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働き方改革
関連法について3

相
談
者
（
Ａ
さ
ん
）
前
回
は
労
働
時
間
法
制
に
つ
い

て
お
聞
き
し
た
の
で
す
が
、
今
回
は
「
正
規
労
働
者

と
非
正
規
労
働
者
間
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
禁
止
」

に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

弁
護
士　

非
正
規
労
働
者
の
格
差
是
正
の
た
め
に
、

相
次
い
で
法
律
制
定
や
法
改
正
が
な
さ
れ
ま
し
た
の

で
、
そ
の
経
緯
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
一
九
九
三
年

に
パ
ー
ト
労
働
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
段

階
で
は
格
差
の
是
正
は
努
力
義
務
規
定
に
留
ま
っ
て

い
ま
し
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
同
法
が
改
正
さ
れ

て
、
一
定
の
要
件
の
下
で
は
差
別
的
取
り
扱
い
を
し

て
は
い
け
な
い
と
い
う
強
行
法
規
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
に
な
る
と
労
働
契
約
法
二
〇

条
に
、
①
職
務
内
容
、
②
職
務
・
配
置
の
変
更
範
囲
、

③
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
有
期
雇
用
労
働
者

と
無
期
雇
用
労
働
者
と
の
不
合
理
な
労
働
条
件
の
相

違
を
禁
止
す
る
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
た
の
で
す
。

更
に
二
〇
一
四
年
に
は
パ
ー
ト
労
働
法
の
改
正
が
な

さ
れ
、
労
働
契
約
法
二
〇
条
と
同
じ
趣
旨
の
条
文

が
パ
ー
ト
労
働
法
の
八
条
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
一
層
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
同
時
に
同
法
九
条
に
お
い
て
、
①
職
務

が
同
一
、
②
職
務
・
配
置
の
変
更
範
囲
が
同
一
で
あ

る
場
合
に
は
、
正
規
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と

の
差
別
的
な
取
扱
い
を
禁
止
す
る
と
い
う
規
定
が
置

か
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
、

安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
が
、
国
会
に
お
い
て
日
本

に
も
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
を
導
入
す
る
と
明
言

し
た
の
で
す
。

Ａ
さ
ん　

私
は
、
こ
の
時
に
初
め
て
「
同
一
労
働
同

一
賃
金
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
ま
し
た
。
と
て
も

斬
新
な
言
葉
で
し
た
の
で
、
驚
い
た
の
で
す
が
、
言

葉
だ
け
を
捉
え
る
と
、仕
事
の
中
身
が
同
じ
な
ら
ば
、

賃
金
も
同
じ
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の

日
本
の
慣
習
や
感
覚
と
は
か
な
り
違
っ
た
も
の
と
い
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う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

弁
護
士　

た
し
か
に
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と
い

う
言
葉
か
ら
は
そ
う
い
う
印
象
を
持
た
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の

非
正
規
格
差
の
是
正
の
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
法
律

制
定
や
法
改
正
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

正
規
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や
有
期
雇
用
労
働

者
な
ど
の
非
正
規
労
働
者
間
の
合
理
的
理
由
の
な
い

処
遇
格
差
を
禁
止
す
る
と
い
う
意
味
合
い
で
理
解
さ

れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん　

な
る
ほ
ど
、
よ
う
や
く
腑
に
落
ち
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
回
の
法
改
正
に
繋
が
っ

た
わ
け
で
す
ね
。

弁
護
士　

そ
の
と
お
り
で
す
。
今
回
の
働
き
方
改
革

関
連
法
の
一
環
に
な
り
ま
す
が
、
二
〇
一
八
年
に
こ

れ
ま
で
の
パ
ー
ト
労
働
法
が
パ
ー
ト
・
有
期
労
働
法

に
衣
替
え
さ
れ
た
の
で
す
。
正
式
な
法
令
名
は
短
時

間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改

善
等
に
関
す
る
法
律
と
な
り
ま
し
た
。
同
法
の
八
条

に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
を
雇
用

し
て
い
る
事
業
者
に
対
し
て
、
①
職
務
内
容
、
②
職

務
・
配
置
の
変
更
範
囲
、
③
そ
の
他
の
事
情
、
を
考

慮
し
て
非
正
規
労
働
者
と
正
規
労
働
者
と
の
不
合
理

な
労
働
条
件
の
格
差
を
禁
止
す
る
と
い
う
規
定
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
同
法
の
九
条
に
は
、
①
職

務
が
同
一
、
②
職
務
・
配
置
の
変
更
範
囲
が
同
一
で

あ
る
場
合
に
は
、
非
正
規
労
働
者
と
正
規
労
働
者
と

の
基
本
給
、
賞
与
、
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
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つ
い
て
差
別
的
取
扱
い
を
禁
止
す
る
と
い
う
規
定
が

置
か
れ
た
の
で
す
。
同
一
労
働
同
一
賃
金
と
い
う
言

葉
は
や
や
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
聞
こ
え
る
の
で
す
が
、

そ
の
実
態
は
不
合
理
な
待
遇
差
と
差
別
的
取
扱
い
の

禁
止
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
さ
ん　

新
し
い
パ
ー
ト
・
有
期
労
働
法
は
何
時
か

ら
施
行
さ
れ
る
の
で
す
か
。

弁
護
士　

二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
施
行
で
す
が
、
中

小
企
業
に
お
い
て
は
一
年
間
余
裕
を
持
た
せ
て
、

二
〇
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

Ａ
さ
ん　
「
不
合
理
な
待
遇
差
」
の
具
体
的
な
内
容

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
裁
判
等
に
よ
る
解
釈
に
よ
る

の
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
で
、
こ
の
格

差
問
題
に
関
す
る
裁
判
例
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
く
だ

さ
い
。

弁
護
士　

二
つ
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
一
つ
目
は
ま
だ

正
規
労
働
者
と
非
正
規
労
働
者
の
格
差
に
関
す
る
法

整
備
が
進
む
以
前
の
裁
判
例
で
、
長
野
地
裁
上
田
支

部
平
成
八
年
三
月
一
五
日
判
決
（
丸
子
警
報
器
事

件
）
で
す
。
こ
の
事
件
は
組
立
ラ
イ
ン
に
配
置
さ
れ

て
い
る
女
性
労
働
者
の
う
ち
、
正
社
員
と
臨
時
社
員

で
は
勤
続
年
数
が
長
く
な
る
ほ
ど
賃
金
格
差
が
大
き

く
な
っ
て
い
き
、
勤
続
年
数
二
五
年
目
の
社
員
間
の

格
差
は
三
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
臨
時
社
員
が
賃
金
格
差
と
慰
謝
料
を
求
め
て

訴
え
を
提
起
し
た
の
で
す
。
判
決
は
原
告
が
請
求
の

根
拠
と
し
た
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
は
こ
の
原
則

を
明
言
す
る
実
定
法
は
未
だ
な
い
し
、
労
働
の
価
値

を
客
観
的
に
評
価
判
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
る
と
し
て
、
直
接
的
な
規
範
と
な
る
こ
と
を
否
定

し
ま
し
た
が
、
均
等
待
遇
の
理
念
は
賃
金
格
差
の
違

法
性
判
断
の
要
素
に
な
る
と
し
て
、
八
〇
パ
ー
セ
ン

ト
を
下
回
る
よ
う
な
賃
金
格
差
は
公
序
良
俗
違
反
に

な
る
と
判
示
し
て
、
使
用
者
に
対
し
て
一
定
の
差
額

支
払
い
を
認
め
ま
し
た
。

Ａ
さ
ん　

こ
の
裁
判
例
は
、
結
局
、「
同
一
労
働
同

一
賃
金
」
と
い
う
原
則
は
直
接
的
な
裁
判
上
の
根
拠

に
は
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
の
賃
金
格
差
が
あ
る
場
合
に
は
公
序
良
俗
違
反
と

判
断
し
た
わ
け
で
す
ね
。

弁
護
士　

二
つ
目
の
裁
判
例
は
二
〇
一
二
年
改
正
の

労
働
契
約
法
二
〇
条
の
解
釈
を
示
し
た
最
高
裁
平
成

三
〇
年
六
月
一
日
判
決
（
ハ
マ
キ
ョ
ウ
レ
ッ
ク
ス
事

件
）
で
す
。
こ
の
事
件
は
運
送
会
社
で
働
く
有
期
雇

用
労
働
者
が
正
社
員
と
の
間
に
六
種
類
の
手
当
て

（
無
事
故
手
当
、作
業
手
当
、給
食
手
当
、住
宅
手
当
、

皆
勤
手
当
、
通
期
化
手
当
）
等
に
つ
い
て
の
格
差
が

不
合
理
で
あ
る
と
し
て
訴
え
た
も
の
で
す
。
最
高
裁

は
、
労
働
契
約
法
二
〇
条
は
有
期
雇
用
労
働
者
と
正

社
員
と
の
間
で
労
働
条
件
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
前

提
に
、
職
務
の
内
容
、
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置

の
変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
（
以
下
「
職
務
の
内

容
等
」
と
い
い
ま
す
）
を
考
慮
し
て
そ
の
相
違
が
不

合
理
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
職
務
の
内
容
等
の
違
い
に
応
じ

た
均
衡
の
と
れ
た
処
遇
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
、
と

判
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
六
種
類
の
手
当
の
内
、
住

宅
手
当
以
外
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
正
社
員
と
相

違
を
設
け
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し

た
。
こ
の
判
決
も
、
い
わ
ゆ
る
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
と
い
う
原
則
の
規
範
性
を
正
面
か
ら
は
認
め
て

い
な
い
立
場
と
思
わ
れ
ま
す
。




