
‐‐ 経営・労務管理のエキスパTト

■=616-0025
事務所ニユース晶(薔重蓄鮮患も

FA X(075)864-3367

基遵ピ瑾

法
的
な
強
制
劾
瑠
キ
総
量
規
制
」
へ

プ
レ
ミ
ア
一轟
”艶
覇
難
ヂ
ト
の
効
果
？
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政
府
等
の
広
報
活
動

（パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
ー
）

の
威
力
も
、

「
侮
り
が
た
し
？
」
と
い
う

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

プ
レ
ミ
ア
ム
フ
ラ

イ
デ
ー
の
後
、

飲
食
店
の
ご
主
人
と
お
話

を
し
た
ら
、

「
や

っ
ぱ
り
、

あ
の
夜
は
お

客
が
少
な
か
っ
た
」
と
い
う
答
が
返

っ
て

き
ま
し
た
。

プ
レ
ミ
ア
ム
フ
ラ
イ
デ
ー
は
、
ご
存
知

の
と
お
り
、

政
府

“
経
済
界
が
月
末
金
曜

日
に
、

午
後
３
時
の
早
帰
り
を
奨
励
す
る

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
で
す
。
し
か
し
、

そ

の
後
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、

実
際
に
早

帰
り
を
し
た
割
合
は
３
～
５
％
と
い
う
レ

ベ
ル
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

本
当
に
飲
食
店
の
売
上
げ
が
大
幅
ダ
ウ

ン
し
た
か
ど
う
か
、

怪
し
い
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
が
、

経
営
者
が

「被
害
妄
想
」
に

陥
る
気
持
ち
も
理
解
で
き
ま
す
。

ヘブ
レ
ミ
ア
ム
フ
ラ
イ
デ
ー
は

「働
き
方

改
革

一
と
連
動
し
て
い
ま
す
が
、

「
人
よ

り
先
に
帰
る
一
の
は
勇
気
が
い
り
ま
す
。

普
段
は
ヒ
マ
そ
う
な
人
間
に
限

っ
て
、

「
今
日
は
ダ
メ
だ
。
自
分
は
３
時
に
は
帰

れ
そ
う
に
な
い
」
な
ど
と
聞
こ
え
よ
が
し

に
い
っ
て
、

に
し
そ
う
に
机
に
向
か
う
と

い
っ
た
光
景
が
、

多
く
の
職
場
で
も
み
ら

れ
た
よ
う
で
す
。

対
策
と
し
て
頭
に
浮
か
ぶ
の
が
、

年
休

の
計
画
的
付
与
で
す
。

午
後
３
時
か
ら
終

業
時
刻
ま
で
時
間
単
位
で
体
み
を
指
定
で

き
れ
ば
、

す
ん
な
り
問
題
解
決
で
す
。

計

画
的
付
与
で
あ
れ
ば
、

「
労
働
者
の
時
季

指
定
権
お
よ
び
使
用
者
の
時
季
変
更
権
去

と
も
に
行
使
で
き
な
い
」
（昭
６３

・
３

一

・４
基
発
第
１
５
０
号
）
の
で
、

早
帰
り
の

強
制
も
可
能
で
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
一

し
か
し
、

残
念
な
こ
と
に
、

「
計
画
的

付
与
と
し
て
時
間
単
位
年
休
を
与
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
解
釈
例
規
が
存

在
し
ま
す

（平
２．

．
５

ｏ
２９
基
発
第
０
５

２
９
０
０
１
号
）
。

本
人
の
申
出
制
に
す

れ
ば
、
ど
う
し
て
も

「諸
般
の
事
情
で
居

残
り
を
選
択

一
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
が

出
て
き
ま
す
。

長
時
間
労
働
の
抑
制
の
た
め
に
は
、

強

制
力
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
ほ
か
な
い
と

い
う
議
論
が
登
場
す
る
の
は
当
然
の
流
れ

で
す
。

現
在
、

政
府
の
働
き
方
改
革
実
現

会
議
で
は
、

３６
協
定
で
定
め
る
時
間
外
上

限
を

「罰
則
付
き
で
法
律
上
に
明
記
す
る
」

と
い
う
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
い
ま
す
。

「
１
カ
月
１
０
０
時
間
未
満
」
等
の
数
字

基
準
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
時

勢
の
赴
く
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。
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同二労働同二賃金 (基本判例)

鋼
一一一招
招
鶴
器
一閣

目
目
目
囲

！正
規

・
非
正
規
社
員
の
格
差
是
正
に

関
し
て
は
、

パ
ー
ト
労
働
法
が
先
行
的

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

同
法
は

平
成
５
年
に
制
定

・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
１９
年
に
大
改
正
が
実
施
さ
れ

（同

２０
年
施
行
）、
「正
社
員
と
同
視
す
べ
き

パ
ー
ト
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
の

禁
止
一
等
の
規
定
が
新
た
に
盛
り
込
ま

れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、

平
成
２６
年
に
も

規
制
強
化
を
目
指
す
、

再
改
定
が
行
わ

れ
て
い
ま
す

（平
成
２７
年
施
行
）。

本
欄
で
は
、

平
成
１９
年
の
大
改
正
前

の
判
例
を
２
つ
、

取
り
上
げ
ま
す
。

い

ず
れ
も
格
差
に
関
す
る
判
例
の

「古
血
企

と
称
し
て
よ
い
も
の
で
す
。

第
１
は
、

丸
子
警
報
器
事
件

（長
野

昨
年
末
、

同

一
労
働
同

一
賃
金
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
案
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

同
案

に
関
す
る
検
討
会
沓
一料
の
中
か
ら
、

格
差

が
争
わ
れ
た
代
表
的
判
例
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

丸
子
警
報
器
事
件
で
は
２
割
を
超
え

る
格
差
は
違
法
と
判
示
し
ま
し
た
が
、

国

本
郵
便
逓
送
事
件
で
は
正
規

Ｆ
雛
狂
敬
の

差
が
あ
っ
て
も

「契
約
自
由
の
範
隠
内
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。

地
上
田
支
判
平
８
●
３
ｏ
ｌ５
）
で
す
ｏ

臨
時
社
員
の
所
定
労
働
時
間
は
、

形
式

的
に
は
正
社
員
よ
り
１５
分
短
く
設
定
し

一
賃
金
の
原
則
は
、
こ
れ
を
明
言
す
る

実
定
法
の
規
定
が
い
ま
だ
存
在
せ
ず
、

一
般
的
な
法
規
範
し
て
認
め
ら
れ
な
い
」

と
述
べ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
同

一
労
働
同

一
賃
金
の
原
則
の
基
礎

に
あ
る
均
等
待
遇
の
理
念
は
、　

一
つ
の

重
要
な
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
、

そ
の
理
念
に
反
す
る
格
差
は

公
序
良
俗
違
反
の
違
反
を
招
来
す
る
場

合
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
、

「臨
時
社
員
の
提
供

す
る
労
働
内
容
が
正
社
員
と
同

一
で
あ

る
場
合
、

正
社
員
と
な
る
道
を
用
意
す

と
い
う
判
断
基
準
を
示
し
、

世
間
の
注

目
を
集
め
ま
し
た

企
局
裁
で
和
解
成
立
）。

第
２
は
日
本
郵
便
逓
送
事
件

（大
阪

地
判
平
１４
・
５
ｏ
２２
）
で
す
が
ヽ

そ
の

結
論
は
前
者
と
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

期
間
臨
時
社
員
の
職
務
内
容
は
正
社

員
と
同
じ
で
し
た
が
、

実
働
労
働
時
間

は
４５
分
短
い
と
い
う
状
況
で
し
た
。

賃

金
は
正
社
員
の
６
割
程
度
で
、

手
当
面

で
も
格
差
が
あ
り
ま
し
た
。

裁
判
所
は
、

「
同

一
労
働
同

一
賃
金

の
原
則
が

一
般
的
な
法
規
範
と
し
て
存

在
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
と
述
べ

た
う
え
で
、

「
正
社
員
と
異
な
る
賃
金

体
系
で
期
間
一雇
用
従
業
員
を
一雇
用
す
る

こ
と
は
、

正
社
員
と
同
様
の
労
働
を
求

め
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

契
約
自
由
の

範
疇
で
あ
り
、

何
うヒ
遅
法
は
な
い
」
と

断
じ
て
い
ま
す
。

２
つ
の
判
決
で
は
、　

一
方
が

「
正
社

員
に
準
じ
た
賃
金
体
系
を
設
け
る
べ
き
」、

他
方
が

「賃
金
制
度
が
異
な
っ
て
も
不

合
理
と
ま
で
い
え
な
い
」
と
根
本
と
な

る
考
え
方
が
食
い
違
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
議
論
は
、

現
在
ま
で
尾
を
引
い
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

法
規
範
と
し
て
確
立
せ
ず

「公
序
良
俗
違
反
」
で
判
断

て
あ
り
ま
し
た
が
、

実
態
は
１５
分
の
残

業
が
恒
常
的
に
行
わ
れ
、
フ
ル
タ
イ
ム

と
変
わ
ら
な
い
状
態
で
し
た
。

臨
時
社
員
に
対
す
る
定
期
昇
給
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、

賃
金
水
準
は
正
社
員
の

６６
・
３
％
に
抑
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

判
決
文
で
は
、

ま
ず

「同

一
労
働
同

一
ず

る
か
、

正
社
員
に
準
じ
た
賃
金
体
系
を

設
け
る
必
要
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

顕
著
な
賃
金
格
差
を
維
持
拡
大
し

た
こ
と
は
均
等
待
遇
の
理
念
に
反
す
る
」

と
断
じ
ま
し
た
。

結
論
と
し
て
、

「同

じ
勤
務
年
数
の
正
社
員
の
８
割
以
下
と


