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そ
し
て
企
業
年
金
を


見
直
す
時
が
き
た
刀


ロ

回
労
働
基
準
法
改
正
に
み
る
、

第
時
間
外
労
働
と
割
増
賃
金
の
本
質
に
迫
る

平
成
泣
年
4
月 
1
日
に
労
働
基
準
法
が

て
い
る
の
で
、
今
回
の
法
改
正
は
関
係
な

改
正
さ
れ
て
約
半
年
が
経
ち
ま
し
た
。
本

い
ん
で
す
よ
。

稿
で
は
、
根
本
規
定
で
あ
る
労
働
基
準
法
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業
の
定
義
や
基
本
的
な
法
改
正
に
伴
う
労

使
協
定
書
の
再
締
結
と
い
う
観
点
か
ら
、

社
内
規
定
の
基
礎
固
め
に
つ
い
て
触
れ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

勘
違
い
し
て
い
る

中
小
事
業
主
の
定
義

先
日
、
あ
る
小
売
業
の
社
長
か
ら
セ
ミ

ナ
ー
会
場
で
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
し
た
。

社
長
/
今
年
4
月
に
労
働
基
準
法
の
割
増

賃
金
等
の
改
正
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
う

ち
は
資
本
金 
6
千
万
円
そ
こ
そ
こ
で
常
時

一雇
用
の
従
業
員
も 

ω人
程
度
の
中
小
企
業

で
す
し
、
年
所
得
8
0
0
万
円
以
下
の
部

分
の
法
人
税
率
特
例
同
%
の
適
用
を
受
け

の
改
正
に
焦
点
を
当
て
、
改
め
て
中
小
企

私
/
そ
れ
は
法
人
税
法
か
ら
み
た
中
小
企

業
の
範
囲
で
す
よ
ね
?

社
長
/
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
何
か
違

う
ん
で
す
か
?

私
/
今
回
の
労
働
基
準
法
の
改
正
や
中
小

企
業
基
本
法
と
法
人
税
法
で
い
う
中
小
企

業
の
範
囲
と
い
う
の
は
、
法
律
に
よ

っ
て

ま
ち
ま
ち
な
ん
で
す
よ
。

社
長
/
そ
ん
な
こ
と

っ
て
あ
る
ん
で
す
か
?

お
そ
ら
く
こ
の
社
長
さ
ん
は
、
自
社
が

中
小
企
業
の
法
人
税
率
の
軽
減
措
置
の
適

用
を
受
け
て
い
る
会
社
だ
か
ら
、
当
然
、

今
回
の
労
働
基
準
法
の
適
用
も
関
係
な
い

と
い
う
意
味
で
と
ら
え
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
し
、
経
営
者
の
多
く
の
方
は
「
自
社
が

中
小
企
業
で
あ
る
!
」
と
い
う
認
識
を
、

昨
今
の
法
人
税
率
の
軽
減
措
置
の
適
用
を

十
 十
受
け
て
い
る
か
い
な
い
か
で
判
断
さ
れ
て

い
る
方
が
多
い
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
前
記
し
た
社
長
の
会
社
は
、

残
念
な
が
ら
中
小
企
業
に
は
該
当
せ
ず
、

労
働
基
準
法
の
改
正
法
が
す
べ
て
の
項

で
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
本
題
に
入
る
前
に
、
今
一
度
、

基
本
的
な
中
小
事
業
主
の
定
義
を
お
さ
ら

い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

法
人
税
法
の
軽
減
措
置
や
交
際
費
課
税


の
緩
和
措
置
等
の
適
用
を
受
け
て
い
る
場


合
、
中
小
企
業
の
基
準
は
、
期
末
資
本
金


が
1
億
円
以
下
か
ど
う
か
で
判
断
し
て
い


ま
す
。
一
方
、
今
回
の
労
働
基
準
法
の
改


正
で
適
用
さ
れ
る
中
小
事
業
主
の
定
義


は
、
図
ー
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。


こ
の
よ
う
に
中
小
企
業
関
連
税
制
特
例

と
中
小
企
業
基
本
法
や
労
働
基
準
法
で
の H

図1 中小事業主の範囲

労働基準法や中小企業

法人税に 基本法での定義� 
業種

おげる定義
資本金額� 常時使用労働者数� 

下記以外の業種
3億円以下 300人以下

(製造業など)

卸売業
期末資本金が� 

1億円以下|ま 100人以下� 

1億円以下 た� 

業士
見

サービス業

5千万円以下� iは� 50人以下� 

5千万円以下 100人以下� 

定
義
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
ま
す
の
で

十
分
注
意
が
必
要
な
の
で
す
。
逆
に
、
自

社
が
法
人
税
法
上
、
中
小
企
業
で
な
い
と

思
っ
て
い
た
た
め
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
中
小
企
業
政
策
な
ど
も
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
一
度
見
直
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
?

労
働
基
準
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

さ
て
、
こ
こ
か
ら
本
題
に
入
り
ま
す
が
、

改
め
て
今
回
の
労
働
基
準
法
改
正
を
簡
単

に
説
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

年
4
月
1
日
に
改
正
さ
れ
た
、
労
働
基
準
法

は
大
き
く
次
の 
3
点
に
集
約
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

①
時
間
外
労
働
の
限
度
基
準
の
見
直
し

②
割
増
賃
金
率
の
引
き
上
げ
と
代
替
休

暇
の
取
得

③
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
単
位
付
与

先
に
解
説
し
ま
し
た
図 
1
の
中
小
企
業

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
記
②
の
「
割

増
賃
金
率
の
引
き
上
げ
と
代
替
休
暇
の
取

得
し
に
関
し
て
は
猶
予
措
置
が
取
ら
れ
る

事
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
①
の
「
時
間

外
労
働
の
限
度
基
準
の
見
直
し
」
と
③
の

「
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
単
位
付
与
」
に

関
し
て
は
、
今
回
の
法
改
正
に
お
い
て
中

小
事
業
主
も
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 
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賃金・退職金制度
そして企業年金を見直す時がきた

図2 限度基準

IL 


で
は
、
こ
の

3
点
の
項
目
に
関
し
て
簡

単
に
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

①
時
間
外
労
働
の

限
度
基
準
の
見
直
し

主
な
内
容
と
し
て
は
、

「特
別
条
項
付

協
定
」
に
よ
る
限
度
基
準
を
超
え
る
時
間

外
労
働
に
お
い
て
は
割
増
率
を
具
体
的
に

定
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
割
増
率
を
定
め
る
に
あ
た
り、

延
長
時
間
を
で
き
る
限
り
短
く
す
る
よ

う
に
努
め
る
(
努
力
規
定
)

-
限
度
基
準
を
超
え
る
割
増
賃
金
の
率
を

い
十
�
 

2
割

5
分
超
に
す
る
よ
う
に
努
め
る

(
努
力
規
定
)

と
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
あ
く
ま
で
努
力
義

務
で
は
あ
り
ま
す
が
先
に
説
明
し
た
よ
う

一定期間 限度跨問� 

1週間� 15時間� (14時間)� 

2週間� 27時間� (25時間)� 

4週間� 43時間� (40時間)� 

1箇月� 45時間� (42時間)� 

2箇月� 81時間� (75時間)� 

3箇月� 120時間� (110時間)� 

1年間� 360時間� (320時間)

)内は1年単位の変形労働時間制の場合� 

図3 特別条項付協定の例

第O条一定期間について延長することができる時間

は苅� 1ヶ月につき45時間、� 1年につきお0時間とする。

ただL、下記にあげる特別の事情が生じたときには、

労働組合への通告により、� 1ヶ月について延長時間を� 

80時間まで� (1ヶ月についての延長時間が45時間を超

える回数は1年のうち半分以内)、� 1年についての延長

時閲をω0時間まで延長することができる。

第O条前条但し書きの定めにより、前条本文に定め

る時簡を超えた時間の労働に関しては、通常の賃金の� 

に
、
こ
の
見
直
し
規
定
に
関
し
て
は
中
小

企
業
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
聞
き
な
れ
な
い

言
葉
と
し
て

「
特
別
条
項
付
協
定
」
と
い
う
言
葉
が
出

て
き
ま
し
た
の
で
簡
単
に
説
明
し
て
お
き

ま
す
。

※
「
特
別
条
項
付
協
定
」
と
は

時
間
外
労
働
協
定
に
お
い
て

一
定
期
間

に
つ
い
て
の
延
長
期
間
を
定
め
る
に
当
た

っ
て
は
、

当
該

一
定
期
間
に
つ
い
て
の
延

長
時
間
は
、
図
2
に
示
し
た
限
度
基
準
時

間
を
超
え
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
(
い
わ
ゆ
る
苅
協

定)。た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
限
度
時
間
以
内

の
時
間
の
一
定
期
間
に
つ
い
て
の
延
長
時

間
を
定
め
、
か
っ
、
限
度
時
間
を
超
え
て

労
働
時
間
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「特
別
の
事
情
(
臨
時
的
な
も
の
に
限
る
)
」

が
生
じ
た
時
に
限
り
、
一
定
期
間
に
つ
い

て
の
延
長
時
間
を
定
め
た
当
該
一
定
期
間

ご
と
に
、
労
使
当
事
者
間
に
お
い
て
定
め

る
手
続
き
を
経
て
、
限
度
時
間
を
超
え
る

一
{
疋
の
時
間
ま
で
労
働
時
間
を
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
旨
お
よ
び
限
度
時
間
を
超

え
る
時
間
の
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
の
率

を
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
特
別
の
事
情
」
が
生

じ
た
時
の
た
め
に
労
使
協
定
問
で
定
め
る

%
協
定
を
特
別
/
丞
項
付
協
定
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
こ
の
特
別
条
項
付
労
使
協
定
を
定

め
る
こ
と
で
、
時
間
外
労
働
協
定
(
%
協

{疋)
の
限
度
時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
笈
定
で
す
。

こ
ん
な
規
定
が
あ
る
事
を
ご
存
知
で
し

た
で
し
ょ
う
か
?

以
上
を
基
に
、
今
回
の
改
正
を
盛
り
込

ん
だ
特
別
条
項
付
協
定
の
サ
ン
プ
ル
を
図

3
に
提
示
し
て
お
き
ま
す
�
 (一
部
抜
粋
)。

②
割
増
賃
金
率
の
引
き
上
げ
と

代
替
休
暇
の
取
得

こ
れ
に
関
し
て
は
、
前
述
の
中
小
企
業

に
該
当
し
て
い
る
事
業
主
は
猶
予
措
置
が

取
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
読
み
飛
ば
し
て

い
た
だ
い
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

大
企
業
か
ら
の
転
職
者
を
積
極
的
に
採
用

し
て
い
る
事
業
主
の
方
と
3
年
後
に
中
小

企
業
の
猶
予
措
置
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
向
け
て
事

前
に
情
報
を
整
理
し
て
お
き
た
い
事
業
主

の
方
は
、
ぜ
ひ
と
も
今
の
う
ち
か
ら
よ
り

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
強
く
お

勧
め
し
ま
す
。

大
企
業
か
ら
の
転
職
者
の
多
く
は
、
今

回
の
労
働
基
準
法
の
適
用
を
す
で
に
受
け

て
い
る
方
で
す
の
で
、
認
識
に
ず
れ
が
あ

る
と
今
後
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
は
、

こ
れ
を
正
確
に
理
解
し
、
採
用
希
望
者
に

面
接
の
段
階
か
ら
き
ち
ん
と
説
明
し
た
上

で
雇
用
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
が
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
項
目
の
主
な
内
答
と
し
て
は
、
前

述
の
特
別
条
項
付
協
定
が
前
提
と
し
て
必

要
に
な
り
ま
す
が
、
�
 1
ヶ
月
に
つ
き
時
間

外
労
働
が
�
 ω時
間
を
超
え
た
場
合
に
は
、

超
え
た
時
間
の
労
働
に
関
し
て
は

5
剥
以

上
の
率
で
計
算
し
た
割
増
賃
金
を
支
払

い
、
そ
れ
が
深
夜
に
ま
で
及
ぶ
場
合
に
は
、

7
割
5
分
以
上
の
率
で
計
算
し
た
割
増
賃

金
を
支
払
う
こ
と
を
義
務
付
け
ま
し
た
。

な
お
、
法
定
休
日
以
外
の
休
日
�
 (い
わ

ゆ
る
所
定
休
日
)
に
お
け
る
労
働
は
、

「
1
ヶ
月
に
つ
き

ω時
間
」
の
算
定
の
対

象
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
�
 

!
?


3割増の割増賃金を支払う。

ー
?
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図4 割僧賃金表

)内は今回の改正点、

月60時間を超えた時間外労働の時間数� x換算率

換算率とは、「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととな

る割増賃金率� (50%以上)Jから「代替休暇を支払うこととされる

割増賃金率� (25%以上)Jを引いた数値を使います。

では、具体的な例で見ていきましょう。� 1ヶ月に即時間の時間外

労働をしたケースを想定してみます。

この会社の1日の所定労働時間は8時間。月60時間以下の時間外労

働の割増賃金率は25%。そして、今回の改正で月60時簡を超える超

過分の時間外労働の割矯賃金率が50%と定めたとします。すると換

算率は� f50%-25%=25%Jということになります。

よって、代替休暇を与えることができる時間数は… 十(80跨閤� -60時間)x25% =5時間

とL、うことになります。

なお、代替休暇の単位は、 1日または半日とされ、取得期間は2ヶ

月以内とされています。これを図解すると下記のようになります。

通常の賃金

時間外労働なし

50% 

部
分
の
お
%
ア
ッ
プ
部
分
が
代
替
え
休
暇

に
変
更
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
も
そ
も

支
払
い
義
務
の
あ
る
曲
時
間
超
部
分
の

お
%
の
割
増
賃
金
の
支
払
い
義
務
は
残
っ

て
い
る
の
で
す
。

ω時
間
超
の
割
増
し
賃
金
の
却
%
と
い

う
の
は
、

実
は
お
%
+
あ
%
の 
2
つ
に
分

解
が
で
き
、
元
か
ら
あ
る
お
%
に
上
乗
せ

お
%
と
が
加
わ
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
理
解
し
や
す
い
か
と
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
こ
の
代
替
休
暇
は
、
ノ
ま
仇

有
給
休
暇
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
す
の

で
、
別
物
と
し
て
扱
っ
て
く
だ
さ
い
(
年

次
有
給
休
暇
を
消
化
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
)
。

③
年
次
有
給
休
暇
の
時
間
単
位
付
与

主
な
内
容
と
し
て
は
、
時
間
を
単
位
と

し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

る
有
給
休
暇
の
日
数
を 
5
日
以
内
の
範
囲

で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
所
定
労

働
時
間
が 
8
時
間
の
会
社
の
場
合
は
、
最

大
で
単
位
時
間
と
し
て
は
初
回
と
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
も
、
労
使
協

定
の
締
結
か
つ
就
業
規
則
へ
の
記
載
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
制
度
の
場
合
に
お
い
て
も

時
間
単
位
年
休
を
取
得
す
る
か
否
か
は
、

労
働
者
の
意
思
に
よ
っ
て
決
め
る
こ
と
に 

30 
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労働 率

法定時間外労働� 25% (50%)以上

休日労働� 35%以上

深夜業� 25%以上

時間外労働+深夜業� 50% (75%)以上

休日労働+深夜業� 60%以上

い
ま
す
。

何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
法

定
休
日
の
定
義
を
再
度
確
認
し
て
み
る

と
、
法
定
休
日
と
は
週 
1
凶
ま
た
は 
4
週

に
4
日
の
休
日
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
休

日
に
お
け
る
労
働
は 
3
割
5
分
増
の
割
増

賃
金
が
適
用
さ
れ
る
労
働
で
あ
り
、
そ
も

そ
も
法
定
休
日
労
働
に
時
間
外
労
働
と
い

う
概
念
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
時
間
外
労
働

だ
と
す
る
と
、
も
う
1
日
は
所
定
休
日
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
(
も
ち
ろ
ん
就
業

規
則
で
そ
の
よ
う
に
定
め
て
お
く
こ
と
が

前
提
で
す
)
。
そ
の
場
合
は
、
所
定
休
日

で
の
労
働
は
、
時
間
外
労
働
と
い
う
扱
い

に
な
り
、
今
回
の
「 
1
ヶ
月
に
つ
き 

ω時

問
」
の
算
定
の
対
象
に
含
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
分
か
り
ゃ
す

く
簡
単
な
表
に
ま
と
め
て
み
る
と
図
4
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
今
回
の
制
度
で
は
、
代
替
休
暇

の
付
与
と
い
う
制
度
が
新
た
に
で
き
ま
し

た
。
労
使
協
定
の
締
結
か
つ
就
業
規
則
へ

記
載
と
い
う
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
割
増

賃
金
の
支
払
い
に
代
え
て
休
暇
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
で
す
。

な
お
、
代
磐
休
暇
を
取
得
す
る
か
ど
う

か
の
判
断
は
労
働
者
の
意
思
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
使
用
者
か
ら
の
強
制
で
与
え
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
く
れ
ぐ
れ
も

図5 代替休暇の時間算定方法

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

l

一
方
、
週
休 
2
日
で 

日
が
法
定
休
日

ー
?
 ご

注
意
く
だ
さ
い
。

で
は
、
い
っ
た
い
割
増
賃
金
を
ど
の
程

度
の
代
替
休
暇
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
?
代
替
休
暇
の
時
間
算

定
方
法
を
図 
5
に
示
し
ま
し
た
の
で
ご
覧

く
だ
さ
い
。
こ
こ
に
今
回
の
改
正
の
中
で

も
特
に
注
意
が
、
必
要
な
点
が
あ
り
ま
す
。

図
5
の
例
で
言
え
ば
、
代
替
休
暇
取
得

に
よ
り
却
時
間
分
の
割
増
賃
金
は
不
要
に

な
り
ま
す
が
、
こ
の
割
増
賃
金
不
要
部
分

は
、
改
正
前
か
ら
義
務
化
さ
れ
て
い
る

お
%
の
割
増
賃
金
が
不
要
に
な
る
訳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
今
回
の
改
正
で

変
更
さ
れ
た
新
た
に
追
加
さ
れ
た
上
乗
せ



IL
二|
賃金・退職蚕制度
そして企業年金を見直す時がきた

円卜


1日の所定労働時聞が8時間の事業場において、� 20日の年次

有総休暇を有している労働者のケースを想定してみます。こ

の労働者が10回の年次有結休暇と13回の時間単位年休を取得

した場合どうなるでしょか� 7

時間単位年休は8時間で1自分の年次有給休暇に相当します

から11日の年次有給休眠と5時間の時間単位年休を取得した

ことになります。従いまして、次年度への繰り越しは、

20日一�  (11日と5時間)=8日と3時間

ということになります。

ここでの注意点、は、日時聞を超えたら常lこ1日繰り上げて計

算することです。誤りやすいのが、時間単位年休について時

間単位で取得可能な年休日数5日に対して13時間の時間単位

年休を取得したことから、� 

5日ー� (1日と5時間)=3日と3時間

の時間単位年休が繰り越されると考えるべきではないという

ことです。

さらに「時季変更権jとの関係はどうでしょうかフ

ージ


もちろん時間単位年休も時季変更権の対象になりますが、

時間単位を日単位に変更して取らせるとか逆に日単位を時間

単位で取らせるとかいうことは時季変更権にあたらず認めら

れないとされています。右側に時季変更権に関して解説を入

れておきましたのでご覧ください。� 

※時季変更権とは

「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求

する時季に与えなければならない。ただし、

請求された時季に年次有絵休暇を与えること

が事業の正常な運営を妨げる場合において

は、他の時季にこれを与えることができる」

とされている権利を言います。

また、「計画的付与Jとの関係はどうでし

ょうか� 7計画的付与として時間単位年休を

与えることは認められないとされています。

計画的付与に関しては以下のように規定され

ています。� 

※計画的付与とは

「使用者は、労使協定Lこより、年次有給休

暇を与える時季に関する定めをしたときに

は、労働者が毎年権利を取得する年次有給休

暇日数(前年度から繰り越された分があると

きはその日数も含む)のうち、� 5日を超える

部分については、その定めにより年次有給休

暇を与えることができるJというもので、労

使協定により5日を超える部分は計画的に時

季を決めることができることをいいます。

十
 十
図7 1日分の年次有給休眠が何時間分の時間単位年体に相当するのか

図6 年次有鎗休暇の

時間単位付与の協定例
り
ま
す
。
平
成
幻
年
・伎
の
東
京
労
働
局
の

調
べ
に
よ
る
と
、
未
払
い
賃
金
事
案
が
過

去
凶
年
間
で
最
多
と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
驚
く
べ
き
デ 

タ
が
あ

i

与
さ
れ
て
い
る
労
働
者
に
お
い
て
は
、
比

例
付
与
さ
れ
る
日
数
の
範
閤
内
で
定
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
、 

1
日
分
の
年
次
有
給
休
暇
が
何

時
間
分
の
時
間
単
位
年
休
に
相
当
す
る
の

で
し
ょ
う
か
?
具
体
的
例
を
図

7
に
示

し
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

時
間
外
労
働
に
関
す
る
理
解
不
足

今
回
の
労
働
基
準
法
の
改
正
に
お
け
る

3
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
ざ
っ
と
説
明
し
て
き

ま
し
た
。
概
要
は
ご
理
解
い
た
だ
け
た
か

と
思
い
ま
す
。

粋 
)
o

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
図
6
の
よ
う
な
労

使
協
定
サ
ン
プ
ル
に
な
り
ま
す
(
一
部
抜

な
お
、
年
次
有
給
休
暇
が
比
例
付

第O条時閥単位によって取得す

る年次有給休暇の日数は、当該労

働者か請求し得る年次有給休暇日

数の範囲で、� 5日以内とする。

時閥単位年休は、次年度に繰り

越された場合においても、前年度

からの繰り越し分も含めて5日以

内とする。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
や
各
種
セ
ミ

ナ
等
の
参
加
に
よ
り
、
時
間
外
労
働
や
未

払
い
賃
金
な
ど
に
は
最
新
の
注
意
を
払
い

十
分
理
解
し
て
き
て
い
る
は
ず
の
中
小
事

業
主
が
多
い
中
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
高

い
数
値
が
出
て
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
?
そ
れ
は
、
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
く、

そ
も
そ
も
時
間
外
労
働
に
関
す

る
理
解
と
計
算
方
法
が
間
違
っ
て
い
る
か

ら
な
の
で
す
。

一庭
い
止
め
、
解
雇
問
題
、

過
残
業
に
よ
る
メ

ン
タ
ル
問
題
の
顕
著

化
、
そ
し
て
、
今
回
の
労
働
基
準
法
改
正

に
伴
い
労
働
基
準
監
督
署
の
調
査
等
に
よ

り
、
こ
こ
に
き
て
発
覚
し
始
め
た
か
ら
な

の
で
す
。

「
御
社
の
年
間
あ
る
い
は
月
の
所
定
労

働
時
間
は
何
時
間
で
す
か
?
」
実
は
良
く

知
ら
な
い
経
営
者
の
方
が
非
常
に
多
い
の

が
現
状
で
す
。
賃
金
の
基
本
給
に
一
律
に

残
業
手
当
等
を
上
乗
せ
し
て
支
給
し
て
い

る
会
社
も
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
自

体
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
の
場

合
に
所
定
労
働
時
間
を
把
握
し
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
は
割
増
率
を
釆
じ
た
時
間
外

手
当
が
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
他
な
ら

な
い
の
で
す
。

次
回
で
は
、
こ
の
時
間
外
労
働
の
誤
解
、

労
働
基
準
監
血
管
著
が
指
摘
す
る
ポ
イ
ン
ト

等
に
焦
点
を
あ
て
て
具
体
的
に
解
説
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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