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1　解題

　本オーラルヒストリーは、戦後の教職員の労
働組合運動で活躍された田淵直氏（1940年生ま
れ）の口述記録である。既に我々は、梅崎・南雲・
島西（2018）「田淵直氏オーラルヒストリー（1）
―大阪における教職員労働組合運動」を刊行して
おり、本稿は、これに続く 2回目の口述記録であ
る。梅崎・南雲・島西（2018）の繰り返しにな
るが、本稿から読み始める読者もいると考えられ
るので、田淵直氏とオーラルヒストリー調査につ
いて説明する。
　田淵氏は、大学を卒業後、豊中の小学校で教師
として就職し、その後すぐに日教組（日本教職員
組合）に加入した労働組合リーダーである。
　組合リーダーとして、学力テスト反対闘争、
1996年 10月 21日午後半日休暇闘争、教頭法制
化反対闘争、定年制反対闘争、主任制反対闘争な
どの数々の労使交渉を主導し、また、大阪教職員
組合の中央執行委員長をはじめとした様々な組合
の役職を担い、大阪教職員組合の組織運営に携わ
られてきた方である。
　ところで、大阪産業労働資料館（エル・ライブ
ラリー）館長の谷合佳代子氏が、大阪における労
働組合運動の歴史を研究したいと思っていた我々
に田淵氏を紹介していただいたのが、オーラルヒ

ストリー・インタビューをはじめたきかっけであ
る。2015年 11月 23日、2016年 1月 11日の全 2
回でインタビューを行った。
　次に、この 2回目のオーラルヒストリーの資料
的価値について、次の 5点をあげておく。
　第一に、これまで光が当てられることがなかっ
た退職者による組合活動について把握することが
できる。教職員組合は、他の労働組合よりも退職
者の活動は盛んであることが分かる。
　第二に、女性組合リーダーの活躍、共済組織、
組合活動をする場所、慰霊塔などの教職員組合の
職場文化や慣行について理解できる。
　第三に、教育改革に対して、労働組合はどのよ
うに対応したのかが詳しく語られている。組合運
動よりも教育制度に関心がある方々にも有益な情
報を与えてくれるであろう。
　第四に、沖縄問題、平和運動、阪神淡路大震災
支援、海外との交流などの社会的活動に対して教
職員組合が果たした役割が分かる。
　第五に、教職員組合に対する批判的意見に対し
て、ユニオン・リーダーが内側からどのように見
ていたのかが語られている。日教組に対するネガ
ティブイメージの誤解が語られている点も希少な
証言と言えよう。
　本インタビューは、大阪産業労働資料館の会議
室で行われた。田淵氏が主たる語り手であるが、
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同席した後輩組合員、特に田淵氏が中央執行委員
長時代に、副委員長を担った門川順治氏にも発言
していただいた。お忙しい中インタビューにご協
力いただいた田淵氏、門川氏、および本稿の取り
まとめでお世話になった大阪産業労働資料館の谷
合佳代子氏、千本沢子氏に感謝を申し上げたい。
　なお、本インタビューは、録音の他に撮影され
ている。文字起こしされたものは、紀要の上での
読み易さを考えて編集している。映像の方は「労
働史オーラルヒストリー・アーカイブ」（http://
shaunkyo.jp/oralhistory/index.html）で公開予
定である。

2　口述記録

《退職者の集まりを作る》
梅崎　それでは、2回目のオーラルヒストリーの
インタビューを始めたいと思います。今回もよろ
しくお願いいたします。
　前回の終わりのところで、どの辺までお話して
いただいたかということなんですけど、連合が結
成され、大阪連合ができあがって、新しい大阪教
組が再建され、どのような部署ができたかという
ところで終わりました。
　事前に用意していただいた資料を見ますと、
ちょうど 3ページのところですね。そこからイン
タビューを再開させていただきたいと思います。
ひとつ大きなトピックとしてあげられているの
が、退職教職員の協議会。大阪連合ができあがっ
たあとに作られたということなんですけど、この
あたりの経緯からお話いただけますでしょうか。

田淵　はい。今日は門川さんも、八島さんも今、
現会長ですから、僕より詳しいかもと思いますが、
それまでは女性の退職者の組織は日教組全体、全
国全体であったんです。退女協かな、そういう組
織があったんです。それで、全国で展開がされて
いたんです。日教組が分裂をして、全教の人が出
て行った後ですね、それで全退職者組織を作る必
要があるのではないかということになりまして、

大阪でも退職者組織の結成をやりました。あれ、
1993年ぐらいでしたか、門川さん？

門川　1年。

田淵　1991年ぐらいでしたかね。そのころに当
時の OB の皆さん方に集まっていただいてね。ま
ず作って、その次、うちの退職者会も連合体なん
です。教組が連合体なんですね。従って、その先
の連合体の本部だけができて、次には各地域の退
職者組織を作らないかんということになったわけ
です。僕は豊中ですから、豊中市の退職者会がで
き、門川さんは守口ですから守口の退職者会がで
き、それから大阪市は大阪市の市教退、八島さん
のとこですけども。市の職員全体を表すから、市
の、教を先に持ってきてね、大阪市の教職員退職
者会という名前にして、ちょっと逆になっている
けど、そういう組織があちこちできて。今、なん
ぼできたんですかな、全部で。

門川　今で 24です。

田淵　24ですか。そこで役員がおって、それか
ら年 1回、私ども、総会を開いて、いろんな取り
組みを様々やっています。特に最近の特徴として
はね、退職者会を主に担わなきゃならないのがね、
政治闘争なんです。選挙と、それからいろんなデ
モ、集会もありますけどね。
　これはご案内のとおり橋下さんがそれを禁止す
る条例を作ったんですね。それで現役の皆さんが、
いわゆる公選法に基づく範囲内、といってもほと
んどできないということですね。投票権は行使す
るけれども、表に出て家庭訪問するとか、チラシ
を配布するとか。それから当然、選挙になると看
板を立てたり、様々なことがありますやん。それ
がほとんど禁止をされた。従って、それをじゃあ
誰がやるのかということ。我々退職者がね、ほぼ
担わないかん。それで、まあ、かろうじて彼らが
できることは、電話をかけるということですね。
それぐらいのことはやってくれますけども、まあ、
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そういうことぐらいしかできない。
　それから、これも大阪市内と大阪府域と違うん
ですけど、大阪市内の教職員に対する締め付けは
もっと厳しいですわね、今。学校で、いわゆる分
会会議も開かせないわけでしょ。教室を貸さない
ということでね。そういうこともあって締め付け
がきついんで、大阪市内の教組、大阪市教組があ
りますけども、ここが集会に来て旗は立てるけれ
ども、大阪市役所向けにデモをするというような
ことになるとね、デモには参加しないとかね、で
きないとか、こういう自主規制も含めてね、そう
いう動きが出てきているわけですね。
　だからそういう意味では、なかなか前のように
いろんな政治にかかわる課題について、集会に
行ったりデモをしたりするということがきつく
なっていますね。だいぶ自主規制も働かせている
ところもあるのかもしれませんけども。その分を
退職者がやらないかん。圧倒的には選挙の時には、
退職者が、もう 70過ぎが家庭訪問したり、自動
車の運転をしたりしてね、選挙せざるを得ない。
我々は我々の課題をね、それなりにやりますけど
も、この現職の皆さんのできない部分をね、受け
持つことが多いですね。

梅崎　勤務外の時間でも現役の方に縛りが強く
なってきているということですよね。

田淵　相当強くなりますね。

梅崎　もう退職者の方が活動するときには、も
ちろんボランティアでやるしかないですよね。

田淵　ボランティアです、はい。

《女性組合員の活躍》
梅崎　田淵さんの資料の中に、退職者職員協議
会と一緒に、退職者女性教職の会もある。この 2
つが出てきているのは、どうしてなのでしょうか。

田淵　組織の仕方がね、男女一緒と、男女 2つに

別れている。私どもは大阪府退職教職員組合協議
会。豊中も豊中市の教職員組合なんですけどね、
そこでは男女一緒にやっているんですよ。ところ
がこの府下のトップのところで二つの退職者会が
あって、これは歴史が古いんですよ、私たちは退
女協に一緒になろうと言うんですが、これはまた
これ。あんまり言うたら語弊があるんで言いにく
いんですがね、女性の人たちがね、また男の言う
ことを聞かないかん組織かと。こういうね、思い
があるんだろうと思うんです。私たちは私たちで
自主的にやります、と。もう結構です、と言うて。
だからそういうことがあって、地域で退女協の下
部組織である地域の退職者の女性組織を持ってい
るのは、吹田と枚方と、八尾。この 3つだけです。

門川　堺。

田淵　堺もそうか。この 4つかな。でも、堺だっ
て吹田だって、それから八尾だって、男だけの組
織のところではないからね。うち、男とは限定し
ていませんから。そこに女性がおることはおるん
ですよ。しかし退女協のほうには男性は 1人もい
ません。豊中で言うたら、豊中の退職者会に入ら
ないで、個人加盟と言ってそっちへ入った方も何
名かあります。大阪府退教にも入ってるけども、
豊中の組織にもちゃんと入ってる人もいる。

梅崎　両方入っているということですね。

田淵　そういうことですね。

梅崎　何か、何となくわかる気がしますけども、
まあ、女性の人たちだけで集まって、その懇親も
含めて楽しみたい、という部分があるわけですよ
ね。

田淵　楽しむというよりも、やっぱり、なんちゅ
うかな、男性にいつも、ずっとねえ。何をやっても。

八島　あの、我々が勤めた頃ね。私はこうだっ
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たんですけども、職員、教員の中で、事務職も含
めてですけども、女の人がきわめて少なかったん
ですわ。

田淵　当時はね。

八島　でね、これも今から言うたらもうありえ
ないような差別やけれども、1年生を担任して 2
年生を担任するでしょ。そうしたら 3年の担任を
外されるんですわ。

梅崎　女性がですか！

八島　うん。で、その中で 3年の担任をする女性
は、まあ言うたらその中のエリート的な教員でな
いと 3年の担任をさせないとかね。そういう実態
が現場にあったんです。その方々が、いわゆる卒
業をしたらどうなるかというと、やっぱり自分た
ちを守らないかんと。で、田淵さんも言ってるよ
うに、男の下につかないようにと、こういう部分
はあったんじゃないかと思います。気分的にはね。

田淵　今、八島さんが言った当時なんかはもう
全部、教頭も校長も女性はいませんからね。ほと
んど要職と言われるところは男性が取ってた時代
ですね。その中から、いわゆる女性の人たちは、
男女共生教育やとかね、こういうものを大事にせ
ないかんということになった。男と女と分けて名
簿こしらえるのもおかしい、とかね。並ぶときも
男列、女列やなくて、背の低い者順に並べ、とか
ね。まあ、全部がそうなってませんけどね。そう
いう抵抗運動があったもんです。女性の人はそう
いうのが頭にありますから、また一緒になったら
必ずまた下請ばっかりさせられて、と思うんです
よ。しかし、今、現役の組合ではそうじゃないで
すわね。委員長もいますし、女性の副委員長もい
ますし。

門川　小学校の校長の 6割が女性なんですよ。男
が校長で教頭も男という学校はありません。これ

は小中学校とも。だからね、まあ、むしろ男性教
職員退職者会を作りたいなと思うぐらい。だから
時代はね、僕らが子どものころの先生というのは、
ものすごい優秀な人でもね、教頭や校長になれな
かったんです、女性は。女やからということだけ
で。うちの学校の校長先生って女やて、て言うた
ら地域が怒るんです。

田淵　そう、地域がね、変な目で見るとかね。

八島　だから、もうそろそろ一緒になろうよ、て
言うたらね。また門川さんとか田淵さんとかの元
で暮らすのは嫌、とか言われて（笑）。だからそ
ういうことも。だからうち、連合大阪の退職者会
には役員として 2人入っているのはそういう事情
です。

田淵　だけど、東大阪なんかもね。退女協とい
う女性の組織が強かったんですけど、もう 10年
近く前にね、合併をしてやってはりますし。

八島　初代会長は女性ということにして。

田淵　全国的にも大阪のようなところもあれば、
もう一緒にやってるところもあれば。ちょっとオ
フレコやけどね。今はどうかわかりませんが、私
が日退教の役員だった時は M 県だけね、日教組
の退職者会に入ってきておらんのです。何でや
言うたらね、M 県の退女協、すごく強いんです。
ある人が私の目の黒い間は絶対入れさせへんと言
うてがんばってはるそうなんですけどね。入って
けえへん。そこはもう退女協が仕切ってるんです。
　だから連合本部も、こっちの大阪の連合も含め
て、退職者扱いはいろいろと複雑なんちゃいます
か？だけど、僕も九州とか、四国とか、中国ブロッ
ク行きましたけども、そんなはっきりは別れてな
くてね。どういうふうに対応してるかというと、
たとえば兵庫県なんかもそうなんですけども、兵
庫県の退職者会なんですけども、女性部が退女協
の呼びかけの集会やったら行きます、と。こうい
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う慣行を作ってるところは多いですね。別れてし
まうんじゃなしにね。

《退職者の社会的活動》
梅崎　退職者の会なので、選挙という形では政
治活動をなさっているわけですけど、普段は、懇
親の場でもあるんですか？

田淵　僕は豊中の実態しかよくわかりませんけ
どね、豊中で言うたらやっぱりいろんな、この安
保問題の集会なんかはうちのほうでほとんどやり
ますし、後は、山を歩く会とかね、ゴルフの同好
会とか、いろんな同好会があってね。そういうの
は日常的にやってます。
　もうひとつやり始めているのは、市の、たとえ
ば福祉部とかが、出前で講演に来るでしょ、この
頃。豊中市の老人問題とか、福祉問題についてね。
そういう問題はやっぱり単身の女性の方が結構多
いですから。歳とって、やっぱりどうしようかと
不安なんですよね、老後の問題。まあ、もちろん
選挙もあって。日常的に何をやってるかといって
も、そんなに、何かあるわけでもないですけどね。

門川　あのね、最近ちょっと増えだしたのが、子
どもボランティア。元教師でしたからその力量を
活かしてね。これ、池田で始まって門真や守口で
やって、大阪市はね、橋下さん以前に、そういう
退職した教師を留守家庭児童会の教師のあれ、な
んていうの？

八島　いきいき？いわゆる学童。

田淵　学童保育。

門川　そういうところへね、退職者に声がかか
ることは非常に増えました。

田淵　供給元になってね。

門川　私が会長で、今、八島さんに変わったん

ですが、その前ぐらいから解放同盟が言い出して、
そういう元教師のキャリアを活かしてね、子ども
支援しています。とりわけ無料塾がありますね。
学習塾は高いですね、そういう差別された子たち
や家庭が貧しい子どもたちのための、その教育を
やってくれと。まあ、週にいっぺんかにへんね、
行ってくれ。すでに始まってるところもあるんで
すがね。
　それと結構ね、退職した教師はね、他の民間労
組の人に対して悪いけれども、本当に地域の自治
会の役員をしたり、人権擁護委員をしたり民生委
員をしたり。

田淵　公民館とかね。

門川　まあ、何もしないという奴には、僕は怒
るんですよ。校長していて退職して、もうええわ、
もうゆっくり遊ばしてもらう、ヨーロッパ行きた
い、アメリカ行きたい。それはええけども、少な
くとも 70歳、元気なうちに何かしいよ、という
こと。やっぱり何らかの形で自分らのキャリアを
活かして、社会に貢献するというね。まあ、私が
会長で、田淵さんが副会長、八島さんとね。実際
上は田淵さんに指導していただいたんですが。そ
れはまあ、結構、強く、活発になってきた。
　それから、やっぱり橋下さんのおかげですね。
橋下さん、あれだけ学校教育をむちゃくちゃされ
たらね、元校長先生、全部怒ってしまいました。
決して戦闘的とは言いませんがね、敵は維新や
で、と言うたら、もう無条件で来よるんですよね。
まあ、わりかしと楽しみもするし、社会運動にも
ちょっとは参加する。しかも強制しないで、案内
だけする、ほならね、自発的に結構、集まってく
れますね。
　やっぱり田淵さんが退職してから後に府退教が
できて、多岐にわたって活動しています。それ以
前はもう本当に各地域に退職者会があっても、そ
れは親睦のためだけやったんです。それがずいぶ
ん変わった。まあ、もちろん平和人権センターと
か、そういうやつはあるんですが、非常に変化が
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大きかったと。

《空間としての職場がない苦労》
梅崎　教師の方は、やはり職場が地元で、近く
にお住まいになっているわけだから、民間企業で
全国転勤されてるような方とはだいぶ違うところ
もありますよね。

田淵　そやけどね、やっぱり、しんどいのはね、
職場が無いでしょ、僕ら。地域があっても、家単
位ですから。連絡ひとつが大変なんですよ。職場
があればね、職場で連絡しとけば全部伝わるんだ
けども、それがない。それから、会費の回収の問
題ね。うちなんか振込制でやってますけども、やっ
ぱり入ってるけどもずっと振り込んでけえへん人
もおるしね。いかに会費を納入するかということ
がありますわね。だから、高槻にも退職者会があ
るんですけどね。高槻の『情報』を手配りしてい
ます。地域決めて、何丁目のどこどこは田淵、ど
こどこは誰々、というふうに決めて手配りしてい
ます。手配りができるようになったら会費もね、
手集めができるようになるんです。しかし、でき
てもやっぱり高槻市内だけですわな。市外の人で
も会員がいますから、それはまあできないでしょ
う。

梅崎　退職者組合の事務所がある？

田淵　事務所は無いです。事務所があるのは大
阪市だけですね。全部、現役の事務所の会議室を
借りてます。その時にだけ、会議のときだけはね。
それがもう財政問題とそういうその情報伝達ね。
そういうものがなかなかむずかしい。日常的に事
務局を持ってないとね、厳しいですね。だけどやっ
ぱり歳取ってからでもね、自分だけの問題やなく
て、世の中に関わる課題、たくさんありますやん、
年金やとかね、医療やとかね。そやから退職した
からええねん、というわけにはいかんですよ。そ
ういう人たちは、退職者で、どれぐらい入ってく
るかね、退職しはる前にね、この 2月もやるんで

すけどね、集めてね、現役と一緒になって、何年
間か教師生活ごくろうさんでした、という、ごく
ろうさん会、飲み会をして、退職者会の加入届け
をお願いするんですけどね。やっぱりそれでも半
分かなあ。半分の人たちは、もうええわ、と。こ
んなんが多いね。もうええわ、あれこれ束縛され
んのはええわ。

門川　選挙やらされるという噂を聞いてるから。

田淵　そやけどね、言うねん。今日、行くとこ
があるとかね、これがもう大事やで、と。何もな
かって何すんの、と言うんやけどね。やっぱり一
人一人によって違いがありますからね。なんぼ言
うても無関心な人は無関心やしね。

《共済組織の運営》
八島　大阪市のね、管理職のほうは、ちょうど
今頃、最後の校長会とか、退職会やってんねん。
小学校なんかね、昔はね、ほぼ 100%、会員になっ
とってん。中学校で、まあ 9割ぐらいかな。最近、
小学校でも会を聞けへんという状況になってきて
るからね。まあ、退職したら、やれやれというこ
とで、自由奔放に生きてる人もおると思いますわ。

梅崎　他の産別の組合の OB 会も同じような傾
向にあると思います。あと、この日教済をお書き
になっているんですけど、これについてもお話を。

田淵　これはね、こないだ 50周年やったんかな。
50年前にね、日教組の組合員に対する共済組織
というのを作った。日本教職員共済というのを
作ったんです。
　その時に議論があったのはね、全教系の皆さん
はね、こういうのを作るのは反対やと言うんです
ね。何でや言うたら、福祉、老後の問題なんてい
うのは政府がやる仕事やないか、と。それを我々
がやったんでは、その政府の怠けを容認するみた
いなことやと、まあ建前論か何とかがあってね。
いろいろと議論がありましたけども、まあ、反対
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は少数でして、できあがったんです。
　全員に呼びかけて、全員が入ったわけではあり
ませんけども、そういう共済組織ができあがった
んですね。それでね、ちょうど半分ぐらい、30
年ぐらい経った時に、日教組だけの、こういう生
協運動ではアカンと。従って、すべてのオール教
育界の団体をね、一緒になってやろうということ
が機運として出てきましてね。それで私学の共済
もいらっしゃる。文部省の人も大学もいる。校長
会、教頭会とか、いろんな組織がありますわ、全
国的にね。11団体やったかな、ちょっと忘れま
したけど。それが相寄ってね、拡大をするために
再編したんです。そうすると日教済ではね、これ
は教組の共済やないかというので、名称問題も起
きましてね。今は、教職員共済生協と。教職員共
済の生協。生協認可にしたりしてるんです。今は
ね。
　分裂の時はまだ日教済だったんですよ。大阪
やったら、必ず大阪の教職員組合の横に事務所が
あって、そこの支部長は当時の委員長が必ずやる
と言うことになってたわけです。従って、今、言
いましたように、私どもが大教組を取られて、全
教の委員長が委員長になりましたら、彼がやっぱ
り教職員共済の支部長になるわけですよね。あと、
その事務局をやるのが、我が方ということで、そ
ういう運用をずっとやっていたんですね。ほんで、
この分裂の時に、教職員共済として、彼らもよそ
へ行くけども、そこに入ることは十分オッケーな
んですよ。排除しないから。だけどそれ、そのう
ちに彼らは彼らで、全教共済というやつを作った
んです。で、別のところに、事務所を構えたんで
す。もうちょっと後からになりますけどね。
　その時に、いわゆる支部長印という印を彼らは
持っているわけです。それを取り返えさんことに
はね、判ひとつ押せないことになってね。まあ、
取り返すわけです。どうして取り返したか知らん
のやけどね。とにかく取り返すんです。そうする
と便所で会うたびに返せ、返せていうて迫られた。
そういうことでもめ事が起きたわけですね。もめ
た後、別れるということになったんです。

　その時に財産問題が起きたわけですね。全教に
行っている人が、全教に行ってて、入っているお
金は自分でキャンセルしたら返してもらえるわけ
ですから、それはいいんですけど、まあ余剰分で
貯めているお金がありますね。それをどう分配す
るか。向こうは全部、持っていこうとするから、
裁判をするということがあって、我々側も日教組
から弁護士、槙枝さんとかいろんな人が来てくれ
て、それから大阪の竹村さんという弁護士さんが
いますけども、彼らに頼んでね。向こうの弁護士
といろいろと協議をしてもらってね。
　結局、裁判で争うのではなくて、最終的には和
解という形で分割をしあうんですけどね。まあ、
そういうことで彼らは出ていったんです。教職員
共済はそのままその事務所に残ってね、今もきっ
ちりとした運営をやっているんです。従って今も
教職員共済に入っている全教の会員さんもいま
す。それは得か損かで言えば、全教共済なんて小
さな組織と、大きな組織、どれが得かと、いうの
はようわかってますから、残っている人もいます。
だけど、まあ、その全教の指示に従う人たちはこ
ぞって脱退しますわね。全部あっちへ行きますわ
ね。しかし、あんまりわかってないと言うたらい
かんけども、日教組やったからと日教済に残るわ
けですよ、いろんな地域で。そういう人たちは残っ
ていると思いますよ。そら、有利ですよ。規模の
大きいのと小さいやつはね。そういう事件があっ
たんです。

梅崎　今、現役の方ですと、この共済に入って
いる方は、割合的にはどれぐらいになるんですか
ね。

田淵　多いですよ。毎年新採者 1000人を超えて
入ってますから。

門川　組合に入らないで非組で入っている人も
いますから。

田淵　今、3000人ほどの採用があって、この後、
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数年までは、採用があるんです。退職者がおりま
すから。そのうちの約半数近く入れてるんじゃな
いですか。

門川　3分の 2ぐらい入ってますね。

田淵　だいぶようけ入れてますよ。やっぱり有利
です。僕なんか見てたら。年金なんかね、退職す
る校長に言うんです。絶対、銀行なんか置いてお
かんと、教職員共済へ預けるほうが得と。1千万
とか、2千万まで預けられるんです。2年間据え
置きしてね、もらえていくんですよ。僕もこんな
ん言うたらいかんけどね、退職するときね、6万
円と、もうひとつ入って、もうひとつはもう切れ
たんですけどね、月 6万円、8万円や。8万円の分
がね、今、月 12万くれますよ。10年経ってます
けどね。だから、そういう点ではね、銀行に預け
て利子とか、危うい株を買うよりね、別段そんな
することないんやったら入れとき、と。絶対損は
しないというて言うてあげたら結構入りはります
よ。退職金をそこへ入れてね。しかしまあ、時勢
が時勢やから、いろいろと厳しいのは自動車なん
かもあるんですよ。昔はね、全労済ね、今もあり
ますけど。火災は全労済で再共済するとかね。そ
れも全部再共済やめて、教職員共済が全部やって
ます。しかし元請の会社は別にありますから、生
命保険とか損保がありますからね、それはそこで
運用してますけどね。全労済の再共済は全部やっ
てません、今。

門川　今、出金総額が 1兆ですからね。単産、い
わゆる昔の単産共済では、自治労さんも今度は
全労済にいかはりますからね。もう 1兆の資産を
持ってるんですよ。もちろん生協ですから、金利
運用が、株式が何 % 以下、あと国債なんぼ、と、
こういうルールと、それから本部には資金運用係
がかなり優秀な銀行マンで、いろんな形で来てく
れた人が資金運用してくれはりますからね。まあ、
他の大銀行が集めたらやっぱり同じようにつぶれ
る、日本の国がつぶれたらつぶれるでしょうけど、

まあ、そういうことがあって。それから先ほど田
淵さんがおっしゃった長期年金共済なんかもで
すね、田淵さんの時代は3% 運用の金利。で、私
のときには 2% 運用。で、八島先生のときは 4%、
5% 運用。

田淵　最初は 8% いうのがありました。

門川　今のね、80代の人は 8% 運用の複利計算
ですからね。取り過ぎ、もう、取られすぎ。それ
を改編しようとして財務省に申し出たら。

田淵　金融庁。

門川　あかんかった。

田淵　金融庁はダメ。最初の契約の変更はダメ、
言うてね。

門川　だから今の 80歳代の人はね、そら、8万
円で契約しといたらね、複利がききましてね、
15，6万もろてはりまっせ。その上、年金ぎょう
さんもろうてはって。あそこはもっと消費税重う
したらええのに、て思うぐらい。だから教職員共
済もちょうど我々が新しい組織を再建して、田淵
さんの前、岩井さんという人が委員長でしたがね。
岩井さんや田淵さんの時代に、非常に大阪でも安
定して。全教の組合員でもうちに入ってはった。
さすがに党員さんは入ってはりませんけどね、普
通の人は入ってはった。

田淵　それはね、最初はあの頃、8% 運用でやっ
たときね、2年間据え置きで上限 2千万まで入れ
られたんですよ。そしたらある夫婦がいてはっ
て、お父ちゃん 2千万入れはって 2年間置いてお
かはる。2年間 8% の利益もらう。で、ぱっと下
ろさはる。全額。今度はまたお母ちゃんが 2千万
ぱっと入れはる。あれはごっつようけ儲けはっ
たと思うで。2年ごとにね。はあ、よう考えては
るなあ、思うて感心したことがあるけどね。ま、
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その 8% が、だんだんこうなって、今、なんぼぐ
らいやろ？

門川　今は 1% 運用ですからね。

田淵　だからまあ、分裂で財産分けも必死でし
たよ。やっぱりこっちも損せんように、あいつら
にとられるのはけったくそ悪いしね。どっちか言
うたら、こっち側の単組のほうが一生懸命やって
たんです。そのこともありました。

門川　全教さんの、全教共済て言うてるけども、
これは共済ではなくて、ある会社の商品を売り出
してはるだけなんでね。金融機関、某金融機関の
商品の販売をやってはるだけなんで、むしろ持ち
出しのほうが大きいかも知れませんね。うちはむ
しろ、もちろん組合活動に一切使いません。共済
の、収益は支部に。400万、500万する印刷機械
を教職員共済が出して、それで授業のために使っ
て下さい。ついでに組合も使うこともある、いう
形でずいぶん皆さんには評判良いですね。

八島　昔はプロパーが少なかったでしょ。今は
多いから。

田淵　多いですね、結構多いね。

八島　昔は、我々がプロパーと一緒に分会を回っ
てね、勧誘に回ったってすることができた時代や
けども、今はとうてい、そんなのできひんからね。

田淵　だから今は教育会館のところで、全部で
数十数名おるんと違うかな。がんばってやっては
りますわ。

梅崎　共済自体で・・・

八島　責任者が一緒に回るとかね。

門川　教職員共済の職員は今、20名ぐらいいま

すよ。ちょっと事務所が離れたところにもいます
から。

八島　ああ、自動車の査定員入れたらね。

梅崎　共済は、非常に組合員にとっても人気が
高いサービスですね。他産別も力を入れている。
しかも組合活動には熱心じゃなくても、共済活動
は需要が高いというのがあるのかなと。

《慰霊塔の管理》
梅崎　次に教育塔管理の継承について伺います。
前回のときも慰霊塔のお話が出ていました。慰霊
塔と教育塔は同じですね？

田淵　そうですね、はい。

梅崎　それで慰霊塔の問題があって、大教組が
管理していたけど、まあ、こちらのほうが鍵を・・・

田淵　引き継ぐために教育塔の鍵を確保する必
要があります。

梅崎　その、モノとかお金とかがあると、それ
をどのように・・・分裂した時のやりとりが非常
に大変だと。現在も、その慰霊塔を中心とした活
動というのは・・・

田淵　はい、毎年。10月の最終日曜かな、今は。
これは昔はね、10月 31日って、ずっと決まって
たんです。その 10月 31日がね、教育勅語の発布
の日や、言うてね。ちょっと過激な人々からね、
しょっちゅうビラ撒きに来はりますね。その慰霊
式やってる最中に。あんた、その教育塔は、まあ
言うたら教育勅語につながるような、けしからん。
もっと違う時にせえとかね。
　まあ、それはわかるけども、全国的に遺族が居
てはって、31日がもう何曜日であろうと、子ど
もが慰霊塔に祀られてる日や、と知っている人が
おるわけですね。それは多いですよ。それをね、
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あえて変えて混乱することについての踏ん切りが
なかなかつかなかったんです。
　おかしなもので、何でころっと変わるか、言う
たらね。日曜日以外にもうできなくなったんです。
橋下さんらが出てきたら。

梅崎　はい、集まれない。

田淵　集まれない。全国的にもね、それぞれの
県が付き添ってくるわけですよ。そうするとやっ
ぱり用務はせないかん。それから人が少なくなっ
てきている。その書記局におる人間がね。こう
やったら、やっぱりこれは日曜日に限定せないか
んのと違うか、というようなことになって、10月、
月末の日曜日に変更になって、今は 31日という
ふうにとらわれないでね、やっています。これは
全国から新しい遺族、教育等に合葬する人。それ
から前の遺族の人たちが来られてね。日教組が主
催してやるんですけどね。だいたい文部省も、今
は来てるんかな？

門川　今はもう、必ず、大きなお花はね、内閣
総理大臣も、それから文部大臣も。それから各都
道府県、全部花を、立派な花を出してくれる。ま
あ 1対 3万円ぐらいするやつ。これは全部出して
くれる。たとえば神戸の震災の時には神戸市長も
お見えになるし、2011年の東日本大震災にあたっ
ては宮城県の大川小学校で死にましたね。これは
特別合葬ということで、参加していただく。費用
については日教組が出す。だから大変なんですよ
ね。全国から 1000人ほど集まりますから。

田淵　でもね、県によってはね。県で教育塔を
持っておられるところがあるんですわ。

門川　ああ、持ってるところありますね。沖縄
はそうですね。

田淵　東北地方もそうですね、多いですね。そ
れで、県でやってるからもういいです、と言われ

るところもあるし。それから門川さんが骨折って
やろうとしてできなかったのは、愛媛県の練習生
がハワイ沖で亡くなったでしょ。あれは高校生で
すからね。どうですか、というような働きかけを
したけども、向こうの知事からもう結構ですと。
まあ、強制するものでもありませんからね。案内
は差し上げて、ということになったんですけど。
まあ、豊中で一番悲劇やったのは、あの御巣鷹山
の事件ね。あれがあったでしょ。で、野畑小学校
の児童一家が全滅したんですよ。子ども二人と両
親。それで、かわいそうやし、というので、九州
の方でしたけどね、親族に連絡して。ほなら、お
願いします、いうてね。言わはったから入れまし
たけどね。ああいうのは、残念でしたね。そうい
うのは多かったですよ。震災なんかでもそういう
のが多かったん違うかな。阪神淡路の時でも、子
どもと同時に両親が亡くなってしまうとかね。

門川　学校が加害者の場合がありますと・・・

田淵　まあ、それがあるわな。

門川　これ、非常に、田淵さんが委員長で、私
が書記長やったとき、堺の。

田淵　O-157。

門川　O-157ね。これは明らかに、学校が悪いで
すね。何度も親に会いに行きましたね。

田淵　いや、だからね。

門川　いきません、と。

田淵　だからね、教育長が、堺の教育長が、は
じめてのときやったか、お参りに来られたらね。
もう遺族の人が周り囲んで離さないんですよ。責
任取れ、責任取れ、言うてね。まあ、そんなこと
もありましたね。
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門川　最終的には、おいでいただいて、その人
らいてはりますからね。市長もその時、来はりま
した。まあ、もっといかんかったのは、あの池田
の・・・。

田淵　ああ、あれね。

門川　これは田淵さんが卒業して、私が初めて
委員長になった年ですが、池田小学校の殺害事件
がありましたね。これも同じように何度も通いま
した。しかし、日教組と言ったら訳のわからん組
織ですよね、一般の人から見たら。危険団体や何
とか言われて。校長先生も教頭先生もすすめてい
ただいたんですが、まあ、あれも学校の、児童安
全の不備からの事件ですから、これもお願いしに
いきましたが、断られるというのがありました。
それはやっぱりそういう意味では、子どもにまつ
わる事件ね。教師だけじゃありませんよ。大人が
加害者になる場合もあるんですね。だからそうい
う意味で、あれは私も大阪教組も、日教組も非常
に大事にしてる行事です。今でも、少なくなった、
言うても全国から 600人ぐらい来はるね。

田淵　僕も中に、何回か入りましたけど、木箱
がありましてね。箱があって、その中に名前書い
た木箱が県別に納められてるんやけど、あそこ開
いてどうぞ、言うたら、まあ、ぱーっと走っていっ
て木箱開いてね。ふいて、ふいて、ね。大変でし
たね、遺族もいらっしゃるしね。

門川　連合の会長もよく来ていただくんですよ。
僕は、前田さんのときは来るもんやでとか言うた
ら、ああ、そうか、言うて。そんなんあるって知
らんかった、みたいな。だから労働界のわかる人
も来てくれはるし、もちろん政党には関わりなく
ね。自民党の先生も公明党の先生もね、来てくれ
はります。知事も、都合悪かったら副知事とかね。

《二つの賃金・労働条件闘争》
梅崎　次に府労連の賃金・労働条件闘争という

ものがあります。これはどういう活動になるんで
しょうか。

田淵　これは大阪府の、いわゆる給料支払いを
受けてる者ですね。ここが労働組合を作っている
わけですよ。だから、府の職員。それから水道。
それから教職員組合。それにもうひとつは職業安
定所。これはもう今、国へ全部移管されましたけ
ど、当時は国なんだけども、いわゆる監督権者が
知事だったんですね。
　そういう関係でね、国の方が給料少なくて、府
の方が、給料が高いという関係があったときに、
府の方が職業安定所に対してね、一定の助成金を
出してた時代があるんです。もう今はまったく無
くなりましたけどね。まあ、そういうこともあっ
て、この今、言うた組合で、府労働組合連合会、
大阪府職員労働組合ですね、連合会を作っていた。
　それが分裂の時にね、今、申し上げた中でね、
教職員組合も全教系が執行部ですから、この人た
ちがその中の役を占めている。それに当時の大阪
府の自治労の職員の方は、全労連系がとってまし
たから、そこが執行部を取っていると。我々と親
しいところと言えば、府従業員組合。これは、そ
の当時は同盟の方に属しておられましたけどね、
総評ではなくて。
　それから水道。それから大職安という組織だっ
たんです。その教組と自治労の方にその分裂が起
きましたから、これをどうするかということに
なって、小島さんという委員長が、まず先に教組
の私どもを認めると。参加を認めるとおっしゃっ
たんですね。それに対して大教組の側の方が、け
しからんと言うて。そしたら当然、自治労も小
島さんは我が方を認めますから、そうすると自治
労の全労連系が出るということになって、府労連
は、私たちが入ったと同時に全労連系が抜けたん
です。彼らは府労組連という組織を作ったんです。
今、ふたつに分かれているんです。これはいわゆ
る賃金問題、労働条件問題。
　春と、それから年末の 2回の闘い、交渉があり
ます。しかし当局が大変だと思うのは、2つの組

07_梅崎（1）_Vol16-1.indd   139 18/11/19   16:58



140

合と交渉せないかんわけですね。1回で済んだと
ころを 2回せないかん。どっちを先でするか、と
いうことも問題になるわけです。当局は我が方と
先にする、と。我が方で決まったこと以外、決し
て府労組連には、それ以外のことは出さないと、
こういうような関係で続いてますね。

梅崎　前回少しお話いただきましたね。

田淵　はい、ちょっとしましたね。

梅崎　すごく幅広く、大阪府水連、水労や、職
安も入っているという・・・

田淵　今はね、職安は抜けて、水労も名前が変
わりましたね。それで抜けて、現在、府労連を作っ
ているのは、大阪自治労の職員と、それから教組
と、それから府の従業員組合。この 3つが作って
ます。

《教育改革①：研修の事前協議の確立》
梅崎　次に、非常に大きなテーマだと思うんで
すけど、教育改革の取り組みということで、①番
から⑦番まで、いろいろな改革の具体例があがっ
ています。第 1番目からお話いただけますか。

田淵　できるだけ簡単に言います。大阪府教育
委員会は、府、私たちは府の任命権者に属してい
ますから、研修をやるわけですね。府が主催する
研修があるわけです。その事前の、こういう内容
で誰を講師にせえ、とか、もっと人権を分厚くせ
えとか、新しい在日朝鮮人問題が出てきているか
らこういうのも入れえとか、こういうことを事前
に協議をしている。それで、「わかりました、や
りましょう」というように、私たちはずっと主張
してたんですが、大教組時代にはそれがきわめて
不完全。ほとんどそういうことは成り立っていな
い。
　従って、むしろ府から降りてきた段階で、豊中
であれば豊中市の教育委員会と、この研修はあか

んやんか、と。もう少しこうせえ、ああせえとか
言うてね。下でまたやりとりをせないかんという
のがあって、事前協議をして協議の成立したもの
については、私たちはボイコットをするとか何と
かいうことはしないと。積極的に受けましょう、
と、こういうスタンスです。そのことがなかなか
府の皆さんには歴史的にわからないんです。府の
研修なんていうのは、自分たちの、まあ言うたら
職務・権限に属するものを、なぜ一介の労働組合
にね、そんなものを事前に協議して了解を求めて
やらないかんねん、と。これはまあ言うたら権限
の問題やと、こう言うんです。だから、まあ言う
たら管理権やと言うわけやな。そのことが不十分
でしかなかったから、僕らはこのことにものすご
く力を入れてやったんです。ほんまにわからん課
長もいましたわ。田淵さん何を言うてんねんやろ、
というような人もいました。そやけど、本当に長
いやりとりをしてね、できるところからそれをや
りました。そしたらやっぱりスムーズですよ。そ
れなりにね。
　しかし、例えば指導要領が変わっていくでしょ。
ほなら伝達講習会ってやるんですね。府が文部省
で聞いてきたことを豊能地域でね、今度の指導要
領はこれが変わりますとか、こうやるんですね。
まあそれは説明せないかんから説明してもええの
やけども、一方的に聞いて終わりではあかんぞ、
と。言うた後で必ず質問時間取れよとか。これは
どういうことや、とか、これはどういうことや、
とか。よう答えんかったらよう答えんで、文部省
へ聞いてこいとか。こういうやりとりができるよ
うになるのに相当かかりました。そういう体制を
作ろうということで、まあいろいろと苦労しまし
た。

《教育改革②：学校五日制の取り組み》
田淵　それから学校五日制の取り組み。これは
ね、学校五日制がもう始まるというのでね。最初
はあれ、何やったかな、月 2回とかね。それから
取れないからどっかへ分散するとか何かややこし
い時代がありましたね。これはまあ国の流れがあ
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りましたから、それを教育委員会とできるだけス
ムーズに学校五日制に移行させていくためにどう
すべきかというような協議をずっとやりました。
ここで別に対立云々ということはそう無かったで
すね。

梅崎　カリキュラムとか授業とかをどう組み直
すのかというのは出てきますよね。

田淵　出てきます。それはもう組合でやっても
しょうがないので、やっぱり学校現場でそういう
ものについてはやってもらわないかんから、そう
いうことをやることも条件にしたりね。いろいろ
やりました。しかし僕らとしては、もっと明確に
ね、きちっと休めるようにせえや、と。何か中途
半端なまとめ取りやとか何かやって、そんなもん
あんまり休養にもならんやんか、とか。言いたい
ことは言いますわな。隔週なら隔週できちっとや
れとかね。早く完全週休二日制にせえとか。だけ
どそんなにもめる話ではなかったです。

《教育改革③：大阪府外国人研究協議会の設立》
田淵　それからね、3つめのやつはね。これは僕
たちが少数派の時に強く言っておったのは、大阪
府下には在日外国人、特に在日コリアンの方が大
変多い。それから当時はニューカマー、何ちゅう
の、ベトナムから、難民か、今で言うね。

梅崎　外国人労働者として入っている？

田淵　労働者じゃない。あれはベトナムからね。
ベトナム内戦の後、船でね。

梅崎　ああ、ありましたね。

田淵　そういう人たちがやってくるわけですよ。
そういう人たちが何ヶ月間か、どこか定住の地域
で学習した後、それぞれ地域に入ってくるわけ
ね。そういう人たちはね、やっぱりどういうとこ
ろに来るかと言うたらね、在日外国人の多いとこ

に入ってくるんです。そらそうですよ。生活程度
がね。まあ言うたら高級住宅地に来ないんですよ。
だから鶴橋とか、それから八尾も多かったですね。
そういう子どもたちに対してね。在日朝鮮人の場
合は、日本の学校に通ってる子と、それから民族
学校へ行っている子がいる。民族学校も、総連系
と民団系とありましてね。
　そこへ行ってる人たちは自分たちの意思で行っ
てて、日本語の教育も受けているけれども、民族
の教育も受けているわけですね。しかし圧倒的に
多くは、その日本の学校に来ているわけです。そ
の子どもたちは、まあ言うたら日本で生まれてる
子がほとんどですから、自分が韓国人である、朝
鮮人であるという意識を持っているのは、まあ少
ない。親が必死でそのことを伝えている人もあり
ますけどね。なかなかそういかない。
　むしろその子どもたちは差別の対象にされて
育ってきているわけですね。朝鮮人、朝鮮人とか
いうような格好でね。したがって僕らとしては、
あの子どもたちの民族性というものをね、どう取
り戻すんだ、と。
　だから普通の授業のときにはそのことはできな
いけれども、放課後にそういう子どもたちだけ集
めてね。そしてそこへは民族講師言うてね、資格
を持った講師の先生を配置して、そして放課後、
週の何回かはその子どもたちに民族の言葉やとか
文化やとかいうようなものを教えるという必要性
があるんではないか、と。だから地域によって
は、そういう毎週できない場合には夏休みに限っ
て 1週間ほどね、何とか言うて、キャンプをして
ね。そこで子どもたちに民族性の問題を教えてい
くとか。こういう様々な取り組みを府下でずっと
広がっていくんですよ。そのためには、どういう
方法で広めていったらいいか、教えていったらい
いかということをやっぱり研究せないかんと。そ
のためには大阪府下を統一する府立の外国人教育
研究協議会を作れと。こういう要求をずっとして
きたんです。
　しかし当時の大教組は、前もちょっと言いまし
たけども、そんな運動をあんまり彼らは重要視し
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ないんです。彼らは、日本人がそんな外国人に、
外国の民族を教えられるかいという感じでした。
やっぱり民族学校へ送ったらいいんだというのが
彼らの主流なんです。建前はそうですよ。民族学
校があって、安いお金で通えて、そういうことが
ちゃんとできるんやったら送る親ももっと多いで
しょう。日本の教育を受けさせる親もおるでしょ
う。
　しかし、そういうことはあるんだけれども、地
域でやっていること、それからまた特別にたくさ
んの子どもがおる学校でやっていることについ
て、いろんな試行錯誤してるんだから、我々が再
建したときにこの協議会を作れということを強く
申し出た。比較的早く、何年やったかな、こない
だ何周年かやったんやけどね。やっぱり費用も要
りますから、人の配置も要りますから。

梅崎　今、田淵さんがおっしゃっている教育は、
今、よく言われている多文化教育ですか？民族学
校に行ったらその自国の文化だけだけども、そう
ではなくて多文化共生としての多文化教育です
か？

田淵　まあ、だけど多文化というと日本の子ど
もたちにも、そういう多文化という概念で行くで
しょう？

梅崎　ああ、そうではない。

田淵　そうではないね。しかし、この子たちは、
本当はその文化を持って育ってきている民族の子
なんだけども、それが無いから。アイデンティティ
をどう自覚させるかということも大事ではないか
と。いらんという親はいますよ。放っといてくれ
という人もおります。

門川　だから、あくまで在日外国人教育研究会。
まあ、国籍は日本に戻ったとしてもね、生まれは
韓国であるとか、ベトナムであるとか。その子た
ちの教育。

　多文化共生と言うたら、我々、まあ大和の人間
というか、日本人が多文化を学ぶ。それは多文化
共生で、我々は力を入れています。言うてる府外
教とは、まあ連なるものではありますけれども、
一応。

田淵　うん、決して敵対するものではないです
ね。朝鮮・韓国の子が多いんだけども、やっぱり
それだけではないので。さっきいったフィリピン
もおればベトナムもおれば、ということで、在日
外国人教育研究協議会。それが大阪にできたら各
地域にできるんです。豊中市外国人教育研究協議
会、門真市、守口市でできあがっているんです。
いろんな交流会をやってます。

《教育改革④：夜間中学の条件整備と増設》
田淵　次のところに行きますかね。夜間中学が
あってね。大阪にはね、今、何校あるんかな、門
川さん。

門川　11校からね、東大阪が、2校がひとつにな
りましたから、今、10校と違いますか。

田淵　1つになってないね、あれ。もめてんねん。
大阪はそれだけ夜間中学校があるんです。豊中に
もあるんです。門川さんとこの守口にもあるんで
すけどね。大阪市内には結構多いのかな。大阪市
が 4つ。それから岸和田、東大阪、堺。あちこち
にもっと作ろうとかいう運動があったんですけ
ど、今、そんだけあるんですね。
　ここに来る人たちというのは、基本的には日本
の人で、小学校、中学校を事情があって行けなかっ
た人たちですね。正しく字を書けない、読めない。
こういう方々がやっぱりいるんです。この方々に、
夜ね、来ていただいて、学んでもらうということ
なんです。そこには今、言うたベトナムの子が来
ます。日本語を教えてもらいたいがためにやって
きます。フィリピンの人が来ます。韓国のおばあ
ちゃんは来るね。いろんな人が来ます。それだけ
ニーズが多かったんです。
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　大阪府は全国で一番ですよ、力入れてる大阪で
す。しかしながら、いろんな問題が出てくるんで
す。何でか言うたらね、何年間教えるんや、と。
この人、一切、6年、9年間義務制行ってないから、
9年間保障せよ、とか。この人は小学校まで終わっ
てるんやから 3年間でええとか、そんな議論が行
政から来るんですよ。やっぱり行政も人の配置の
問題がありますからね。そういう問題がある。し
かし、仮にそれなら 6年にしていってね、6年で
まだ覚えられん、字がちゃんとできない子をどう
すんねん、と。何年間まで猶予を認めえ、とかね。
それから晩に来はるから、給食費をどうすんねん
とか。それから通学してきはるときのお金をどう
すんねんとか。
　それから豊中なんかもそうなんですけど、でき
た当時は川西からも、それから尼崎からも来はる
んですよ。そしたらもう当局は、府外はいかんと
かね。府の予算を使ってるんだから、余所は余所
で作ってもらえ、とか。いろいろなことが起きる
んですけどね。
　それにやっぱり対応するということで。この夜
間中学の生徒さん、大人ですからね。自分たちで
組織作ってね、教育委員会と交渉するし、我々も
それを支援する。それから増設で豊中ができたり
して、最後にできたのが東大阪の二つ目やね。最
後やと思う。
　今、東大阪で何が起きているか言うたら、子ど
もの数が減ってきて、学校の数が減ってきて統廃
合が起きるんですよ。A という夜間中学と B と
いう夜間中学があるんですけど、それが統廃合し
たら 1校になりますわな。それがけしからんで、
もめてるんですよ。残せと、いや、それはやっぱ
り統廃合やからしゃあないと、もめているんです
けどね。しかし、幸いなことに、今、文部省がちょっ
と力を入れ始めましたね。馳か。

門川　あの人はものすごい乗り気やね。

田淵　馳が、守口夜中に、文部大臣になって来
たりしてね。全国調査すると、やっぱり字が読め

ない、書けない人たちが相当いるということがわ
かったんやね。それはやっぱり再教育せないかん
のと違うかということで、ちょっと陽の目を見て
ますよ。がんばってきた夜間中学校の教師、OB
たちもものすごく張り切ってます、今。何周年迎
えると言うたかな、ちょっと忘れましたけどね。
やろう言うてね。

梅崎　夜間中学というのは、通う場合には、週 5
日通うんですか？

田淵　そうです、そうです。

梅崎　仕事終わりに行く人もいるし、まあ、仕
事を引退されている方は普通に。

田淵　はい。だから最初、まあ、例えば 50人ほど、
最初、行きますと言うてるけどね、やっぱり事情
があって来れなくなって 30になってしまうとか
ね。20になってしまうと、また教育委員会はそ
こに目つけてね、減ってるからもっとこれ縮小規
模にせえ、とか、いろいろ出てくるんですけどね。
やっぱり来れない人も好きで来てないんじゃない
んやね。来れない事情があって来てない人が多い
んですよ。そこのとこまで目を向けないかんのと
違うかとかね、言うてるけど。

梅崎　あと、簡単に統廃合してしまうと、自分の
勤務地からあまりにも遠くなってしまう。だから
通えなくなっちゃうという問題が出てきますね。

田淵　だからその人たちの作文を読んだら感動
ですよ。字が書けるようになった、読めるように
なった。もう一切電車乗らなかったとか、読めな
いから。知ってるところしか行かなかったけどね、
読めるようになったら電車に自分一人で乗れると
かね。そういうことを感動的に文章に書いてはり
ますね。

門川　私も夜間中学に 3年間勤めてたんですが、
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定期券を買うときにね、おばあちゃんは包帯をす
るんです。それで駅へ行って、「私は今、手を怪
我してるんで字が書けません」実はもともと書け
ないんです。書けませんと言えないので、そのと
きに包帯します、と。

田淵　まあ、そういう運動も力を入れたという
ことですね。

八島　今も、夜間学級って我々は言うてるけど
もね、文部省的に言うたら夜間中学じゃなくて夜
間学級。学校にはなかなかなれへん。

田淵　だから今、その 11校の学校に行かれたら
ね、本当にカタカナでね、来て下さい、と書いて
ある。すっと通ったらすぐわかるように、ここは
夜間学級があります。それから朝鮮語で書いてる
ところもあるし、ベトナム語で書いたりしてると
ころもありますしね。この学校は夜間学級がある
ねんな、と。2回も 3回も学校の周りを回ってね。
どうしよう、どうしよう、行きたいけど、どうし
よう、いうてね、やっと来ました、とかね。涙の
出る話、いっぱい聞かされますわ。

梅崎　本来、義務教育という教育なんだけれど
も、それが何らかの理由で受けられなかった方々
がおられる。もう一度勉強しようという気持ちは
全員あると思うんですけど、なかなか扉をたたき
にくいとか、恥ずかしいとか、そういうのはある
と思うんですね。でも今は 11校で 10校になるか
もしれないと。

田淵　なっているんです。まあ、小学校の卒業
証はもらってるけど、形式的にもらってるだけで
そんな勉強していません、という人もおるわけで。
それをするのは行政の配慮にかかるんですね。一
応行ってるやないか、ということでね。いろんな
問題が出てきますわ。

門川　夜間中学ができることによって、その他

の学校の地域の教師は変わりますね。だから教師
の、豊中でも守口でも大阪市でもそうなんですよ。
新任教員は必ず夜間中学に 2日か 3日、授業見学
に行かすんですよ。新任研修としてね。だいたい
学校の教師なんて、ほぼ恵まれた人生歩んできた
やつですよ。そういう意味では、夜間中学がある
ということの意味は非常に大きい。

田淵　大阪連合ができて2年目か3年目ぐらいに、
石原会長の時にね、守口夜間の見学会にみんな
行っていただきました。ああ、こんなんあるんか、
言うてね、初めて認識しててね。

門川　すごいなと言うてはりました。

八島　昼間の中学校の生徒をね、夜間中学のほ
うへ行って、おばあちゃん、おじいちゃんの話を
聞く機会を作ったりね。だからとにかく昼間の教
室は静かにせんかい、と言わないかんけども、夜
間中学はもうしーんとして、いつまでも静かに勉
強するからね。そういう姿を見たらね、みんなびっ
くりしよる。

田淵　だから認可が取れないところはね、自主
夜間というような格好でね。自主夜間中学校とい
う格好で、いろんなところで運動が、全国で起き
てるんと違いますか。

《教育改革⑤：高校改革》
梅崎　次に書かれているのは、高校改革です。

田淵　高校はね、何か次々と課題があって、何
や僕もあんまりようわからん。今でも大変やね、
高校の問題は。僕らのころはね、とにかく学区を
ね、小学区にせえ、と。小学区てわかります？

門川　9つぐらいにわけてたんですわ。

田淵　中学区やったのを小学区にせえ、と。学
区をもっと小さく。今は全学区になってしまった
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でしょ、大阪府。

門川　大阪府はもう今、どこでも受けられる。

田淵　もう 1つですよ。こんなことになってしも
うた。前は中学区やった。僕らの時は。それを小
学区にせえと。だから豊中やったら豊中の子ども
たちが通える学校をいくつかにせえと。守口やっ
たら守口で、というふうにせえと。だから小中高
の一貫教育みたいな、地域教育みたいなことをせ
え、と言うてきた。やっぱりなかなか難しかった
ですね。

梅崎　小学区に一度なったのは何年ぐらい？

田淵　ならない。1回も無い。

梅崎　そういうことを言っていたと。

田淵　運動もしたし、それから学校教育審議会
もその答申を出しました。大阪府が。しましたけ
ども、議会では反対。何でや言うたら、選べる権
利をどうするねん、と。よくできる親はそうです
よ。まあ言うたらいかんけども大阪でも、この地
域ごとにね、数があるだけランクがあるんですよ。
100校あれば 100個ランクがあるんやね。そうし
たら自分の地域は 1番目のところは目指せないの
はおかしいと。こういう意見です。まあ、強い抵
抗がありましたね。小学区制についての説明会と
か、僕らもやりましたけどね、すごい抵抗やった
ね。やっぱり、よくできる親は。

梅崎　その親っていうのは、父母会。

田淵　地域の親。集まってもらって説明会する
んですけどね。最後はやっぱり大学区制。1県全
部でしょ、今、大阪。

梅崎　そうすると、嫌な言い方ですけど、一人
勝ちの高校が出てくるわけですね。

田淵　でてきますよ。それは出てきます。

梅崎　府内から受験ができるわけですから、勉
強ができる子だけをぎゅっと集めるところが出て
きて。そうするとやっぱり地域の格差っていうん
ですか？

田淵　ああ、でますよ。

梅崎　当然出ますよね。

田淵　僕らはそのアンチテーゼでね、やって、こ
れはもう負けたというか終わってしまったんです
けど、地元集中校運動というのをやったんです。
豊中やったら当時は北野とか、それから豊高とか
茨高とか受けれるわけですよ。そうじゃなくて、
豊中にある学校が 3つか 4つあったら、豊中の地
域を割って、僕の住んでいる地域はこの学校に集
中せえと進路指導をするわけですよ。それを猛烈
にやったのが高槻とか枚方。それから門真もやっ
たかな。しかし、逆にまた猛烈な反対も受けてね、
つぶされてしまったんですね。

梅崎　高校の場合、私立高校もあるわけじゃな
いですか。そうすると学区が小さくなると、たと
えば北野が、若干偏差値が下がってきたらじゃあ
偏差値を上げるためには、やっぱりもっと広く集
めたいなという、私立に逃げられないようにした
いな。北野の先生からすればですよ。私立高校の
ほうが上がってきて、公立高校が下がってきちゃ
うんだったら、それは学区を広げればいいじゃな
いかという教員側の、ね。

田淵　それはまあ、あるでしょう。

梅崎　意見も出てきますよね。

田淵　そやけどね、僕は高校の教師じゃないか
らわからんけどね、すごく進路指導がしにくくな
りますよ。40人の子どもがおってね、内申書や
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とか実力テストも含めて、あるでしょう。だいた
いその地域が小さく分かれていて、この辺のレベ
ルやったらここやな、ここやな、いうて指導がで
きるけど、あんなもん全部になってしまってね。
仮に北野に行きたい、言うたってね、北野の、お前、
能力無いよと言うたって、行きます、言うたら行
かさなしゃあないでしょう。落ちてくるでしょう。
どないすんねん、て。そこまで心配するわな、教
師は。
　それはもう今は府教委が、ころころ文部省のテ
ストまで使うてやると言うて、また反対になって
困ってますわ。明日、明後日、試験があるんやね、
実力テストいうやつが。それを参考にするらしい。
だから進路の指導の仕方がころころ変わってね。
子どももかわいそうやし、親もかわいそうやし、
教師も泣いてますわ。これ、どないすんねん、言
うてね。だけど、大阪全体にしたけども、すべて
ではないけど、それぞれの地域に固まっていると
いうデータは出てますよ。しかし、一番行きたい
とこに行ってるやつもおりますよ、それは。

門川　東京とかね、京都とか、兵庫と大阪の違
いは何かと言ったら、ナンバーワンスクールは、
大阪は公立なんです。神戸やったら灘。灘とかも
うひとつ、新しい学校、進学校ができましてね。
半分ぐらいの人が東大に行ける。京都も私学でナ
ンバーワンスクールがある。奈良もナンバーワン
スクールが東大寺学園ですね。神奈川とか東京な
んかは、東京はちょっと盛り返しましたけどもね、
みんな私学なんですよ。
　大阪はナンバーワンスクールがね、まあ、北野、
天王寺、生野、四條畷、茨木とか、公立学校なん
です。この辺の違いは何かというとね。まあちょっ
と、私は筋が外れた言い方をするかわからないけ
れども、大学区制ではなくて中学区制。9つに大
阪府下を割って、その 1つずつぐらいにナンバー
ワンスクールがあるんですよ。これ、8つぐらい
の中から選ぶんです。今、大学区制ですとね、も
うむちゃくちゃですわ。もうそんな、南の果てか
ら北野なんか通えない。その意味がないわけです

わ。100なんぼあるやつをナンバーワンからナン
バー 112までランク分けするということは、あま
りにもむちゃくちゃなんですね。
　私どもがやった地元集中運動なんかも、まあそ
の当時はそれが一番望ましいというふうに思って
たんですが、今から考えるとやっぱり中学区制と
いうのかな。それはもう中学を卒業して、自分が
将来、どういう生き方をするかということの選択
を自らする時代ですからね。やっぱり選択の余地
は子どもたちにまかす必要がある。
　ただし橋下さんとかそこらが言い出した、どこ
でも受けられます、なんていうことにしたらね、
もうめちゃくちゃになりますわ。子ども同士のつ
ながりもまったく無くなりますからね。だから、
私も田淵さんも、みんな今は大阪教組、ここに来
てるもの、それで義務制の教員だったんですがね、
高校の教師は本当に苦労してますわ。
　高校の組合員が多いのは、定時制とかね、困難
校の教師が多いです。高等学校で一番楽な教師は
どこかって言ったら、エリート校の教師です。も
う、放っておいても勉強する。それでいい授業を
しなかったら、子どもは勝手に先生の話を聞かな
いで塾の勉強が終わるまで机の上でおとなしくし
てくれますから。うちの組合員はあえてやっぱり
しんどい学校でがんばってます。

田淵　まあ、こればっかりできませんので最後
にしときますが、今、大きな学区制になってね、
順番ができるでしょう。ここの下の方のところ、
2年間定数割れやったら廃止なんですよ。学校、
潰しよる。橋下さんはね。だから今年も池田北高
とか、なんとか高がもう廃止ですわ。もうだから
1年生は入れない。2年後にはもう廃校。それは、
そうなりますよ。底辺の子がおってもなかなか集
まりにくいですよ。それは、そういうね、何ちゅ
うか、彼が言う教育のマネジメントなのかな。勝
つ者は上がったらええ、あかんところは淘汰され
たらええ、と。こういうことですわ。
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《教育改革⑥：	府財政危機突破の諸取組み－
賃金・定数》

梅崎　次に、財政危機は・・・

田淵　これはもうね。大阪府の財政が大変ね、今
もそうですけども、収入が入ってこない。これは
もう経済構造からいろんなことが原因してるんで
しょうけどね。大阪が沈下しているのが大きな理
由でしょうけども。大きな会社がみんな東京の方
へ移転してしまう。そうすると税収が入ってこな
い。そうなると、まずどうするか言うたら、人件
費に目をつけるわけですね。
　この時はノックさんの時代でした。横山ノック
さん。これが教師の、府労連に提案してきたのが
ね、賃金カットをやるんですね。賃金カットと同
時に定数の削減です。先ほど言いました同和加配
とかね。同和教育を進めるためにおった加配の教
職員をがっと減らすとかね。それから女子率加配
と言うてね。女子率が大変高いところにね、産休
や育休やいろんなことが起きますから、加配の教
員を置いたりしてたんですけど、そういうものも
無くするとかね。そういう形で賃金と定数を減ら
すというね、提案が出てきてね。まあ、いろいろ
やりましたけども、まあ最終的にはやられますけ
どね。
　でもまあ頭にきていたのはね、府の財政が悪く
なったというのはわかる。しかしね、そんな、わ
かっていることを含めて府の府会議員やら理事者
が予算組んで、毎年毎年予算組んで赤字出しなが
らでもやっとるわけやね。その責任はどうすんね
ん、と。わかってたはずやろ、と。なら、それに
見合う予算組んでやればええやないか。それはお
構いなしやと。理事者もお構いなしやと。結果、
こんだけ悪いからお前ら、責任取れ、と。これは
ちょっとおかしいんちゃうの、と。せいぜい知事
が何割カットするぐらいですやん。この頃、府会
議員も減らされてるみたいやけどね。それ、減ら
すのも減らすんやけど、やっぱりなぜそうなった
か、と。その責任はどこにあるねん、ということ
をはっきりしてくれや、と。そんなもん、結果が

悪うなったからお前とこ、こうや、と言われたっ
てね、そんなバカなことあるか、言うて。一生懸
命集会したり、言い合いしたりしましたけどね。
　やっぱりそれは向こうが強いですわな。だけど
橋下さんの時よりはちょっとまだマシでしたよ。
橋下さんになってからはもっとやられてるから
ね。それはもう、前も言った大阪で教員が他府県
へ逃げるのもそれですわ。新人採用の募集するで
しょ。そしたら、昔やったら 6倍ぐらい来てたの
が、今、2倍とか 3倍になってしまうでしょ。今
度、勤めてみたけど給料安いからもうやってられ
るか、と。がんがんやられて、そんならもう 1回
受け直して兵庫行きますわ、京都行きますわ。こ
れですわ、今。特に大阪市内。大阪市内なんてね、
2倍ぐらいですわ。受かった者、半分逃げますか
らね、やっぱり。つまり、全部通るいうことはね。
どんな人がおるか。言うたらいかんけど。それで
大阪市の教育やれ、言うんやからね。これは大変
ですよ、ほんまに。

梅崎　普通の会社で言えば誰も受けてくれない
から良い人材が採れない。

田淵　そうそう、そういうことですよ。この偉そ
うに言うて、民間人校長言うて入れはったでしょ。
今度、1人でしょ、結果。今年の大阪市の民間人
校長は一人です。市教委で幹部しとった人が民間
人校長になった。最初、20名か 30名かとってね。
あんなことして、まあ、ようやるわと思ったけど、
そんなことですわ。
　それからやっぱりね、ええか悪いかは別にして
ね、教頭さんたちの意欲、無くなりますよ。せっ
かくがんばって辛抱して、教頭までなってね。も
うすぐ校長になろうか思うたら、もういらんっ
ちゅうわけでしょ。民間人、50人いたら30人ぼー
んと校長とってしもうたら、20人しかとらへん
ということは、なられへん。それはあんた、やる
気無くしますよ。だから大阪府の、大阪市内の校
長さんは辞めた後、おれへんから、おれへんとき
はどないするかいうたら校長さんの OB が再任用
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ですよ。給料半分ぐらいになって。そんなことが
おきとるんやからね。

《教育改革⑦：	「教え子を再び戦場に送る
な」・「平和・人権・共生の教
育を創造しよう」のスローガ
ンの下、大阪教組教研の確立》

梅崎　あと最後に、「教え子を再び戦場に送るな」
とか、「平和・人権・共生の教育を創造しよう」と。

田淵　これは、私たちが執行部ともやって、やっ
ぱり教え子を再び戦場に送るなというのは日教組
のメインスローガンです。それに加えて大阪では
ね、平和。特に人権・共生。平和はまあ一般的な
ものですけど、人権とか共生の教育。先ほどから
言っているように、夜間中学とか外国人の問題と
か。こういうことをやっぱり創造しようや、とい
うことでがんばってきたということです。これは
私たちの、結集したときの最大の実践の結果とし
て、たくさんの人が結集してくれましたし、今も
生きていると思います。

梅崎　卒業式での日の丸・君が代の強制の反対
の取り組み。それから日教組のところで、「反対・
阻止・粉砕」から「参加・提案・改革」への方針
という、これは一連のお話だと思うんですけど。

田淵　日の丸・君が代のやつはね、これはご案
内のとおり、法制化される前の取り組みですけど
も、だんだん、だんだん圧力がかかってくるわけ
ですね。日の丸を揚げえ、とか、君が代を歌え、
とかね。そういうことについて、じゃあ日の丸は
どこに国歌国旗と書いてあるねん、と。なぜそれ
を強制せないかんねんと言うたら、いや、これは
慣習法やとか何か、やり合うわけですよ。そうい
う中で、強制には反対ということで取り組んでき
ましたけども、最終的には法制化された次元では、
それに対して物理的な抵抗は無いですね。できな
いですね。たまにおるんですよ、そういう人が。
組合員でない人で物理的抵抗をしてね。日の丸を

持って逃げたとかね。やる人もおるんですけどね。
そのせいを我々のせいにするからね、そこまで日
の丸君が代が大事なら「ぬすまれた」と警察へ訴
えと、言うねん、校長に。

《日教組のネガティブイメージの誤解》
田淵　民間の方も今日もいらっしゃると思いま
すけど、何かそういう抵抗運動ばっかりやってい
る日教組という印象を与えてるかもしれません。
　私たちは自民党を中心とするやっぱり教育施
策、どっちかと言えば管理とか、そういうことが
強くて反対せざるを得ない面が多く出てくるので
す。ただ、僕ら思ってる以上に日教組を悪者にす
るのはなんでやろう、と思うんやけどね。そんな
悪いやつ違うのになと僕は思うんやけどね。僕ら
は子どもの側に立って頑張っているのに、それを
あえてね、悪く強調するでしょ。まあ、どっちに
しても主任制があれば主任制反対闘争するし、い
ろんな阻止闘争はやってきました。もう犬猿の仲
みたいにやってきたけども、やっぱり中には、文
部省の中にもね、これではあかんのと違うかと。
日教組の中でも、これではあかんのと違うかと。
やっぱり違いは違いがあると。しかし、ちゃんと
お互いに理解しあえて、やれることがやれるんで
はないかとかね。
　たとえば五日制とかそうですよ。そんなに別に
抵抗しあう話でもないしね。どうスムーズにする
か。今でこそちょっと遅いけど、夜間中学の問題
なんかでもその頃から言っているんだけども、別
に喧嘩する話でもないんですね。だから、阻止闘
争をしたり反対闘争をすることもあるけれども、
やっぱり文部省と協議して、やれるものはやって
いこうじゃないかということで、中教審の中に
入っていくようになるんです。当時の委員長が。
今はちょっと排除されてますけどね。民主党政権
前からですよ。委員として入って、そこで議論し
ていく。本部からの提案があって、いろいろと激
論がありました。大阪なんかもね、よく考えてみ
れば、さっきの事前協議の問題なんかは参加提
言・改革なんですよ。研修反対！阻止！とか言っ
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ていない。やるんならええものをやれや、と。こ
ういうふうにしようや、ということを言っている
んで、別に僕らに違和感は無かった。大いにやろ
うというので大阪なんかもシンポジウムやったり
してね。
　だから急進的な左派と言われる連中からする
と、大阪は右派やというレッテルを貼ったりされ
ましたけどね。そんなもん、全然かまへん、と。
むしろ、ある県なんかでも一生懸命反対闘争ばっ
かりやらはるんやけど、中では、そんなもん全然
違う、手、つないだ協議やってますよ。それは表
には出してはいませんが。上手な県も多くありま
した。そんな、いつもいつも喧嘩してるわけには
いかんですよ。
　知事与党勢力になると、そんな、喧嘩ばっかり
しとるわけにいかんですよ。しかし、それがまた
逆になると、喧嘩もせないかんことが増えること
は事実ですね。向こうも挑発するし、弾圧してく
るからね。大阪なんかはもう弾圧以前に粉砕され
そうになってるからね、橋下に。これは悔しいん
ですけどね。だからそういう点で、日教組が言う
てきて、いろんな議論がありましたけども、今は、
日教組は少なくとも路線としては参加・提言・改
革の路線の旗を降ろしてないと思っています。

《連合大阪の運動への参加》
田淵　連合運動の大阪の参加の問題ですけどね。
僕らがちょっと良かったのは、ちょうど僕らのと
こが再建すると、直後に連合大阪が発足しました
から、一緒にスタートラインに入れてもらえたん
です。あれ、できあがっている連合大阪やったら
ね、また違ったことがあったかもしれんけど、同
じように連合大阪が 12月の 20何日か、89年のね。
私たちの再建大会、直後に連合大阪の結成大会に
入れてもらいましたから、そういう点ではスムー
ズに一緒に労働組合として入らせていただいた。
　今、連合は、ご案内の通り、旧総評、旧同盟、
旧の新産別とかいう労働団体が一緒になったわけ
で、それぞれ歴史と伝統がありますわね。我々大
阪の場合、僕ら総評のグループでしたから、連合

ができたからといって、連合にすべての運動を吸
収できるかというと、なかなかできないんではな
いか。僕は当時、そこへ参加したわけじゃありま
せんけども、特に平和闘争の問題、それから部落
解放の問題。これはもう途中で解放共闘に連合も
入りましたから、解消されています。
　それから障害者団体について、別に連合と云々
ということは無いですね。それから在日韓国朝鮮
人の人たちの問題も別に連合の中で何とかいうこ
とはない。大きいのは、平和の課題と、それから
原発の課題がありますね。未だに、それはありま
す。
　従って、そういう課題については、別にできる
だけ早く連合に一緒にやれるようにしたいけれど
も、当面、独自でやらざるを得ない。今、大阪平
和人権センターいうのがあって、もう 20数年経
ちますけども、連合の中で一緒に全部やれるとは、
残念ながらなってない。だからそれは残して、僕
もその理事長、もう 10何年やらしていただいて
いるんです。できるだけ早くそういう時代になっ
てほしいなと思います。原発の問題も。そやから
そういうことなんです。中には部落解放問題には
共闘会議ができて、連合も入られて、それなりに
活動していただいていると、今、思います。
　それから、連合が上海市の総工会とのつながり
を作られた中で、産別の交流もやろうということ
で、うちは上海市教育工会と。僕ら、連合ができ
る前から、総評時代から改めてそういう提起がで
きて上海市教育工会とはつきあいをさせていただ
いている。
　繰り返しになりますが、なかなか難しいんで
しょうけども、同じ連合として一緒になった以上
はですね、いろんな課題がありながらもね、違い
を認め合うようなことしてやっぱり運動を進めて
いけるように、一刻も早くなっていただきたいと
いう思いはあります。
　昔は選挙まで違ってましたわね。旧総評は社会
党で、同盟は民社党とかいうようになって、その
選挙についてはね、まあ、そういうことが無くなっ
て一緒にやれるということなんですが、今、当面
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しているような課題、言えば、民主党がどんな色
をして何してはるのか、ようわからん、というや
つがあるんですね。たとえば今の安倍政権の支持
率は、40数 % でやっぱり上位におりますね。支
持率が反対よりも多いですね。しかし中身、見
てみたらね、どんなことになっているか言うた
ら、安倍さんが好きやからというのが 13% ぐら
いかな。それから安倍政権に期待する、いうのが
17% ぐらいかな。30% ぐらいですわ。圧倒的に
多いのが何やと言うたら、安倍さん以外に入れる
人がおれへんから、というのが 33% ぐらいある
と思うんですね。それからまた、安保法案にして
もね、反対の方が多くて賛成が少ない。それから
辺野古の埋め立てについても、反対が多くて賛成
が少ない。原発の再稼働についてもそうなんです
ね。アベノミクスにいたってもですね、自分とこ
ろに恩恵が来てないというのが圧倒的で、来てる
というのはほんの少数というね。
　だからそういう時代の時に、連合もいろんな団
体っちゅうか、考えがありますから、一概に言い
切れませんけども、そのような状況でどう民主党
ががんばるかのために、旗をしっかり立ててね、
どう一致してやるかということを早期にやってい
ただかないと。これからの参議院選挙でね、僕は
もうほんまに惨憺たるものになってしまうんでは
ないかなと、大阪では、という気がしてなりませ
ん。だからそうならんように、どうか折り合って
いくことをしてもらいたいな、ちょっと余分です
けども、今日的課題としては思います。

《沖縄問題を考える取り組み》
田淵　それから、沖縄と私たちとの関係はね、前
も申し上げましたけども、まだ、復帰前から私た
ちは沖縄へ交流に行っていました。僕も 1970年
に初めてパスポートを持って行きましたけども、
それ以降、ずっと行っているんです。大阪が、大
教組が全教系にとられた後は、前も言いましたけ
ども、県同士の交流ができなくなりましたので、
私どもは沖縄市を中心とした地域と交流を重ねて
きました。再建するまでずっとやってきたんです

けども、再建後は、現職の人たちは 5月の平和行
進の時に、毎年 100人ぐらい青年部を中心に送っ
てますね。そこで2泊3日。金曜日の授業が終わっ
て行って、夜に行って、土曜日は歩いて、日曜日
はいろんな地域の戦跡巡りして、夜帰ってくると
いうね、大変ハードですけども。若い人たちは、
こういう沖縄は初めてやと。観光では来たけども、
そういうことを知らなかった、とか言うてね。そ
れはずっと続いていますわ。退職者も平和行進の
時には何人か行くようにしてる。
　それから門川さんがやってくれている「憲法 9
条を誇りにする会」というのがあるんですけどね。
これは退職者の組織です。これは退職者の男と女
が一緒になって作ってる組織。ここがいろんな
フィールドワークをやってるんです。特に沖縄に
は 2年間のうち 1回は行くと。これで 10何回目
かな。去年は福島行ったんかな。それからその前
は沖縄へ行って、その前には祝島。岩国の原発の
祝島ですね。今年になりましたけど、6月の 22日
から 23日を含めて 3泊 4日でまた沖縄へ、今度
は門川さんの肝いりで 80人ぐらい連れて行くと
言うから、80人て言うたら修学旅行並みで、大
人の修学旅行どないすんのかな。バス 3台ぐらい
要るし、泊まるところ、飯食うところから大変。
だけど今、昨日、一昨日か聞いたら 80名ぐらい
の人が行きたいという気持ちを持っているようで
すから、できるだけそういう人たち、何回か来る
リピーターの人も多いんですけども、できるだけ
若い人にね、来てもらって。
　そのためには今、この来週か？宜野湾市長選挙。
24かな、開票でしょ。あの宜野湾の市長は私た
ちとは違う立場の人ですね。石垣の市長と、それ
から宮古の市長と。まあ、そういう人たちがおる
んですけど、まあ、私たちは沖縄と連帯をしなが
ら。僕なんかでももう 76歳ですし、門川さんか
てそれに近いんやから、もうちょっとやっぱり若
い人たちが後を継いでもらうようにせないかんと
いう思いでやっています。
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《阪神淡路大震災への取り組み》
田淵　それから阪神淡路大震災の取り組みは、大
阪でも豊中なんかでも、庄内地域が相当やられて、
学校で避難をやりましたから、その受け入れとか、
それから連合と一緒に、支援活動に取り組みまし
た。1つ報告しておきたいのはコクヨ労働組合あ
りますが、ここと連携して、大阪府域で被災をし
て、学用品が無くなった、不足したという子ども
たちに、それを送ったりしました。コクヨもだい
ぶ安くしてくれましてね。半額ぐらいにしてくれ
たんかな。一緒に、そういう取り組みやったりし
ました。

《日本民主教育政治連盟》
田淵　それから日政連というのはね、日本民主
教育政治連盟という日教組の政治連盟なんです。
これは国会議員、それから府県会市町村議員がお
ります。今、課題は大阪で言えば、府会議員が残
念ながらゼロですね。民主党議員そのものが少な
い。森みどりという女性の日政連議員が前の府会
議員選挙で負けました。大阪市会では山本しゅう
子という日政連議員がいましたけども、これも負
けました。それともう 1人、大阪市の小林市会議
員も負けました。現在、日政連議員として、それ
からもうひとつは枚方の竹内市長。日政連だった
んですけども、これもこの間の選挙で負けました。
　今ですね、豊中の市会議員で 1人、吹田の市会
議員で 2人、高槻の市会議員で 1人、摂津の市会
議員で 1人、枚方の市会で 1人、八尾の市会議員
で 1人、それから南が富田林や。富田林の市会議
員で 1人。市会議員としてはこれだけ日政連議員
がいます。
　とりわけ身近な話で申し上げるとね、なぜ僕ら
は、豊中で日政連議員をがんばって作ったかと言
うとね。議会の中で教育の課題がいろいろと出ま
すね。そうすると、議会でありもせんことで質問
が起きたりするんですね。一番感じたのはね、豊
中で僕、障害教育のほうに力を入れて、障害を持っ
た子どもたちを学校へ、こっち来させる運動をし
たときにね。親の一人が、プールの中でウンコし

た、どないしてくれるのや、とかね。おしっこし
たらどないしてくれるねん、とかね。それから、
ああいう子が来るとね、校医さんが嫌がってるか
らね、校医が逃げそうやとかね。そういう、まあ
言えば本当か嘘かわからんようなことが堂々と語
られるんですね、議会で。そうするとみんな、あ
あ、そんなもんか、そんなむちゃくちゃしてんの
か、ということになるんですね。
　僕はそれがもう残念で仕方なかってね。やっぱ
り最初は障害者の親でしたけども、議員になって
もらって。その後は教組出身の、もう 60歳なり
ましたけど、彼がやってくれてるんですけどね。
やっぱり違うことは違うということが言えるよう
にしておかないとね。何かそんなことが言われ
たらね、あたかもホンマのようなことをむちゃく
ちゃしてるみたいに言われてね。酷い目に遭った
ことがあるんです。もっと市民のためにがんばっ
てもらうのが普通なんですけど、まあ、そういう
ことも含めて、やっぱり学校の教育現場をわかっ
てる人が議員になってほしいな、という思いでみ
んながんばってやっています。
　選挙は今もう大変です。さっき冒頭に申し上げ
ましたように、僕らの時は現役のみなさんも一緒
にやりましたけども、今は現役のみなさんはほと
んどできません。今はもう退職者が中心で、やら
ざるを得ない。まあ、電話かけぐらいはやってく
れますけどね。まあ、教育のことを知っている人
が地方議会でおってくれて、間違ったことは正し
てもらわないかんし、私たちが望んでいるような
教育条件の整備もやっぱりやってもらわないかん
と思います。
　まあ、みんながそれぞれ、市民は教育について
はみんなそれぞれ思ってはるわけですよ。それは
それで大いに結構なんだけど、間違ったことを言
われるとね、やっぱり困る。昔はね、教育につい
てはね、そんなにね与野党対立無かったですよ。
その地域の教育を高めようという一点でね。自民
党やからね、共産党やからって、そんな、あん
まり無かったと僕は思いますわ。だんだんそれが
やっぱりね、厳しいことになってきてるのかわか
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らんけど。何かいかにも教育を言えば票になると
かいうことなんかな。残念ですけどね。まあ、し
かし、これも、今やってくれている人たちも歳取っ
ていってね、新しい人々に代わっていけるか言う
たら、どうかなって不安はあります。今の現役の
人たちがね、それまでやれるかな、と。なぜそこ
がやれないんやって言うとね。やっぱり教育の現
場におりたいというのが一番ですね。
　それから大きいのはね、40歳ぐらいで辞めてね、
議員になれと言うことが今日の状況では大変厳し
いですね。

《大阪府退教職員協議会副会長と平和人権セ
ンターの理事長の仕事》
田淵　それで僕は 2000年の 3月に退職をして、
その後、府退教の副会長をやらしていただき、そ
れから平和人権センターの理事長を 2004年 5月
からやらしていただいています。また、2003年
の 4月から財団法人大阪府教職員互助組合、これ
は現職の組織ですが、その退職者組織があるんで
す。生涯福祉事業委員会というんですけどね。退
職しても、掛け金を一定程度預けておけば、そう
いう医療費の補助受けたり、それからいろんな観
劇に参加したり、それから安い宿泊券をもらった
りね。そういう制度があるんです。そういう退職
互助なんですけども、そこの会長をさせてもらっ
てます。これはこの 3月で終わりになります。一
応、75歳定年いうことになりますので。
　豊中では退職者会の会長をしてますが、これも
この春で終えて、新しい人に替わっていただいて、
引き継いでいかないかんなと今は思っています。
まあ、府退教と平和人権センターの方は、本当言
うたら早く若い人に引き継ぎたいんですけど、な
かなかちょっと人材がいないので、今年 1年はや
らないかんかな、と、今、思っているところです。

《蘇州大学との交流》
梅崎　あと 1つ、蘇州大学があります。

田淵　蘇州大学と交流する大阪府教職員の会と

いうのがあるんです。これはね、私たちの先輩が
ね、堺の人だったんですけども、20数年前から
蘇州大学の日本語学科に日本語を教えに行ってた
んですね。それが帰ってこられてね、こういうこ
とをやってきたけども、組織的にやってくれない
かという話があって、20年前に、蘇州大学と交
流する大阪府教職員の会というのを立ち上げたん
です。
　それは蘇州大学の日本語学科に先生を送るこ
と。OB ですよ。それから 1年に 10日ほど、学生
2人を日本に来させて、ホームステイして、日本
をあちこち勉強してもらうこと。それからもうひ
とつは旅行団を作って、日本の旅行社では行けな
いような地域を旅行する会を作ってるんです。そ
れはなぜかと言うとね、蘇州大学で日本語を教え
た中国の学生が、旅行社に就職するんですね。そ
の子に聞くとね、蘇州しか知らんのです。当時の
学生は自分の生まれた地域しか知らないです。
　今はもう 40前ですけど、まあ、国の事情です
ね。それで我々が旅行するから、あんたツアーガ
イドでおいでと。我々は世界遺産巡りするからと
言うて、もう 15，6回、やってるんです。彼女が
ずっとやってくれてるんですね。今度 20周年を
3月にするんです。そこへまあ、彼女も 1回招待
してね。もう日本語ぺらぺらで、僕らよりきれい
に日本語しゃべりますわ。で、どういう旅行して
るかと言いますとね。僕らは、たとえば上海まで
やったら上海までだけ、往復の飛行機賃ね、でき
るだけ安いやつを買っていく。今度、5月に行く
んですけど、着いて、その時に彼女に今日の 1元、
何円や、と聞くんです。どのように連動してるか
言うたら、ドルと元なんですね。今、1ドルが 6.5
元ぐらいなんです。今、118円ぐらいでしょ、1
ドル。で、6.5で割るんです。そしたら 17円とか
18円が出てくるんです。18円やったら 5000元払
わないかんかったら、5000元× 17円をそこで払
う。その時のレートがどうなってるかで国内旅行
代が決まるんです。ちょっと楽しみにしてるのは
ね、ドルの値打ちがだーっと下がってきてるで
しょ、今。6.5ぐらいまで行きました。あれ、もっ
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と下がるん違いますか。僕ら行ってるもっと前は
ね、日本の円が強かったでしょ。あのころやった
ら 90円ぐらいの時がありましたやん。90円ぐら
いの時に行ったらものすごい得。安うで行けるわ
け。まあ、そういうふうなことをしながらね。世
界遺産を回って、その子も一緒についてくるから
ね。世間広めえ、というようなことをしたりして
ね。
　それからうちの仲間でいらなくなった全集もの
なんかをね、蘇州大学に送ったりします。ずっと
以前には日本語の教科書。中国人向けの教科書を
作ったりね。それから彼らが喜ぶのは印刷機とか
ね、ああいうものを安く贈呈したりね。そういう
ことでちょうど 20年になります。今度 20年の行
事をやりますので、蘇州からも人が来るんです。
ところで、ちょっと様変わりなことだけ別件で申
し上げておきますとね。中国、習近平になってか
らね、絶対宴会ダメ。日本へ来てね、私たちが宴
会準備するでしょ。もう極力、小さくしてくれ、と。

梅崎　何でですか？

田淵　いやだから、そういう党の幹部でしょ。そ
ういう無駄な金を使わすなですわ。すごいですよ。
僕らが行くでしょ。行ったってね、前は副学長と
か学長なんか一緒にね、20人ぐらいの宴席なん
か平気やったですよ。大きなところで。もう一切
そんなの無いです。担当者2人ぐらいと、4，5人で、
晩飯ちょろちょろっと食わしてくれるだけ。それ
ほど厳しくやる。
　言うてましたわ、監査があるんですて。南京が
県都いうか、そこの監査が終わったら、今度、蘇
州に来るんですて。党の監査が。それで、全部調
べるんですて。その幹部の行いからね、金の使い
方ね。ごっつ締め上げられてるらしいわ。今やっ
たらね、蘇州大学の先生を呼ぶんでもね。僕らが
身元引き受けで呼んだら来たけど、この頃はダ
メ。だから関西学院大学があそこと姉妹学校なん
です。そこに呼んでもらって、こっちに回っても
らうような、だいぶ様変わりをしてますよ。えら

いすいません、余分なことを言うて。

《現役組合リーダーへのメッセージ》
梅崎　一通り事前資料についてお話いただいた
んですけど、インタビューの最後に、ずっとお
話の中で出てきた現役の方々、非常にご苦労さ
れていると思うんですけれども、ぜひ先輩として
メッセージをお話いただいて、それでこのインタ
ビューを終了にしたいと思うんですけども。

田淵　やっぱり状況が厳しくなると、なかなか
大衆と、そう言ったら大げさですけど、全員を動
かすような運動が少なくなってしまっているんで
すね。僕ね、やれ、やれ言うてやれてないので、
たとえば大阪市教組がね、裁判をいくつかしてる
でしょう。こないだも一応、教研集会に貸さない
のはいかんという判決が出ましたし、今、やって
るのが学校で分会会議を開かせえ、という裁判を
やっているんですね。裁判で勝つかもしれません。
しかし、そやけど、たとえばこの間勝った裁判
やったらね、みんなにね、勝ったという報告集会
ぐらいやって、また今度勝つためには署名運動ぐ
らいやって、全員を動かせや、と。裁判やってる
連中だけ、傍聴に行くのは数名ですやん。それは
アカンと。やっぱり全部がね、この闘いを実感し
て、負けようが勝とうが、そして全員が次の課題
に向かって動くというようなことをやらんかった
らね、あきません。そうでないと結束が弱くなる
ばかりではないかというのが一番心配している。
　たとえば、いろんな集会なんかがありますけど
ね、僕らが若い頃いうたら、10.21で、ストライ
キの記念日でもあったけども、ベトナム戦争反対
とかいうたら 10割動員とかかけてね。毎回でき
ませんでしたけど、人を集めたけどね。今やね、
残念ながら退職者の方が多いみたいな集会があ
る。多いとまでは言わんけどね、ちょぼちょぼぐ
らいの集会。
　それはね、忙しいとか、いろいろあるけどね、
もうちょっと大衆的にね、運動をやってくれない
と、それはしんどいんと違うかなと思うから。め
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げんとね、そういうところに目を向けて、やっぱ
り分会ちゅうか地域ごと、その職場ごとに動ける
ようなことをやらないとアカンことがひとつ。
　それから僕も言うているように、教育の課題に
ついてはみんな一緒なんだから、自分とこの学校
に教育の課題があったら、みんなでやっぱり取り
組むと。それで不十分な人に対してはちゃんと援
助もする、というようなことをやっぱりしてね。
組合は何かわけわからんもんやなくて、連帯して
教えたり助けたりするということをね、身をもっ
てやっぱりやらないかん。こんなの原点の原点な
んですけどね。なかなかできてないんじゃないか
なという気がして。そやけどね、あんまりにそれ
を言うとね、やっぱりわからんそうです。
　何で僕らが日政連の市会議員を置いたかという
ことを言うでしょ。置いたか、ということはそう
いうことやから、あんたらもがんばってや、とい
うことを言いたいんだけどね、わからんそうです
ね。当事者、したことないから、そういう場面に

あったこと無いから。
　あってるんですよ、実は。僕はあってると思う
んですよ。だから、あんまり年寄りがね、これや、
あれや、言うてね、ええ格好言うてもね、伝わっ
てるようでね、実感としてはね、伝わらないとい
うことです。僕、よくわかります。だから、まあ
何もせんでいるわけにいかんから、やっぱりでき
るだけ偉そうに言わんと、一緒にやろうと、激励
しようと、いうふうにしかないかなと思ってるん
ですけどね。

梅崎　原点回帰と後輩へのメッセージをありが
とうございました。これにてインタビューのほう
は終了させていただきます。どうもありがとうご
ざいました。

田淵　わざわざいろいろありがとうございまし
た。
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