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昨
日
は
子
ど
も
１
歳
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
０
歳
の
こ
ろ
は
チ
ク
ッ
と
感
じ
て
初
め

て
「
ぎ
ゃ
ー
！
」
と
叫
ぶ
よ
う
な
感
じ
で
し
た
が
、
知
恵
が

つ
い
て
き
た
の
か
、
打
た
れ
る
前
か
ら
不
穏
な
空
気
を
察
し

て
泣
い
て
い
ま
し
た
。
私
も
注
射
が
大
嫌
い
で
、
特
に
打
た

れ
る
前
の
恐
怖
感
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。 

 

と
は
い
え
、
妊
娠
中
は
採
血
等
で
注
射
の
機
会
が
増
え
、

産
後
も
コ
ロ
ナ
の
ワ
ク
チ
ン
も
数
か
月
に
１
回
打
っ
て
い
る

の
で
、
私
も
少
し
は
注
射
に
慣
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
も

と
も
と
注
射
嫌
い
な
の
も
あ
っ
て
、
ワ
ク
チ
ン
を
打
た
な
い

人
の
気
持
ち
も
理
解
で
き
ま
す
。
先
日
、
友
人
と
の
会
話

で
、
そ
の
こ
と
を
話
し
た
ら
、
「
え
、
気
持
ち
わ
か
る
？
反

ワ
ク
チ
ン
っ
て
こ
と
？
」
と
言
わ
れ
、
「
ん
？
そ
う
と
ら
え

ら
れ
る
の
？
」
と
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。 

 

①
自
分
自
身
が
ど
う
す
る
か
、
②
（
自
分
と
違
う
行
動
を

取
る
）
他
者
の
気
持
ち
は
ど
う
な
の
か
、
③
そ
の
他
者
か
ら

自
分
が
ど
の
程
度
迷
惑
を
被
る
の
か
、
こ
の
三
点
は
分
け
て

考
え
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
マ
ス
ク
せ

ず
に
く
し
ゃ
み
を
す
る
人
が
近
く
に
来
た
と
し
て
、
①
自
分

は
な
る
べ
く
そ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
な
、
②
で
も
飛
沫
が

マ
ス
ク
の
内
側
に
つ
く
の
が
嫌
だ
か
ら
外
し
た
い
の
か
も
し

れ
な
い
な
、
③
し
か
し
こ
れ
で
自
分
が
何
か
に
感
染
し
た
ら

迷
惑
だ
な
、
と
思
い
ま
す
。
別
に
②
が
ど
う
で
あ
れ
①
と
③

は
変
わ
ら
な
い
の
で
す
が
、
か
と
い
っ
て
②
を
抜
き
に
す
る

と
、
殺
伐
と
し
た
世
の
中
に
加
担
し
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が

し
て
い
ま
す
。 

 

戦
時
中
は
、
良
心
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
、
「
敵
を
人
間

で
は
な
い
」
と
刷
り
込
み
を
す
る
、
と
何
か
で
読
ん
だ
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
自
分
と
は
違
う
行
動
や
考

え
方
の
人
に
つ
い
て
も
同
じ
人
間
で
あ
る
と
と
ら
え
、
そ
の

気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
、
平
和
な
世

界
に
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
ま
す
。 
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痴
漢
を
弁
護
す
る
理
由 

8 

１ 

私
の
元
所
属
事
務
所
（
東
京
法
律
事
務
所
）
の
後
輩
で
も

あ
る
大
森
顕
弁
護
士
監
修
の
小
説
「
痴
漢
を
弁
護
す
る
理

由
」
が
２
０
２
２
年
９
月
に
日
本
評
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
、

こ
の
た
び
拝
読
し
ま
し
た
（https:/

/
w

w
w

.nippy
o
.co

.jp/

sho
p
/
b
o
o
k
/
8
8
7
6
.htm

l

）
。
大
森
弁
護
士
は
、
司
法
研
修

所
の
刑
事
弁
護
教
官
も
務
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

私
自
身
も
若
い
頃
は
、
痴
漢
え
ん
罪
事
件
に
取
り
組
ん
で

き
た
の
で
、
そ
の
現
場
の
リ
ア
ル
さ
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
る

小
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
臨
場
感
を
持
っ
て
二
話
を
読
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

２ 

第
一
話
は
、
い
わ
ゆ
る
痴
漢
に
間
違
わ
れ
た
被
告
人
に
関

す
る
「
ち
か
ん
冤
罪
」
が
テ
ー
マ
で
す
。
周
防
正
行
監
督
の

映
画
「
そ
れ
で
も
ボ
ク
は
や
っ
て
い
な
い
」
の
世
界
で
す
。 

 
 

こ
の
小
説
の
中
で
、
主
人
公
の
新
橋
将
男
弁
護
士
（
仮

名
）
は
こ
う
心
情
を
吐
露
し
て
い
ま
す
。
「
こ
の
国
の
制
度

は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
歪
ん
で
い
る
。
し

か
し
、
弁
護
人
が
ぶ
つ
か
り
続
け
れ
ば
変
わ
ら
な
い
は
ず
が

な
い
。
い
や
、
変
わ
ろ
う
と
変
わ
る
ま
い
と
、
ぶ
つ
か
り
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
弁
護
人
し

か
い
な
い
か
ら
だ
。
大
林
さ
ん
に
は
で
き
な
い
。
そ
の
家
族

に
も
で
き
な
い
。
弁
護
人
で
あ
る
僕
に
し
か
で
き
な
い
こ
と

だ
。
」 

 
 

こ
の
言
葉
に
、
弁
護
士
と
著
者
ら
の
矜
持
が
表
現
さ
れ
て

い
る
と
思
い
ま
し
た
。 

 

３ 

第
二
話
は
、
本
当
に
痴
漢
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
人
が
、
性

的
依
存
症
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
妻
や
娘
の
援
助
を
受
け

な
が
ら
治
療
に
取
り
組
む
物
語
で
す
。
真
犯
人
で
も
弁
護
士

は
弁
護
す
る
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
一
般
の
人
に
も

わ
か
り
や
す
く
語
り
掛
け
る
話
で
す
。 

 
 

こ
の
第
二
話
の
中
で
、
印
象
的
な
叙
述
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

「
ま
た
、
弁
護
士
業
務
の
根
っ
こ
に
あ
る
の
は
人
間
関
係

で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
の
人
間
や

相
手
方
、
ど
の
よ
う
な
人
と
も
、
し
っ
か
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
っ
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
肝
要
だ
。
‥
」
「
一

番
大
き
な
ス
ト
レ
ス
に
な
る
の
は
、
あ
ま
り
相
性
の
良
く
な

い
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
代
理
人
を
務
め
る
民
事
事
件
や
家
事
事

件
で
、
主
張
の
指
し
手
を
間
違
え
た
時
だ
。
‥
‥
事
件
も
、

代
理
人
で
あ
る
自
分
の
精
神
的
に
も
、
尋
常
で
は
な
い
ダ

メ
ー
ジ
を
被
る
。
そ
の
後
、
こ
の
経
緯
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に

報
告
す
る
と
き
が
一
番
つ
ら
い
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
自
分
に

不
利
な
こ
と
を
隠
し
て
い
た
り
、
あ
い
ま
い
に
し
か
話
し
て

く
れ
な
か
っ
た
場
合
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
側
に
も
原
因
が
あ
る

の
だ
が
、
し
っ
か
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
怠
り
、
全

て
の
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
の
な
ら
僕
が
悪

い
。
」 

 
 

こ
の
く
だ
り
は
、
刑
事
事
件
を
超
え
て
、
弁
護
士
と
し
て

未
だ
に
そ
の
よ
う
な
反
省
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
私
に
と
っ

て
、
大
変
共
感
で
き
る
も
の
で
し
た
。 

 
 

事
務
所
を
維
持
し
、
家
族
を
養
う
た
め
に
弁
護
士
は
稼
が

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
稼
ぐ
こ
と
は
手
段
で

あ
っ
て
、
手
段
よ
り
も
大
事
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
誇
り
を
も
っ

て
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
自
分
は
そ
う
あ
り
た

い
と
常
々
考
え
て
い
ま
す
し
、
同
じ
思
い
を
持
っ
た
若
手
弁

護
士
が
育
っ
て
い
る
こ
と
に
と
て
も
感
動
を
覚
え
た
小
説
で

し
た
。 

 
 

ぜ
ひ
法
律
家
以
外
の
み
な
さ
ん
に
も
一
読
を
お
勧
め
し
ま

す
し
、
私
も
若
手
弁
護
士
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

編 

集 

後 
記 

 

「
で
も
気
持
ち
は
わ
か
る」
と
い
う
態
度 
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１．15日に発表された2022年７～９月期のGDP

は実質で前期比0.3％減となった。外需の寄与

度がマイナスになったこと、加えてGDPの５割

強を占める個人消費が鈍化、前期比プラス

0.3％の微増にとどまったことが成長の足を

引っ張った。国際機関は2023年の世界経済が

物価高の影響でさらに減速すると予想してお

り、外需はより厳しい見通しである。内需への

切り替え、実体経済の立て直しが必要である。 

 

２．異常な物価高に加え、増税（医療費負担、介

護保険負担の増大等）が内需を冷やし、さらに

コロナ感染「第８波」が到来したならばいよい

よ深刻である。この10年間に１人あたり実質

賃金は年収にして24万円も減っている。物価

高が特に実質賃金の落ち込みを顕著にしてい

る。 

 

３．中小企業は賃上げをする余裕がないところが

大半である。そこへの直接支援も含めた賃上げ

対策を本格的にやらなければならない。「業態

転換や生産性向上への補助制度」しか政府の予

算措置はない。これでは打開できないのであ

る。 

世界でも異常な「成長しない国」 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

司法書士の業務つれづれ帳 

JAZZでほっと一息 

となりの弁護士  ほか 

連 載 

千葉県・小湊鉄道 



 

 

 政府は、10月21日、過労死等防止対策推進法

に基づき、「令和３年度我が国における過労死

等の概要及び政府が過労死等の防止のために講

じた施策の状況」（令和４年版過労死等防止対

策白書）を公表しました。 

 今回の白書では、新型コロナウイルス感染症

やテレワークの影響に関する調査分析等につい

て も 報 告 し て い ま す。第 ２ 章「過 労 死 等 の 現

状」、第 ３ 章 過 労 死 等 を め ぐ る 調 査・分 析 結

果」を中心に概要を紹介します。 

 

【新しい労災認定基準】 
 仕事が主な原因で発症した脳・心疾患、仕事

によるストレスが関係した精神疾患について、

業務上疾患と認められるか、その認定は通達で

定められています。最近の認定基準は次の２つ

の認定基準によります。 

 これと時期を前後して、国家公務員及び地方

公務員の公務災害の認定基準も発表されていま

す。 

 従来労災認定はどちらかというと労働時間の

長さを基準に判定される傾向が強かったと言わ

れてきましたが、上記通達では「労働時間と労

働時間以外の負荷要因を総合評価」すること、

「長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働

時 間 以 外 の 負 荷 要 因 の 見 直 し」（脳 心 疾 患 通

達）などが行われ、「心理的負荷評価表」を定

め、セクシュアルハラスメントを独立した類型

とするなど見直しが図られています（精神障害

認定基準）。 

 

【脳・心臓疾患事案の概要】 
 労災認定された脳・心臓疾患事案は、近年減

少傾向であり、発症時年齢は近年上昇傾向でし

た。また、死亡事案についても、近年減少傾向

にあり、死亡時年齢は上昇傾向でした。 

 平成22年度から平成26年度までの５年間と、

そ の 後 の ５ 年 間 の 変 化 を み る と、業 種 別 で は

「運輸業、郵便業」、「宿泊業、飲食サービス

業」等の割合が増加し、職種別では「輸送・機

械 運 転 従 事 者」、「運 搬・清 掃・包 装 等 従 事

者」等の割合が増加しています。 

 

【精神障害事案の概要】 
 精神障害事案は、平成24年度以降、令和元年

度までにおいては、横ばいでしたが、女性の事

案数は増加傾向でした。自殺（未遂を含む）事

案は、近年横ばいでした。前５年と後５年の変

化をみると、業種別では「医療、福祉」、「建

設 業」等 の 割 合 が 増 加 し、職 種 別 で は「専 門

的・技術的職業従事者」、「サービス業職業従

事者」等の割合が増加しています。 

 認定要因をみると、男性では「仕事内容・仕

事 量 の（大 き な）変 化 を 生 じ さ せ る 出 来 事 が

あった」、「２週間以上にわたって連続勤務を

行 っ た」の 割 合 の 増 加 が 大 き く、女 性 で は

「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受

けた」、「仕事内容・仕事量の（大きな）変化

を 生 じ さ せ る 出 来 事 が あ っ た」の 割 合 が 大 き

い。 

 

【就業時間の状況、コロナの影響等】 
 就業者を対象としたアンケート結果による

と、１ 週 間 当 た り の 実 労 働 時 間 数 に つ い て、

「週60時間以上」の割合が高いのは、業種別で

は「運輸業、郵便業」、「宿泊業、飲食サービ

ス 業」等、職 種 別 で は「輸 送、機 械 運 転 従 事

者」、「建 設、採 掘 従事 者」等 で あり、脳・心

臓疾患、精神障害の労災支給決定事案の状況と

おおむね一致していました。 

 テレワークの状況は、コロナ前の2.3倍～4.8

倍と大きく導入が進み、その実施頻度が上がる

と睡眠時間の長い割合が高く、うつ傾向・不安

がある者の割合が低くなる傾向がみられまし

た。新型コロナウイルス感染拡大の影響をみる

と、「収入減少」の割合が高いのは、業種別で

は「宿 泊 業、飲 食 サ ー ビ ス 業」、「生 活 関 連

サービス業、娯楽業」等、就業形態別では「自

営業」であり、世帯収入が少ない世帯ほど「収

入減少」の割合が高くなっています。  

TOPICS 

令和４年版過労死等防止対策白書が公表  

 オフィス・サポートNEWS 2 

（１）「血管病変等を著しく憎悪させる業務

による脳血管疾患および虚血性心疾患等

の認定基準ついて」（令和３年９月14日

付け基発0914第１号） 

（２）心理的負荷による精神障害の認定基準

について」（平成23年12月26日付け基

発1226第１号） 
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生活相談   

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

暑熱環境下での作業で 

         脳出血した場合の労災認定 

【労災認定基準で改正されました】 
 令和３年９月14日付で脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました（「血管病変等を著しく憎悪させる業務による脳

血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」）。最近の働き方の多様性や職場環境の変化が生じていることから、最新の医

学的知見を踏まえて検証をしてきた結果が通達としてまとめられたものです。従来、どちらかというと残業時間が１カ月

80時間、100時間を超えるかどうかで機械的に判断される傾向がありましたが、次のような考え方に変わりました。 

 そのうえで、「過重負荷の有無の判断」について、次のような基準を示しています。 

 上記(カ)の「作業環境」では、「温度環境」として「寒冷・暑熱の程度、防寒・防暑衣類の着用の状況、一連続作業時

間中の採暖・冷却の状況、寒冷と暑熱との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度、水分補給の

状況等の観点から検討し、評価すること」としています。 
 

【高血圧であったことはどう評価されるか】 
 上記通達に「基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含む」とあるように、同種労働者が

通常同じように勤務しているのであれば、基礎疾患が労災認定の障害にはならないとされています。また、健康診断等で

再検査、治療等が特に指示されていないとのことであれば、高血圧であることは労災認定の障害にはならないと思われます。 

 また、会社が「会社内で倒れていないので労災にならない」というのもおかしな主張です。ケガ等の場合なら会社外な

ら通勤災害ということになりますが、疾病の場合は発症したのが会社であるか、自宅であるかは労災認定上関係ありませ

ん。そもそも労災認定は労働基準監督署が行うものであり、会社に認定権限があるわけではありませんし、労災申請は労

働が有する権利ですから、会社が何を言おうが労災申請することができます。 

 

 もちろん申請してみないと可否はわかりませんが、必要な書類をそろえて申請してみてください。休業補償請求と療養

補償請求の２つになると思います。 

 
 

 倉庫での荷物作業をしていました。昨年の７月、自宅で風呂に入っているとき脳幹出血し、救急車を呼び、入

院、その後リハビリで５カ月余の期間入院しており、現在も週１日通院しています。７月ということもあり、倉

庫内は40℃を超える暑さで、クーラーもない環境でした。会社からは、「会社内で倒れたのではないので労災に

はならない」と言われていますが、そうなのでしょうか？なお、私は遺伝性による高血圧です。しかし、健康診

断では特に治療を求められているわけではありません。また、残業はそれほどあったわけではありません。 

Question ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Answer //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

●長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化 

●長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し 

●短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化 

●対象疾病に「重篤な心不全」を追加 

ア …同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精神的負担と認められる業務であるか否かという観点から、客観

的かつ総合的に判断すること。…基礎疾患を有していたとしても日常業務を支障なく遂行できるものを含む。 

イ …発症に近接した時期に一定の負荷要因が認められる場合には、それらの負荷要因についても十分に検討する必要があること。 

ウ …業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下に掲げる負荷要因について十分検討すること。 

  (ア)労働時間…１か月100時間、80時間超の時間外労働。労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮 

  (イ)勤務時間の不規則性…拘束時間、連続勤務、インターバルの短さ、「不規則な勤務・交代制勤務・深夜勤務」 

  (ウ)事業場外における移動を伴う業務…出張の多い業務、時差のある海外への移動 

  (エ)心理的負荷を伴う業務 

  (オ)身体的負荷を伴う業務…重量物の運搬作業、人力での堀削作業など 

  (カ)作業環境…温度環境、騒音 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

  Guess I'll Hang My Tears Out To Dry 涙のかわくまで  

 1944年サミー・カーン作詞、ジュール・スタイン作曲。

ミュージカル「Glad To See You」のために書かれた曲の一つ

です。ミュージカルそのものはテスト公演での評判が良くな

かったのでボツになりましたが、1945年にダイナ・ショアの

レコードがヒットしたため、この曲だけが世に残りました。

私はテナーサックスのデクスター・ゴードンの別の曲を聴い

ていて、同じアルバムにあるこの曲に出会いました。演奏者

によってはタイトルに主語のI（私）が入って「I Guess I'll 

Hang My Tears Out To Dry」となっているものもあります。涙

が乾くまで外に吊るしておこうかなって、洗濯物じゃないん

だからできるかい！って思うけど、表現としては面白いです

ね。 

 

 （前奏） 

  私の彼はハンサムなの 

  だから誘惑されないかと頭痛の種になる 

  黄昏時になると 

  ハーバーに立つ自由の女神の気持ちが良くわかるわ 

 （主題） 

  雨が降って欲しいと思ったら晴れてしまうし 

  私の心は空と同じブルーなの 

  愛を失ったから、立ち直れないわ 

  涙をこらえて乾かそう 

 

  友達は外に誘ってくれるが、忙しいと言ってごまかす 

  何か新しい理由を考えなければ 

  家の中にいて、自分に尋ねる「あいつは何だったの」 

  涙をこらえて乾かそう 

 

  小さな涙のしずくを乾かして、私の小さな涙のしずく 

  夢の流れの中で引っかかっている 

  飛んでけ小さな思い出、私の小さな思い出 

  私たちのクレイジーな計画を思い出す 

 

  彼のことは忘れなさいと人は言う 

  私も試してみたわ 

  彼なしで生きてこれたことが不思議だわ 

  ある日彼は私の前を素通りしていった。 

  涙をこらえて乾かそう 

 

 失恋の歌なんだけれど、シャンソンのような物語性を感じ

てしまいます。前奏（ヴァース）のはじめに「私の彼」とし

ているところは、The torch I carry となっていて、手に持って

いる聖火（松明）なんですね。自由の女神のように松明を掲

げて彼の帰りを待つという意味でしょうか。４行目には「自

由の女神」としていますが、そんなことは書いてない。the 

lady in the harbor 港に立つ女性と歌っています。ニューヨー

クだから「自由の女神」のことなんでしょうね。前奏での心

配事は、主題（コーラス）部で失恋という現実に向き合うこ

とになります。 

 フランク・シナトラやダイアナ・クラール、リンダ・ロン

シュタットがYouTubeで聴けます。 

司法書士の業務つれづれ帳 第78回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

行方不明の株主   

 「少数株主から株式を買い取りたいが行方不明の人がい

る。どうしたら良いか。」という相談があった。相談者は株

式会社の創業者オーナー、高齢のため引退したいが後継者が

いないため会社を売るか廃業するか考えていた。過去、従業

員に会社の株を与えていた頃があったそうで、株が分散して

いた。行方不明の株主というのは何十年も前に退職した従業

員で存命か否かもわからない。 

 行方不明の株主がいる状況でのＭ＆Ａは、買い取る側とし

ては嫌だろう。そのまま廃業して解散しても残った財産は株

主への配当(残余財産の分配)となるため、行方不明の株主へ

の配当金は供託され恐らく永く眠ることとなる。 

 株式の譲渡などにより株主が変わった場合、新しい株主は

会社に株主名簿の書換を請求する必要がある。株主は株主名

簿に自分の名前が記載されないと自分が株主であることを会

社に主張することができない。よって、株主の行方不明など

により株主総会の招集通知が届かなかったとしても、株式会

社は株主名簿の株主を自社の株主と扱えば良いため通常の業

務・運営に影響はない。 

 ただ、株式を買い取るとなると実際の株主を把握しないと

買い取ることはできない。平成２年の商法改正までは会社設

立時に発起人が７名以上必要だったことから今でも名義株や

株式の分散の問題は残っているが、その解決策として①所在

不明株主の株式の競売②特別支配株主の株式等売渡請求③株

式併合の３つの方法がある。 

 ①は、所在がわからない株主の株式を競売にかけることが

できる。ただ前提として、その株主への通知が５年以上届い

ていない必要がある。株主総会を毎年開催している会社であ

ればこの前提が起きうるが、中小企業の多くは株主総会を開

催していないのでこの方法は難しい。 

 ②は、総株数の90％以上を持つ株主が少数株主に売渡を請

求できる。但し、請求するには単独で90％以上を持っている

必要がある。経験則で言うと100％持っている株主は多く見

るが、単独90％というケースは記憶にない。株主総会の特別

決議が３分の２以上の賛成であり、３分の２が1つのライン

としてあるからだろうか。 

 ③は、株式を併合(10株を１株に併合など)によって少数株

主を１株未満の株主にすることができる。１株未満となった

株式は任意売却か競売で処理をする。ただ、全ての株式が同

率で併合されるので全体のバランスを見る必要がある。 

 東京商工リサーチによれば、2020年に全国で休廃業・解散

した企業は４万9,698件（前年比14.6％増）で2000年に調査

開始以降最多を記録、休廃業・解散した企業の代表者の年齢

別では70代が最も多く41.7％だった。私自身も今年は例年以

上に解散登記の依頼があったが、今後複雑な廃業・解散が増

えそうな予感がした一件だった。  

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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 在宅勤務に事業場外労働みなし制を適用する場合の留意点 
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労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 コロナ感染の拡大とともに在宅勤務を行っています。会社からは

事業場外労働みなし制を適用し、「所定労働時間働いたものとみな

します」と言われています。しかし、与えられた業務量は着実に増

え、毎日所定労働時間を超える勤務となっているのが実際で、残業

代も支払われていません。これっておかしくないですか。   

3 

Question

Answer /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

【事業場外労働みなし制とは】 
 労働基準法第38 条の２第１項では、労働者

が 労 働 時 間 の 全 部 ま た は 一 部 に つ い て、事 業

場 外 で 業 務 に 従 事 し た 場 合 に お い て、労 働 時

間 の 把 握 が 困 難 な も の に つ い て、原 則 と し て

所 定 労 働 時 間 労 働 し た も の と み な す こ と を 定

め て い ま す。同 条 １ 項 但 書 は、事 業 場 外 に お

け る 業 務 に「通 常 必 要 と さ れ る 時 間」が 所 定

労 働 時 間 よ り も 長 く な る 場 合 に は、「通 常 必

要 と さ れ る 時 間 労 働 し た も の と み な す」こ と

を定めています。 

 さ ら に 同 条 ２ 項 は、前 記 但 書 の 場 合 で あ っ

て、労 使 協 定 が 締 結 さ れ て い る と き に は、そ

の 協 定 で 定 め る 時 間 を 事 業 場 外 で の 業 務 の 遂

行 に 通 常 必 要 と さ れ る 時 間 と す る こ と を 定 め

ています。 
 

【テレワークガイドラインでは】 
 厚 労 省 が 出 し て い る「テ レ ワ ー ク の 適 切 な

導 入 及 び 実 施 の 推 進 の た め の ガ イ ド ラ イ ン」

で は、「様 々 な 労 働 時 間 制 度 の 活 用」の 一 つ

と し て 事 業 場 外 み な し 労 働 時 間 制 の 活 用 を あ

げ て い ま す。テ レ ワ ー ク に お い て こ の 制 度 を

適 用 で き る 条 件 と し、「① 情 報 通 信 機 器 が、

使 用 者 の 指 示 に よ り 常 時 通 信 可 能 な 状 態 に お

く こ と と さ れ て い な い こ と、② 随 時 使 用 者 の

具 体 的 な 指 示 に 基 づ い て 業 務 を 行 っ て い な い

こ と」の ２ つ を あ げ て い ま す。厚 労 省 の 立 場

は、積 極 的 活 用 を 呼 び 掛 け る ス タ ン ス で あ る

といえるでしょう。 

 し か し 気 を 付 け な け れ ば な ら な い の は、留

意 点 と し て、「事 業 場 外 み な し 労 働 時 間 制 が

適 用 さ れ る 場 合 に は、必 要 に 応 じ て、実 態 に

合 っ た み な し 時 間 と な っ て い る か 労 使 で 確 認

し、使 用 者 は そ の 結 果 に 応 じ て 業 務 量 等 を 見

直すこと」としていることです。 
 

【テレワーク勤務に潜むリスク】 
 テ レ ワ ー ク は、業 務 効 率 化 に よ り 時 間 が 労

働 の 削 減 に つ な が る メ リ ッ ト が 期 待 さ れ る 一

方、労 働 者 が 使 用 者 と 離 れ た 場 所 で 勤 務 す る

た め 使 用 者 の 管 理 の 程 度 が 弱 く な り、仕 事 と

生 活 の 時 間 の 区 別 が あ い ま い と な り、長 時 間

労 働 を 招 く お そ れ が あ り ま す。こ の 点 で は、

労 使 の 合 意 に よ り、時 間 外 労 働 が 可 能 な 時 間

帯 や 時 間 数 を あ ら か じ め 設 定 す る こ と、そ の

場 合 の 手 続 き な ど を 明 確 に し て お く 必 要 が あ

ります。 

 

【ご質問のケースの対応】 
 ご 質 問 の ケ ー ス で は、事 業 場 外 労 働 と し て

み な す 時 間 が、「所 定 労 働 時 間」で は な く、

「通 常 必 要 と さ れ る 時 間」で あ る よ う で す。

仮 に、所 定 労 働 時 間 と み な す な ら ば、そ の 範

囲 で 業 務 を こ な す こ と が で き る よ う 業 務 量 の

調整が必要でしょう。 

 「通 常 必 要 と さ れ る 時 間」と み な す 場 合

で、そ の 時 間 が 法 定 労 働 時 間 を 超 え る な ら

ば、割増賃金の支払いが必要となります。 

 そ れ ら を 含 め て 労 使 で の 話 し 合 い を き ち ん

とやる必要があります。 

 
  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



 

 

 筆者の経験上、１年単位の変形労働時間制（１年

変形）を導入していても、適法に運用できていない

実態となっていることは珍しくありません。最近、

貨物運送業で、誰かから助言されて導入したという

ケースを目にしましたが、ほとんど運用できていま

せんでした。そこで、今回は１年変形を説明しま

す。 

 

１ １年単位の変形労働時間制とは 
 １年変形とは、年間の業務に繁閑のある事業場に

おいて、繁忙期に長い労働時間を、閑散期に短い労

働時間を設定することにより効率的に労働時間を配

分し、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に

した制度です。 

 具体的には、１か月超から１年以内の範囲で会社

が定めた期間（対象期間）を平均して、１週間あた

りの所定労働時間が40時間を超えない範囲内とする

ことにより、特定の日や週について１日および１週

間の法定労働時間を超えて労働させることができる

制度です（労基法32条の４）。たとえば、対象期間

を１年とした場合には、１年間の所定労働時間の総

枠の上限は2085.71時間１）（閏年でない年）なりま

すので、この範囲で日々の所定労働時間を割り振れ

ばよいことになります。 

 １年変形を導入する場合には就業規則に規定する

とともに、労使協定を締結して労働基準監督署に届

け出なければなりません。 

 

２ 労使協定事項 
 １年変形の導入に必要な労使協定で定める事項は

次のとおりです。 

 ①については、適用される従業員の範囲を協定で

明確に定めます。ただし、年少者については、原則

として適用できません。また、妊産婦は、請求が

あった場合には適用できません。したがって、１年

変形が適用できない場合の所定労働時間等の規定も

必要です。 

 次に、②の対象期間は、上記のとおり最長１年で

す。したがって、３か月とか６か月で締結すること

も可能です。 

 ③の特定期間とは、特に繁忙な時期をいいます。

１年変形の場合、連続労働日数は原則として最長６

日とする必要がありますが、「特定期間」について

は、週１日の休日が確保できる日数（最長12日）ま

で連続勤務させることが可能です。 

 ④については、上記の所定労働時間の総枠の上限

の範囲内で、対象期間内の各日、各週の所定労働時

間を定めることが必要です。これは原則として対象

期間の全期間にわたって定めなければなりません。 

 ただし、対象期間を１か月以上の期間に区分する

こととした場合には、①最初の期間における労働日

と労働日ごとの労働時間、②最初の期間を除く各期

間における労働日数と各期間における総労働時間を

定めることでもよいとされています。この場合、最

初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働

時間については、その期間の始まる少なくとも30日

前に、過半数代表者の同意を得て、書面により定め

なければなりません。 

 このように、１年変形では早い段階で労働日と各

労働日の労働時間を特定しなければなりません。そ

うすると、顧客の都合による勤務日の変更が多い貨

物運送業などでは、これに対応するのがかなり難し

いです。また、次回に見るように１年変形は細かい

規制が多いのも、実務上の難点です。筆者の感覚で

すが、１年変形を適用できるのはクリニックなどス

ケジュールの見通しが立てやすい事業所に限られる

と思います（それでも変更の可能性があれば、対象

期間を６か月にするなど、工夫した方が無難で

す）。 

（次回へつづく） 

  

 
１）所定労働時間の上限時間は次の計算式で求められ

る。 

   

 

  １日の労働時間が一定の場合は、この式で算出した

上限時間でその１日の労働時間を割れば、年間の就業可

能日数が計算できます。 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○79  

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一  http://office-mori.biz/ 

第79回：１年単位の変形労働時間制・上  
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① 対象従業員の範囲 

② 対象期間（１箇月超～１年）および起算日 

③ 特定期間 

④ 労働日および労働日ごとの労働時間 

⑤ 労使協定の有効期間 

上限時間＝40時間÷７日×対象期間の暦日数 

 

 

オフィス・サポートNEWS 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第115回：中小企業のデジタル化・DX化の現状と課題     

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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 コロナ禍の影響から、ビジネスの世界でもニューノーマルのスタイルへの転換が生じていますこの環境の変化により、中小企業

においても、DX化が叫ばれています。今回は、中小企業のデジタル化・DX化の現状と課題を、当社が直接お話を伺える範囲で、

まとめてみました。＊無作為の調査ですが、あくまでヒアリングが中心であり、客観性が高い統計ではない点をご理解下さい。 

＜全国中小企業の現状（完工高２億～250億 無作為抽出）＞ 

【デジタル化・DX化の現状と課題】 

  凡例：〇良好に運用、△温度差等課題あり、×課題多し・対応なし  

【その１ デジタル化・DX化の現状】まとめ                 

【その２ 経営課題・DX化マインド】まとめ 

【まとめ】 

１．「働き方改革」実現のための生産性向上、コロナ禍によるニューノーマルへのビジネススタイルの変化が“DX化への思い”を加速。 

２．DX化・デジタル化への意識レベルやITリテラシーの差が大きいことが、カルチャー転換の阻害要因。 

３．サービス・生産現場の目線を合わせて、“・・・だからできない”を解消すること、「現場の事情や思いに寄り添って、問題解決」する姿勢が重要。 

業務フロー策定運用 
業務の標準化である「業務フロー」を策定して運用管理している会社は、思いのほか少ない。つまり、システ

ムツール活用や役割分担を含めたプロセス管理が弱い 

事業予算ｴｸｾﾙ管理 
技量やITリテラシーに個人差が大きいが、エクセルでの事業予算は９割がたは作成している。しかし、未だ

「清書ツール」であり、原価変動の管理ツールになっていない。 

原価管理システム活用 
今回調査対象（無作為）20社の導入はほぼ50％程度だが、事業予算から支払・入金経理処理まで一気通貫での

システム活用にはほとんど至っておらず、社内温度差あり。 

現場情報共有ﾂｰﾙ 生産及びサービス現場との情報共有ツールは売り上げ規模の大きい会社に傾斜して導入が進んでいるものの普及度は50％程度 

製品/サービス開発のIT活用 製品/サービス開発のIT活用については、まだ一部の先進的な取り組みをおこなっている会社や人に限定的に利用されている。 

情報共有(Teams等) 
TeamsやKINTONEなどのクラウド情報共有ﾂｰﾙは、比較的規模の大きい中小企業に傾斜的に利用されている

が、その有用性が全社的に生かされているレベルにはない、 

情報共有(ｻｲﾎﾞｳｽﾞLINE等) 
L INEによる情報共有や、サイボウズの活用は、規模にかかわらず、共有を進める意識が高く、そのカルチャー

が根付いた会社では進められている。 

経営者のDX志向 
当然ながら、経営者のDX志向が強い会社ほど、DX化の進捗度は高い。しかし、ITﾘｰﾀ ﾞｰたる伴走者の存在が重要

で、経営者＝ITリーダーという会社は一人歩きしていくリスクが高い。 

ITリーダーの存在 
現場を仕切るITリーダー（CIO)の存在が極めて重要であり、規模の大小関係なく、ITリーダーの存在の有無が

DX化のカギ。IT経営を志向する経営者＋ITリーダーが最強ペアといえる。 

社員のITリテラシー 
社員のリテラシーは、小規模でも高いレベルの会社も存在し、100億超であっても、ITリテラシーのレベル差、

DX化への温度差は大きい、とりわけ中高年社員の意識がネックになる。 

経営課題・DX化マインド 

①首都圏他都市部でのシステム化志向は相対的に高い。 

②地方は、地域のリーダー的存在の規模を持つ会社が「働き方改革」の実現に向けた生産性向上の一環として、

DX化を進めているケースが目出つ。 

③大手系では、危機感が希薄な場合や新規事業の一環としてDX化に取り組無むケースがある。 

④ﾍﾞﾝﾁｬｰ系の場合は、一般企業よりもIT化やシステム導入は進んでいる。 

⑤設備投資が可能という有利さから売り上げ規模のある中小企業でのDX化は進展しているものの、ITリテラ

シーのレベル差がステップアップの足かせになっている。 

⑥小規模の中小企業でも、経営者やITリーダーの牽引力でDX化が進展している企業もある。 


