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　わたしたち労働者は働いて賃金を得ない
と生活できません。しかし労働者は使用者
に対して圧倒的に不利な存在です。この労
使関係を対等なものとするために労働組合
がうまれました。私たち国家公務員も国家
公務員法で労働組合の結成は認められてい
ますが、争議権が認められてお
らず、国公労連は ILO に提訴し
労働基本権の回復を求めていま
す。労働組合は職場ではたらく
仲間が、働きやすい職場や生活
の向上をめざし、力を合わせて

（団結して）その実現をめざし
ています。また、わたしたち国

民が平和にくらせる社会の実現もめざして
います。
　職場で働く一人ひとりの声を大切にし、
みんなで話し合い、共通した要求をまとめ、
その実現に向けて、みんなで行動するのが
労働組合です。

労働組合の役割とは？

　新しく職場に入られたみなさん、就職おめでとうございます。
国民の生活向上のために、責任感と使命感をもって就職された
と思います。これから仕事をすすめていくうえで、悩みや疑問
が出てくると思いますが、そういう時は一人で悩まず、労働組
合にご相談ください。あなたの悩みや疑問が職場環境や仕事の
すすめ方の改善にもつながります。また、多くのなかまが労働
組合に入っていると、大きな力につながります。労働組合に加
入し働きやすい職場、安心できる労働環境を一緒につくってい
きましょう。労働組合はあなたを必要としています。あなたの
加入を心から呼びかけます。

労働組合はあなたを必要としてます

2022 年国公青年交流集会 コネクト
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全司法労働組合
愛知支部 廣瀨 旅人

ひろ せ たび と

　これは、職場の人間関係
で悩んでいた際に戴いた先

輩のアドバイスです。飲み
会の席でついついこぼれる

愚

痴。その場は気持ちが晴れ
ても、何の解決にも繋がり

ま

せん。
　この点、労働組合も「給

料上げろ」とか「残業なく
せ」

と要求します。しかし、こ
れら要求は、愚痴とは全く

違

います。①「未来を良くした
い」というみんなの願いが

込

められていること、②権限と
責任持つ立場にちゃんと伝

えること、だから、③未来
を変える可能性を秘めてい

ま

す！
　愚痴ではなく要求を声に

する人生、とても生産的で
楽

しいですよ！

労働組合で
愚痴を要求に

全法務省労働組合
広島支部 浦上 莉音

うらかみ り おん

　みなさん、就職おめでとうございます。これから不安
なことや戸惑うことがたくさんあると思います。私自身
もここで生きていけるのかと心配ばかりしていました。
そんな中、職場の先輩に勧められ労働組合に入りました。
組合では職場を越えた先輩方と知り合うことができ、
私がとても相談しやすい環境にいることがわかりました。
職場での悩みを自分一人で対処するには限界がありま
す。そんなときは仲間と一緒に解決していきませんか。
　労働組合に加入してみんなでより良い職場をつくりま
しょう。

みんなでより良い
職場をつくりましょう
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3 年連続でワーキングプア1100万人以上

■ 100万円以下　■ 100万円超～200万円以下
―  非正規労働者の割合

出典：ワーキングプア数は国税庁「民間給与実態統計調査」の 1 年を
通して働いても賃金が 200 万円以下の労働者数（単位：万人）。非正
規労働者の割合は総務省「労働力調査」の年平均（単位：％）

労働者の 5人に1人以上（21.4％）が貧困
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実質賃金は物価高騰で昨年度比 4.5 万円減
大企業の内部留保が505兆円を超える

出所：内部留保は財務省「法人企業統計調査」の年度
額（※直近だけ 2022年 7～ 9月期決算の内部留保）。
実質賃金は厚生労働省「毎月勤労統計調査」の年度ご
との実質賃金を 2021 年度の現金給与総額を起点に
実額化した数字（※直近だけ 2022 年 4～ 9 月の実
質賃金確報の平均値から算出）
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内部留保はこの 14年間で
1.8 倍増、222.7 兆円増加

実質賃金はこの 14年間で
27.1 万円減、四半世紀最低

2022年
7～9月期
※実質賃金は
　2022年
　4～9月

■内部留保
　　（兆円）
―実質賃金
　　（年度平均、万円）

　わたしたちの賃金は人事院勧告にもとづ
いて決まります。民間では労使間で交渉を
行い、賃金決定を行いますが、争議権がな
い代償措置として人事院があり、人事院が
民間給与を調査して、民間との差を人事院

勧告として毎年政府に報告し決定されてい
ます。人事院勧告は約 770 万人の労働者
の賃金に影響しており、民間の労働者と公
務労働者が力を合わせて賃上げを要求して
いかなければなりません。
　一方、わたしたちの職場では職員が不足
しています。政府が定員合理化計画をす
すめてきたからです。日本の公務員数は
OECD 加盟国の中でも最低レベルで、こ
れ以上職員を減らせる職場はありません。
国公労連では国民生活を守るために、公務
公共サービスを充実させるとりくみをすす
めています。

賃金改善と職場環境をよくするとりくみ

2023 年１月経団連包囲行動
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全厚生労働組合
関東社会保険支部 原田 祥吾

はら だ しょうご

　ご就職おめでとうございます。新生活、喜びと不安、たくさんの思いを感じておられることと思います。私たち労働組合は、職場環境の改善に取り組みながら、みなさまと共に歩む存在です。
　でも、急に言われてもびっくりしますよね。私も労働組合って難しいところなのかな？と思っていました。実際は楽しい先輩方に気軽にご飯を食べさせて貰えるような場でした。
　交流集会では、仕事も地域も異なる仲間との出会いもあります。せっかくの社会人生活、楽しく過ごさなければ、もったいないです！
　ぜひ、労働組合で一緒に活動しましょう！

労働組合で
楽しい社会人生活を ！

全経済産業労働組合
北海道経済産業局支部

山崎 　陽
やまざき よう

　いつもは合同庁舎内です

れ違うだけの他省庁の方
と々１泊２日の交流会、滋賀

の

会場に向かう道中の心境は
緊張で埋め尽くされていま

し

た。中には前日から各局が
集まって交流していた省庁

も

あったようで、少人数で参
加していた全経済は非常に

肩

身が狭く感じました。

　ところがどっこい！いざ話
してみると優しく、積極的

に

話してくれる人だらけ！お昼
から始まった講演でアイス

ブ

レイクを済ませ、夕食会で
はお酒も入り非常に愉快な

交

流ができました。午前中の
緊張なんてとっくに忘れて

し

まうほどでした。
　他省庁の方々の雰囲気を

味わうことができた２日間

は、短かったですが刺激的
な交流となりました。また

こ

のようなイベントがあればぜ
ひ参加したいです！

2022connectに
参加しました
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戦後初のメーデー＝ 1946 年 5月 1日、東京・皇居前広場

※革新自治体とは、開発優先政策から福祉優先政策への転換を掲げ、市民運動などにより 1960 年
代から 1970 年代後半にかけて各地方自治体で保守でない革新首長が誕生した自治体を指す。

人
事
評
価
制
度 

と
は

私たちの運動で改善されました
2002 年 4 月 子どもの看護休暇制度導入

育児・介護休業制度の充実

2005 年 4 月 育児・介護を行う職員の早出・遅出勤務

2007 年 8 月 育児のための短時間勤務制度の施行

自己啓発等休業制度の施行

2009 年 4 月 労働時間短縮
（8 時間から 7 時間 45 分へ）

2010 年 6 月 育児・介護のための両立支援制度の拡充

2011 年 4 月 非常勤職員の育児・介護のための
両立支援制度の拡充

2015 年 4 月 非常勤職員への夏季における
年次休暇付与の弾力的運用措置

2018 年 4 月 非常勤職員の給与の職務経験の
考慮通勤手当の支給

2019 年 1 月 非常勤職員の忌引き休暇取得制限解除と
結婚休暇制度新設

2020 年 1 月 非常勤職員の夏季休暇新設

2022 年 1 月 出産サポート休暇新設

1 月 不妊治療のための休暇新設

4 月 非常勤職員の配偶者出産休暇・
育児参加のための休暇新設（有給）

4 月 非常勤職員の産前休暇・
産後休暇の有給化

　任用、給与その他の人事管理
は、人事評価にもとづいて行わ
れています。評価制度は、重要
な労働条件であり、その基準や
評価手続き、フィードバック、
苦情処理などは、公平・公正で
なければなりません。
　そのためにも、評価基準に基
づく絶対評価、評価結果の全面
開示、人材育成への活用、労働
組合の参加による苦情処理制度
などが必要であり、短期の評価
結果を直接的に給与に反映させ
ないためにも、労働組合の役割
が重要です。

　現在の日本国憲法では、第 28 条で労働
基本権（団結権、団体交渉権、団体行動権

（争議権））が保障されました。現憲法が公
布された当時、全国の職場で労働組合が結
成されました。1970 年代にはアメリカに
よるベトナム侵略戦争反対、革新自治体※

確立など、平和と生活重視の春闘をたたか

い、1974 年にはインフレ反対の国民的な
たたかいと結びつけて月額 3 万円以上の
賃上げを実現しました。
　労働組合に結集してたたかってこそ労働
者の生活と権利は守られ、要求は実現する
のです。

労働組合の歴史と経過
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制
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チ
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違
反
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引
き
下
げ

　公務員賃金は、労働基本権制約の代償措置として毎年人事院勧告にもとづいて
決定されています。しかし政府は、戦後初めて、人事院勧告を無視した大幅な賃
下げ（平均 7.8％の引き下げ）を 2012 年 4 月から押しつけてきました。
　人事院勧告にもとづかない賃下げは憲法違反として、国公労連と組合員 370
人の原告が東京地裁で「公務員賃下げ違憲訴訟」を起こしました。この賃下げは、
当初 3 年間予定されていましたが、このたたかいにより 2 年間で終了させました。
しかし最高裁は 2017 年 10 月 20 日、政府・国会による憲法違反の賃下げを正
当化して「公務員賃下げ違憲訴訟」の上告を棄却しました。これでは、公務員の
権利はないに等しいものです。
　国公労連は憲法にもとづく労働基本権を回復させるためにこれからも奮闘しま
す。

　評価のスタートは期首面談です。ノル
マの押しつけではなく、なにを・いつま
でに・どの水準が必要なのかを評価者と
共有することが重要です。評価結果につ
いては、納得できる具体的な説明を求め
ましょう。
　苦情への適切な対応と、申し出た者が
不利益取扱を受けないことが明記されて
います。納得できない場合は、職場の労
働組合役員にご相談ください。

　戦後すぐに各省の公務労働者も労働組合
を結成しました。当初、公務員も労働三権
が保障されていましたが、1947 年、公務
員労働組合などが「2・1 ゼネスト」で立
ち上がろうとしたとき、当時日本を統治し
ていたアメリカ占領軍が「ゼネスト」を中

止させ、その翌年に公務員から争議権や協
約締結権を一方的にはく奪しました。
　それ以降、公務員労働組合は ILO に労
働基本権の回復を求めて提訴し、民主的な
公務員制度の確立を求めています。

公務員の労働組合は
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国家公務員
法

第 75条
（身分保

障）
労働契約法

第16条
（解 雇）

許
さ
れ
な
い
不
当
な
分
限
免
職
（
解
雇
）

　東京国税局で働いていた原口朋弥さんは上司等からのパワハラによりうつ病を
発症し、治療の中で、障がいがあることわかり、上司に内容を報告するや、パワ

ハラがエスカレートし、上司の悪意がこもった不
当な人事評価（D 評価）を 10 回も繰り返され
た挙句、分限免職処分（能力不足とする解雇）と
されました。原口さんは、この処分を不服とし人
事院に不服申し立てを行い、職場復帰を求めてた
たかいっています。原口さんは全国税組合員で全
国税も支援しています。
　ほかにも、2009 年末に社会保険庁の廃止解体
に伴い、525 人もの国家公務員を不当な分限免
職（整理解雇）を強行しました。戦後最大の大量
解雇を不服とし 71 人が人事院に不服申し立てを
行い、全厚生組合員 10 人を含む 25 人が処分取
り消しを勝ち取りました。

　職員は、法律又は人事院規
則に定める事由による場合で
なければ、その意に反して、
降任され、休職され、又は免
職されることはない。

　解雇は、客観的に合理的な
理由を欠き、社会通念上相当
であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとし
て、無効とする。

　国家公務員法第 75 条の規定は、公務員
が「全体の奉仕者」（憲法 15 条）であり、
不当な圧力によって、国民のための公正・
公平な行政を遂行することを妨げることが
ないように身分を保障しています。
　同時に、この規定は民間企業で働く労働

者の解雇規制と同じような意味も持ってい
ます。民間労働者の場合は、権利を濫用し
た解雇は無効ですが、公務員の場合には、
降任や免職される事由が国家公務員法や人
事院規則で定められています。

わたしたちの雇用・労働条件は
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労働協約締結権が認められないのは日本だけ
国名 団　結　権 団体交渉権 争　議　権

アメリカ

イギリス

ド イ ツ

フランス

日 　 本
※日本は一般行政職

（警察、軍人等を除く）

（軍人、FBI の職員等を除く）

（警察、軍人等を除く）

（軍人等を除く）

（警察、軍人の他、消防職員、監獄
職員、海上保安庁職員を除く） 協約締結権はなし

（軍人等を除く）
法が規定する範囲内で行使

（警察、軍人等を除く）

（官吏の協約締結権を除く） （官吏を除く）

（警察、軍人等を除く）

（軍人、FBI の職員等を除く）
給与についてはなし

公
務
員
も
一
市
民
と
し
て

当
た
り
前
の
自
由
を

　休日に政党ビラを配布したこ
とが国家公務員法違反に当たる
として逮捕・起訴された堀越事
件。最高裁は 2012 年 12 月に
無罪判決を下しました。公務員
の政治的・市民的自由を一律に
禁じていた最高裁判例（猿払判
決 / 1974 年 11 月）を実質的
に変更するものです。国公労連
は、公務員であっても一市民と
して当たり前に政治活動ができ
る自由を求めています。

　労働者を守るために労働基本権（団結権、
団体交渉権、争議権）があります。これは、
憲法 28 条が定める基本的人権であり、公
務員にも保障されなければなりません。日
本の公務員は労働基本権が大幅に制約され
ており、ILO（国際労働機関）は公務員の

労働基本権を速やかに回復するように日本
政府に求めています。
　国公労連は、基本的人権に代償措置はあ
りえないことから、労働基本権の完全回復
をめざして運動をすすめています。

公務員にも労働基本権の保障は世界の常識



12

独
立
行
政
法
人
等
の
予
算
削
減
は
い
い
の
？

　政府は「民間でできるものは民間で」と
公務で行ってきた多くの行政サービスを
民営化してきました。国立病院の独立行政
法人化などはその一例です。独立行政法
人通則法には、法人が行う業務を「国民
生活及び社会経済の安定等の公共上の見
地から確実に実施されることが必要な事
務及び事業」と定め不可欠なものとして
います。一方、政府はビジネスチャンス
を広げるために民営化をすすめています。
コロナ禍で明らかになったように、公務・
公共サービスの切り捨ては、国民のいの
ち・くらし、権利などをおびやかすこと
になります。
　国公労連は、独立行政法人等が担ってい
る事務・事業に必要な人員と予算を拡充
し、国で直接運営した方が効率的で効果
的な事務・事業を国の機関に戻すこと（い
わゆる「再公営化」）を求めています。

　2001 年の省庁再編にあわせ、行政経費
や定員（人員）を削減する目的で国の機関
の一部が独立行政法人に移行されました。
2005 年には 113 の法人がありましたが
組織の統廃合などにより、2023 年 4 月現
在で 87 まで削減されています。同じよう
に、国の機関から特殊法人に業務委託され
ている事業も多くあります（社会保険庁→
日本年金機構など）。これらの業務は、国

民生活や社会経済の安定などに資する業務
に変わりはありません。
　独立行政法人などは労働基本法の適用を
受け労働三権は保障されていますが、その
処遇は基本、国家公務員に準じており、人
事院勧告に左右されています。国公労連は、
労使対等な立場で、賃金・労働条件を決定
し、政府の介入などは行わないように求め
ています。

独立行政法人や特殊法人などの職場



13

　8 万人を超える非常勤職員がフルタイム
や短時間勤務で一般職国家公務員として働
いています。正規職員と同じように国家公
務員法、人事院規則が適用され、職務専念
義務や守秘義務が課せられています。しか
し処遇は正規職員と大きく違い劣悪です。

同一省庁でも職場ごとに違いがあります。
　国公労連や非常勤職員の声と運動によっ
て近年、夏季休暇や結婚休暇の新設、産休
の有給化、一時金の大幅引き上げなどを実
現しました。引き続き、処遇改善と均等・
均衡待遇の実現をめざしています。

国ではたらく非常勤職員の現状

国の非常勤職員の休暇制度の待遇差（2023 年 1 月 1 日現在）
常勤職員 非常勤職員

採用年度における
年次休暇 20日※1 最大 10日※2

病気休暇 90日以内
（有給）

最大 10日
（無給）※3

公務上の負傷・
疾病休暇

必要と認められる
期間

常勤職員と同様
（無給）

生理休暇 必要と認められる
期間

常勤職員と同様
（無給）

妊産婦の保健指導・
通勤緩和等

職務専念義務免除
（有給）

必要と認められてる期間
（無給）

子の看護、
短期介護休暇

1年に 5日以内
（有給）※4

常勤職員と同様
（無給）※5

保育時間 ※ 6 1 日 2回各 30分以内
（有給）

常勤職員と同様
（無給）

※ 1　1月 1日～ 12月 31日の期間
※ 2　6月勤続し、全勤務日の 8割以上出勤した場合、週の勤務日数に応じて付与
※ 3　6月以上の任期また継続 6月以上の非常勤職員に、週の勤務日数に応じて付与
※ 4　養育する小学校就学の始期に達するまでの子、要介護者が 2人以上の場合は

10日
※ 5　1週間の勤務日が 3日以上又は 1年間の勤務が 121 日以上であって、6月以

上の任期また継続 6月以上の非常勤職員
※ 6　生後 1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められ

る授乳等を行う場合

必要と認められてる期間

※ 3　6月以上の任期また継続 6月以上の非常勤職員に、週の勤務日数に応じて付与※ 3　6月以上の任期また継続 6月以上の非常勤職員に、週の勤務日数に応じて付与
※ 4　養育する小学校就学の始期に達するまでの子、要介護者が 2人以上の場合は※ 4　養育する小学校就学の始期に達するまでの子、要介護者が 2人以上の場合は

※ 5　1週間の勤務日が 3日以上又は 1年間の勤務が 121 日以上であって、6月以

※ 6　生後 1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められ
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いろいろなリスクに備える総合共済

国公労連のたすけあい活動

仲間どうしのたすけあい — 国公共済会

組合員であれば誰でも加入OK

　国公共済会は、国公労連が組合員を対象に運営している自主
共済制度です。営利目的の保険会社と違い、「非営利」で運営
しているのが大きな特長です。
　1991 年設立以来約 30 年間、組合員の生活をしっかり支え
ています。各種準備金積立額は 28 億円を超え（2023 年 1 月
末現在）、大きな災害（東日本大震災・熊本地震、台風等）があっ
てもしっかり支払いができる安定的な運営をしています。
　多くの仲間が国公共済会に加入することで、制度のさらなる
充実・発展をはかることができ、国公労働者の経済的地位の向
上にもつながります。

　国公共済会は、病気・ケガ・交通事故・死亡・後遺障がい・
火災等のリスクを保障する充実のラインナップで、あなたの公
務員生活を応援します。最大で一般死亡・障がい 4,000 万円、
入院日額 1 万円の保障が確保でき、年齢による掛け金アップ
はありません。（※生命特約共済を除く）
　「小さな掛金」で「大きな安心」をお届けします。

　国公共済会は、国公労連の組合員であ
れば誰でも加入でき、退職後も継続して
加入できます。生命基本共済・生命特約
共済・医療共済は「健康告知基準」に該
当している場合には加入できませんが、
それ以外の制度は該当していても加入で
きます。治療終了後は、1 年経過すれば
加入できます。（民間生保は 5 年程度）

生命基本共済 万が一に備えて（死亡・障がい）

医 療 共 済 病気やケガの入院・休業に
備えて

交通災害共済 交通事故時のご自分の保障に

— 保障がいろいろ！—
火 災 共 済 団 結 共 済
個人賠償責任補償 慶 弔 共 済
年 金 共 済 シ ニ ア 共 済
自 動 車 共 済 ワンコイン共済

※ご加入にあたっては、総合パンフレット・各種リーフレットを必ずご覧ください。

制
度
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家族を
支える
組合員に

青　年
組合員に
おすすめ

ワンコイン共済とは
生命基本共済（5 口）、医療共済（3 口）、交通災
害共済（0.5 口）を組み合わせた制度です。月掛
金 500 円で、普通死亡で 50 万円、交通事故入
院で日額 3,500 円等の給付があります。
※ワンコイン共済プレゼント期間中に限り、他の制
度と重複して加入できます。

不意の出費に備えて
医療共済20口加入！

制度名 口数 掛金月額
生命基本 10 口 300 円
医 療 20 口 2,000 円
交通災害 2 口 200 円

掛金月額合計 2,500 円
●「シングル」なら死亡保障は少しで充分（病気死亡 100 万円）
●この掛金で入院日額 10,000 円、休業加療日額 5,000 円
● 64 歳まで同じ掛金だから、計画的に貯蓄にまわせます！
給付例 肺炎で７泊８日入院したとき

医療 20 口× 500 円× 8 日間＝ 80,000 円の給付
※上記以外にも後遺障がい、交通災害通院、ケガ通院見舞金等の給付事由があります

働き盛りの大きな責任も
しっかりカバー

制度名 口数 掛金月額
生命基本 200 口 6,000 円
医 療 20 口 2,000 円
交通災害 2 口 200 円

掛金月額合計 8,200 円
●生命基本共済 200 口加入で死亡時に 2,000

万円保障。生命特約共済をプラスすれば、
最大4,000万円の死亡保障を確保できます。

●働けなくなったもしものとき（後遺障がい・休業）
も安心です。

ライフステージに合わせて見直しが可能

組合新規加入の方には
もれなく

ワンコイン共済ワンコイン共済
プレゼントプレゼント

6カ月間

　国公共済会の制度は、年 1 回加入内容を見直すことがで
きます。民間生命保険は 10 年から 15 年更新のものがほと
んどであることとは対照的です。家族構成や年齢等ライフス
テージに合わせて柔軟に保障内容を設計できます。
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 総理府関係労働組合連絡会（総理府労連） TEL 03-3502-6363
〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-17-14 西新橋エクセルアネックス 3 階（国公労連内）
全行管職員組合（全行管） TEL 03-5253-5111
〒 100-8926 東京都千代田区霞が関 2-1-2 中央合庁 2 号館 総務省内
全法務省労働組合（全法務） TEL 03-3580-0584
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-1 法務省内
全国税関労働組合（全税関） TEL 03-3507-0645
〒 100-8940 東京都千代田区霞が関 3-1-1 財務省内
全国税労働組合（全国税） TEL 03-3581-3678
〒 100-8940 東京都千代田区霞が関 3-1-1 財務省内
文部科学省関係労働組合協議会（文労） TEL 03-3502-6363
〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-17-14 西新橋エクセルアネックス 3 階（国公労連内）
全厚生労働組合（全厚生） TEL 03-3501-4881
〒 100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 厚生労働省低層棟 3 階
全日本国立医療労働組合（全医労） TEL 03-5940-8600
〒 170-0005 東京都豊島区南大塚 1-48-3
全経済産業労働組合（全経済） TEL 03-3580-5707
〒 100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 経済産業省内
国土交通労働組合 TEL 03-3580-4244
〒 100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 中央合庁 3 号館 国土交通省内
全情報通信労働組合（全通信） TEL 03-3509-7737
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 2-1-2 中央合庁 2 号館 11 階
全労働省労働組合（全労働） TEL 03-3502-6787
〒 100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合庁 5 号館 18 階
人事院職員組合（人職） TEL 03-3581-5311
〒 100-8913 東京都千代田区霞が関 1-2-3 人事院内
全司法労働組合（全司法） TEL 03-6272-9810
〒 102-8651 東京都千代田区隼町 4-2 最高裁判所内
沖縄総合事務局開発建設労働組合（開建労） TEL 098-979-6658
〒 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 合庁 1 号館 1 階
外国人技能実習機構労働組合 TEL 03-3502-6787
〒 100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合庁 5 号館 18 階
国家公務員一般労働組合（国公一般） TEL 03-3502-6363
〒 105-0003 東京都港区西新橋 1-17-14 西新橋エクセルアネックス 3 階（国公労連内）
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国家公務員共済組合連合会病院労働組合（国共病組） TEL 03-3876-0615
〒 110-0013 東京都台東区入谷 1-9-5 医療労働会館 7 階
国家公務員共済組合連合会宿泊施設労働組合（宿泊労連）
〒 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 4-21-1 KKR ホテル博多内
全国大学高専教職員組合（全大教） TEL 03-6802-4250
〒 110-0012 東京都台東区竜泉 2-20-15 都築ビル 2 階

上部
団体

全国労働組合総連合（全労連） TEL 03-5842-5611
〒 113-8462 東京都文京区湯島 2-4-4 全労連会館 4 階


