
 

 

1886年(明治19年)５月１日、アメリカ各地で８時間労働制を求め、35万

人がストライキに立ちあがりました。当時は、12時間から14時間労働は当た

り前。｢８時間は労働、８時間は眠り、８時間は自由な時間｣で暮らすことが

労働者の夢であり要求でした。４年後の1890年５月１日、再度ゼネストを構

えたアメリカの労働者のたたかいにヨーロッパが応え世界的な労働者の祭典

としてメーデーが誕生しました。 日本では、｢８時間労働時間制実現｣、

｢失業防止｣、などの要求を掲げ、1920年(大正９年)５月２日の日曜日に上野

公園で初めて開催されました。

「
ル
ー
ル
な
き
資
本
主
義
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
日
本
。
し
か

し
労
働
者
を
は
じ
め
と
す
る
人
び
と
の
長
い
た
た
か
い
に
よ
っ
て
つ
く
り

あ
げ
ら
れ
た
、
労
働
者
の
生
活
と
権
利
を
ま
も
る
「
働
く
ル
ー
ル
」
が
あ

り
、
そ
れ
は
法
律
や
判
例
、
労
働
協
約
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
題
は
、
こ
の
「
ル
ー
ル
」
が
、
労
働
者
に
知
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が

多
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
企
業
が
「
ル
ー
ル
破
り
」
を
行
な
い
、
政
府
が

そ
れ
を
合
法
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
ル
ー
ル
」
が
守
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
、
労
働
者
が
泣
き
寝
入
り
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
多
い
こ
と
で
す
。

働
く
人
た
ち
が
職
場
で
、
「
そ
れ
は
お
か
し
い
」
「
こ
れ
は
許
せ
な
い
」

と
思
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
必
ず
根
拠
が
あ
り
、
よ
っ
て
た
つ
「
働
く
ル
ー

ル
」
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
働
く
ル
ー
ル
」
が
、
団
結
（
労

働
組
合
）
と
結
び
つ
く
な
ら
ば
、
労
働
者
は
負
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

世界のメーデーはこうして始まった
～８時間は働き、８時間は休み、８時間は自由～

日
立
製
作
所
の
電
力
グ
ル
ー
プ
（
旧
日
立
、
旧
国
分
な
ど
）
で
は
、

「
赤
字
」
を
理
由
に
、
５
５
０
名
の
異
動
、
ボ
ー
ナ
ス
の
大
幅
カ
ッ
ト(

総

合
職
５
級
で
は
年
間
45
万
円
減
）
、
残
業
割
増
の
引
き
下
げ
等
々
が
強
行

さ
れ
て
い
ま
す
。
「
住
宅
ロ
ー
ン
、
ど
う
や
っ
て
払
え
ば
い
い
ん
だ
」
、

「
こ
れ
以
上
人
が
減
ら
さ
れ
た
ら
、
ミ
ス
や
ト
ラ
ブ
ル
が
も
っ
と
も
っ
と

増
え
る
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
声
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

旧
多
賀
工
場
の
掃
除
機
生
産
ラ
イ
ン
で
は
、
１
ラ
イ
ン
50
名
の
う
ち
正

社
員
は
わ
ず
か
１
名
。
残
り
は
派
遣
労
働
者
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
す
。

日
立
工
機
で
は
、
一
年
半
前
に
始
め
ら
れ
た
賃
金
の
一
律
６
％
カ
ッ
ト

が
、
好
業
績
の
も
と
で
も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
立
ハ
イ
コ
ス
で
は
、
「
転
勤
が
イ
ヤ
な
人
は
賃
金
１
割
カ
ッ
ト
」
と

い
う
勤
務
地
限
定
制
度
が
、
職
場
か
ら
猛
反
対
を
受
け
て
い
ま
す
。

●
政
府
は
●

多
く
の
大
企
業
が
正
社
員
を
減
ら
し
、
派
遣
、
パ
ー
ト
な
ど
に
切
り
替

え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
５
年
間
に
正
社
員
が
４
百
万
人
も
減

少
。
代
わ
り
に
不
安
定
雇
用
は
３
７
０
万
人
も
増
え
て
い
ま
す
。

政
府
は
、
労
基
法
や
産
業
再
生
法
、
労
働
契
約
承
継
法
な
ど
の
改
悪
に

よ
っ
て
、
大
企
業
の
リ
ス
ト
ラ
応
援
団
の
役
割
を
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

●
財
界
は
●

日
本
経
団
連
の
「
奥
田
ビ
ジ
ョ
ン
」
で
は
、
「
連
結
的
に
日
本
全
体
の

経
済
を
と
ら
え
て
、
多
国
籍
企
業
の
た
め
の
経
済
社
会
を
め
ざ
すM

AD
E
B
Y

J
AP
A
N

戦
略
を
進
め
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
「
生
産
は
外
国
で
も
日
本
企

業
の
製
品
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
も
の
で
、
「
国
内
の
産
業

の
こ
と
な
ど
、
ど
う
で
も
よ
い
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
身
勝
手
な
戦
略
で
す
。

リ
ス
ト
ラ
応
援
政
治
と
財
界
の
戦
略

ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
る
職
場･

･
･

請
負
、
派
遣
、
管
理
者
も
労
働
者
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日 立 懇

徳
島
県
の
光
洋
シ
ー
リ
ン
グ
テ
ク
ノ
（
５
６
０
人
の
労
働
者
の
う
ち
１

２
５
人
が
「
請
負
」
労
働
者
）
で
働
く
「
請
負
」
の
労
働
者
が
、
「
社
員

に
は
負
け
ら
れ
な
い
」
と
が
ん
ば
っ
て
き
た
の
に
報
わ
れ
な
い
と
し
て
、

組
合
を
結
成
し
て
賃
上
げ
交
渉
し
時
給
の
ア
ッ
プ
を
実
現
し
ま
し
た
。
愛

知
県
の
高
木
工
業
（
派
遣
社
員
数
１
万
人
）
で
は
、
派
遣
労
働
者
が
組
合

を
結
成
し
、
「
一
方
的
な
通
告
に
よ
る
労
働
条
件
の
引
き
下
げ
は
で
き
な

い
は
ず
」
と
就
業
規
則
を
開
示
さ
せ
、
「
有
給
休
暇
の
取
得
」
や
「
能
率

手
当
引
き
下
げ
撤
回
」
の
成
果
を
上
げ
て
き
ま
し
た
。

日
立
製
作
所
の
課
長
職
が
「
退
職
を
強
要
さ
れ
て
い
る
」
と
、

そ
の
撤
回
を
求
め
て
電
機
ユ
ニ
オ
ン
に
加
入
。
こ
の
３
月
、
会
社

側
と
団
体
交
渉
を
お
こ
な
い
、
退
職
強
要
を
は
ね
返
し
ま
し
た
。

あなたの職場
いまのままで
いいですか

職場と社会に
働くルールの確立を。

働くルールの確立を




