
論

説西
ド
イ

ツ
労
働
時
間
令

の

「
時
間
外
労
働
」

-

と
く

に
第

七
条

を
中

心

に
i
i
・

を
め
ぐ
る
法
解
釈

野

沢

浩

鴨

問
題
意
識
に
つ
い
て

わ
が
国

に
お
け
る
時
間
外
労
働
を
め
ぐ
る
法
解
釈
論
は
、
主
と
し
て
蕩

華

法
第
三
六
条

に
も
と
つ
く
協
定

の
手
続
や
・
協
定
の
効

力
を
対
象
と
し
て
展
開
さ
れ

て
発

.」
と
矯

知

の
こ
と
が
ら
緩

す
る
.
そ
し
て
含

の
段
階
で
は
・

手
続
問
題

に
関
し
て
は
労
働

基

準
法
研
究
会
墾

口
(蕎

時
間

.
休
日

.
休
暇
関
係
曲

六

・
=

三

四
)
に
始

ま
る

題

の
蕎

時
聞
短
縮

の
行
政
指
響

た
麦

ば
昭

五
三

.
六

.
二
三
基
発
三
五
五
号
中
の
、
「三
六
協
定

の
適
正
化
」
の
登

や
、

「
モ
デ

ル
三

六
禦

」

の
提

示

へ昭
四
山ハ
・
九

三

七
菱

ハ
六

五
号
、
昭
五
三

.
三

.
二
・
基
監
発
三
五
.写
)
な

ど

に

よ
り
、

一
定

の
華

化

の
高

だ
け

は
示

さ
れ

た
と

み
て

よ

い
・

庭

時

間
外
労
働

の
上
限
規
制

に
學

る
、

省

令
第

二

五
尉写

(昭
五
七

・
六

三

・
)

や
、

そ

れ

に
も

と

づ

身

働

省
告

示
第

六
九

号

(昭
五
七

∴
ハ
三

。
)

も

示

さ
れ

た
ば

か
り

で
あ

る
。

し
か
し
他
の
効
力
問
題
に
関
し
て
は
、
学
説

の
傾
向

と
し
て
は
三
六
讐

の
轄

庸

出
か
ら
直
ち
に
被
用
者
側

に
超
導

働
霧

が

発

生
す
る
わ
け

で
は
な
い
と
す
る
、

い
わ
ゆ

る
合
意
説
が
多
数
を
占
め

る
と
み
て
よ
い
に
為

ら
ず
・
判
例

の
傾
向
と
し
て
は
就
業
規
則

」



上

の
定
め
な
ど
を
根
拠

に
し
て
・
学
説

の
民
主
主
義
的
な
契
約
法
的
考
え
方
を
排
斥
す

喬

き
が
な

い
わ
け
で
は
蕊

.

ま
た
学
説

の
大
勢

か
時
間
外
労
働

に

つ
い
て
は
食

・読

霊

ち

つ
つ
も
、

管

振
楚

つ
い
て
は
同
程
度

の
齪

を
も

っ
て
ム
.
血.心説
的

立
場
を
主
張

し
続
け

て
い
る
と
も

み
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
判
例
も
管

振
建

関

し
て
は
、
被
用
者
側

の
慈

の
必
覆

判
断
を
む
し
ろ

ハ
　
　

回
避

し
て

い
る
と
も

み
う

け

ら
れ

る
。

こ
う
し
た
時
間
外
労
働

を
め
ぐ
る
紛
争
処
理

の
多
く

は
、

原
告
労
讐

か
ら

の
駈
け

こ
み
的
訴
、乏

も
と
づ
き
裁
判
所
が
判
例

に
示
す

こ
と
に
よ
り
な
さ
れ
て
き
た
・
駈
け

こ
み
的
訴
を

総
括
す

る
わ
け

は
、

こ
の
種

の
訴
え
の
多
く
が

ほ
と
ん
ど
少
数
派
労
組

の
霞

労
働

者

か
ら
な
さ
れ
る
か
・
も
し
く
は
窟

労
組

の
多
数
葱

と
は
別
に
原
告
労
働
者

か
ら
単
独

で
孤
立
的

に
提
起
さ
れ
る
と

い
.つ
形
態

の
場

合
が
多

い
の
で
・
労
働
叢

団

の
姦

派

の
窮

㈹
慣
行
と
翻

し
て
な
さ
れ
る
状
態

裏

現
す

る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
.

そ
し
て
個

個

の
矯

漿

や
権
利
形
成
美

態
と
の
間

?

」
の
乖
膜

撃

、
わ
れ
わ
れ
鏡

実

の
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
が
整

、

.〕
こ
に

改

め
荷

ら
か
の
比
較
法
学
的
漿

が
必
要

に
な
る
と
思

わ
れ
る
.
す
な
わ
ち
先
進

工
藷

国

に
お
け
る
時
間
外
労
働

の
霧

づ
け
は
、

ど

の
よ
弓

隻

け
と
ら
れ
ま
た
ど

の
穫

ま
馨

認
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
課
題
は
、
身
近

か
な
解
釈
論
を
驕

す

る
た
め

に
も
参
照
す

る

に
価
す

る

こ
と

だ

か
ら

で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
従
糞

が
国
で
・

三
六
協
定

の
効
力

に
関
し
展
開

さ
れ
て
き

た
魏

的
義
論
1

た
と
・詮

協
羅

結

.
届
出
と

い
う

.」
と

自
体
か
ら
直
ち
に
私
法
的
憲

過
窩

霧

が
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、

上
記
締
結

.
届
出
と
い
う
行
為

蜜

に
刑
箆

隅

効
力
を
内

包
す
乏

過
差

い
と

い
う
t

も
・

ど
う
や
ら
論
理
必
然
的
沓

足
的
議
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も

の
の
よ
う
で
あ

り
、
必
ず

し
も
比

較
法
学
的
な
検
索
を
経
過

し
た
も

の
と
妻

け
と
れ
な

い
。

こ
の
こ
と

ξ

い
て
笑

分
昼

削
に
箸

皆

讐

芸

れ
た
.」
奈

あ

る

の
で
・

不
+
分
な
が
ら
獲

を
試
み
た
こ
と
が
臥
祝
.
し
か
し
比
較
法
学
的
な
論
稿
が
そ
の
後
発
表
さ
れ
た
と
も
思
わ
れ
な

い
の
で
、
今

回
さ
ら

に
西
独

の
嚢

コ
メ
ソ
タ
↓

や
袋

的
籍

の
う
ち
か
ら
、

比
較
法
学
的

に
意
義
あ
り
と
思
わ
れ
る
資
料
を
紹
介

し
て
み
た
い



と

思

う
。

西 ドイツ労働時聞令の 塒 間外労動 をめ ぐる法解釈

二

時
間
外
労
働
に
対
す
る
主
な
制
限
規
定

基
本
労
働
時
間
制

に
関
し
て
は
、

西
独

の
嵩

時
間
令

は
わ
が
塞

法
と
同
忌

、
労
働
是

つ
い
て

は
八
時
間
と

定

め
る

震

法

第
三
柔

第

項

、
西
独
労
働
臨

令
第
三
条
)
。
そ

の
製

時
禦

一
九
三
八
年

(ナ
亥

期
二

」
あ

る
西
独
蕎

時
間
令

は
・
そ
れ

に
も
拘

ら
ず
形
式
上
で
竺

定
限
界
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
。

た
と
え
ば
、

通
常

の
場
合

の
個
別
蕎

是

お
け
る
短
縮
分

の
変
形
計
築

鑑

は
、
比嗣
後

の
週

を
ふ
く
む

三
週

と
さ
れ

(労
働
時
間
令
第
四
条
第

藝

、

ま
た
祝
祭
暴

に
お
け

る
短
縮
分

の
変
形
計
算
葎

週
は
・
そ
れ

を
ふ
く
む
五
週
と
さ
れ

て
い
た

(同
霧

四
条
第
二
項
)。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
変
形
を
許
す
響

も
・

百

当

り
延
長

の
限
界

を

δ

時

耀

し
て
い
た

(同
令
第
四
条
第
三
項
).

し
か
し
他
方

で
営
業
監
督
局

は
.、
の
限
界

の
逸
脱
を
許
可
す

る
こ
と
が
罷

な

の
で
あ
る

(同

ま
た
企
業

の
従
蕎

の
薯

労
働

の
年
間
屡

日
数

は
三
・

日
で
あ

り
、

し
か
も
そ
の

百

延
長
限
度
時
間
は
二
時
間
ま
で
で
・

百

ξ

き

δ

臨

以
上
は
延
長
で
き
な
い
と
い
う

一
般
的
限
界
が
示
さ
れ

て
い
た

(同
令
第
六
条
)
・
し
か
し
そ

の

芳

で
・
纂

霧

局

は
緊
急
の
必
要

の
証
拠

に
も
と
づ
き
、
労
働
時
間
令
第

三
条

・
笛

条
お
よ
び
第

秦

と
異
な
る
期
限
つ
ぎ

の
労
働
時

間

の
規
制
を
認
め

う
る
し

(同
令
第
八
条
笙

項
)、

ま
た
営
藍

欝

は
、
作
業

態
勢
が
通
常
の
労
働
時
間

に
は
い

っ
て
く
る

か
重
大

な
量

笈

ぶ
揚
合
・

も
し
議

労
働
時
間
延
長
が
公
蕎

祉
の
緊
蓮

由

か
ら
必
要

と
さ
れ
る
場
倉

は
、

日
三

・
時
間
姦

え
る
労
働
簡

を
馨

し
う

る

の
で
あ

る

(同
令
第
八
条
第
二
項
)。

し
か
も
通
常

の
労
働
時
間

は
、

賃
率
規
則

↓
・
.凶融
a

藷

に
よ
り

δ

時
間
ま
で
延
長
さ
れ
う

る
し

(同
令
第
七
条
第

重

・
作
業
態

禦

響

の
労
働
時
間
に
は
い
っ
て
く
る
か
葵

な
量
笈

霧

合
、
労
働
時
間
は
星

・
時
聞
を
超
え
て
延
長
さ
れ
う
る

爾
令
策

3)



七
条
第

二
項
)

の

で
あ

る
・

こ

の
労

働

時

間

令

第

七

条

の
文

言

は
、

目
警

山
遷

ロ
・・

と
称

し

な

が

ら

も

実

は

労

働

協

約

↓
頸
.
嵐
<
。
.
梓.,,
・q
(卵

.

よ
る
時
間
延
長
の
馨

条
項
で
あ
り
、
倉

で
は
協
約
当
妻

の
皇

的
取
決
め
に
よ
る
延
髪

認
め
る
条
項
と

疲

疑

さ
れ
て
い
.勾

だ
と
す
る
と
、

わ
が
国

の
大
方

の
就
業
規
則

や
労
働
協
約
等

に
お
い
て
、

霧

上
必
要
あ

る
と
き

は
・
従
業
員

の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
健
田面

に
よ
る
漿

を
し
、
所
轄
労
働
蒙

讐

量

に
届
け
出
た
上

で
・
所
定
就
業
時
間
外

に
就
業
さ
せ
又
は
休
日
に
就
業
さ
ぜ
る
こ
と
が
あ
る

な

ど

と
・

定

め

る
場

合

の
皇

的
取

決

め
の
効

力

を
藁

す

乏

際

し
、
先

の
労
働
簡

令

第

茎

の
協
約

に
よ

る
皇

的

取
決

め

の
効

力

に
関
す

る
法
解

渥

二

応
参

照

し

て
み

る
必
要
が

あ

る
だ

ろ
う
。

(但
し
右
の
ご
と
叢

決

め
の
中

に
、
労
撰

に
も
と
つ
く
三
六
協
定
自

体
の
文
言
を
包
含
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
鶴

定
そ
の
も
の
を
協
約
と
混
同
す
べ
誌

な

い

.」
と
い
う
ま
で
も
な
い
.

.」

の
こ
と
ξ

い
て
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
登

」
と
で
も
あ
り
、
傍
論
に
わ
た
る
.〕
と
に
も
な
る
の
雲

口
及
錘

け
る
。
)

各
種
制
限
規
定

の
う
ち
か
ら
労
働
時
間
令
第

七
委

と
く

に
と
り
あ
げ

以
下
に
藁

し
よ
う
と
す

る
主
た
る
ね
ら

い
は
、
労
働
協
約

と

い
う
皇

的
集
団
規
範

に
よ
り
時
間
外
労
働
霧

を
被
用
者

に
ど
の
よ
う

に
し
て
課
し
う
る
の
か
と
い
・つ
蒙

的
鑑

ξ

き
、
論
点
を

探
る

こ
と
に
お
か
れ
る
。三

解

釈
論

の
展

開

西
ド

イ

ツ

の
労

働

時
間

令

に
関

す

る
袋

的

コ
メ

ソ
字

ル
ー

。
婁

Φ
・Z
ー

§

・
。.≧

。
騨
・,、Φ
津
。
『血
づ
=
旨
・Q
.、
㊤
〉
二
山
鋤・q
Φ＼匂
.
N
ヨ
・。
,

鼻

諺

①
藍

§

伍
コ
鼠

・
零

i

を
拠

り
所

に
、

ま

た
他

の
論

説
を
参

照

し

つ
つ
、

上
掲

の
課

題

を
藁

し

三

よ
.つ
。

ま
ず
デ

ネ

ッ
ケ

・
ノ
ィ

マ
ソ
ら

の
記
述

か
ら
辿

っ
て
み

る
と
、

労

働
時

間
令

第

七
条

に
・よ
る

「
協

約

上

の
労

働
窩

延
長

の
嚢

お
よ

び
効

力
」

に

つ
い
て
・

以
下

の
よ
う

に
把

え
ら

れ

て

い
(疑
。

…

労

働
協

約
当

妻

は
法

に
よ
り
馨

さ
れ

た
権

利

.
通

常

の
労

働
時

間

(4}4

舳 細剛旧一u巨㎝皿 國劇 団占一.
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繋
灘
纒

綴

慧
雛
欝

鱗
講

購編雛縣

毒

す

る
こ
と
窪

せ
て
き
た
・
だ
が
そ

蔭

」
の
こ
と
が
可
能

と
な
る
た
め
ほ

、
労
働
者

の
利
益
が

不
当

獲

さ
れ
ず

ま
た
他

の
側

諜

繋
灘
撚
聯欝

撚
鱗
職
灘
眺驚

難

難

驚
難
鑑

辮
雛
蹴謬

解
鵠

鵬

縫

ら
難

加
き

と
に
し
よ
う
・
こ
の
最

公
袈

的
規
覆

定
し
て
労
働
時
間
令
の
法
的
規
定
を

骸難

鞭

礁

綾

鹸
鰹
薪

醤
蓉

覗
鍵
雛

殴轟

は
・
鶴

時
間
令
筆

条

の
協
約

に
よ
る
延
長

窺

定

の
音
萎

、
使
用
者
と
驚

者

の
間

の
私
法
的
関
係

の
規
定
と
う
け
と
ら
ず

に
、

単

に
公
的
ま

的
な
・

そ
れ
故
労
罐

間
令
第

三
条

(
頁

時
間
)
や
笛

条

(変
形
制
お
よ
び
延
長
の
限
界
)
の
一不
す
法
的
限
界
以
上
に

わ
た
る
時
間
外
労
喫

罰
せ
ら
れ
る
こ
と
磐

容
認
す
る
も

の
と
う
け
と
る
.
そ
し
て
協
約
当
薯

へ
の
法
的
籠

付
与
と

い
う
騒

(5)
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難
羅
離
懲
響

難
隷
撫
鱗
灘

灘
灘
鷲
難
灘
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許
容
性
は
、
労
働
時

間
令
第

七
条

に
も
と
つ
く
も
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
労
働
時
間
令

の
規
定

は
、
使
用
者
お
よ
び
被
用
者

に
対
し
直
接
的

な
私
法
的
義
務
を
創
設
す

る
権
能
を
有
さ
な

い
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
私
法
的
義
務

は
、
労
働
協
約
法

の
規
定

に
も
と
つ
く

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
協
約
法
は
反
対

に
、
公
的
-
法
的
な
馨

を
保
証
し
え
な

い
と
為

・
な
お

二

般
的
拘
束
力
喜

」
≧

Φ
曇

く
⑦
量

H鐸

董

蓬

配
似
同
鐸
ロ
αQ

に
よ

る
拡

張

適
用

と

い
う

考

え
方

に

つ
い
て
も

疑
問

を

呈

し
て

い
る
。

労
働

時

間
令

第

七
条

に
よ
る
労
働

時
間
延

長

の
許
容
宣

言

は
、

一
つ
の
公
的
i

法
的

労
働

保

護
規

範
な

の

で
あ

り
、

一
般
的

拘

束
力
宣

言

な

る
法
概

念

は
協
約

法

の
典

型

的
な
特
殊

概
念

で
あ

る
。

だ

か
ら

こ
の
特

殊
な
協

約

法

上

の
概

念
を
、

公

的
-

法
的

規
範

に
対

し
適

用
す

る

こ
と

は

不
可

能

で
あ

り
、

使

用

不
能

で
あ

る
と
説

く
。

し
か

し
右

の
よ
う

に
、

延

長
労

働

の
私

法

的
義

務
づ

け

を
回
避

す

る

た
め

公
的

1
法

的

規
範

と
協
約

規
範

と

を
切
断

し

て
み

て
も
、

そ

も

そ
も
協

約

に
公
的
-

法
的

権
能

の
付
与

を
認

め

る
見

解

1

の
立

場

と

し
て

は
、

両
規

範
領

域

を
何

ら

か

の
方
法

で
統

合

せ
ね
ば

な

ら
な

く

な

る
。

こ
の
統

合

は
次

の
よ
う

に
行

な

わ
れ

る
。

…
…
協

約
当

事

者

は
労
働

時
間
令

第

七
条

に
よ

る
権

利
遂

行

に
当

り
、

利
益

代
表

者

と

し

て
活

動
す

る

の
で
な

く
、

「
公
的
ー

法
的

な

高
権

の
担

手
」
α
庸
曾
艶
鼻

屯
8
げ
象
。冨

=
o
ぽ

騨
霞
似

σq
葭

と

し
て
活
動

す

る

の
だ

か
ら
、

結

局

は
、

公
的
1

法

的
な

蛍
働
保

護

の
墓
準

に
よ

り
遂

行

し

よ
う

と
す

る
。

こ
の

こ
と

か
ら

必
然
的

に
、

労
働

時

間
令
第

七
条

に
よ
る
時
聞

延

長

は
、
す

べ
て

の
使

用
者

お

よ
び

被
用
者

を

コ

般
的

に
拘
束

す

る
L
巴

σqΦ
臼
Φ
冒
く震
げ
ぎ
象

鼻

こ
と

に
な

る
。

そ

し

て
さ
ら

に
、
協

約

法

の
基
準

に
関
与

し
な

い
非

構

成
員

を
も
規

制

す

る

こ
と

に
な
る
が
、

こ
う

し

た
結

果

は
、
純

粋

に
私

法
的

な
利
益

結
合
体

が
、

公
的

ー

法
的
な
高
権
的
任
務
を
委
託

さ
れ
る
と
い
う

憂

則
L
ぎ

量

①
か
ら
生
ず
る

の
で
あ

る
と
射

・

以
上
の
よ
う
に
、
労
働
時
間
令
第

七
条
の
、
協
約

に
よ
る
労
働
時
間
延
長

の
許
容
規
範

の
法
的
性
質

に
関
す
る
見
解

1
の
概
要
を
辿

っ

て
み
た
結
果
、
筆
者
な
り
に
以
下

の
よ
う

に
要
約
し
て
み
た
い
と
思
う
。

η(

労
働
時
間
息
口
第
七
条
は
ナ
チ

ス
時
代
に
設
定

さ
れ
た
も

の
で
あ

り
、

こ
れ

に
よ
り
労
働
協
約
当
宴
者

に
対
し
労
働
時
間
延
長

の
た
め
の

月
'

公
的
i
法
的
な
高
権
を
付
与
す
る
と

い
う
考
え
方

は
、
現
代

の
自
主
的

・
労
働
保
護
的
犯
地
か
ら
の
協
約
論

に
立
て
ば
矛
盾
を
生
じ
さ



せ
る
。
だ
か
ら
公
的
i
法
的
権
能
付
与
と

い
う
見
解

1
の
立
場
に
立

っ
て
も
、
超
過
労
働

の
私
法
的
義
務
づ
け

に
対
し
て
は
否
定
的
に

な
ら
ざ

る
を
え
な

い
。
そ
し
て
上
記
矛
盾

を
統
合
す
る
試

み
さ
え
も
、

依
然
と
し
て
矛
盾

お
よ
び
懐
疑

に
充
ち
た
も

の
で
あ

る
。
そ
し

て
こ
う
し
た
懐
疑
論

は
、

わ
が
国
に
強
固
な
時
間
外
労
働
義
務

に
関
す
る
慣
行
や
そ

の
種
規
範
意
識

に
対

し
、
何
ら
か
の
課
題
を
投
げ

か
け
て
い
る
も

の
と
う
け

と
れ
よ
う
。

×

X

×

次

に
見

解

2

の
論

理
展

開

を
探

っ
て
み

よ
う
。

デ

ネ

ッ
ケ
ら

は

こ
の
見

解

2

の
立

場

に
立

つ
と
解

さ

れ

る

の
で
、

そ

の
記
述

か
ら
先

に

み
て
み
よ
う
。

基
本

法

に
よ
れ
ば

、

立
法

す
る

こ
と

は
立

法
者

に

の
み
留

保

さ
れ

て

い
る
。

規
則

さ
え
も
基

本

法
第

八
〇

条

の
限

ら
れ

た
枠

内

で

の
み

公
布

さ
れ

る
。

労

働
時

間
令

第

七
条

は
、

こ
う

し

た
要

請

に
合

わ
な

い
。

延

長

さ
れ

た
労
働

時
間

は
、

協
約

に
拘
束

さ
れ
る
者

に
対

し

て

の
み
な
ら
ず

外
側

に
対

し
て
も
妥

当
す

べ
き
も

の
で
あ

る

こ
と
が

決
定

的

に
問
題

な

の
だ

か
ら
、

社
会

的
自

治

の
枠

内

へ
の
立

法
権
能

の

委
任

と

い
う

こ
と

は
考

え
ら
れ

な

い
。

も

し

人
が

公
的

-
法

的

規
範

の
創
設

の
た

め

の
委
任

と
了
解

し

ょ
う

と
す

る

な
ら
ば

、

こ
の
こ
と

は
私

的
結

合
体

に
委

任

さ
れ

え
な

い

の
だ

か
ら
、

そ

れ
は
強
化

さ
れ

た
基
準

に
お

い
て

「
反
憲

法

的
」
<
Φ
辞

ω。。巷

σq
。。鼠

象

αq
と
み

な
さ

れ

る
。そ

し
て
労
働
協
約

と
第
七
条
規
範
と

の
関
係

に

つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う

に
把
え
る
。
…
…
労
働
保
護

は
単

に
第
七
条
に
よ

っ
て
、
労

働
協
約
を
通
じ
て
止
揚
さ
れ
、
最
高
労
働
時
間

の
許
容
限
界
が
延
ぽ

さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
第
七
条

に
よ
る
規
制
と
労
働
時
間

の
規

範
的
な
他

の
確
立
と

の
間
は
、
鋭
く
区

別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

↓
方

に
は
労
働
時
間

の
延
長
、
す
な
わ
ち
第
七
条
に
よ
る
延
長
労
働

の
可

能
性

の
開
始
と

い
う

こ
と
が
あ
り
、
他
方

に
は
労
働
時
間
延
長

の
協
約
法
的
意
義
す
な
わ
ち
、
協
約

に
従
属
す
る
労
働
関
係

の
規
制
と

い

う

こ
と
が
あ

る
。
公
的
-
法
的
労
働
保
護
法
と
し
て

の
労
働
時
間
令
は
、
第
七
条

に
よ

っ
て
、
規
制

の
最
初

の
意
義
す
な
わ
ち
最
高
労
働

8t 8)
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西 ドイツ労働時間令の 「時間外労働」をめぐる法解釈

時
間

に
対
す
る
限
界

の
延
長
を
と
り
扱
う
。
そ
し
て
個

々
の
労
働
関
係

に
対
す
る
そ
の
協
約
法

の
側
面
で
の
意
義

は
、

単
に

「
取
扱

い
の

(
11

)

充

足
」
国
お
似
口
N§

αq
譲

び
Φ
冨

コ
α
①
一口

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

右

の
見

解

は
、

公
的

-

法
的

な
規
範

設
定

の
授

権

を
、

見

解

1

の
よ
う

に
単

に

一
義

的

に
協

約

当
事

者

に
対

し
認

め

る

の
で
は
な
く
、

第

七
条
規
範

と
協

約
規

範

を
明

白

に
区

別

し
な
が

ら
、

し
か
も
後
蓄

に
よ

る
充

足

を
前
提

に
す

る
考

え
方

で
あ

る
。

だ

か
ら
労

働
協

約
が

公
的
-
法
的
窺

範

に
な
る
の
で
は
な
く
、
「
私
法
秩
序
の
部
分
」
琶

量

穿

騨
梓藝

蜜

α
§

σq
に
止
ま
る
の
だ
と
も

施

・
そ
し
て
・

立
法
者

に
よ
り

一
〇
時
間
に
、

ま
た
第

二
項
に
よ
り
そ
れ
以
上

に
確
定
さ
れ
た
最
高
労
働
時
間

の
限
界

は
、
そ

れ
相

当

の
協

約

規
範

(13

)

(㊦
貯
。
①
書

窟
φ
。
導
巳

Φ
日
鋤
「肇

。
§

)

が

定

め

ら

れ

る

こ
と

に

よ

っ
て
、

許

容

さ

れ

る
。

と

説

く

に

至

る
。

右

の
見

解

は
、

他

の
註

釈

者

の

採

用

す

る

と

こ

ろ

で
も

あ

る
。

ツ

マ

ル

ツ

リ

ッ
ク
も

自

ら

の
労

働

時

間

令

の

コ
メ

ソ

タ

ー

ル

の
中

で
、

同
趣
旨

の
こ
と
を
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。
…
…
公
的
ー
法
的

理
論
は
、
あ

ま
り
に
も
第
七
条

の
歴
史
的
権
能
i

国
家
機
関
と
し
て

の
労
働
管
理
官
が
遂
行
し
た
ー

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
理
論
は
労
働
時
間
保
護

の
発
展

に
留
意

し
て
い
な

い
と
指
摘
す
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
以
下

の
よ
う
に
述

べ
る
。
使
用
者
は
勿
論
第
七
条

の
法
文
に
も
と
つ

い
て
罰

せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
毎
日

一
〇
時
間
ま
で
働
か
せ

う
る
が
、

そ
れ
は
第

七
条

の
構
成
要
件
が
完
全
に
充

た
さ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
協
約
当
事
者
が
労
働
協
約

に
お
い
て
、

そ
れ
相
当
な
労

働
時
間
を
実
際

に
協
定
し
た
場
合

に
の
み
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
立
法
者

の
意
思

は
当
初
か
ら
労
働
時
間

を
延
長
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
延
長
意
思
も
、
「
そ
れ
相
当

の
協
約
規
範
」
Φ
ぎ
①
Φ艮
。。嘆
①9
①民
Φ
↓
p
ユ
{8
毒

が
存
在
す
る

と
ぎ

に
の
み
初
め
て
、
労
働
時
間
延
長
が
許
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、

そ
の
限
度
内

の
み
に
制
限
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
協
約
規
範
は
本
質

的

に
は
、
単

に
私
法
的
性
質

の
も

の
で
あ
る
。
協
約
規
範
は
、

一
定
時
間
中
働
く

よ
う
被
用
者

の
私
法
的
義
務
づ
け
を
規
定
す
る

の
み
で

あ
り
、
協
約
規
範

は
労
働
協
約
法
第

棊

か
ら
了
知
さ
れ
る
よ
う
傷

約
規
範
体
系

の
中

に
・

組
み
こ
ま
れ
る
べ
き
も

の
で
む
㌍
・

{9)

 

9



ツ

マ
ル
ツ
リ

ッ
ク
も

デ

ネ

ッ
ケ
ら

と
同

じ
く
、

労
働

時
間

令
第

七
条

に
も

と
つ
く

時
聞

外
労
働

を

公
的
-

法
的

な
授

権
的
規

範

の
側

か

(
15
)

ら
把

え
ず

に
、
あ

く

ま

で
協
約

規
範

の
側

か
ら
私
法

的

に
把

え

よ
う
と
す

る
。

こ

の
考

え
方
が

現
在

支
配

的

と

み
て
よ

い
だ
ろ
う
。

し

か
し

こ

こ
で
基

本
的

に
注

意

し
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
点

は
、

有

力
説

が
第

七
条

に
公
的
ー

法
的

な
権

能
付
与

を
認

め
ず

に
、

協

約
規

範

の
私

法
性

を
主
張

し
続

け

る

こ
と

に

つ
い
て

で
あ

る
。

た
と
え
ば

ツ

マ
ル
ツ
リ

ッ
ク
が
、

第
七
条

の

「
構

成
要

件
」

目
鎮
冨
。。冨
民

の
完

全
な
充

足

と

か

①
一器

⑦
三
。・℃
§

冨

議
①
目
碧
一守
。
§

な

ど

の
存

在

の
必
要

を
主
張

し
、

ま

た
他

の
有

力
説

が

「
譲
歩

の
条

件
」
じq
Φ象
轟

§

αq

畠
窃

N
葺
口
穿
藷

腎
竃
8

と

し
て
労

働
時

澗

の
延

長
を
把

え
て

い
る

こ
と
な

ど

は
、
協

約

規
範

に
ょ

る
例
外
設

定

に
対

し

て
、

そ
も

そ
も
謙

抑

性

を
期

待
す

る

か
ら

だ
と
筆
者

は
考

え

て

い
る
。

た
と

え
国
家

法

が
現

在

で
も
成
文

上

で
協

約
規
範

に
対

し
延
長
権

能

を
認

め
て

い
る

と

し
て
も
、

そ

の
こ
と

は
す

で

に
歴
史

的
過

程

で
批

判
さ

泊

た

こ
と

で
も
あ

る

の
で
、

今

で
は
協

約

規
範

に
よ
る
延

長

は
む
し

ろ

「
例
外

的
規

定
」

と

し
て
、

う

け
と

め

よ
う

と
す

る

の
だ

ろ
う
。

保
護

法
規

に
対

す

る

「
例
外
」

を
協

約
規

範
が
設

定

す

る

こ
と

に
な

る

の
だ

か

(
16

)

ら
、

謙
抑

で
あ

ら

ね
ば

な
ら

ぬ

こ
と

に
な

る

の
だ

ろ
う
。

だ

か
ら

こ
そ
デ

ネ

ッ
ケ
ら
も

以

下

の
よ
う

に
説

く
。

…
…
労
働
協

約

に
よ
る
通

常

の
労
働

時

間

の
延

長

可
能

性

は
、

構

成
要

件
的
特

徴
あ

る

い
は
構
成

要
件

的
要

素

と
し

て
、

あ

る

い
は
譲
歩

の
条

件

と
し

て
、

第

七
条

の
法
律

上

の
例
外
規

定

の
条

件

と
し

て
み
な

さ

ね
ば

な

ら
な

い
。

こ
こ
で

「譲

歩

の
条

件
」

と
称

す

る
も

の
は
、

い
わ
ゆ

る

「
許

容
規

範
」

鎌
Φ
N
巳
霧
。・臣

σq
。。8

毒

8

に
関
係

す

る
。

許
容

規
範

は
労

働

協

約

に
よ
る
諸
規

定

の
緩
和

作

用
を

営
む
が

、

そ
れ

は
労

働
協

約

の
構

成

部
分

で
も

あ

り
そ
れ
自

身
実
体

法

を

な
す

と

い
わ
れ

る
。

許

容

規
範

な

る
用

語

は
、

「
公
的

-
法

的

な
労
働

時
間

規
定

の
拡

張
」
に
限

定

し
て
用

い
ら
れ

た

こ
と
も
あ

る
が
、

今

日

で
は

こ
の
用
法

は
狭

す

ぎ

る
と
解

さ
れ

て

い
る
。

そ

し

て
消

極

・
積

極

二
様

の
意

味

を
有
す

る
と
さ
れ
、

消

極
的

に
は
、

こ
の
規

範

が

よ
り
高
次

元

の
規

定

と
異

な

る
も

の
と
し

て
許

容

さ
れ

る

こ
と
を
意

味

し
、

積

極
的

に
は
、

そ

の
規
範

と

の
差

異

を
労
働

関
係

当
事
者

に
対

し
許

可
す

る

こ
と
を
意

(
17

)

味
す
る
。

そ
し
て
法
政
策
的
見
地

か
ら
評
価
す

る
と
す
れ
ば
、

通
常

の
場
合

に
許
容
規
範

は
、
被
用
者

の
差
別
待
遇

に
対
し
途
を
拓

い
て

10(10)
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や
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
許
容
規
範

は
法
秩
序

に
対
し
て
弾
力
性
を
付
与
す

る
の
が
常

で
あ
る
。
真

の
許
容
規
範

に
対
す

る
例
と
し
て

は
、

大
て
い
労
働
時
間
令
第
七
条
第
二

項

∴
第
二
項
が
引
用
さ
れ
、

こ
の
条
項
は
労
働
協
約

に
よ
る
通
常

の
労
働
.日
の
労
働
時
間
の
延
長

を
許
容
す

る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
許
容
規
範

の
法
政
策
的
意
義
を
評
価
し
た
後

に
、

さ
ら
に
そ

の
実
質
的
意
義
を
次

の
よ
う
に
把

え
よ
う
と
す
る
。

…
…
許
容
規
範

は
幸
運
に
も
、
「
社
会
的
法
治
岡
家
」
号
『
。。o
N乾
①
男
Φ鼻
密

臼
節
齢
の
様
式

に
も
適
応
す

る
。
該
国
家

は
、
単

に

{
定

の

物
質
的
傾
向

や
法
律

の
社
会
的
考
察
を
要
求
す
る
の
み
で
な
く
、
市
民
に
参
加
を
可
能
な
ら
し
め
、
そ
れ
故
市
民

に
鰐

し
公
的
出
来
事

に
自
己
責
任

に
お
い
て
関
与
す
る
機
会
を
提
供
す
る
よ
う
な
、
国
家

の
組
織
的
全
体
構
造

を
要
求
す

る
。
そ
の
た
め
に
協
約
自
治

姦
Φ

↓
鼠
欲
葺
。き
鼠
ε

が
必
要
と
な
る
。
国
家
が
協
約
当
事
者

に
対
し
、

よ
り
高
次
元

の

(強
制
的
な
)
法
律

と
は
異
な
る
こ
と
お
よ
び
、
労

働
関
係

の
当
事
者

に
対
し
相
応
な
相
違
を
許
容
す
る

こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
き

に
は
、

そ
の
こ
と
は
偉
大
な
意
図

の
特
別
重
要
な

適
用

で
あ
る
。
自
由

お
よ
び
責
任

の
こ
の
委
託

こ
そ
、
社
会
政
策
的

に
は
重
大
な
意
義
を
有
す
る
と
い
う

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
れ

に
よ
り
保
証
さ
れ
た
権
利
の
弾
力
性
が
、
国
家
や
協
約
当
寧
者

の
協
同

に
お
い
て
発
展
す

る
こ
と
に
よ
り
、
同
時

に
国
家
的
規
定
や
人

(18

)

間

の
自

由

の
ご

と
き

要

素
が
、

創
造

さ
れ

る
。

論

者
が

い
う
社
会

的
法

治

國
家

な

る
も

の

の
イ

メ
ー
ジ

は
、

こ

の
部
分

の
表
現

の
み

で
は
明
確

に
把

握

さ
れ

え
な

い

の
で
、

こ

こ
で
は
単

に
許
容

規
範

を
承

認
す

る
根

拠

と
し

て
、

こ
の
よ
う
な
把

え
方
が

存
在

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

の

一
例

と
し

て
引
用

し

て
お
く
。

但
し
、

労
働
協

約

に
お
け

る
許

容
規
範

な

る
概
念

は
、

よ
り
高
次

元

の
規
定

と

異
な

る
弾

力
的

な
差

別
待
遇

を
指

し

て

い
る

こ
と
だ

け

は
、

明

か

で
あ

る
。

X

×

X

で
は
見
解
2
が
協
約
規
範

の
領
域
内

で
、
「
そ
れ
相
当

の
協
約
規
範
」
が
定
め
ら
れ
る
こ
と

に
よ

り

第
七
条

の
延
長
が
認
め
ら
れ
る
と

11)11



噛

主
張

す

る
場
合
、

こ

の
具
体

的

意
義

は
ど

の
よ
う

な

も

の
で
あ

ろ
う

か
。

ま
と

め

の
意
味

で
さ
ら

に
上
記

記
述

の
中

か
ら
、
要

点

と
目

さ

れ

る
も

の
を
摘

記

し
て

み
る

こ
と

に
す

る
。

但

し
正
確

に
秩
序

立

て
て
網

羅
的

に
紹
介

す

る
わ
け

で
は
な
く
、
内

容
把

握

に
役
立

つ
と
思

わ
れ

る
記
述

を
無

秩
序

に
拾

い
上
げ

て
示
す

に
止

め

る

(カ

ッ
コ
内

コ
メ
ソ
ト
は
筆
者
)
。

●
(協
約
の
効
力
)
協

約
当

事

者
が
許

さ
れ

た
別

の
規

定

(曾

。
N岳

。・。・一α・㊦
餌巳
①
話

匁
紹
①一毒
σ・
)
を
設
定
す

る
と
き
、

あ

る

い
は
設
定

す

る

　
　

　

限

り
、

公
的
-

法

的

な
刑
法

上
保

護

さ
れ

た
労
働

保
護

規
範
が

問

題

に
な

ら
な

く

な
る

(だ
か
ら

「別
の
規
定
」
を
具
体
的
に
定
め
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
見
解

1
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
も
労
働
協
約
が
公
的
ー
法
的
規
範
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
法
秩
序

の
部
分
に
止

ま
る
の
で
あ
る
)。

●
(協
約
に
よ
る
枠
づ
け
と
労
働
監
督
)
通
常

の
労

働

時
間

の
新

ら

し

い
拡

張

さ
れ

た
枠

が
、

労
働

保
護

の
基

準

に
な

る
。

こ
の
枠

内

で

は

使
用

者

は
罰

せ

ら
れ
な

い
。

営
業
監

督
局

の
監

督

権
限

は
、

拡
張

さ

れ

た
枠

に
対

し

て
及

ぶ
。

し

か
し
だ

か
ら

と

い

っ
て
、

監
督

官

は

協

約

上

の
労

働
時

間

を
監
督

す

べ
き

で

は
な

い
。

な
ぜ

な
ら

労
働
契

約

の
内
容

お
よ
び
協

約

に
よ
る
そ

の
形

成

の
内
容

は
、

監
督

に
は

服

さ
な

い
か
ら
だ
。

し

か
し
法
律

上

の
労

働
時

間

の
代

り

に
現

わ

れ

る
協

約

に
よ

り
変

更

さ
れ

た
限
界

に

つ
い
て

は
、
監

督
す

べ
き

で

劾

(結
局
協
約
自
治
を
大
前
提
に
し
な
が
ら
・
そ
れ
に
よ
り
拡
張
さ
れ
た
枠
を
主
と
し
て
監
視
す
る
・」
と
に
な
る
)。

●
(延
畏
限
度
に
つ
い
て
)
労
働
時
間
が
常

に
全
体
と
し
て

一
〇
時
間
以
上
に
協
約

上
容
認
さ
れ
う

る
こ
と
に

つ
い
て

は
、
熟
考
せ
ね
ば

な
ら
な
い
・
そ
の
際

に
は
非
霞

厳
し
い
華

が
難

さ
る
べ
き

で
輪

(箒

露

間
外
労
働
の
排
除
に
つ
き
明
確
に
簸

さ
れ
て
い
る
)
。

●
(延
長
限
度
に
つ
い
て
)
ひ
と

つ
の
上
限

は
予
定
さ
れ
て
は
い
な

い
。

し
か
し
間
接
的

に
第

=

一条
か
ら
上
限

は
設
定

さ
れ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
中
断
さ
れ
な

い

一
一
時
間

の
休
息
期
間
お
よ
び
接
客

・
宿
泊
業
な
ら
び
に
運
輸
業

に
お
い
て
は

一
〇
時
間

の
休
息
期
間
を

守
ら
ね
ぽ
な
ら
ず
、
ま
た
営
業
監
督
局

の
み
が
例
外
を
許
可
し
う
る
の
で
あ
る
。
第
七
条
第
二
項

の
み
が
日

々
の
労
働
時
間
を
と
り
扱

　　

う

の
だ

か
ら
、
基
本
的

に
は

一
三
時
間
な

い
し

一
四
時
間
ま
で
の
延
長
が
許
容
さ
れ
う
る
。

(12)
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.
(経
営
組
織
法
第
八
七
条

に
よ
る
延
長
)
使
用

者

は
労
働

協
約

に
別

に
規

定

し

て

い

な

い

場
合

に
は
、

第

八
条

(作
業
態
勢

・
緊
急
な
理
由

等
に
も
と
つ
く
営
業
監
督
局
の
許
可
に
よ
る
延
長
)

に
よ
ら
ず

に
、

全
企

業

・
個

々
の
企
業
部

門

・
被
用

者

の
個

々
の
グ

ル
ー
プ

に
対

し
、

延
長
労
働
時
間
を
導
入
し
う
る

(讐

組
織
法
第
八
七
条
襲

項
二
号

・
三
芝

よ
り
企
業
袋

の
了
解
を
え
て
)。

こ
の
経
営
組
織
法

の
規
定

は
、
今
易

働
時
間
の

擾

的
短
縮

へ
の
努
力

に
照
ら
し
て
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら

労
使
当
事
者
は
、
第

西

条

(緊
急
非

常
事
態
に
お
け
る
延
長
)

に
該
当
し
な

い
異
常
な
場
合

に
対
し
、
超
過
労
働

の
可
能
性
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
り
堅
持

し
よ
う
と
し
た

り

す
る
こ
と
が
常

に
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

.、
れ

授

し
て
、
た
と
え
蓋

。
時
間
と
か
五
四
時
間
な
ど
と
嚢

さ
れ
た
労
働
時
間
が
、
導
入
さ
れ
た
協
魏

窪

は
、
す

で
に

.」

.薮

年
来
も
は
や
出
会

わ

な
い

(経
営
組
織
法
に
よ
る
延
長
が

一
応
膿

視
さ
れ
う
る
が
、
協
約
規
定
上
で
は
す
で
に
社
会
的
な
抑
制
が
な
さ

れ

て

い
る
と

み
て
よ

い
)
。

.
(労
働
協
約
と
経
営
協
定
と
の
関
係
勇

働
協
約
規
定

に
対
立
し
な

い
な
ら
ぽ
、
経
営
協
定

(・・
§

響

奎

げ鉛
ヨ
邑

は
労
働
時
間
の
長

さ
を
規
定

し
う

る
。
大

て

い

の
場
合

延

長
労
働

時

間

は
、

単

に
経
営

協
議

会

(oロ
。三
。
げ㎝糞

)

の
合
意

に
お
け

る

一
定

の
前
提

の
も

と

で

の
み
要
求
さ
れ
う
る
こ
と
が
、
労
働
協
約

に
よ

っ
て
規
定
さ
勤

(協
魏

範
が
形
式
上
讐

協
定
を
制
約
す
る
立
場
に
あ

る
)・

.
(鯖

者
に
よ
る
年
間
三
〇
日
の
延
募

働
)
労
働
時
間
令
第
六
条
は
、
使
用
者

に
彼

の
選
択

に
従

い
年
間

三
〇

是

限

り

百

八
時
間

の
限
度
を

一
定
範
囲

で
超
え
る

こ
と
を
許
す
。

し
か
し
協
約

上
確
立
さ
れ
た
短
縮
さ
れ

た
労
働
時
間
ま
で
を
、
延
長
す

る
権
限
を
使
用
者
に
与
え
る
わ
け
で
は
な

い
・
笙

ハ
条

は
使

用

者
を
労

働
保

護
規

定

(第
三
条
の

百

八
時
間
)

か
ら
解

放
す

る

の
み

で
、

労

働
協

約

法
規

定

か
ら
解

放

す

る
わ
け

で

は
轟

・

ま

た

逆

に
週

労
働

時
間

の
短

縮

は
、

第

六
条

に
よ
り
承
認

さ
れ

た
超
過

労
働

に
は
何

ら

影
響

し
な

い

(週
春

労
働
制
の
場
合
・

w蕎

日
当
り
の

時
間
は
亀

+
u
日
邊

、に
も
な
り
ら
、.・
場
合
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
告

々
を
本
条

の
三
〇
田
の
翻

と
し
て
通
箏

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
・

(13)



こ
の
よ
う
に
労
働
時
間
短
縮
の
協
約
規
範
あ
る
い
は
労
働
契
約
規
範
か
ら
、本
条

の
適
用
を
切
離
す

こ
と
で
現
代
的
適
用
を
試
み
て
い
る
と

い
え
よ
う
)。

右

の
よ
う

に
主
要

な
法

解
釈

上

の
論
点

を
検

討

し

て
み

て
も
、

現

存

の
労
働

時

問
令

の
適
用

に
際

し
て

は
、

自

主
的

な
協

約
規
範

を
優

位
さ

せ
る
解

釈
が

貫

か
れ

て

い
る
と

み

て
よ

い
。

四

結

駈
..

1414)

㎜脚……熈…

協
約

に
よ
る
労
働
時
間
延
長
の
根
拠
規
定

た
る
第

七
条

に
つ
ぎ
、
そ
れ
を
公
的
-
法
的
な
権
能
付
与
規
範
と
解
さ
ず

「
許
さ
れ
た
別
の

規
定
」
や

「
そ
れ
相
当

の
協
約
規
範
」

の
存
在
を
前
提
と
し
て
の
私
法
的
構
成
要
件
と
把
・兄
る
見
解

の
妥
当
性
を
、
以
上

の
よ
う

に
考
察

し
て
み
た
次
篤

で
あ

る
。
そ

こ
で
最
後

に

「
許
さ
れ

た
別

の
規
定
」
と
か

「
そ
れ
相
当

の
協
約
規
範
」
と
称
さ
れ

る
、
自
主
的
協
約
規
範

の
具
体
例
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
久

呈

の
蟹

論
の
裏
付
け
を
試
み
よ
う
恵

う
。
主
と
し
蒔

間
外
労
働
条
項
艦

定
す
る
。

北
部
連

合

の
金
属

産

業
労
働

者

の
た

め

の
包

括

的
労

働
協

約

(
一
九
七
九

・
五
月
I
G
M

.
ハ
ソ
ブ

ル
ク
)

か

ら

の
抜

葦

(
カ
ッ
コ
内

の

コ
メ
ソ
ト
は
筆
者
、
数
字
は
条
項
)
。

●
(週
当
り
労
働
時
間
及
び

一
日
当
り
労
働
時
間
)
所
定

労

働
時

間

は
、

休
憩

時

間

を
除
き
、

週

当

り

四
〇
時

間

と

さ

れ

る
。

…

・各
週

日

に
お
け

る
労
働

時
間
、

並

び

に
日

々
の
労
働

時

間

と
休
憩

時
間

の
開
始

及

び
終

了

は
、

経
営

組
織

法

§

87
に
従

い
、

経
営
協

議
会

と

の

了
解

の
も

と

に
、

経
営

上

の
必
要

に
応

じ
、

労

働

時
間

法

の
規

定

を
遵
守

し

た
上
で
、

取

り
決

め

ら

れ

る

(§
2

.
1
、
協
約
中

に
経
営

協
定
を
根
拠
づ
け
る
)。

●
(時
間
外
労
働
、
夜
間
労
働
、
日
曜
お
よ
び
休
日
労
働
)
時

間
外
労

働

と

は
、

こ

の
労
働

協
約

§

2

.
1

に
従

っ
て
許
容

さ
れ

て

い
る
日

々

の
所
定

の
労

働
時

間

を

こ
え

て
、

翌

日
労

働
開

始

ま

で

に
要
求

さ

れ

る
と

こ
ろ

の
、

指

令

を
受

け

て

の
超
過

を
さ
す

(§
4

.
-
、
夜
間

労
働

・
日
曜
休
日
労
働
に
つ
い
て
は
省
く
)。
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●
(時
間
外
労
働
、
田
曜
お
よ
び
休
日
労
働

の
指
令
)
止

む
を

え
な

い
時

間
外
労

働
、

日
曜

お

よ

び

休

日
労

働

は
、

経

営
協
議

会

と

の
了
解

の
も

と

に
の
み
指
令

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

前

も

っ
て
予

見
す

る

こ
と
が

で
ぎ

な

い
場
合

(例
え
ば
、
修
理
作
業
)

に

お

い
て
・

労

働
者

が
時

間
外

労
働
、

日
曜

お
よ
び
休

日
労
働

に
就

か
さ
れ

る
場
合

に
限

り
、

事
後

に
経

営
協
議

会

の
了

承
を
取

り

つ
け

る
も

の
と
す

る
…

へ§
4

・
4
)
。

●
(時
間
外
労
働
遂
行
の
義
務
づ
け
)
法

規
定

及

び

こ
の
労
働

協
約

の
規

定

に
従

っ
て
指
令

さ
れ

た
時
間

外
労
働

は
、

当
該

労
働

者

に
よ
り

遂
行

さ
れ

な
く

て
は
な
ら

な

い
。

指
令

は

で
き

る
だ

け
早

め

に
通
知

さ
れ

る
も

の
と
す

る
。
労

働
者

が
重

大
な

個
人

的

理
由

の
た

め
に
・

時
間
外
労
働

の
遂
行

に
支
障
を
き
た
し
た
場
合

は
、
そ

の
者
は
こ
れ
を
免
除

さ
れ
る

(§
4

・
5
、
労
働
者
は
絶
対
的
な
私
法
的
霧

を
負

う
わ
け
で
は
な
い
)。

●
(予
見
さ
れ
え
な
い
時
間
外
労
働
)
労
働
者
が
そ

の
日
々
の
通
常

の
労
働
時
間

に
引
続
き
、

四
時
間
な

い
し
そ
れ
以
上

の
時
間
外
労

働

を

行
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
場
A
・
、
前

是

こ
の
旨

の
通
知
を
受
け
て
い
た
か
、
そ

の
通
常

の
労
働
時
間
と
時
間
外
労
働

の
開
始
と
の
間

に
少

な

く
も

四
時
間

の
休

憩
が

与

え
ら
れ

る

の
で
な
け
れ
ば

、

こ

の
者

は
そ
れ

に
よ
り
生

じ

る
と

こ
ろ

の
家
事

上

の
支
障

に
対

し
、

二

時
間

分

の
賃

金

相
当
額

の
補

償

請
求

権
を
有

す

る
。

こ
の
規

定

は
、

遠

隔

モ

ン
タ
ー
ジ

ュ
に

つ
い
て
は
適
用

さ
れ

な

い

(§
4

.
7
・
異

常
な
長
時
間
労
働
の
歯
止
め
)。

協

約
実

例

の
ご

く

一
部
を

示
す

に
止

め
る
が
、

こ
れ
ら

を

一
ぺ

つ
し

て

み

て

も
、

上
述

三

に
お

い
て
考

察
し
た
労
働
時
間
令

・
メ
ソ
字

ル
の
記
述
部
分

の
、

と
く
に

「
そ
れ
相
当

の
協
約
規
範
」

な
る
も

の
の
お
よ
そ

の
中
味
が
想
讐

れ

る

こ
と
だ
ろ
う
。
労
働
保
護
的
見
地
か
ら

の
細
部

の
歯
止

め
が
、
協
約
条
項

に
協
定
さ
れ
て
い
る
実
情
が
判
る
。

要
す
る
に
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

一
九

三
八
蒲

定

に
か
か
る
労
働
時
間
令

の
運
嬰

そ
の
後

に
お
け
る
皇

的
な
労
働
協
約
規

間

範

の
形
成

お
よ
び
協
約
規
範
を
優
位
さ
せ
る
法
解
釈
論
に
立
脚
し
な
が
ら
、
行
な

っ
て
き
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
。

(追
記
。
本
藻

、
労
働
時
間
令
第
七
条
の
撰

的
解
釈
に
限
定
し
て
論
及
し
た
も
の
で
あ
久

さ
ら
傷

約
鋸

と
労
働
契
約
鋸

等
の
関
係
ξ

い

怖



て

は
、

一
部
分
で
紹
介
し
た
以
上
に
は
触
れ
て
い
な
い
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
そ
れ
は
さ
ら
に
別
個
の
課
題
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ

る
。)

lfi

(-
)

た
と
え
ば

こ
の
種
判
例
と
し
て
は
・

日
本
鋼
管

事
件

(昭
四
五

二

二

三

八
横
浜
地
裁
川
崎
支
判
)
、
日
立
製
作
所
事
件

(昭
四
六

.
一
.
一
三

東
京
高
裁
判
)
、

静
内
郵
便
局
事
件

(昭
五
〇

・
二

・
一
一五
札
幌
地
裁
判
)
な
ど
。

(2
)

た
と
え
ば
・
東
洋
鋼
鍍
事
件

(昭
五
三

・
=

三

〇
最
高
裁

二
小
判
)
、
三
菱

重
工
事
件

(昭

五
五

.
三

.
二
八
横
浜
地
裁
判
)
な
ど

に
お
い
て
。

(3
)

野
沢

「
余
暇
概
念

お
よ
び
残
業
協
定

の
位
置
づ

け
の
た
め
の
試
論
」
労
働
科
学
四
七
巻
三
臥弓

(
一
九
七

一
年
)
所
収

の
と
く

に

一
三
五
頁
-

一
四
〇
頁
。

(4
)

ぎ

詮

§

。q

は
ナ
チ

ス
労
働
体
制
下

の
法
制

度

で
、
管
理
委
員
会

法
第
四
〇
芝

よ
り
歴
史

的

に
は
解
体
さ
れ
た
。
そ
し
て
協
約
当
事
者

の
協
約
自
治

の
回
復
と

と
も

に
・

一
九

四
五
年
以
降

は
労
働
協
約

菱

噺義

齢藷

が
出
現
し
た
と
指
摘

さ
れ

て
い
る
。
』・
N
霞

・=
『

.〉
量

籍

一齢。・含

…
、、
ω
9
§

～

の
、
穿

Φ仲、屋
ロ・、
駐

乏
oユ
窃

》
↓
国ユ
♂
巳
昌
§
㈹
《

の
項
を
み
よ
。

(5
)

協
約
と
こ
の
種
協
定
と
の
質
的
糞

に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
青
木
宗
也

蒔

間
外
労
働
協
定
L
学
会
誌
三

ハ
量

ハ
八
頁
⊥

ハ
九
頁
な
ど
に
お
い
て
す
で
に
論
及
さ

れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
6
)

穿

翁

ざ

・
z
・
旨

§

.

.、〉
量

蓄

①
ぎ

門
穿

葺

。・
.、
o

>
島

馨

ヨ

§

(
7

)

p

p

O
こ

Qo
』

塾Q
O
・

(8
)

9

即

国
羅

ド

..N
葺

壽

鴨

琶

z
聾

訂

ぎ

四
藍

φ
穿

輿

》
量

璽

葺
豊

藷

。
p
、"
切
昏

こ

四

≧
匿

二

。
紹

=
。{ミ

。。
器

$

 (9
)

P
P
ρ
.
ω
』
舞

ま

ざ

ω
9
ρ

(10
)

い
・P
O
二

Qり
』
9
・
「9
窪
o
o自
o算
p

(
11
)

頴

ロ2
障
o
・
窺
窪
醤
昌
炉

P
p
O
二

ω
・旨
一略・

(12
)

⇔
も
●O
;

ω
.一
舘
・
〉
ロ
ヨ
・
一P

(13
)

P
P
ρ

(14
)

一■
N
日
費
国一一r

、5
『げ
①冨
N㊦ぎ
a
コ
毒
騨q
.一
9

話
Q。
声

(15
)

た
と
え
ば

ニ
キ

ッ
シ

ュ
な
ど
も
、

一
般

的
な
労
働
時
間
規
定

に
は
監
督
、
強
制

お
よ
び
刑
罰
が
伴

な
う
か
ら

こ
れ
を
純
公
法
的
と
み
る
考
、元
方
を
批
判
議号
る
。

こ
の

よ
う
な
学
説

は
・
保
護
規
定

の
目
的
を
単

に
使
用
者
と
国
家
と

の
間

で
の
み
認
識
し
、
個

々
の
労

働
関
係

に
対
し
て
は
反
射
的
作
用
し
か
認
め
な

い
も

の
で
あ
る
と
批

判
す

る
。
そ
し
て

「
こ
れ
ら

の
公
法
的
付
属
品

」
〇
一窃
①
.、亀
窪
岳
。
年
魯
『
島
穿
窪

N
目
一P。
8
コ

は
、

私
法
規
定
を

「
補
充
」

し

「
確
保
」
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
際
私

法
的
規
定
が
完
全

に

「
主
題
」

岳
。

=
m巷

冨
零
冨

に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
決

し
て
使
用
者
と
国
家

の
間

の
単

に
公
法
的
関
係

の

「反
射
」
図
Φ出
。図

を
な
す
も
の
で
は

(16)
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な
い
と
い
う
。
そ
し
て
被
用
者
が
鐙

労
働
を
す
る
よ
う
霧

づ
け
ら
れ
る
か
否
か
の
課
題
に
対
す
喬

答
も
、
労
働
時
間
規
定
の
嚢

ξ

い
て
の
上
述
の
考
秀

か
星

れ
る
と
す
る
。
鰭

者
が
被
響

を
八
時
間
と
か
九
時
間
ま
で
男

働
か
せ
う
る
と
い
う
規
定
か
ら
、
被
用
者
が
そ
の

よ
う
箋

簡

働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
、』
と
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
労
働
契
約

の
内
容
か
ら
の
み
そ
の

こ
と
は
生
じ
う
る
の
だ
と
、
述
べ
て
い
る
。
〉
●
Z
秀

『

ギ

響

婁

・

。・
倉

〉
鎚

。・
・

N
り
採

(
16

)

o
魯

轟

。
・
z
2

器

慧

瑠
罫

P

ω
・
§

俸

(71
)

早
・譲
・
琢

6ゲ
。
一
..穿

N
巳
屡

響

§

乱

邑

碁

・凝

窃
.、勇

婁

騨

謬

ご

霧
遷

6ミ

や

ω
・鐸

(
18

)

・
卜

O
二

。。
・
降。
鎚

口

げ
y

(
19

)

9

§

ぽ

を

鶏

墓

葺

罫

o
二

ω
.
欝

b。
.

(
20

)

P
P

O
こ

ω
・
罵

詠。
.

(
21

>

p

P
ρ

ω
」

ω
諾

(
22

)

P

P
ρ

Q。
.H
ω
b。
略

(
23

)

p
陶
・P

ω
.
お

紳

(
24

)

騨

鉾

O
`

ω
.
=

卜

　
　

ド
ぢ
　

　
ゆ
ヒ

ゆ

(26
)

.、ζ
四"仲。琶

ざ

齢・馨

『
穿

彗

曇

昌

曇

穿

藷蚤

・
隻

鼠

尋

義

〉
屠

麟琶

彗

轟

蓬

§

に
ょ
る
・

補

記
本
稿
の
脱
稿
は

嚇
九
八
〇
年
頃
で
あ
り
、
校
了
も

一
九
八
四
年
夏
頃
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
西
独
で
は
新
労
働
時
間
法

の
制
定
作
業
が
進
み
、
本
年
度
内
に
お
い
て
新
法
は
公
布
予
定
と
い
う
状
況
変
化
の
中
に
あ
る
。
新
法
案
の
訳
出
な
ど

の
作
業
も
、
別
の
機
会
に
他
の
機
関
を
通
し
て
笠
者
は
只
今
行
な
い
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
新
法
を
め
ぐ
る
論

争
点
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
看
の
執
筆
事
情
か
ら
し
て

一
切
本
稿
で
は
言
及
し
え
な
か

っ
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
・

本
稿
は
そ
れ
故
、
も
と
の
労
働
時
間
令
に
限
定
さ
れ
た
論
稿
と
し
て
受
け
取

っ
て
頂
ぎ
た
い
。
但
し
そ
こ
で
展
開
さ

れ
た
基
本
的
な
解
釈
方
法
は
、
新
法
施
行
下
の
状
況
に
も
妥
当
す
る
の
だ
と
確
信
し
て
い
る

(野
沢
)
。

1? (17)


