
「
さ
す
が
落
研
」
。

こ
ん
な
に
楽
し
く
憲
法

の
勉
強
を
し
た
ら
き
っ
と

頭
に
の
こ
る
は
ず
。
「
コ

ク
タ
イ
ゴ
ジ
、
大
丈
夫
で

す
か
ぁ
？
国
民
大
会
の
字

が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ぉ
」
と

い
う
感
じ
で
憲
法
の
講
演

を
し
て
み
た
ら
当
た
り
す

ぎ
て
、
全
国
で
引
っ
張
り

だ
こ
の
よ
う
だ
。

本
名
は
飯
田
美
弥
子

（
い
い
だ
み
や
こ
）
、
職

業
は
弁
護
士
、
八
王
子
合

同
法
律
事
務
所
所
属
。
八

法
亭
み
や
や
っ
こ
と
い
う

高
座
名
も
う
な
ず
け
る
。

六
月
十
四
日
に
岩
沼
市

で
行
わ
れ
た
第
55
回
宮
城

県
母
親
大
会
に
は
県
内
各

地
か
ら
１
３
２
８
名
が
参

加
し
、
み
や
や
っ
こ
さ
ん

の
記
念
講
演
は
笑
い
に
包

ま
れ
た
。

み
や
や
っ
こ
さ
ん
は
、

日
本
国
憲
法
の
核
心
は
９

条
で
は
な
い
、
人
は
憲
法

９
条
を
守
る
た
め
、
平
和

を
守
る
た
め
生
き
て
い
る

の
で
は
な
い
、
個
人
の
尊

厳
を
守
る
こ
と
、
国
民
一

人
ひ
と
り
が
そ
の
人
ら
し

く
幸
福
を
追
求
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の

だ
、
第
13
条
は
他
人
の
権

利
を
侵
害
し
な
い
限
り
、

各
人
が
好
き
な
こ
と
を
し

て
い
い
ん
だ
よ
、
国
は
最

大
限
尊
重
し
て
い
る
よ
と

言
っ
て
く
れ
て
い
る
の
だ

と
話
し
て
く
れ
た
。

憲
法
は
権
力
を
持
っ
た

人
か
ら
国
民
を
守
る
た
め

に
あ
る
と
何
度
も
聞
い
た

し
、
多
く
の
人
が
知
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

自
民
党
の
出
し
て
き
た
憲

法
草
案
は
、
反
対
に
国
民

に
守
ら
せ
よ
う
と
い
う
と

ん
で
も
な
い
法
案
で
あ
る
。

ま
た
、
安
倍
内
閣
は
国

会
を
長
期
延
長
し
て
ま
で

「
戦
争
法
案
」
を
と
に
か

く
成
立
さ
せ
た
い
考
え
だ
。

衆
院
憲
法
審
査
会
で
三
人

の
学
者
が
「
違
憲
」
と
発

言
し
、
今
国
会
で
の
成
立

は
「
反
対
」
か
、
「
時
期

尚
早
」
と
す
る
国
民
が
多

く
を
占
め
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
強
硬
姿
勢
は
崩
し

て
い
な
い
。
政
権
与
党
の

議
員
の
中
に
戦
争
法
案
を

批
判
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど

な
し
。
か
つ
て
国
民
の
支

持
を
失
い
、
野
党
へ
転
落

し
た
こ
と
を
忘
れ
た
の
か
。

マ
ス
コ
ミ
を
「
懲
ら
し
め

る
」
発
言
ま
で
出
て
き
て

私
は
怒
り
で
い
っ
ぱ
い
。

私
た
ち
の
運
動
を
強
め

て
い
っ
て
こ
そ
こ
の
暴
走

を
く
い
と
め
ら
れ
る
。
今

こ
そ
平
和
を
願
う
声
を
あ

げ
よ
う
。
夏
に
行
わ
れ
る

被
災
地
の
市
町
村
議
会
選

挙
は
そ
の
声
を
あ
げ
る
絶

好
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、

全
国
が
注
目
し
て
い
る
に

違
い
な
い
。
（
高
橋
）

編
集
会
議
は
不
定
期
の

よ
う
で
す
が
、
季
刊
号

『
コ
ア
』
の
発
行
前
に
開

か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

紙
面
に
何
を
載
せ
る
か
の

編
集
会
議
で
し
ょ
う
ね
。

１
面
に
組
合
加
入
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
、
２
面
は
退
職
者

の
声
と
憲
法
改
悪
反
対
へ

の
取
り
組
み
、
３
面
が
主

に
組
合
の
取
り
組
み
、
４

面
は
支
部
の
取
り
組
み
と

エ
ッ
セ
ー
、
そ
し
て
今
後

の
日
程
な
ど
が
企
画
さ
れ

載
っ
て
い
ま
す
。

で
す
が
、
ど
の
ペ
ー
ジ

も
記
事
が
い
っ
ぱ
い
に
な

り
ま
し
た
。
季
刊
号
な
の

で
「
載
せ
た
い
記
事
」
、

あ
る
い
は
「
載
せ
ね
ば
な

ら
な
い
記
事
」
が
た
く
さ

ん
あ
る
た
め
で
す
ね
。

機
関
紙
に
求
め
ら
れ
る

役
割
か
ら
言
う
と
、
い
た

し
方
な
い
と
は
思
い
ま
す
。

で
も
紙
面
を
「
読
む
」
方

か
ら
み
る
と
、
記
事
の
量

が
多
過
ぎ
ま
せ
ん
か
。
改

善
す
る
た
め
に
、
発
行
後

に
編
集
会
議
（
ご
苦
労
さ

ん
会
を
兼
ね
な
が
ら
）
を

開
い
て
く
れ
る
よ
う
望
み

ま
す
。

（
講
評

の
一
部

抜
粋
）

２０１５年７月２３日 東北大学職組新聞コア 第２５１号[ 2 ]

来年４月１日から、再雇用職員が配

置されたところに職員の補充はしない

との情報に、事務職員と再雇用職員の

代表が人事企画部に説明を求めた。

必要であれば協議に応じるというが、

結局、部局負担になるだけの話である。

補充しないとなると再雇用職員は勤

務形態をフルタイム以外は選びにくく

なる、短時間働く再雇用職員よりフル

タイムで働く職員のほうがいいとの無

言の圧力がかかることを危惧する、絶

対にそのようなことがないようにと訴

えた。今後も引き続き注視していく。

再雇用職員の超過勤務手当は出ない

と認識している人が多いので確認した

ところ、やむを得ず超過勤務せざるを

得ない場合は、事前（決済に時間がか

かるのでなるべく早くとのこと）に部

局の事務に申し出てほしいとのこと。

今
こ
そ
声
を
あ
げ
る
べ
き

第
55
回
宮
城
県
母
親
大
会

み
や
や
っ
こ
さ
ん
の
講
演
を
聞
い
て
思
う
こ
と

2015年宮城県機関紙コンクール

「コア」努力賞受賞
読みやすい紙面づくりへ

来年度から補充なし
～再雇用職員が配置された職場～


