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日立労組「青年・婦人対策部」の廃止は、

青年の雇用を軽視したツケ
７
、
８
月
の
日
立
労
組
本
部
・

支
部
の
定
期
大
会
で
「
青
年
・
婦

人
対
策
部
及
び
青
年
女
性
委
員
会
」

の
廃
止
が
提
案
さ
れ
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

青
年
・
婦
人
の
現
状
課
題
と
し

て＊
新
規
採
用
者
の
高
学
歴
化
、

＊
専
任
職
（
旧
技
能
職
）
採
用
の

減
少
等
に
よ
る
青
年
層
の
減
少

＊
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
や
女

性
の
活
性
化
の
強
化
等
と
し
て
い

ま
す
。

青
年
の｢

使
い
捨
て｣

は
許
さ
れ
な
い

職
場
で
青
年
が
働
い
て
い
な
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の

青
年
が
製
造
部
門
で
働
い
て
い
ま

す
。し

か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
期
間

派
遣
や
ア
ル
バ
イ
ト
、
不
安
定
雇

用
の
青
年
た
ち
で
す
。
20
代
か
ら

40
代
、
時
給
約
１
０
０
０
円
か
ら

１
２
０
０
円
の
低
賃
金
、
い
つ
雇

い
止
め
に
な
る
か
不
安
な
日
々
が

続
き
ま
す
。

派
遣
労
働
者
の
雇

用
受
入
れ
は
勤
労

で
は
な
く
資
材
部

派
遣
労
働
者
の
雇
用
関
係
は
資

材
部
が
担
当
し
て
い
ま
す
。
見
積

書
等
は
一
般
購
入
品
目
と
な
っ
て

お
り
、
契
約
更
新
に
は
評
価
表
の

提
出
が
求
め
ら
れ
、
ま
さ
に
部
品

や
物
あ
っ
か
い
で
す
。

専
任
職
の

正
規
雇
用
拡
大
を

青
年
に
希
望
の
も
て
る
職
場
を

保
障
で
き
な
い
国
や
企
業
に
未
来

は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
保
障
費
も

払
え
ず
、
結
婚
し
家
庭
を
も
っ
て

も
維
持
す
る
事
も
出
来
な
い
状
態

を
一
刻
も
放
置
し
て
お
く
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

日
立
は
今
、
「
マ
ネ
ー
ゲ
ー
ム

は
む
な
し
い
」
、
「
つ
く
ろ
う
」

を
テ
ー
マ
に
物
つ
く
り
の
大
切
さ

を
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
し
て
い
ま
す
。

技
術
・
技
能
の
空
洞
化
は
い
ち
じ

る
し
く
、
技
能
の
伝
承
は
ま
っ
た

な
し
の
状
態
で
す
。
こ
の
面
か
ら

も
、
専
任
職
の
正
規
雇
用
拡
充
が

強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

労
働
組
合
の
果
た

す
役
割
は
大
き
い

労
働
組
合
も
、
専
任
職
の
雇

用
を
提
案
し
て
い
ま
す
が
、
会

社
の
利
潤
追
求
に
協
力
す
る
あ

ま
り
職
場
労
働
者
の
雇
用
状
態

を
軽
視
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て

い
も
し
か
た
が
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

が
担
う
べ
き
役
割
は
変
わ
ら
な

い
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
教
育
宣
伝

部
、
法
規
対
策
部
に
降
格
編
入

さ
れ
ま
す
が
、
青
年
組
合
員
の

減
少
は
労
働
組
合
の
衰
退
と
、

空
洞
化
が
い
っ
そ
う
深
刻
に
な

る
の
で
は
、
と
危
惧
し
ま
す
。

｢

痛
み
に
耐
え
て｣

良
い
こ
と
あ
り
ま

し
た
か
？

も
と
を
正
せ
ば
、
小
泉
内
閣

の
大
企
業
本
位
の
「
構
造
改
革
」

「
規
制
緩
和
」
に
あ
り
ま
す
。

な
が
い
間
、
培
わ
れ
て
き
た

労
働
者
保
護
の
労
働
法
制
を
次
々

改
悪
し
、
現
業
部
門
に
も
派
遣

労
働
を
認
め
る
な
ど
、
働
く
ル
ー

ル
や
社
会
保
障
を
次
つ
ぎ
切
り

捨
て
、
「
痛
み
に
耐
え
れ
ば
、

希
望
あ
る
明
日
が
く
る
」
ど
こ

ろ
か
「
痛
み
に
耐
え
切
れ
ず
、

瀕
死
の
重
傷
状
態
」
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
年
は
先
の
大

戦
後
６
０
年
、
様
々

な
平
和
へ
の
集
い

が
各
地
で
と
り
く

ま
れ
ま
し
た
。
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
で
も

特
集
記
事
や
ド
ラ
マ
等
の
番

組
で
平
和
の
尊
さ
、
戦
争
の

悲
惨
さ
な
ど
を
伝
え
て
い
ま

し
た
▼
と
り
わ
け
平
和
の
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
戦
争
の
放
棄

を
う
た
っ
た
、
憲
法
九
条
を

守
る
こ
と
を
一
致
点
と
し
て

発
足
し
た｢

九
条
の
会
」
が
、

全
国
津
々
浦
々
に
誕
生
し
、

三
千
以
上
の
会
に
発
展
し
ま

し
た
▼
小
田
原
地
域
で
も

｢

西
湘
九
条
の
会
」
が
で
き
、

秦
野
市
で
も｢

九
条
の
会
」

準
備
会
が
結
成
さ
れ
、
学
者
・

文
化
人
・
医
師
・
教
師
・
労

働
組
合
等
の
呼
び
か
け
で
活

動
を
広
げ
て
い
ま
す
▼
い
ま
、

憲
法
九
条
を
含
め
改
憲
勢
力

が
自
民
党
、
民
主
党
等
大
多

数
を
し
め
て
い
ま
す
▼
今
度

の
選
挙
で
は
、
郵
政
民
営
化

や
年
金
・
社
会
保
障
・
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
へ
増
税
問
題
等
と

と
も
に
憲
法
改
定
も
重
要
な

選
択
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い

ま
す
▼
戦
後
６
０
年
日
本
は

ど
こ
の
国
と
も
戦
火
を
交
え

る
事
な
く
、
一
人
の
戦
死
者

も
一
人
の
戦
争
犠
牲
者
も
出

し
て
い
ま
せ
ん
▼
憲
法
九
条

の
も
と
平
和
で
夢
や
希
望
の

も
て
る
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
次
の
世
代
へ

の
贈
り
物
で
あ
り
、
引
き
継

ぐ
も
の
と
し
て
貴
重
な
わ
れ

わ
れ
の
財
産
で
も
あ
り
ま
す
。

<

次
世
代
を
見
据
え
た

Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
を>

先
日
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
活
動
の
報
告
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
部
に
子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て
、
育
児
休
暇
の

取
得
者
、
介
護
休
暇
の
取
得
者
、
短
時
間
勤
務
の
活
用
者
の

男
女
別
人
数
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。

育
児
休
暇
で
は
、
女
性
が
２
０
９
名
に
対
し
て
、
男
性
は

わ
ず
か
１
名
し
か
取
得
し
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
も
男
性
の
取
得
者
数
は
育
児
休
暇
法
で
定
め
ら
れ
た

企
業
の
義
務
要
綱
の
最
低
の
人
数
を
満
た
し
た
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
制
度
と
し
て
法
的
に
整
備
さ
れ
た
環
境
で
あ
っ
て
も
、

ま
だ
ま
だ
そ
の
実
効
性
に
欠
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ら
弊
害
ー
成
果
主
義
に
よ
る
技
術
者
の
長
時
間

労
働
、
女
性
は
昇
進
、
昇
格
を
妨
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
意
識
ー
こ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
と
り
除
い
て
い
か
な
い

と
、
法
制
度
も
絵
に
描
い
た
餅
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。

物
づ
く
り
や
次
世
代
支
援
対
策
を
い
か
に
企
業
が
真
剣
に

受
け
と
め
て
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
取
り
く
む
か
は
、
利
益
最

優
先
の
施
策
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
次
世
代
を
見
据

え
た
施
策
が
急
務
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

<

Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
は>

企
業
の
社
会
的
責
任

人
権
・
労
働
・
環
境

を
重
視
す
る
経
営
の
徹
底
と
情
報
公
開
の
義
務
強
化

等

成果主義賃金制度と｢ＨＩワーク」制度により、

職場では長時間労働が蔓延しています。

会社が労働時間管理を放棄し、自己管理にゆだ

ねたことが長時間労働を表面化させず、膨大なサー

ビス労働を生む原因になっています。

｢最近、あいつ見かけないな」｢なんか病気らし

いよ」そんな会話がかわされます。今、その様な

なか、若者たちにうつ病などメンタル疾患がひろ

がり、日立関連の職場でもメンタルヘルス疾患が

３０代を中心に増加しています。会社は｢メンタル

ヘルス疾患対策」を大きな課題として｢対策」に取

組んでいますが、原因となっている過重労働や｢成

果主義」によるノルマの強制に手をつけず、根本

的な解決にはなっていません。

気になる
メンタルヘルス疾患のひろがり

はまなす(知床）


