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第 1 回 社内紛争を回避するために 「組織の管理」 その 1

第一線で活躍する弁護士が解説
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は
な
く
、
個
々
の
事
業
場
単
位
で
カ
ウ

ン
ト
し
ま
す
。

●
就
業
規
則
に
は
ど
の
よ
う
な

　

効
力
が
あ
る
の
か

　

就
業
規
則
に
は
、
使
用
者
労
働
者
双

方
を
拘
束
す
る
効
力
が
あ
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
就
業
規
則
は
法
令
ま
た

は
労
働
協
約
に
反
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、「
就
業
規
則
で
定
め
る
基
準

に
達
し
な
い
労
働
条
件
を
定
め
る
労
働

契
約
は
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
無
効

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
無
効
と

な
っ
た
部
分
は
、
就
業
規
則
で
定
め
る

基
準
に
よ
る
」（
労
働
契
約
法
12
条
）

さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
労
働
者
に
周
知
さ
せ
て
い
る

こ
と
を
条
件
に
、
合
理
的
な
労
働
条
件

を
定
め
る
就
業
規
則
に
つ
い
て
は
、「
労

働
契
約
の
内
容
は
、
そ
の
就
業
規
則
で

定
め
る
労
働
条
件
に
よ
る
も
の
と
す

る
」と
さ
れ
ま
す（
労
働
契
約
法
７
条
）。

　

な
お
、
企
業
秩
序
の
違
反
に
対
し
て

使
用
者
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
懲
戒
処

分
に
つ
い
て
は
、
懲
戒
事
由
が
就
業
規

則
に
定
め
ら
れ
、
就
業
規
則
に
定
め
ら

れ
た
種
類
の
処
分
で
な
け
れ
ば
課
す
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

３
「
従
業
員
の
管
理
」

　

従
業
員
を
解
雇
し
た
ら
、
そ
の
解
雇

は
無
効
だ
と
し
て
、
そ
の
地
位
の
確
認

と
解
雇
前
の
未
払
の
残
業
代
と
解
雇
後

の
給
料
の
支
払
請
求
を
さ
れ
た
と
い
う

話
は
、
我
々
弁
護
士
が
よ
く
相
談
を
受

け
る
話
で
す
。

　

会
社
経
営
者
に
と
っ
て
従
業
員
を
適

切
に
管
理
す
る
の
は
、
極
め
て
関
心
の

高
い
問
題
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
第

一
歩
は
、
従
業
員
と
の
労
働
契
約
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
労
働
者
の
権
利
が
強

く
保
護
さ
れ
て
い
る
労
働
法
制
の
も
と

に
あ
っ
て
は
、
当
事
者
間
の
合
意
に
よ

っ
て
成
立
す
る
労
働
契
約
と
い
え
ど
も

労
働
基
準
法
な
ど
の
労
働
法
に
違
反
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
円
滑
な
労
務
関
係
を
進
め

る
た
め
に
、
そ
し
て
従
業
員
を
適
切
に

管
理
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
労
働
法

を
理
解
す
る
こ
と
に
尽
き
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

就
業
規
則

　

会
社
が
企
業
組
織
・
施
設
と
従
業
員

か
ら
提
供
さ
れ
る
労
働
力
を
有
機
的
に

第 5回 円滑な労務関係を構築するための「従業員の管理」その 1

結
び
付
け
て
統
一
的
に
管
理
し
、
合
理

的
・
能
率
的
に
運
営
し
て
い
く
た
め
に

は
、
明
確
な
基
準
と
規
律
が
不
可
欠
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
有
効
な
の

が
就
業
規
則
で
す
。

●
就
業
規
則
と
は
何
か

　

就
業
規
則
と
は
、
各
事
業
場
に
お
い

て
労
働
者
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

就
業
上
の
規
律
と
職
場
秩
序
及
び
労
働

条
件
に
つ
い
て
の
具
体
的
内
容
を
定

め
、
こ
れ
を
労
働
者
に
周
知
し
、
か
つ
、

事
業
場
に
備
え
付
け
て
い
る
も
の
を
い

い
ま
す
。

　

常
時
10
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す

る
使
用
者
は
、
就
業
規
則
を
作
成
し
て

労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
義
務
が
課
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
怠
る
と
30
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
せ
ら
れ
ま
す
。

　

常
時
10
人
未
満
の
労
働
者
を
使
用
す

る
に
す
ぎ
な
い
使
用
者
に
つ
い
て
は
、
就

業
規
則
を
作
成
す
る
義
務
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
企
業
を
合
理
的
・
能
率
的
に
運

営
・
管
理
す
る
た
め
に
は
就
業
規
則
を

作
成
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
10
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用

し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
企
業
単
位
で

※
今
号
よ
り
本
連
載
の
第
３
章
と
し
て
、
３
「
従
業
員
の
管
理
」
を
お
届
け
し
ま
す
。
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●
就
業
規
則
に
は
ど
の
よ
う
な

　

事
項
を
記
載
す
べ
き
か

　

就
業
規
則
の
記
載
事
項
は
、
次
の
３

つ
に
分
か
れ
ま
す
（
図
１
）。

①
必
ず
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い「
絶

対
的
記
載
事
項
」

②
そ
の
事
業
場
で
そ
の
事
項
に
関
し
て

特
に
定
め
を
す
る
場
合
に
、
あ
る
い

は
慣
行
や
内
規
が
あ
る
場
合
に
は
必

ず
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
相

対
記
載
事
項
」

③
記
載
す
る
か
ど
う
か
は
自
由
だ
が
、

記
載
す
れ
ば
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ

る
「
任
意
的
記
載
事
項
」

●
就
業
規
則
を
作
成
す
る
に
は
、

　

ど
の
よ
う
な
手
続
が
必
要
か

　

就
業
規
則
を
作
成
す
る
に
は
、
使
用

者
は
、
ま
ず
、
就
業
規
則
案
を
作
成
し
、

次
に
、
当
該
事
業
場
に
、
労
働
者
の
過

半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働

者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が

な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半

数
を
代
表
す
る
者
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
労
働
基
準
法
90
条

１
項
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
使
用
者
は
、
労
働
者

の
代
表
の
意
見
を
聴
く
必
要
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
同
意
を
得
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
使
用
者
は
、
就
業

規
則
に
労
働
者
の
代
表
の
意
見
を
添
え

て
、
労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
る
必

要
が
あ
り
ま
す
（
労
働
基
準
法
90
条
）。

●
就
業
規
則
を
作
成
し
た
場
合
、
ど
の

　

よ
う
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

　

就
業
規
則
は
使
用
者
と
労
働
者
と
の

双
方
を
規
律
す
る
法
的
規
範
で
す
か

ら
、
労
働
者
に
も
周
知
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
労
働
基
準
法
は
、

「
使
用
者
は
、
…
就
業
規
則
…
を
常
時

各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
へ
掲
示

し
、
ま
た
は
備
え
付
け
る
こ
と
、
書
面

を
交
付
す
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
、
労
働

者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
て
い
ま
す
（
１
０
６
条
１

項
）。

●
就
業
規
則
を
変
更
す
る
に
は
、

　

ど
う
し
た
ら
よ
い
か

　

就
業
規
則
を
変
更
す
る
手
続
は
、
就

業
規
則
を
作
成
す
る
場
合
と
同
じ
で

す
。
す
な
わ
ち
、
変
更
事
項
に
つ
い
て
、

労
働
者
代
表
者
の
意
見
を
聴
き
、
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

※絶対的記載事項・相対的記載事項の数字は、労働基準法89条の号数を表します。

※任意的記載事項①～⑨は、相対的記載事項の10の事項と重複するともいえます。

具体的内容

絶
対
的
記
載
事
項

相
対
的
記
載
事
項

任
意
的
記
載
事
項

１ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上
に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

２ 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ）の決定、計算及
び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

３ 退職に関する事項（解雇の事由を含む）
　
３の２　退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時
期に関する事項

４ 臨時の賃金等（退職手当を除く）及び最低賃金額の定めをする場合に
おいては、これに関する事項

５ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合におい
ては、これに関する事項

６ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
７ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
８ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、
これに関する事項

９ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関す
る事項

10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用され
る定めをする場合においては、これに関する事項

　
① 服務規律 ・ 指揮命令 ・ 誠実勤務 ・ 守秘義務等に関する事項
② 人事異動（配転 ・ 転勤 ・ 出向 ・ 転籍 ・ 業務派遣等）に関する事項
③ 社員体系、職務区分、職制に関する事項
④ 施設管理、企業秩序維持信用保持等に関する事項
⑤ 競業禁止 ・ 退職後の競業制限等に関する事項
⑥ 能率の維持向上その他の協力関係に関する事項
⑦ 職務発明の維持向上その他の協力関係に関する事項
⑧ 公益通報保護その他内部コンプライアンスに関する事項
⑨ その他の取扱いに関する事項

図1　就業規則の記載事項
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■ 

管
理
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

 
■ 

管
理
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

　

企
業
を
統
一
的
に
管
理
し
、
合
理

的
・
能
率
的
に
運
営
し
て
い
く
た
め

に
、
使
用
者
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
で
制

定
し
う
る
就
業
規
則
は
有
効
で
す
。
10

人
未
満
の
従
業
員
で
あ
っ
て
も
、
就
業

規
則
の
制
定
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

（
文
責
：
千
賀
守
人
）

賃
金
は
ど
の
よ
う
に

支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

●
賃
金
の
支
払
に
関
す
る
原
則

　

賃
金
の
支
払
に
関
し
て
は
、
労
働
者

保
護
の
た
め
に
重
要
な
５
原
則
が
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、

①
通
貨
で

②
直
接
労
働
者
に

③
全
額
を

④
毎
月
１
回
以
上

⑤
一
定
の
期
日
を
定
め
て

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
（
労
基
法
24
条
）。

①
通
貨
払
い
の
原
則

　

賃
金
は
通
貨
で
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
現
物
支
給
を

禁
止
す
る
こ
と
が
主
な
趣
旨
で
す
。

　

例
外
と
し
て
、
労
働
者
の
同
意
を
得

て
労
働
者
が
指
定
す
る
銀
行
そ
の
他
の

金
融
機
関
の
預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
が

あ
り
ま
す
（
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、

前
記
に
加
え
て
、
同
意
を
得
て
郵
便
為

替
ま
た
は
銀
行
の
自
己
宛
小
切
手
も
し

く
は
支
払
保
証
の
あ
る
小
切
手
に
よ
っ

て
支
払
う
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

②
直
接
払
い
の
原
則

　

賃
金
は
労
働
者
本
人
に
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
中
間
搾

取
（
い
わ
ゆ
る
ピ
ン
ハ
ネ
）
防
止
の
趣

旨
で
す
。
労
働
者
の
代
理
人
や
未
成
年

労
働
者
の
親
権
者
に
支
払
っ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

　

例
外
と
し
て
、
賃
金
が
国
税
徴
収
法

の
規
定
ま
た
は
民
事
執
行
法
に
よ
っ
て

差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
合
に
差
押
差
権

者
へ
支
払
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

労
働
者
の
「
使
者
」（
例
え
ば
病
気
中

の
労
働
者
が
同
居
の
妻
に
賃
金
を
受
け

取
り
に
行
か
せ
た
場
合
の
妻
）
へ
の
支

払
は
差
支
え
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
全
額
払
い
の
原
則

　

賃
金
は
そ
の
全
額
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
使
用
者
の
労
働
者
に

対
す
る
債
権
を
も
っ
て
相
殺
す
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
。
損
害
賠
償
請
求
権
で

あ
っ
て
も
相
殺
で
き
ま
せ
ん
。

　

例
外
と
し
て
、
遅
刻
、
欠
勤
な
ど
の

減
額
事
由
が
支
払
日
間
近
に
生
じ
て
賃

金
過
払
と
な
っ
た
後
の
期
間
に
控
除
す

る
こ
と
（
調
整
的
相
殺
）
は
判
例
上
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他
の
例
外

（
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
）

と
し
て
、
源
泉
徴
収
や
社
会
保
険
料
の

控
除
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す

る
労
働
組
合
ま
た
は
労
働
者
の
過
半
数

代
表
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
を
す
れ

ば
例
外
的
に
相
殺
処
理
が
で
き
ま
す
。

こ
の
協
定
は
、
社
宅
や
寮
そ
の
他
の
福

利
厚
生
施
設
の
費
用
、
社
内
預
金
、
組

合
費
な
ど
に
つ
い
て
の
も
の
で
す
。
な

お
、
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
基
い
て
、

合
意
に
よ
っ
て
相
殺
と
し
た
り
、
同
じ

く
賃
金
債
権
を
放
棄
し
た
行
為
に
つ
い

て
は
、
例
外
的
に
全
額
払
い
の
原
則
に

反
し
な
い
と
し
た
判
例
が
あ
り
ま
す
が
、

「
自
由
な
意
思
」
と
判
断
で
き
る
要
件
は

狭
い
の
で
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

④
毎
月
１
回
以
上
、

⑤
一
定
期
日
払
い
の
原
則

　

賃
金
は
毎
月
１
回
以
上
、
一
定
の
期

日
を
定
め
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
、
賃
金
の
支
払
期
日
の

間
隔
が
長
す
ぎ
た
り
支
払
日
が
一
定
し

な
い
た
め
に
労
働
者
の
生
活
が
不
安
定

に
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
趣
旨
で
す
。

　

例
外
は
、
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、

賞
与
の
ほ
か
、
１
カ
月
を
超
え
る
期
間

に
つ
い
て
の
精
勤
手
当
、
勤
続
手
当
、

奨
励
加
給
で
す
。

●
支
払
う
べ
き
「
賃
金
」
の
意
味

　

さ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
賃
金
」
と
は
、

賃
金
、
給
料
、
手
当
、
賞
与
そ
の
他
名

称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
労
働
の
対
価

と
し
て
使
用
者
が
労
働
者
に
支
払
う
す

べ
て
の
も
の
を
い
い
ま
す
。
結
婚
祝
い

金
や
弔
慰
金
も
就
業
規
則
な
ど
に
よ
っ

て
支
給
基
準
が
明
確
に
定
め
ら
れ
、
使

用
者
に
支
払
義
務
の
あ
る
も
の
は
賃
金

に
な
り
ま
す
。
家
族
手
当
や
住
宅
手
当

も
同
様
で
す
。
一
方
で
作
業
用
品
代
、

出
張
旅
費
、
社
用
交
際
費
等
は
賃
金
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

賃
金
に
つ
い
て
は
、
直
接
全
額
払
い

が
原
則
で
あ
り
、
そ
の
例
外
は
極
め
て
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■ 

管
理
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

限
定
さ
れ
て
ま
す
。
法
律
の
根
拠
以
外

で
賃
金
を
控
除
し
て
支
払
っ
て
い
る
場

合
は
、
必
ず
協
定
書
面
の
存
在
を
確
認

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
労
働
者
が
使
い

込
ん
だ
場
合
で
も
直
ち
に
一
方
的
な
相

殺
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
対
策
に
つ
い

て
は
弁
護
士
へ
の
相
談
を
お
勧
め
し
ま

す
。　
　
　
　

  

（
文
責
：
大
河
内
將
貴
）

時
間
外
手
当
や
休
日
手
当
等
の

経
費
を
抑
え
る
た
め
に
は

●
時
間
外
手
当
・
休
日
手
当

　

労
働
基
準
法
で
は
、
労
働
者
を
原
則

１
日
８
時
間
、
１
週
40
時
間
を
超
え
て

働
か
せ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て

お
り
（
法
定
労
働
時
間
）、
こ
れ
を
超

え
た
場
合
、
時
間
外
手
当
の
対
象
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
同
法
で
は
、
休
日
を

１
週
間
に
１
日
あ
る
い
は
４
週
間
を
通

し
て
４
日
以
上
付
与
す
る
こ
と
と
定
め

ら
れ
て
お
り
（
法
定
休
日
）、
休
日
に

労
働
を
す
る
と
、
休
日
手
当
の
対
象
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
割
増
率

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
通
常
の
賃
金
以

上
を
支
払
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん（
図
２
）。

　

も
っ
と
も
、
会
社
が
従
業
員
に
対
し
、

自
由
に
時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
を
さ

せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
書
面
に
よ

り
労
使
協
定
を
締
結
し
（
36
協
定
）、

労
働
基
準
監
督
署
へ
届
け
出
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
届
け
出
が
な
い
ま
ま

時
間
外
労
働
や
休
日
労
働
を
さ
せ
る

と
、
労
働
基
準
法
違
反
で
６
カ
月
以
下

の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金
が

科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
残
業
・
休
日
出
勤
の
管
理

　

御
社
で
は
、
従
業
員
の
残
業
や
休
日

出
勤
を
き
ち
ん
と
管
理
し
て
い
ま
す

か
。
時
間
外
手
当
や
休
日
手
当
な
ど
の

経
費
を
抑
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
従
業

員
の
労
働
時
間
を
把
握
・
管
理
す
る
こ

と
が
必
要
だ
と
い
え
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
会
社
は
、
従
業
員
の
労
働

時
間
を
把
握
す
る
義
務
が
あ
る
と
解
さ

れ
て
い
ま
す
し
（「
労
働
時
間
の
適
正

な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
」
厚
労

省
通
達
、
平
成
13
年
４
月
６
日
、
基
発

３
３
９
号
）、
労
働
時
間
を
従
業
員
の

自
己
申
告
に
任
せ
る
こ
と
に
よ
る
問
題

（
割
増
賃
金
の
未
払
い
、
長
時
間
労
働

な
ど
）
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

会
社
が
従
業
員
の
労
働
時
間
の
把
握

を
怠
っ
た
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
未
払

割
増
賃
金
の
請
求
訴
訟
や
過
労
死
な
ど

に
伴
う
損
害
賠
償
請
求
な
ど
を
起
こ
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
会
社

と
し
て
は
、
適
正
に
労
働
時
間
を
把
握

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
前
述
の
通
達
で
は
、
従
業
員

の
始
業
・
終
業
時
刻
の
確
認
方
法
に
つ

い
て
、
使
用
者
が
自
ら
現
認
す
る
、
ま

た
は
タ
イ
ム
カ
ー
ド
・
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
な

ど
の
客
観
的
な
記
録
に
よ
る
べ
き
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
従
業
員
の
自
己
申
告
に

よ
る
方
法
は
、
こ
れ
を
行
わ
ざ
る
を
得

な
い
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場

合
で
も
会
社
は
、
自
己
申
告
制
に
関
す

る
充
分
な
説
明
を
す
る
こ
と
、
必
要
な

場
合
に
実
態
調
査
を
す
る
こ
と
、
適
正

な
申
告
を
阻
害
す
る
目
的
で
時
間
外
労

働
時
間
の
上
限
を
設
け
て
は
い
け
な
い

こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
従
業
員
に
残
業
さ
せ
る
場

合
に
は
、
本
人
の
み
の
判
断
で
行
わ
せ

る
の
で
は
な
く
、
必
要
最
小
限
の
時
間

だ
け
残
業
命
令
を
出
し
て
、
そ
の
後
は

直
ち
に
帰
宅
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
休
日
出
勤
の
場
合
も
、
事
前
に
会

社
（
上
司
）
の
許
可
ま
た
は
命
令
を
必

要
と
し
て
、
従
業
員
の
み
の
判
断
で
行

わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

仮
に
、
会
社
か
ら
の
命
令
が
な
く
、

従
業
員
が
自
身
の
勝
手
な
判
断
で
残
業

や
休
日
出
勤
を
行
っ
て
い
た
場
合
で

も
、
会
社
は
当
該
残
業
な
ど
を
知
っ
て

い
れ
ば
黙
認
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
時
間
外
手
当
な
ど
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
会
社
が
当
該

残
業
な
ど
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
仕
事
量
か
ら
し
て
残
業
や
休
日
出

勤
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

な
場
合
に
は
、
時
間
外
手
当
な
ど
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

残
業
や
休
日
出
勤
は
従
業
員
に
任
せ

っ
き
り
に
せ
ず
、
必
ず
会
社
（
上
司
）

が
適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
上

で
、
就
労
時
間
に
関
す
る
客
観
的
な
記

録
を
残
し
ま
し
ょ
う
。

（
文
責
：
鷹
見
雅
和
）

図2　賃金の割増率

・時間外労働
　60 時間／月まで
　割増率：25％以上

・時間外労働
　60 時間／月を超える部分
　割増率：50％以上

・休日手当
　割増率：35％以上


