
こ
こ
数
年
、
会
社
と
従
業
員
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
続
出
し
て
い
ま
す
。

個
別
労
働
紛
争
と
し
て
労
働
局
・
労
基
署
で
は
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
、
急
激
に
増
加
し
て
い
る
の
で
す
。
内
容
は
、
解
雇
の
問
題
・

賃
金
不
払
い
の
問
題
が
突
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
パ
チ
ン
コ
ホ
ー

ル
企
業
も
そ
の
波
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
賃
金
不
払
い
残
業
が
労
基
署
か
ら
指
摘
さ
れ
た
時
の
恐
ろ
し
さ

に
つ
い
て
は
、
い
ざ
そ
の
場
に
立
っ
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
こ
と
で

す
が
、
パ
チ
ン
コ
ホ
ー
ル
企
業
は
少
な
か
ら
ず
こ
の
リ
ス
ク
に
直
面
し

て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
長
い
間
の
習
慣
の
ま
ま
で
、
労
働
時
間

に
関
し
て
は
、
社
内
に
は
法
律
に
準
拠
し
た
規
定
が
な
い
ケ
ー
ス
も
想

定
さ
れ
ま
す
。
休
日
や
休
憩
・
残
業
時
間
の
取
り
決
め
も
明
確
で
は
な

い
企
業
も
あ
る
は
ず
で
す
。

例
え
、
規
定
が
あ
っ
た
と
し
て
も
正
式
に
就
業
規
則
に
制
定
し
て
労

働
基
準
監
督
署
に
提
出
を
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

休
日
や
休
憩
・
残
業
時
間
の
基
準
を
決
め
る
と
会
社
が
損
を
す
る
か
ら

決
め
な
い
で
お
い
た
ほ
う
が
良
い
と
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
残
業
を
払

う
基
準
等
を
決
め
る
と
残
業
代
の
支
払
い
が
必
要
と
な
る
の
で
、
決
め

な
い
で
お
こ
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
逆
に
大
き
な
企
業
リ
ス
ク
を
生

み
出
し
て
い
ま
す
。
問
題
を
あ
い
ま
い
な
ま
ま
放
置
し
て
、
店
舗
数
や

売
上
だ
け
拡
大
し
て
い
っ
た
と
し
た
ら
、
い
つ
か
、
こ
の
問
題
が
企
業

に
何
億
円
も
の
支
払
い
を
命
じ
る
労
基
署
の
勧
告
と
し
て
具
現
化
す
る

の
で
す
。

企
業
と
し
て
規
定
で
決
め
て
い
な
く
て
も
、
労
基
法
の
最
低
の
ル
ー

ル
に
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
残
業
を
し
た
ら
割
増
賃
金
を
支

払
う
こ
と
は
法
律
で
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

昨
今
、
新
聞
を
に
ぎ
わ
し
て
い
る
の
は
賃
金
不
払
い
残
業
と
言
わ
れ

て
い
る
も
の
で
す
。
賃
金
不
払
い
残
業
と
は
サ
ー
ビ
ス
残
業
の
こ
と
で

す
。
サ
ー
ビ
ス
残
業
と
い
う
と
「
会
社
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
、
無
償

で
働
い
て
い
る
の
で
良
い
こ
と
だ
。」
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
と

内
部
告
発
に
よ
る

賃
金
未
払
い
残
業
の
摘
発

従
業
員
と
会
社
と
の

ト
ラ
ブ
ル
が
続
出
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い
う
理
由
か
ら
、
明
確
に
法
律
違
反
で
あ
り
、
支
払
う
べ
き
も
の
を
支

払
っ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
意
味
で
「
賃
金
不
払
い
残
業
」

と
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

最
近
の
労
働
基
準
監
督
署
の
取
り
締
ま
り
は
こ
の
賃
金
不
払
い
残
業

に
関
す
る
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
つ
パ
チ
ン
コ

店
が
そ
の
取
締
り
の
対
象
と
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
す
。

こ
の
取
締
り
の
き
っ
か
け
は
、
ほ
と
ん
ど
が
退
職
社
員
の
申
告
（
労

働
基
準
監
督
署
に
申
し
出
る
こ
と
）
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
社
員
の
退
職

時
は
問
題
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
万
が

一
で
も
社
員
が
不
満
を
残
す
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
要
注
意
で
す
。
最
近

は
法
律
の
知
識
を
持
つ
社
員
も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
納
得
の

い
か
な
い
部
分
に
関
し
て
は
労
働
基
準
監
督
署
に
相
談
す
る
ケ
ー
ス
が

続
出
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
ま
す
。

特
に
、
解
雇
を
し
た
と
き
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
パ
チ

ン
コ
ホ
ー
ル
企
業
で
は
、
解
雇
す
る
際
に
は
働
い
た
部
分
も
含
め
て
給

料
を
支
払
わ
ず
解
雇
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
避
け

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
後
で
も
し
も
、
こ
の
社
員
が
労
働
基
準
監
督

署
に
申
告
し
た
と
き
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
あ
れ
、
働
い
た
分
は
支
払

う
よ
う
命
じ
ら
れ
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
解
雇
が
無
効
と
さ
れ
て
、

損
害
賠
償
金
を
付
加
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り

ま
す
。

そ
し
て
、
企
業
の
リ
ス
ク
と
し
て
最
大
な
の
は
、
そ
の
社
員
か
ら
残

業
代
の
不
払
い
に
関
し
て
の
申
告
が
労
働
基
準
監
督
署
に
あ
っ
た
と
き

で
す
。

残
業
代
の
不
払
い
は
重
い
罰
則
が
あ
り
ま
す
、
働
い
た
ら
そ
れ
に
見

合
う
賃
金
を
支
払
う
べ
き
な
の
に
、
支
払
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ

か
ら
で
す
。
開
店
が
９
時
で
夜
11
時
が
閉
店
の
パ
チ
ン
コ
店
で
、
残
業

が
発
生
し
な
い
と
は
労
働
基
準
監
督
署
の
監
督
官
は
考
え
ま
せ
ん
。
残

業
分
の
賃
金
の
不
払
い
が
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
気
付
く
で
し
ょ
う
。

今
ま
で
は
、
申
告
を
す
る
人
が
い
な
か
っ
た
か
ら
、
大
き
な
問
題
に
な

ら
な
か
っ
た
だ
け
な
の
で
す
。

こ
の
申
告
が
あ
る
と
、
労
働
基
準
監
督
署
員
に
よ
る
調
査
が
始
ま
り

ま
す
。
直
接
店
舗
に
行
き
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
す
。

そ
れ
で
、
確
実
に
賃
金
未
払
い
残
業
の
実
態
が
把
握
さ
れ
る
の
で
す
。

き
っ
か
け
は
社
員
の
申
告
で
始
ま
る

勧
告
と
し
て
、
賃
金
不
払
い
残
業
を
な
く
す
よ
う
に
す
る
こ
と
や
、
過

去
２
年
分
の
残
業
代
の
支
払
い
を
指
示
し
ま
す
。
こ
れ
に
は
退
職
し
た

社
員
の
分
も
含
ま
れ
ま
す
。

賃
金
不
払
い
残
業
の
摘
発
は
企
業
経
営
に
と
っ
て
は
最
大
の
リ
ス
ク

な
の
で
す
。
新
聞
で
は
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
何
十
億
円
も
の
お
金
を

支
払
っ
た
事
例
が
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

パ
チ
ン
コ
ホ
ー
ル
企
業
の
経
営
者
の
大
半
は
、
こ
の
リ
ス
ク
に
気
付

い
て
い
ま
せ
ん
。
も
し
く
は
パ
チ
ン
コ
は
例
外
と
考
え
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

労
働
時
間
・
休
日
・
休
憩
・
残
業
の
定
義
な
ど
を
し
っ
か
り
と
把
握

し
て
リ
ス
ク
を
減
ら
す
よ
う
に
労
務
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
、
現
状
の
業
務
実
態
の
把
握
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
店
舗
に
よ

っ
て
労
働
条
件
が
違
っ
て
い
た
り
、
店
長
の
裁
量
で
全
て
が
決
め
ら
れ

て
い
る
状
況
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
防
が
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。
業
務
の

効
率
化
を
推
進
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
を

す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
営
業
・
人
事
・
労
務
全
般
に
対
し
て
会
社
の

統
一
ル
ー
ル
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

特
に
、
労
働
条
件
全
般
に
つ
い
て
は
実
情
に
合
わ
せ
て
、
就
業
規
則

に
会
社
の
義
務
と
社
員
の
義
務
を
記
載
し
て
、
周
知
徹
底
を
し
ま
し
ょ

う
。
こ
れ
が
、
労
基
署
対
応
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
残
業
に
関
し
て
は
、
手
続
き
の
ル
ー
ル
の
取
り
決
め
が
必

要
で
す
。
単
に
遅
く
ま
で
店
舗
に
い
る
か
ら
残
業
を
し
て
い
た
こ
と
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
残
業
の
申
請
の
仕
方
や
上
司
の
指
示
命
令
が
無
い
と

残
業
を
し
て
は
い
け
な
い
、
上
司
が
確
認
す
る
等
の
ル
ー
ル
で
す
。

こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
を
決
め
て
お
か
な
い
と
、
労
基
署
も
出
勤
し
た
時

間
か
ら
退
勤
し
た
時
間
ま
で
を
、
労
働
時
間
と
み
な
し
て
、
残
業
の
支

払
い
を
命
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

従
来
、
パ
チ
ン
コ
ホ
ー
ル
の
社
員
は
長
時
間
労
働
に
慣
れ
て
、
生
産

性
を
上
げ
る
こ
と
や
、
最
短
時
間
で
仕
事
を
終
え
る
と
い
う
意
識
が
他

の
業
界
に
比
べ
て
薄
い
の
で
す
。
こ
れ
を
、
で
き
る
だ
け
残
業
が
発
生

し
な
い
よ
う
に
効
率
よ
く
仕
事
を
す
る
と
い
う
に
転
換
さ
せ
な
い
と
な

り
ま
せ
ん
。

他
の
業
界
な
み
の
休
日
を
確
保
し
て
、
優
秀
な
人
材
を
確
保
し
て
、

定
着
さ
せ
る
た
め
に
も
時
間
内
で
仕
事
を
終
え
る
と
い
う
習
慣
を
築
か

な
い
と
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
社
員
に
長
時
間
労
働
を
強
い
る
だ
け
で
、
残
業
を
減
ら
す
取

組
み
を
し
て
い
な
い
会
社
に
は
、
社
員
が
定
着
せ
ず
に
良
い
社
員
か
ら

退
職
し
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
よ

う
な
会
社
は
最
終
的
に
は
倒
産
す
る
し
か
道
が
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で

す
。
日
本
全
体
で
労
働
者
人
口
が
減
少
し
、
特
に
20
歳
代
の
人
口
は
大

減
少
し
て
い
ま
す
。
今
ま
で
も
採
用
に
は
苦
労
し
て
き
ま
し
た
が
、
社

員
を
大
切
に
す
る
会
社
し
か
人
材
は
採
用
で
き
な
い
時
代
に
な
る
か
ら

で
す
。 最

後
に

こ
の
リ
ス
ク
回
避
の
方
法
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新聞のニュースより

A社書類送検 ～サービス残業代30億円支払い～

人材派遣会社A社が、サービス残業をさせた全国の社員と退職者の

計約4000人に過去2年間にさかのぼり、総額約30億円の残業代の支

払いを始めたことが明らかになった。

03年に自殺した大阪本社の副支店長の遺族が「自殺したのは長時間労

働を強いられたため」として、04年4月に労基法違反の疑いで労働基準監

督署に告発、大阪労働局は同年5月に東京のグループ本部などを家宅捜

索するなどして勤務実態を調査してきた。

大阪労働局は同社が組織的にサービス残業をさせた疑いが強まったと

して、労基法違反（割増賃金不払い）の疑いで、持ち株会社を家宅捜索。す

でに会長と社長から数回に渡り事情聴取し、近くA社と幹部数人を書類送

検する。

A社の就業規則では労働時間は午前9時～午後5時30分と定めている

が、大阪本社では労働時間が実質的に13時間を超え、土日の出勤も当た

り前になるなど全国で長時間労働とサービス残業が行われていた。同社で

は今後、サービス残業の実態を調べ、確認できた分から支払っていくという。

～あなたの会 社 が倒 産 する日 ～

解　　説

このように、賃金不払い残業の摘発の発端は退職者（もしくはそ

の家族）から出ることがほとんどです。労働基準監督署はある程

度の証拠物件を持って相談に来る人がいると、法律違反に関しては適

切に対応することになります。

特に、この事例のケースではサービス残業代の支払いと合わせて、

加重な労働時間が原因となる自殺なので労災の補償の対象ともなり

ます。会社は「安全配慮義務違反」としてさらに死亡した人の遺族に

は、1億円以上の損害賠償金を支払う必要も出てきます。

パチンコ店でこのような事態が発生し、ニュースとなったとしたら、お

そらく次の日からはしばらく客足が遠のくでしょう。現金盗難で新聞沙

汰となったパチンコ店と同様なのです。お客さんは「あそこの店は社員

を過労死させる店だ。経営が危ないから、社員に無理をさせているん

だ。」あるいは、「何十億円ものお金を支払うと玉が出せないだろう。」

と考えるのが普通でしょう。パチンコ店の場合は他のサービス業と比

べると客離れという点では、壊滅的に被害を受けることになります。

R i s k  M a n a g e m e n t

【参考】個別労働相談件数は平成16年度は、約82万4,000件となっています。これは労働基準監督署など
に相談窓口において、労働トラブルについて相談した件数です。民事上の個別労働紛争相談の件数は約16万件

です。両方とも年々急激に増加しています。内訳は解雇のトラブルが約27%と一番多く、次が労働条件の引き下

げで約16%となっています。（図表1．2参考資料）

第2図　民事上の個別労働紛争相談の内訳 
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