
■
相
談
と
組
織
化
で
労
働
運
動
の
再
構
築
め
ざ
す
 

窓
口
の

達
人
窓
口
の

達
人

インタビュー 

札幌地域労組書記長 

鈴木　一氏 
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「
労
組
幹
部
た
ち
は
、
今
さ
え
、
自
分
た
ち

さ
え
よ
け
れ
ば
い
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

さ
ま
ざ
ま
な
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
ど
こ

ろ
か
、
既
得
権
益
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、

応
え
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
」 

　
旧
総
評
の
地
区
労
働
組
合
協
議
会
（
地
区
労
）

時
代
か
ら
、
中
小
・
地
場
や
パ
ー
ト
労
働
者
な

ど
の
駆
け
込
み
相
談
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た
札

幌
地
域
労
組
の
鈴
木
一
書
記
長
の
目
に
は
、
正

規
雇
用
・
大
手
中
心
主
義
の
労
働
運
動
が
行
き

詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。
辛
辣
な
労
組
幹

部
評
も
、
労
働
運
動
を
再
生
さ
せ
な
け
れ
ば
と

い
う
強
い
思
い
の
表
れ
だ
。 

　
「
派
遣
労
働
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
と
い
っ
た
テ

ー
マ
ご
と
の
集
中
相
談
活
動
も
含
め
、
札
幌
地

域
労
組
で
受
け
る
年
間
の
労
働
相
談
件
数
は
、

約
五
〇
〇
件
。
内
容
を
み
る
と
、
一
時
多
か
っ

た
年
功
で
高
賃
金
の
管
理
職
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト

に
し
た
リ
ス
ト
ラ
は
一
段
落
し
た
も
の
の
、
非

典
型
労
働
の
広
が
り
な
ど
を
背
景
に
、
あ
ら
ゆ

る
階
層
へ
の
不
安
定
感
の
拡
大
が
顕
在
化
し
つ

つ
あ
る
と
い
う
。 

　
最
近
、
と
く
に
気
が
か
り
な
の
は
、
「
就
業

形
態
が
多
様
化
す
る
中
で
、
低
賃
金
労
働
者
層

が
広
が
り
つ
つ
あ
る
」
こ
と
。
雇
用
が
あ
っ
て

も
最
賃
ラ
イ
ン
の
賃
金
が
圧
倒
的
に
多
く
、
「
雇

用
が
創
ら
れ
て
も
、
食
っ
て
い
け
な
い
の
で
は

意
味
が
な
い
。
ど
う
や
っ
て
生
活
す
る
の
か
と

い
う
賃
金
で
は
、
税
も
年
金
も
払
え
な
い
よ
う

な
状
況
が
生
ま
れ
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
」
と
危
機
感
を
募
ら

せ
る
。 

　
「
こ
ん
な
流
れ
に
対
抗
で
き
る
よ
う
に
労
働

運
動
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
」
。
そ
の
た
め
に

も
、
「
組
織
し
た
メ
ン
バ
ー
だ
け
の
運
動
で
は

な
く
、
非
典
型
・
未
組
織
労
働
者
な
ど
か
ら
の

労
働
相
談
を
通
じ
た
組
合
づ
く
り
が
大
き
な
意

味
を
も
つ
」
と
い
う
の
が
持
論
。
相
談
活
動
と

組
織
化
を
運
動
の
両
輪
と
位
置
づ
け
、
「
相
談

の
解
決
で
も
、
職
場
復
帰
を
優
先
さ
せ
、
や
は

り
組
織
化
を
め
ざ
す
」
の
が
鈴
木
流
だ
。 

　
と
は
い
え
、
相
談
が
や
す
や
す
と
組
織
化
に

直
結
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
談
だ
け
に
よ
る

組
織
化
に
は
限
界
が
あ
る
。
だ
か
ら
相
談
活
動

に
つ
い
て
は
、
「
タ
ネ
を
撒
く
よ
う
な
も
の
。

会
社
と
の
交
渉
経
過
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ

と
で
、
今
ま
で
労
働
運
動
に
無
関
心
だ
っ
た
多

く
の
人
た
ち
が
『
そ
う
か
、
こ
ん
な
と
き
に
は

労
組
を
つ
く
っ
て
闘
え
ば
い
い
の
か
』
と
思
っ

て
く
れ
れ
ば
い
い
。
一
朝
一
夕
に
組
織
化
が
進

ま
な
く
て
も
、
将
来
に
向
け
て
拡
が
っ
て
い
く

芽
を
残
す
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
重
要
だ
」
と

考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
組
合
組
織
内
の
実
務

能
力
ア
ッ
プ
た
め
に
も
、
相
談
に
応
じ
ら
れ
る

体
制
を
維
持
・
整
備
す
る
こ
と
が
組
織
強
化
の

早
道
だ
と
い
う
。 

　
「
相
談
・
争
議
へ
の
取
り
組
み
が
、
活
動
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
げ
、
全
国
的
な
運
動
の
強

化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
も
感
じ
て
い
る
。

地
域
で
は
た
ら
く
パ
ー
ト
労
働
者
な
ど
で
構
成

す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ユ
ニ
オ
ン
の
仲
間
た
ち
と

の
連
携
も
、
相
談
や
争
議
へ
の
支
援
の
中
か
ら

築
き
上
げ
て
き
た
も
の
だ
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ユ

ニ
オ
ン
が
集
い
一
昨
年
、
新
た
な
産
別
組
織
と

し
て
旗
揚
げ
し
た
「
全
国
ユ
ニ
オ
ン
」
と
、
連

合
へ
の
加
盟
は
、
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の

大
き
な
礎
と
な
る
。 

　
自
身
が
労
働
運
動
の
世
界
に
入
る
こ
と
に
な

っ
た
の
も
、
旧
札
幌
地
区
労
に
、
当
時
勤
め
て

い
た
観
光
バ
ス
会
社
で
組
合
を
結
成
す
る
た
め

の
相
談
に
い
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
そ

の
と
き
は
、
地
区
労
の
ラ
フ
な
指
導
が
災
い
し

て
、
会
社
側
の
切
り
崩
し
に
あ
い
、
最
後
は
一

人
残
っ
た
書
記
長
の
鈴
木
さ
ん
が
幕
引
き
す
る

皮
肉
な
結
末
に
。
だ
が
、
こ
れ
が
縁
で
地
区
労

の
専
従
と
な
っ
た
。 

　
こ
の
失
敗
の
原
体
験
が
役
に
立
っ
て
い
る
と

感
じ
て
い
る
。
「
う
ま
く
い
っ
て
い
た
ら
、
か

え
っ
て
切
実
な
職
場
の
不
安
な
ど
理
解
で
き
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
つ
く
っ
た
組

合
の
組
合
員
に
は
、
あ
の
悔
し
さ
は
味
あ
わ
せ

た
く
な
い
」
。 

（
調
査
部
　
主
任
調
査
員
・
郡
司
正
人
） 
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各
地
の
学
窓
か
ら
 

職
務
発
明
と
 

　
　
　
賃
金
制
度
 

松
本
直
樹
　
 

（
松
山
大
学
経
済
学
部
教
授
） 

松　山 

　
人
に
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
に
は
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
。
人
を
従
業
員
と
置
き
換
え

れ
ば
正
に
労
働
経
済
学
や
人
的
資
源
管
理
論

の
分
析
対
象
と
な
る
。
日
本
的
雇
用
慣
行
と

さ
れ
る
終
身
雇
用
制
下
に
お
け
る
年
功
賃
金

制
は
こ
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
で
あ

っ
た
。 

　
若
年
期
の
未
払
い
賃
金
は
定
年
ま
で
勤
め

上
げ
て
取
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
制

度
が
な
け
れ
ば
、
他
企
業
に
お
い
て
同
等
の

賃
金
で
雇
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
手
を
抜

き
サ
ボ
っ
た
後
で
転
職
す
れ
ば
よ
い
。
従
業

員
に
と
っ
て
中
途
退
職
が
不
利
と
な
り
、
企

業
に
と
っ
て
も
費
用
を
掛
け
育
て
た
従
業
員

の
離
職
を
防
ぎ
た
い
こ
と
か
ら
、
高
成
長
、

人
口
増
加
と
相
俟
っ
て
、
長
期
雇
用
は
あ
る

条
件
下
で
は
そ
れ
な
り
の
合
理
性
を
持
っ
て

い
た
と
言
え
よ
う
。 

　
近
年
、
業
績
を
重
視
す
る
制
度
へ
変
更
の

動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
他
方
で

成
果
給
に
対
す
る
反
論
も
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
転
職
し
て
も
能
力
が
過
度
に
下
が
ら
ず
、

あ
る
程
度
個
人
の
業
績
を
把
握
し
易
い
分
野

に
お
い
て
は
、
年
功
制
は
む
し
ろ
デ
メ
リ
ッ

ト
の
方
が
大
き
い
。
労
働
市
場
が
流
動
化
し

移
動
が
容
易
に
な
れ
ば
、
よ
り
一
層
そ
の
デ

メ
リ
ッ
ト
は
強
ま
る
こ
と
に
な
る
。 

 

昨
年
よ
り
職
務
発
明
報
奨
を
巡
る
訴
訟
が

相
次
い
で
い
る
。
特
に
青
色
Ｌ
Ｅ
Ｄ
特
許
に

関
す
る
判
決
が
注
目
を
集
め
、
徳
島
の
日
亜

化
学
工
業
に
対
し
二
〇
〇
億
円
の
支
払
い
が

命
じ
ら
れ
た
。
原
告
の
開
発
者
中
村
修
二
氏

は
愛
媛
出
身
で
あ
り
、
ま
た
徳
島
大
学
で
学

ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
四
国
に
か
か
わ
り
の

深
い
裁
判
と
言
え
る
。 

　
特
許
法
で
は
、
企
業
は
特
許
権
を
開
発
者

か
ら
譲
り
受
け
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
報
奨

金
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て

発
明
の
価
値
と
そ
れ
に
対
す
る
貢
献
度
に
応

じ
て
金
額
は
異
な
り
う
る
。
中
村
氏
の
主
張

が
正
し
け
れ
ば
会
社
側
の
対
応
に
は
確
か
に

問
題
が
多
い
。 

　
し
か
し
一
般
論
と
し
て
は
、
一
開
発
者
が

発
明
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
し

て
も
、
企
業
側
の
貢
献
度
は
そ
れ
以
上
に
大

き
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
開
発
は
チ
ー
ム

で
取
り
組
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
個
人

の
発
明
誘
因
を
高
め
て
も
、
他
の
メ
ン
バ
ー

や
企
業
側
の
誘
因
を
減
じ
て
し
ま
っ
て
は
元

も
子
も
な
い
。
特
に
企
業
は
開
発
リ
ス
ク
に

も
晒
さ
れ
て
い
る
。
発
明
を
製
品
化
す
る
過

程
で
開
発
者
に
成
り
代
わ
り
発
明
の
成
否
に

関
す
る
不
確
実
性
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
負
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
リ
ス
ク

を
個
人
レ
ベ
ル
で
負
担
し
き
れ
な
い
か
ら
こ

そ
会
社
制
度
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
も
言

え
る
。 

 

何
れ
に
せ
よ
こ
の
訴
訟
が
技
術
者
の
処
遇

に
一
石
を
投
じ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
特

許
が
企
業
に
も
た
ら
す
利
益
と
開
発
者
の
貢

献
度
の
算
定
を
裁
判
所
に
委
ね
る
の
は
例
外

で
あ
る
。 

　
こ
う
し
た
一
連
の
裁
判
も
、
特
許
法
改
正

を
含
め
、
職
務
発
明
の
た
め
の
合
理
的
な
制

度
づ
く
り
に
向
け
た
過
渡
期
に
お
け
る
産
み

の
苦
し
み
な
の
で
あ
ろ
う
。
技
術
者
を
取
り

巻
く
雇
用
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
や
る
気
を

引
き
出
す
た
め
の
仕
組
み
も
変
わ
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
成
果
給
に
は
評
価
・
運

用
等
に
解
決
す
べ
き
点
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、

開
発
に
成
功
し
た
技
術
者
が
金
銭
的
に
報
わ

れ
る
時
代
も
近
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て

そ
の
影
響
は
企
業
研
究
者
だ
け
に
は
留
ま
ら

ず
、
や
が
て
は
大
学
教
員
へ
も
及
ぶ
こ
と
と

な
ろ
う
。 

　
古
き
よ
き
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
」
の
時
代

は
も
は
や
遠
い
と
の
思
い
を
禁
じ
え
な
い
。 

 

松
本
直
樹
（
ま
つ
も
と
・
な
お
き
） 

　
理
論
経
済
学
専
攻
。
主
な
著
書
と
し
て
、

『
労
働
者
管
理
企
業
の
経
済
分
析
』
（
勁
草

書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
多
数
。 
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私のこの一冊 

私　の　こ　の　一　冊 

『和魂洋才の系譜』 

P r o f i l e

山口浩一郎 
（やまぐち・こういちろう） 
中央労働委員会会長 

平川祐弘著  
河出書房新社（1971年発行） 

1936年生まれ。1960年東北大学法学部卒業、横浜国立大学経済学部助教授、上智
大学法学部教授をへて、現在放送大学教授。中央労働委員会会長を兼任。 

　
わ
た
く
し
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留

学
し
た
の
は
、
も
う
四
〇
年
も
前
の
頃

で
あ
っ
た
。
一
ド
ル
＝
三
六
〇
円
の
固

定
レ
ー
ト
の
時
代
で
、
為
替
管
理
が
き

び
し
く
、
留
学
生
に
許
さ
れ
た
外
貨
の

持
出
額
が
三
〇
〇
ド
ル
だ
っ
た
。
し
か

し
、
わ
た
く
し
は
こ
の
三
〇
〇
ド
ル
を

買
う
日
本
円
が
な
く
、
父
か
ら
手
切
金

が
わ
り
に
も
ら
っ
た
一
〇
〇
ド
ル
を
虎

の
子
に
し
て
、
イ
タ
リ
ア
に
渡
っ
た
。 

　
奨
学
金
は
八
万
リ
ラ
で
、
イ
タ
リ
ア

で
は
、
当
時
、
ま
だ
中
流
家
庭
に
は
い

た
女
中
さ
ん
の
給
料
だ
っ
た
。
そ
れ
で

も
、
研
究
室
で
ほ
と
ん
ど
の
時
間
を
過

ご
し
て
い
た
留
学
生
に
と
っ
て
は
ま
ず

ま
ず
の
額
で
、
お
金
の
こ
と
を
考
え
な

い
で
日
を
送
れ
た
の
は
、
今
日
に
い
た

る
ま
で
こ
の
時
代
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
だ
け
で
も
、
わ
た
く
し
に
は
、
留

学
は
「
旧
き
良
き
時
代
」
で
あ
っ
た
。 

　
こ
の
頃
は
ま
だ
「
旧
き
」
時
代
で
あ

っ
た
か
ら
、
な
ん
の
た
め
に
異
国
に
き

て
異
人
の
学
問
を
学
ぶ
の
か
を
よ
く
考

え
た
。
出
発
前
念
頭
に
あ
っ
た
「
脱
亜

入
欧
」
と
い
う
言
葉
は
、
冬
の
夜
寒
に

一
人
夕
食
を
す
ま
せ
て
宿
に
帰
る
途
中
、

だ
ん
だ
ん
実
感
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
わ
た
く
し
た
ち
が
日
頃
仕

事
に
し
て
い
る
比
較
法
と
い
う
も
の
へ

の
疑
念
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
な
か
な

か
厄
介
な
問
題
で
あ
っ
た
。 

　
帰
国
後
も
、
こ
の
よ
う
な
精
神
状
態

で
暗
中
模
索
だ
っ
た
と
き
、
偶
然
め
ぐ

り
あ
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
こ
の
書

物
の
中
心
を
な
す
の
は
、
形
の
上
で
は

森
鴎
外
の
研
究
で
あ
る
が
、
「
内
と
外

か
ら
の
明
治
日
本
」
と
い
う
副
題
が
つ

い
て
い
る
よ
う
に
、
内
容
的
に
は
広
く

明
治
時
代
の
わ
が
国
知
識
人
の
精
神
的

自
己
認
識
を
考
察
し
て
い
る
。
彼
ら
の

精
神
状
況
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
徳

川
時
代
の
日
本
人
と
は
同
じ
と
は
い
え

ず
、
さ
り
と
て
西
洋
人
で
も
な
く
、
い

わ
ば
混
血
児
に
似
た
一
種
の
精
神
上
の

不
安
定
」
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。 

　
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
留
学
か

ら
帰
っ
た
鴎
外
は
、
自
分
を
「
洋
行
帰

り
の
保
守
主
義
者
」
と
呼
ん
だ
。
洋
才

の
人
森
鴎
外
は
、
安
直
に
欧
化
主
義
に

与
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
胸
中
つ
ね
に
己

の
魂
を
い
だ
き
つ
づ
け
、
「
ア
ラ
ユ
ル

外
形
的
取
扱
ヒ
ヲ
辞
〔
シ
〕
、
森
林
太

郎
ト
シ
テ
死
〔
シ
タ
〕
」
。 

　
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
鴎
外
は
、

国
外
の
い
ず
こ
か
に
モ
デ
ル
を
求
め
、

そ
れ
を
無
批
判
に
模
倣
す
る
や
り
方
を

排
斥
し
た
。
ド
イ
ツ
時
代
、
彼
は
す
で

に
「Forschung

ノFrucht

ヲ
教
ル
ノ

期
ハ
去
レ
リForschung

ヲ
教
ユ
ベ
シ
」

と
ノ
ー
ト
に
書
き
と
め
て
い
た
（
注
）
。 

　
以
後
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
、
「
和

魂
洋
才
」
が
比
較
法
研
究
の
方
法
に
な

っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
天
啓
を
さ
ず
け

て
く
れ
た
こ
の
本
は
、
忘
れ
が
た
い
恩

人
の
一
人
で
あ
る
。 

（
注
）
ド
イ
ツ
語
でForschung

は
研
究
の
意
、

Frucht

は
果
実
、
成
果
の
意
。
文
意
は
、
「
（
日

本
に
お
い
て
）
学
問
研
究
の
果
実
を
教
え
る
時
期

は
去
っ
た
、
学
問
研
究
そ
の
も
の
を
こ
れ
か
ら
は

教
え
る
べ
き
だ
」
（
『
和
漢
洋
才
の
系
譜
』
一
三

頁
よ
り
）
。
〔
編
集
部
注
〕
 


