
8宮城町村会だより　La ville

働き方改革
関連法について1

相
談
者
（
Ａ
さ
ん
）
四
月
か
ら
町
民
相
談
室
に
赴
任

し
ま
し
た
が
、
働
き
方
改
革
関
連
法
の
相
談
が
難
し

い
の
で
す
。
弁
護
士
の
先
生
に
体
系
的
な
知
識
を
教

え
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。

弁
護
士　
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
連

法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
が
平
成
三
〇
年
七
月

六
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
い
く
つ

も
の
法
律
が
改
正
さ
れ
た
の
で
す
。
改
正
さ
れ
た
主

た
る
法
律
は
、
次
の
と
お
り
八
つ
に
も
及
ん
で
い
ま

す
（
法
令
名
は
略
称
）。
①
労
働
基
準
法
、
②
じ
ん

肺
法
、
③
雇
用
対
策
法
、
④
労
働
安
全
衛
生
法
、
⑤

労
働
者
派
遣
法
、⑥
労
働
時
間
設
定
改
善
法
、⑦
パ
ー

ト
・
有
期
雇
用
労
働
法
、
⑧
労
働
契
約
法
。

Ａ
さ
ん　

働
き
方
改
革
関
連
法
と
い
っ
て
も
、
今
紹

介
さ
れ
た
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
点
が
非
常
に
多
種
多

様
で
す
の
で
、
全
体
と
し
て
判
り
に
く
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
は
概
観
を
理
解
し
た
い
の
で
す
。

弁
護
士　

た
し
か
に
「
働
き
方
改
革
」
と
い
っ
て
も

問
題
が
多
岐
に
わ
た
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

ち
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
思
い
切
っ
て

単
純
化
し
て
次
の
三
つ
を
働
き
方
改
革
の
大
き
な
柱

と
位
置
づ
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

①
長
時
間
労
働
の
是
正 

︱ 

労
働
生
産
性
の
改
善

②
正
規
・
非
正
規
労
働
の
不
合
理
な
格
差
の
解
消

③
労
働
者
に
と
っ
て
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現

Ａ
さ
ん　

こ
の
改
革
が
必
要
と
な
っ
た
背
景
に
は
ど

の
よ
う
な
事
情
や
目
的
が
あ
っ
た
の
で
す
か
。

弁
護
士　

三
つ
の
視
点
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

　

一
つ
目
は
少
子
高
齢
化
に
よ
る
日
本
の
人
口
、
と

り
わ
け
生
産
年
齢
人
口
（
一
五
歳
～
六
四
歳
人
口
）

が
継
続
し
て
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
二
〇
一
三

年
末
に
三
二
年
ぶ
り
に
八
〇
〇
〇
万
人
を
下
回
わ

り
、
今
後
の
予
想
で
は
二
〇
五
〇
年
に
五
〇
〇
〇
万

人
に
ま
で
大
幅
に
減
少
す
る
と
い
う
予
測
で
す
。
国

民
生
活
を
支
え
る
べ
き
労
働
者
数
の
減
少
は
由
々
し

法律に強くなる!
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い
事
態
で
す
。
し
か
も
わ
が
国
の
労
働
生
産
性
は
諸

外
国
よ
り
低
い
水
準
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
統
計
が

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
ら
の
状
況
に
対
し
て
は
、

少
な
い
人
員
で
も
成
果
を
出
せ
る
よ
う
に
業
務
を
効

率
化
し
た
り
、
労
働
生
産
性
を
改
善
・
向
上
さ
せ
る

対
策
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
生
産
年
齢
を
超

え
た
高
齢
者
に
も
働
く
意
欲
と
能
力
の
あ
る
方
に
は

働
く
場
を
提
供
す
る
こ
と
が
有
意
義
で
す
。
そ
の
た

め
に
も
、
上
記
の
３
つ
の
柱
を
中
心
と
し
た
働
き
方

の
改
革
が
急
務
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

二
つ
目
は
長
時
間
労
働
と
過
労
死
問
題
で
す
。
日

本
の
戦
後
の
め
ざ
ま
し
い
復
興
の
大
き
な
原
因
の
一

つ
に
企
業
や
役
所
の
た
め
に
全
て
を
犠
牲
に
し
て
労

働
す
る
「
企
業
戦
士
」
が
い
て
、
社
会
も
そ
れ
を
美

徳
と
受
け
と
め
る
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
。
サ
ー
ビ
ス

残
業
が
当
た
り
前
と
い
う
職
場
も
少
な
く
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
流
れ
と
共

に
、
企
業
や
役
所
と
し
て
も
労
働
法
制
に
お
け
る
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
二
〇
一
六
年
に
は
大
手
広
告
代
理
店
の
新
入
社

員
が
、
入
社
し
た
年
の
一
二
月
に
自
殺
し
、
そ
れ
が

過
重
労
働
が
原
因
の
労
働
災
害
で
あ
る
と
認
定
さ
れ

た
こ
と
が
マ
ス
コ
ミ
に
よ
っ
て
大
き
く
報
道
さ
れ
、

世
論
を
動
か
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
長
時
間
労
働

に
つ
い
て
は
行
政
指
導
で
は
な
く
、
法
律
の
規
制
に

よ
っ
て
上
限
を
律
し
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
意
識

が
社
会
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
経
団
連
と
連

合
は
二
〇
一
七
年
三
月
一
三
日
に
時
間
外
労
働
の
上
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限
に
つ
い
て
、
取
り
決
め
、
そ
れ
ら
を
労
働
基
準
法

に
明
記
し
、
罰
則
付
き
で
実
効
性
を
担
保
す
る
と
い

う
労
使
合
意
を
取
り
交
わ
し
ま
し
た
。
こ
の
労
使
合

意
が
労
働
基
準
法
に
お
け
る
労
働
時
間
制
度
の
見
直

し
の
ベ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。

　

三
つ
目
は
上
記
の
人
手
不
足
を
想
定
し
て
、
有
期

雇
用
・
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
人
材
派
遣
と
い
っ
た
非

正
規
雇
用
の
人
材
に
目
を
向
け
て
、
よ
り
幅
広
い
人

材
の
活
用
を
図
る
と
い
う
方
向
で
す
。
こ
れ
ま
で
の

非
正
規
雇
用
は
身
分
的
に
不
安
定
で
あ
り
、
景
気
変

動
に
応
じ
て
雇
用
調
整
の
対
象
に
な
る
と
い
う
立
場

で
し
た
。
し
か
も
現
在
は
非
正
規
雇
用
が
全
労
働
者

の
三
七
％
を
も
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
す
。
更
に
、
従
来
の
非
正
規
雇
用
は
家
計
を
補
助

す
る
立
場
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
に
、
近
時
は
生
計

を
維
持
す
る
立
場
の
も
の
が
増
え
て
き
て
い
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
非
正
規
雇
用
の
待
遇
面

に
は
正
社
員
と
比
べ
て
大
き
な
格
差
が
存
在
し
て
い

ま
す
。
正
社
員
は
年
功
的
に
賃
金
が
上
昇
す
る
の
に

対
し
て
、
非
正
規
雇
用
は
多
く
が
時
給
制
で
あ
る
た

め
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
限
り
賃
金
は
横
ば
い
で

あ
り
、
長
く
勤
め
れ
ば
勤
め
る
ほ
ど
、
正
社
員
と
の

給
与
格
差
が
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
従
前
、
パ
ー
ト
労
働
法
や

労
働
契
約
法
に
お
い
て
有
期
労
働
契
約
の
無
期
転
換

制
度
の
創
設
や
有
期
雇
用
と
無
期
雇
用
の
不
合
理
な

格
差
を
禁
止
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ

れ
が
、
今
回
の
働
き
方
改
革
関
連
法
に
繋
が
っ
た
わ

け
で
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
」と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
現
実
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
に
説
明
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん　

よ
う
や
く
働
き
方
改
革
関
連
法
の
目
的
や

意
義
が
解
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
法
律
の
具

体
的
な
中
身
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
に
ご
説
明
頂

く
こ
と
に
し
て
、
改
革
関
連
法
で
定
ま
っ
た
事
項
を

ま
と
め
て
教
え
て
頂
け
ま
す
か
。

弁
護
士　

労
働
時
間
法
制
に
つ
い
て
は
、「
働
き
過

ぎ
」を
防
ぎ
な
が
ら
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」

と
「
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
」
実
現
の
た
め
に
次
の

よ
う
な
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①
残
業
時
間
の
上
限
を
規
制

②
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入

③
五
日
間
の
有
給
休
暇
取
得
を
企
業
に
義
務
づ
け

④
月
六
〇
時
間
を
超
え
る
残
業
の
割
増
率
引
上
げ

⑤
労
働
時
間
状
況
の
客
観
的
把
握

⑥
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
拡
充

⑦
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
新
設

　

ま
た
、
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の

確
保
に
つ
い
て
は
、
同
一
企
業
に
お
け
る
正
社
員
と

非
正
規
社
員
の
間
に
あ
る
不
合
理
な
待
遇
の
差
を
な

く
し
、
ど
の
よ
う
な
雇
用
形
態
を
選
択
し
て
も
「
納

得
」
で
き
る
よ
う
に
す
る
次
の
よ
う
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

①
不
合
理
な
待
遇
差
を
な
く
す
た
め
の
規
定
の
整
備

②
労
働
者
に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
強
化

③
行
政
に
よ
る
助
言
・
指
導
や
紛
争
解
決
手
続
整
備

Ａ
さ
ん　

概
要
が
つ
か
め
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
次
回
は
各
法
律
の
具
体
的
な
中
身
に
つ
い
て
教

え
て
下
さ
い
。


