貯
蓄
に
回
る
比
率
が
高
い
か

ら
だ
。（
図
）

　

今
年
も
、
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
で「
官
製

春
闘
」と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、

交
渉
に
臨
む
労
使
に
対
し
て
極
め
て
失

礼
だ
。
賃
金
・
労
働
条
件
は
、
労
使
交

渉
で
し
か
決
ま
ら
な
い
。
敢
え
て
言
う

な
ら
ば
、
政
労
使
で
認
識
を
合
わ
せ
賃

上
げ
を
実
現
し
て
い
く「
政
労
使
春
闘
」

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

「
悪
し
き
常
識
」を

打
ち
破
る
取
り
組
み
を

─
格
差
是
正
を
ど
う
進
め
る
の
か
？

　

格
差
是
正
を
掛
け
声
だ
け
の「
な
い
も

の
ね
だ
り
」に
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ

組
織
を
超
え
て
未
組
織
の
労
働
者
に
も

拡
げ
て
い
く
こ
と
が
、
2
0
1
8
春
季
生

活
闘
争
の
至
上
命
題
だ
。

経
済
の
自
律
的
成
長
へ

月
例
賃
金
の
引
き
上
げ
を

─
安
倍
首
相
は「
3
％
の
賃
上
げ
」を
要

請
し
、
経
団
連
も「
容
認
」し
て
い
る
が

…
。

　

政
労
使
が
賃
上
げ
の
必
要
性
の
認

識
を
共
有
す
る
こ
と
は
大
事
な
こ
と
だ
。

た
だ
し
、
政
府
や
経
営
側
の
主
張
は
、

大
手
が
賃
上
げ
す
れ
ば
、
中
小
に
も
波

及
す
る
と
い
う
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
の
発
想

が
強
い
。
中
小
の
経
営
者
が「
賃
上
げ
は

大
手
の
話
」と
受
け
止
め
て
し
ま
う
と
逆

効
果
だ
。
ま
た
、
賃
上
げ
の
中
身
も「
一

時
金
を
含
め
年
収
ベ
ー
ス
で
考
え
る
」と

し
て
い
る
。

　

連
合
は
、「
3
％
」
と
い
う
数
字
が
出

る
以
前
か
ら
、
月
例
賃
金
に
こ
だ
わ
り
、

4
％
（
定
昇
分
2
％
＋
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

2
％
）の
賃
上
げ
を
要
求
基
準
と
す
る
闘

争
方
針
を
決
定
し
て
い
る
。「
3
％
」で
は
、

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
は
1
％
と
な
り
、
経
済
の

自
律
的
成
長
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
物

価
上
昇
も
考
慮
す
る
と
、
少
な
く
と
も

4
％
の
賃
上
げ
が
必
要
だ
。
ま
た
、
月

例
賃
金
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
の
引
き
上

げ
の
9
割
が
消
費
に
回
る
の
に
対
し
、
一

　

マ
ク
ロ
で
見
る
と
、
日
本
の
大
手
企

業
は
、
収
益
を
上
げ
十
分
な
内
部
留
保

を
確
保
し
て
い
る
。
自
企
業
の
み
に
閉

じ
込
め
る
こ
と
な
く
適
正
な
循
環
を
進

め
れ
ば
、
中
小
で
も
賃
上
げ
が
実
現
し
、

経
済
全
体
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
。
た

し
か
に
企
業
が
内
部
留
保
を
溜
め
込
ん

で
し
ま
う
背
景
に「
将
来
不
安
」が
あ
る

こ
と
は
事
実
だ
。
少
子
高
齢
化
・
人
口

減
少
が
進
み
、
社
会
保
障
や
巨
額
の
赤

字
を
抱
え
る
財
政
は
持
続
可
能
な
の
か

と
い
う
疑
念
が
経
済
を
萎
縮
さ
せ
て
い

る
。
し
か
し
社
会
全
体
に
賃
上
げ
が
波

及
し
な
け
れ
ば
、
萎
縮
し
か
残
ら
な
い
。

労
使
が
納
得
で
き
る

長
時
間
労
働
是
正
を

─「
働
き
方
改
革
」に
つ
い
て
は
？

　

2
0
1
8
春
季
生
活
闘
争
の
も
う
一

中
小
の
賃
上
げ
率
が

大
手
を
上
回
る
新
た
な
流
れ

─
2
0
1
8
春
季
生
活
闘
争
の
位
置
づ

け
は
？

　

3
年
目
と
な
る「
底
上
げ
春
闘
」の
正

念
場
だ
。
デ
フ
レ
脱
却
に
向
け
た「
賃
上

げ
」
の
動
き
は
、
2
0
1
4
春
季
生
活

闘
争
か
ら
始
ま
っ
た
。
2
年
連
続
で
賃

上
げ
を
実
現
し
た
が
、
大
手
と
中
小
の

格
差
は
む
し
ろ
拡
大
す
る
結
果
と
な
っ

た
。
そ
こ
で
連
合
は
、
2
0
1
6
春
季

生
活
闘
争
か
ら「
底
上
げ
春
闘
」を
前
面

に
掲
げ
、「
大
手
追
従
・
大
手
準
拠
か
ら

の
構
造
転
換
」「
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全

体
で
生
み
出
し
た
付
加
価
値
の
適
正
分

配
」を
通
じ
た
格
差
是
正
の
取
り
組
み
を

ス
タ
ー
ト
。
中
小
組
合
は
格
差
是
正
分

を
含
め
た
要
求
で
交
渉
を
進
め
た
。
ま

た
連
合
と
し
て
、
発
注
先
な
ど
の
中
小

企
業
に
賃
上
げ
原
資
が
回
る
よ
う
、
取

引
慣
行
の
是
正
を
主
張
し
て
き
た
。
そ

の
結
果
、
2
0
1
7
闘
争
で
は
、
中
小

組
合
の
賃
上
げ
率（
0
・
56
％
）が
大
手

組
合
の
賃
上
げ
率（
0
・
48
％
）を
明
確

に
上
回
る
と
い
う
新
た
な
流
れ
を
つ
く

り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、「
春

闘
」60
年
余
の
歴
史
上
、
初
め
て
の
こ
と

で
あ
り
、
極
め
て
大
き
な
成
果
だ
。
こ

の
流
れ
を
確
か
な
も
の
と
し
、
連
合
の

つ
の
重
要
な
柱
だ
。
働
き
方
改
革
関
連

法
案
は
、
今
国
会
で
審
議
さ
れ
る
。
時

間
外
労
働
の
上
限
規
制
導
入
は
画
期
的

な
こ
と
だ
。
し
か
し
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
制
度
導
入
や
裁
量
労
働
制
の

拡
大
は
必
要
な
い
。
塩
漬
け
に
さ
れ
て

い
た
も
の
を
後
か
ら
持
ち
出
し
て
く
っ

つ
け
る
よ
う
な
や
り
方
は
許
さ
れ
な
い
。

そ
し
て
、
法
律
と
い
う
仏
に
魂
を
入
れ

る
の
は
、
労
使
の
役
割
だ
。
時
間
外
労

働
の
削
減
は
、
労
使
が
十
分
話
し
合
っ

て
進
め
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
弊
害
が
生

じ
る
。
春
季
生
活
闘
争
の
交
渉
を
通
じ

て
、
納
得
で
き
る
着
地
点
を
見
出
し
て

ほ
し
い
。

　

雇
用
形
態
の
違
い
に
よ
る
格
差
の
解

消
、
均
等
待
遇
も
大
き
な
課
題
だ
。
非

正
規
雇
用
で
は
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
が
で

き
ず
賃
金
が
上
が
っ
て
い
か
な
い
こ
と
が
、

2018春季生活闘争が本番を迎えている。「底上げ・底支え」
「格差是正」、「すべての働く者の立場にたった働き方」を同
時に進め、「経済の自律的成長」を実現していく闘いだ。
2018闘争でめざすものは何か。神津会長に聞いた。

 「底上げ・底支え」「格差是正」でクラシノソコアゲ！

神津会長に聞く
2018春季生活闘争の
ポイント

アクセス方法

■連合ホームページから、
　下記の順番にクリック
　主な活動 >> 労働・賃金・雇用  >> 
　春闘（春季生活闘争） >> 2018年春闘

 2018年春闘ページに掲載している情報
■要求・回答集計結果
　　⇨�賃金・一時金等の連合全体・規模別の集計

結果がわかります

■闘争関連資料
　⃝中核組合　賃金カーブ維持分・賃金水準
　　⇨�各産業の中核組合の賃金カーブ維持分と賃

金水準がわかります

　⃝回答ゾーン別組合数

　⃝代表銘柄・中堅銘柄（職種別賃金主要銘柄） 
　　⇨�各産業の代表的な職種の賃金水準がわかり

ます

■方針・確認事項等
　⃝春季生活闘争方針・まとめ
　　⇨�連合全体の闘争の方向性がわかります

　⃝中央闘争委員会等確認事項
　　⇨�毎月、注意すべき情勢や当面の闘い方を確認

しています

　⃝構成組織取り組み方針（案）
　　⇨�構成組織方針のダイジェスト版です

　⃝2018連合白書［2017年12月28日発行］

　⃝連合見解・談話
　　⇨�経団連が1月16日に公表した「経労委報告」

に対する連合の見解です

　⃝職場点検チェックリスト
　　⇨�まずは組合の目でチェックしてみましょう

■所定内給与・特別給与の増加分のうち消費に回る割合
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（日本総研・山田久氏推計）
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要求と回答の集計結果、
連合方針や構成組織の取り組み方針、
個別データなどを掲載、
随時更新しています。
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