
　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
取

り
組
ん
で
い
け
ば
良
い
の
か
。
注
目

し
た
い
の
が
、
社
労
士
の
活
用
だ
。  

『
う
ち
も
働
き
方
改
革
を
や
る
』
と

だ
け
宣
言
し
て
も
、
理
念
先
行
で
は

う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
こ
を
社
労
士

は
、『
い
や
い
や
社
長
、
御
社
で
は
こ

れ
に
手
を
打
た
な
け
れ
ば
、
こ
う
い

う
不
満
が
出
て
き
て
逆
効
果
に
な
り

ま
す
よ
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、

○
○
を
△
△
の
よ
う
に
す
る
こ
と
か

ら
始
め
れ
ば
う
ま
く
い
き
ま
す
』
と

分
析
し
て
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
も
恥
ず
か
し
く
な
い
就
業
規
則
を

作
り
実
践
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
働
き

方
が
変
わ
り
、
そ
の
上
で
『
こ
こ
が

ど
う
し
て
も
対
応
で
き
な
い
』
と
い

う
も
の
が
出
て
く
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ

が
会
社
の
経
営
上
の
課
題
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
次
は
、
そ
の
改
善
に

取
り
組
め
ば
よ
い
」

　

一
方
、
最
近
多
く
の
社
労
士
が
対

応
を
依
頼
さ
れ
る
の
が
企
業
で
の
新

規
採
用
の
サ
ポ
ー
ト
だ
。
今
は
売
り

手
市
場
な
の
で
新
卒
で
も
中
途
採
用

で
も
、
応
募
者
の
目
が
大
手
に
向
か

う
の
は
当
然
だ
。

　

東
京
の
下
町
で
開
業
す
る
社
労
士

は
、「
歯
が
ゆ
い
思
い
が
あ
る
」
と
言

う
。「
顧
問
先
の
中
小
企
業
に
は
、
魅

力
的
な
社
長
、
事
業
が
も
の
す
ご
く

多
い
。
し
か
し
、
そ
の
魅
力
が
ま
っ

た
く
発
信
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
人
が
採

れ
な
い
』
と
嘆
か
れ
る
。
当
事
者
ほ

ど
自
社
の
魅
力
に
気
が
付
い
て
な
い

典
型
例
だ
」。

　

社
労
士
は
、
経
営
者
と
共
に
採
用

す
る
人
材
の
資
質
や
能
力
、
待
遇
、

経
営
へ
の
影
響
を
ま
と
め
る
だ
け
で

な
く
、
会
社
や
経
営
者
、
仕
事
の
魅

力
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
る
か
に
も
力

を
注
ぐ
。
上
手
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
て

い
る
会
社
は
、
人
が
採
れ
て
い
る
。

　

高
齢
者
や
女
性
の
力
の
活
用
に
し

て
も
事
情
は
ま
っ
た
く
同
じ
だ
。「
人

手
不
足
だ
か
ら
パ
ー
ト
の
採
用
を
」

と
単
純
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
人

「
現
状
の
業
務
と
実
現
し
た
い
働
き

方
の
整
合
性
を
探
っ
た
上
で
シ
ナ
リ

オ
作
り
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

れ
ば
、
中
小
企
業
の
悪
し
き
伝
統
で

あ
る
『
残
業
は
当
た
り
前
』
に
狙
い

を
定
め
て
集
中
し
た
改
善
策
を
探
り
、

結
果
的
に
労
働
生
産
性
向
上
を
目
指

す
取
り
組
み
も
あ
る
」
と
、
あ
る
社

労
士
は
言
う
。

「
実
は
就
業
規
則
を
き
ち
ん
と
見
直

し
て
現
在
の
法
に
適
合
し
た
も
の
に

す
る
だ
け
で
、
高
い
改
革
効
果
を
得

ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
」
と
語

る
の
は
大
阪
の
社
労
士
だ
。

「
残
業
時
間
や
割
増
賃
金
率
、
休
暇

制
度
な
ど
に
つ
い
て
、
ど
こ
に
出
し

材
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
持
ち
、
そ

れ
に
見
合
っ
た
処
遇
制
度
を
整
え
れ

ば
労
働
力
確
保
の
糸
口
は
見
え
て
く

る
の
だ
。

　

全
国
の
社
労
士
は
さ
ま
ざ
ま
な
業

種
・
業
態
、
規
模
の
経
営
現
場
に
入

り
、
そ
こ
で
得
た
豊
富
な
現
場
経
験

を
基
に
、
同
規
模
、
同
業
種
の
企
業

の
労
務
管
理
の
相
場
感
を
提
示
し
、

労
働
条
件
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
状

況
を
把
握
し
な
が
ら
、
一
社
一
社
の

実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
ア
ド
バ

イ
ス
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
、
経
営
者
に
「
う
ち
で
も
で
き

る
」
と
い
う
自
信
を
与
え
、
一
歩
を

踏
み
出
す
後
押
し
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

あ
る
社
労
士
は
、「
自
分
は
う
ち
の

よ
う
な
会
社
で
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
、

と
気
軽
に
相
談
し
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、
普
段
か
ら
〝
聴
く
力
〞
を
大
事

に
し
て
い
る
。
職
場
づ
く
り
か
ら
会

社
を
変
え
て
い
く
の
は
、
社
労
士
だ

か
ら
で
き
る
仕
事
だ
と
思
う
か
ら

だ
」
と
語
る
。

　

専
門
家
と
相
談
相
手
の
両
面
を
併

せ
持
っ
た
社
労
士
は
、
経
営
者
と
そ

こ
で
働
く
従
業
員
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と

し
て
「
人
を
大
切
に
す
る
企
業
」
づ

く
り
を
支
援
し
、
生
き
生
き
と
働
け

る
職
場
づ
く
り
を
可
能
に
し
て
く
れ

る
に
違
い
な
い
。

　

働
き
方
改
革
関
連
法
の
改
正
内
容

は
、
い
ず
れ
も
が
中
小
企
業
の
経
営

者
に
と
っ
て
、
対
応
の
ハ
ー
ド
ル
が

高
い
。
長
時
間
労
働
の
上
限
時
間
規

制
や
有
給
休
暇
の
取
得
義
務
、
同
一

労
働
同
一
賃
金
、
中
小
企
業
へ
の
時

間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
猶
予
措
置

の
廃
止
等
々
。

　

い
ず
れ
も
現
状
の
実
施
率
は
決
し

て
高
く
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
法
で
定

め
る
労
働
条
件
を
満
た
す
労
務
管
理

が
で
き
て
い
な
か
っ
た
企
業
に
と
っ

て
は
、
根
本
を
揺
る
が
す
事
態
と
な

っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、「
働
き
方
が
一

変
す
る
」
の
だ
。

　

働
き
方
改
革
は
、
人
口
減
少
社
会

に
お
い
て
多
様
な
人
材
を
活
用
し
つ P
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「
人
を
大
切
に
す
る
」働
き
方
改
革

B
y

全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会

つ
、
労
働
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
に

よ
り
、
企
業
の
業
績
ひ
い
て
は
国
と

し
て
の
競
争
力
を
維
持
す
る
た
め
の

施
策
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
地
方
自
治
体

や
経
済
団
体
な
ど
が
行
う
調
査
で
は
、

回
答
企
業
の
多
く
が
改
革
の
趣
旨
を

「
了
」
と
す
る
が
、
一
方
で
多
く
の

中
小
企
業
が
改
革
に
取
り
組
め
て
い

な
い
。

　

ど
の
調
査
で
も
取
り
組
め
て
い
な

い
理
由
と
し
て
上
位
に
並
ぶ
の
は
、

「
人
員
に
余
裕
が
な
い
」「
何
に
取
り

組
ん
で
よ
い
か
分
か
ら
な
い
」「
効

果
が
分
か
ら
な
い
」
な
ど
だ
。

　

多
く
の
企
業
、
特
に
中
小
企
業
で

は
、
こ
れ
ま
で
本
腰
を
入
れ
て
「
人

を
大
切
に
す
る
」
経
営
、
つ
ま
り
適

切
な
労
務
管
理
に
取
り
組
む
余
裕
が

な
く
、
従
っ
て
ノ
ウ
ハ
ウ
も
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

中
で
今
回
、
短
期
間
で
働
き
方
改
革

へ
の
対
応
準
備
を
求
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
経
営
者
た
ち
が
困

惑
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
人
手
不
足
が
働
き
方
改

革
を
た
め
ら
わ
せ
る
圧
力
に
な
っ
て

い
る
。
日
本
銀
行
に
よ
る
「
全
国
企

業
短
期
経
済
観
測
調
査
」
で
は
、
人

手
不
足
は
全
業
種
・
全
規
模
で
過
去

最
悪
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
。

　

人
手
不
足
だ
か
ら
働
き
方
を
改
善

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
人
手
不

足
だ
か
ら
故
に
働
き
方
改
善
に
手
が

回
ら
な
い
。
中
小
企
業
の
経
営
者
の

多
く
は
今
、
切
迫
し
た
ジ
レ
ン
マ
に

陥
っ
て
い
る
。

　

経
営
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ど
こ
か

で
手
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
も
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
労

働
力
の
確
保
と
生
産
性
の
向
上
を
ワ

ン
セ
ッ
ト
に
し
て
対
策
を
打
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
。

　

し
か
し
、
残
業
を
減
ら
し
た
り
有

給
休
暇
の
取
得
率
を
上
げ
れ
ば
よ
い

と
い
う
単
純
な
対
応
で
済
む
も
の
で

は
な
い
。

　

残
業
を
減
ら
す
た
め
の
作
業
効
率

化
を
行
わ
ず
、
作
業
を
所
定
時
間
で

終
わ
ら
せ
る
こ
と
だ
け
を
強
制
し
た

り
す
れ
ば
、
従
業
員
は
働
き
方
改
革

の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
ず
、
共
感

も
得
ら
れ
な
い
。

　

あ
る
社
労
士
は
、「
中
小
企
業
の
働

き
方
改
革
で
は
、
従
業
員
の
承
認
欲

求
を
低
下
さ
せ
ず
に
改
革
を
進
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
承
認
欲
求
と
は

仕
事
の
権
限
だ
っ
た
り
改
善
へ
の
参

加
意
欲
だ
っ
た
り
、
給
与
の
額
だ
っ

た
り
す
る
。
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な

要
素
が
多
い
」
と
指
摘
す
る
。

中
小
企
業
な
ら
で
は
の

改
革
と
経
営
の
ジ
レ
ン
マ

職
場
づ
く
り
か
ら
会
社
を

変
え
ら
れ
る
の
は
社
労
士

社
労
士
に
相
談
す
る
こ
と

で
高
い
改
革
効
果
も

「
ザ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

働
き
方
改
革
関
連
法
が
２
０
１
９
年
４
月
以
降
、順
次
、施
行
さ
れ
て
い
く
。中
小
企
業
へ
は一部
項
目
に
つい
て
経
過
措
置
は
あ
る
も
の
の
、

い
ず
れ
に
し
て
も
対
応
は
待
っ
た
な
し
だ
。働
き
方
改
革
に
も
対
応
し
、中
小
企
業
経
営
の
持
続
性
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
、

「
経
営
者
と
そ
こ
で
働
く
従
業
員
の
パ
ー
ト
ナ
ー
」と
し
て
の
期
待
を
集
め
て
い
る
の
が
、社
会
保
険
労
務
士（
以
下
、社
労
士
）だ
。

社
会
保
険
労
務
士
こ
そ
労
働
力
の
確
保
と

生
産
性
向
上
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
支
援
で
き
る
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主な項目 大企業 中小企業

年次有給休暇の時季指定義務

2019年4月施行

労働時間の把握の実効性確保

フレックスタイム制の拡充

勤務間インターバルの努力義務

高度プロフェッショナル制度新設

時間外労働の上限規制 2019年
4月施行

2020年
4月施行

月60時間超の時間外労働の
割増賃金率引き上げ

（大企業は
 適用済み）

2023年
4月施行


