
20250701  最低賃金あげろ共同行動記者会見                     橋本策也 記録 

2025 年 7 月 1 日 13:40 厚生労働省 9階記者クラブ 会見室 

前列会見席 

【全労連・国民春闘】 

秋山正臣 国民春闘共闘代表幹事（全労連議長） 

黒澤幸一 国民春闘共闘事務局長（全労連事務局長） 

髙木りつ全労連副議長 

【全労協・けんり春闘】 

渡邉洋 25 けんり春闘共同代表（全労協議長） 

関口広行 25けんり春闘事務局長（全労協事務局長） 

柳瀬睦美・全国一般東京労組書記次長 

【最賃キャンペーン委員会】 

河添誠 最賃キャンペーン委員会事務局 

石井美登理・下町ユニオン運営委員長 

 

13:58  前机に 8 人整列 記者側 1７人 （運動側 8 人 報道側 8 人＋ 

14:00 幹事社から 始めます 

秋山 参加団体 全労連 全労協 最賃キャンパーン 

  審議の公開なども 共通の課題として、共同行動に取り組む 

  政府方針 2020 年代 1500円などを踏まえ、これから中央・地方審議会審議始まる 

  中賃への要望 ① 引き上げを 

         ② 地域間格差をなくす道筋を 

         ③ 公開を      ★本日夕方新宿宣伝行動を行う 

渡邉（全労協議長）アピール説明 p2 に 

  秋山議長に加え想いを。 

  ・最賃決定 3 要素 どれも大事だが等価ではない 生計費原則が何より大事。 

           企業支払い能力も大事だが、健康で文化駅な最低限度の生活＝憲法 が大事 

高木りつ 全労連副議長 

  ・非正規雇用 4割 うち女性が 7割 ジェンダー不平等 

  ・全労連女性部 25春闘「ひと言」カード紹介 

・生協労連 パート労働黒書 紹介 

・介護労働実態調査 報告 低賃金・長時間労働・ハラスメント 

・25春闘「はたらくみんなの要求アンケート」 紹介 

やなせともみ 全労協全国一般東京労組書記次長 

  ・2 年前から労組専従 相談受けるようになる。賃金問題が背景にあること多い 

  ・高年齢低賃金 再なり労働時間切り下げ＝団交で 

  ・20歳 最低賃金知らず、労働基準監督所から 最賃以下是正 当初は最後に働いた労賃 1月の相談 

  ・私の事例 夫も最低賃金 夫婦で食費 1 日 1000円めざしていた 

  ・25春闘で 1800 円要求出した、会社は次は 10 月改定と回答。 

  ・40代女性 パートで 5 年役所で清掃 職業差別感じる 1500 円必要 

  ・就職氷河期世代 2025 年 21 万円強 勤続 26 年で 4万円強しか上がらず 

   私の例 勤続 14 年間で 3 万円強しかあがらず。非正規のみならず正社員も低賃金 最賃 1500 円で 24



万めざせる 

下町ユニオン いしい運営委員長 多くが女性・自身もパート労働者 

   ・物価高騰 お米高騰「おかわりしないで！」小学生の男の子に親がいってしまった。 

   ・子ども：おにぎりほしい 母：だめ お母さん貧乏・最低賃金だもん  ・女性の低賃金にいかり 

・全労協事務局長 関口  

   ・関東の状況 東京 1163 円 群馬 958 円 群馬→埼玉→東京 と労働力流出 

   ・月 22日働いて 1500 円でも手取り 20万いくかどうか 余裕はできない。 

   ・厚労省職員：30 年前 600いくらだった。10年間で百数十円しか上がっていない 

・黒澤国民春闘共闘事務局長 ボードを掲げ 

   ・いますぐ 1500 円 5年後では遅すぎる。法改正で全国 1 率 1500円を 

   ・p9  生計費調査 1700-1900円必要   生計費を中心にその実現のための対策を 

・河添 キャンペーン この 10年 下からネットワークで当初から 1500 円 

   ・共同アッピール 提起 運動の状況変化：中央最賃審議会・審議を 

   ・p16以降 公開度の問題 ポイント 全面的な公開を 

    審議会 社会保障審議会などもホームページに出る 

    最賃審議会 議事録つくられていない？ 2者協議（労使で）＝密室協議 ほとんど記録すらされず 

    P20  地方最賃審議会 2 者協議記録結果 一番のきもの金額が決まるところが 2 重にブラックボックス 

    かりに 10年後公開と決めても議事録そのものがない。重大な政治テーマでもある 

   ・低賃金労働者 決定に関われない  障碍者運動と同様に「私たち抜きで決めるな」 

 

質疑 

TBSテレビ 早急に →今年中か数年計画か 

秋山  3団体共有はしていないが「すみやかに」が共通項 経営支援も 

渡邉  全労協複数回改定や物価スライドも要求 

東京新聞 はかま 河添に 10 年前からよいうが どこが変化か？ 

河添  非正規労働者賃金 最賃以外にあがっていない 最賃頼り  物価上昇：ちらし受け取りよい 

朝日新聞   労働力移動、最賃がらみ いつごろからか 

秋山  地域間格差 2000年代から 昔から見られた傾向だが、2000年代以降地域間格差拡大 

毎日新聞 東海林 昔話もでたが 1500円高い？「非正規は安くていい」が根底・岩盤にあるのでは 

    1500円 10年前にはそんなに高くすることはない 

秋山  高度経済成長 非正規：家計補助、ジェンダー感   

河添  一生非正規で過ごす人がこれほど増えるとは 労働市場変化 非正規 15％から半数へ 

    公務員・先生・メディの記者などのイデオロギー再生産機能 

・   実際の審議会審議では？ 政府方針反映するのか？ 

14:58  参加者 ８＋２５ 

・   生計費 アクションで一致した水準 コンセンサス取れた数字 

連合通信   これまで「共同行動」 今回「共同アッピール」まで発表したこころは 

秋山  大きく言えば、目前に迫った参議院選挙。 

連合通信   中小・非正規労働者 10 月に賃金改定が行われるが、最低賃金に反映されていない。 

最低賃金の 10月 1日改定、改定時期について考えはあるか 

渡邉  共同行動全体で一致したものではないが、我々は年 2回の最賃改訂も提起している 

黒澤  賃金引き上げの価格転嫁が重要。こここそ政府が取り組むべき点である。 


