
　

こ
と
し
４
月
１
日
よ
り
働
き
方
改
革

関
連
法
が
順
次
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

少
子
高
齢
化
に
よ
り
社
会
保
障
の
担
い

手
で
あ
る
現
役
世
代
が
減
少
す
る
こ
と

は
、
社
会
経
済
情
勢
に
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
ま
す
。
働
き
手
を
増
や
す
た
め

に
は
、
い
ま
ま
で
労
働
市
場
に
出
た
く

て
も
出
ら
れ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
働
け

る
よ
う
に
、
柔
軟
な
働
き
方
を
整
備
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
現
在
働
い
て
い
る
人
に
と

っ
て
も
選
択
肢
が
広
が
り
、
働
き
や
す

く
な
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
の

１
つ
が
「
テ
レ
ワ
ー
ク
」
で
す
。
テ
レ

ワ
ー
ク
と
は
、
情
報
通
信
機
器
を
利
用

し
て
時
間
や
場
所
に
と
ら
わ
れ
な
い
働

き
方
を
い
い
ま
す
（
図
表
１
）。

　

本
稿
で
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入
に

際
し
て
の
留
意
点
お
よ
び
社
内
ル
ー
ル

づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
の
現
状

　

総
務
省
の
「
平
成
30
年
通
信
利
用
動

向
調
査
」
に
よ
る
と
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を

導
入
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
19
・
1

％
で
す
。
形
態
で
は
、「
モ
バ
イ
ル
ワ

ー
ク
」
が
63
・
5
％
と
最
も
高
く
、「
在

宅
勤
務
」（
37
・
6
％
）、「
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
勤
務
」（
11
・
1
％
）
の
順
と

な
っ
て
い
ま
す
。
資
本
金
規
模
が
大
き

い
ほ
ど
導
入
率
が
高
く
な
っ
て
い
て
、

「
資
本
金
50
億
円
以
上
」
で
は
53
・
3

％
で
す
が
、「
１
０
０
０
万
円
未
満
」
で

は
12
・
1
％
で
す
。
こ
の
調
査
対
象
企

業
は
常
用
雇
用
労
働
者
数
が
１
０
０
人

以
上
の
企
業
で
す
。
そ
れ
以
下
の
規
模

の
事
業
所
は
、
さ
ら
に
導
入
率
が
下
が

る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

　

導
入
し
な
い
理
由
の
上
位
10
個
を
図

表
２
に
ま
と
め
ま
し
た
。
１
位
の
「
適

し
た
仕
事
が
な
い
」
は
73
・
1
％
で
、

２
位
（
22
・
8
％
）
以
下
を
大
き
く
引

き
離
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
Ｉ
Ｔ
の
発
達
に
よ
り
会
社

に
通
勤
し
な
く
て
も
で
き
る
仕
事
が
増

え
て
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
会
議
な
ど
も
可

能
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
や
り
方
を

工
夫
す
れ
ば
克
服
で
き
る
場
合
も
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
企
業
と
し

て
は
、
会
社
に
出
勤
し
て
も
ら
っ
た
ほ

う
が
勤
怠
管
理
が
し
や
す
い
と
い
う
思

惑
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

厚
生
労
働
省
が
作
成
し
た
資
料
（
２

０
１
７
年
10
月
３
日
第
１
回
柔
軟
な
働

き
方
に
関
す
る
検
討
会
）
に
は
、
導
入

し
た
大
手
企
業
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

の
結
果
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
て
、

図
表
３
の
よ
う
な
成
果
を
上
げ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
前
述
の
総
務
省
の
調
査
で

も
、「
非
常
に
効
果
が
あ
っ
た
」（
21
・

7
％
）、「
あ
る
程
度
効
果
が
あ
っ
た
」

在宅勤務

サテライトオフィス
勤務

モバイルワーク

自 宅 自宅で、会社に出勤したときと
同様の仕事をする

自宅近くや通勤途中の
場所に設けられた

サテライトオフィスで勤務

労働者が
自由に場所を選択して

仕事をする

通勤時間が0となり
時間を有効に使える

通勤時間の短縮
自宅より作業環境が整った

場所で仕事ができる

働く場所を
柔軟に運用して

業務を効率化できる

サテライト
オフィス

定めない

勤務する場所名称 特徴 効果

図表1　テレワークの形態

※厚生労働省「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」より

テレワーク
導入のための
ステップとは

柔軟な働き方を可能と
するテレワークですが、
社内ルールの整備について
考えてみます。

社労士事務所きぼう
特定社会保険労務士

鈴木 豊子

中小企業こ
そ

活用したい
！
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（
59
・
9
％
）
を
合
わ
せ
る
と
81
・
6

％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ス
の
効

果
が
あ
っ
た
と
し
た
企
業
は
０
％
で
す

か
ら
、
効
果
を
実
感
し
て
い
る
企
業
が

多
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
生
産

性
の
向
上
、
経
費
節
減
、
人
材
確
保
等

の
方
策
と
し
て
導
入
を
検
討
し
て
み
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

導
入
し
や
す
い

テ
レ
ワ
ー
ク
は
？

　

場
所
も
時
間
も
選
ば
ず
「
い
ま
い
る

と
こ
ろ
が
仕
事
場
」
と
い
う
本
来
の
テ

レ
ワ
ー
ク
の
概
念
に
近
い
の
は
、
モ
バ

イ
ル
ワ
ー
ク
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
通

常
勤
務
に
比
べ
て
労
働
時
間
の
管
理
が

難
し
く
な
り
ま
す
。
フ
リ
ー
Ｗ
ｉ

̶

Ｆ

ｉ
に
よ
る
情
報
漏
え
い
の
リ
ス
ク
も
心

配
で
す
。

　

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
勤
務
は
、
賃

貸
ま
た
は
自
前
で
オ
フ
ィ
ス
を
設
置
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
費
用
や
維
持
管
理

の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
中
小
企
業
で
も
導
入

し
や
す
い
の
は
在
宅
勤
務
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
通
勤
時
間
が
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
時
間
を
有
効
に
使
え
る
よ

う
に
な
り
、
私
的
な
事
情
に
も
対
応
し

な
が
ら
働
き
や
す
く
な
り
ま
す
。
通
勤

費
も
節
約
で
き
ま
す
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
在
宅
勤
務
に
し
ぼ

っ
て
、
社
内
ル
ー
ル
や
留
意
点
な
ど
に

つ
い
て
記
述
し
ま
す
が
、
基
本
的
な
考

え
方
は
他
の
形
態
も
同
様
で
す
か
ら
、

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

在
宅
勤
務
の
留
意
事
項

お
よ
び
規
定
例

① 

労
働
法
関
連
法
令
の
適
用

　

現
在
、
テ
レ
ワ
ー
ク
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
法
律
は
あ
り
ま
せ
ん
。
企
業
の

裁
量
に
任
さ
れ
る
部
分
が
多
く
あ
り
ま

す
。
対
象
者
の
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
も

会
社
が
自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す
。
無
制

限
で
本
人
の
希
望
に
よ
り
全
員
が
で
き

る
と
し
て
も
よ
い
で
す
が
、
少
な
い
人

員
で
業
務
を
行
な
っ
て
い
る
中
小
企
業

で
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
、

何
等
か
の
理
由
が
あ
る
人
に
許
可
す
る

規
定
に
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
ほ
う
が
よ

い
で
し
ょ
う
（
次
㌻
規
定
例
１
）。

　

こ
の
規
定
例
で
は
、
従
業
員
の
申
出

に
よ
り
会
社
が
最
終
的
に
判
断
す
る
と

し
て
、
あ
く
ま
で
も
会
社
主
導
で
判
断

す
る
形
式
と
な
っ
て
い
ま
す
。
事
業
所

の
実
情
に
応
じ
て
、
も
う
少
し
ゆ
る
や

か
に
し
て
「
や
む
を
得
な
い
事
情
」
が

な
く
て
も
、
子
ど
も
の
送
り
迎
え
を
必

要
と
す
る
人
、
妊
娠
中
の
人
、
持
病
が

あ
り
通
勤
の
負
担
を
軽
減
し
た
い
人
な

ど
も
含
め
る
と
、
労
働
者
に
と
っ
て
は

使
い
勝
手
が
よ
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　

在
宅
勤
務
で
も
法
律
上
の
「
労
働

者
」
で
す
か
ら
労
働
基
準
法
、
最
低
賃

金
法
、
労
働
安
全
衛
生
法
、
労
働
者
災

害
補
償
保
険
法
等
労
働
法
は
会
社
内
で

働
く
場
合
と
同
様
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

②
労
働
時
間
の
管
理

　

長
時
間
労
働
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、

労
働
時
間
を
し
っ
か
り
把
握
し
ま
す
。

業
務
を
始
め
る
時
刻
、終
了
す
る
時
刻
、

休
憩
、
中
抜
け
な
ど
に
つ
い
て
も
報
告

を
義
務
づ
け
て
お
き
ま
す
。
法
定
労
働

時
間
を
超
え
れ
ば
割
増
賃
金
の
支
払
い

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
深
夜
時
間
帯

（
午
後
10
時
～
翌
朝
５
時
ま
で
）
に
仕

事
を
す
れ
ば
深
夜
割
増
賃
金
も
必
要
と

な
り
ま
す
。
私
的
な
事
情
な
ど
に
対
応

1 テレワークに適した
仕事がない

2 業務の進行が難しい

3 情報漏えいが心配

4 メリットがよくわからない

5 社内コミュニケーションに
支障がある

6 文書の電子化が
進んでいない

7 社員の評価が難しくなる

8 顧客等外部対応に
支障がある

9 人事制度導入に
手間がかかる

10 費用がかかる

事業生産性の向上

旅費、交通費の削減

女性の離職率の減少

残業時間の削減

図表2 テレワークを導入しない理由
 （複数回答）

図表3 テレワーク導入後の成果

……………… 73.1％

…………… 22.8％

……………… 20.5％

……… 13.4％

…… 12.7％

…………………… 11.0％

………… 9.7％

………………… 9.1％

……………………… 8.7％

………………………… 7.5％

……………………… +26％

……………………………… -5％

……………………… -20％

…………………… -40％

※総務省「平成30年通信利用動向調査」より

※日本マイクロソフト株式会社「2010年度からの5年間の社全体の効果」より
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で
き
る
よ
う
に
行
な
う
と
す
る
と
、
深

夜
勤
務
な
ど
は
禁
止
す
る
こ
と
も
一
考

で
す
（
規
定
例
２
）。

　

規
定
例
２
の
１
項
⑵
た
だ
し
書
き

は
、
雇
用
保
険
に
加
入
し
続
け
る
た
め

の
要
件
で
す
。
社
会
保
険
は
、
労
働
時

間
が
短
時
間
と
な
っ
て
も
正
社
員
で
あ

れ
ば
「
短
時
間
正
社
員
」
と
し
て
加
入

し
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

③ 

業
務
管
理
の
方
法

　

業
務
遂
行
状
況
の
把
握
を
適
切
に
行

な
い
ま
す
。
業
務
の
進
捗
状
況
を
可
視

化
す
る
た
め
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管
理
ツ

ー
ル
や
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
（
業
務
の
流
れ

を
図
式
化
す
る
）
に
よ
り
、
従
業
員
間

で
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
共
有
す
る
こ
と
も

有
効
で
す
。

④ 

自
宅
の
作
業
環
境

　

労
働
安
全
衛
生
法
で
は
、
作
業
内
容

に
応
じ
て
照
明
の
明
る
さ
な
ど
が
決
め

ら
れ
て
い
ま
す
（
図
表
４
）。
あ
ま
り
劣

悪
な
環
境
で
の
作
業
は
好
ま
し
く
あ
り

ま
せ
ん
。
在
宅
勤
務
を
す
る
前
に
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

⑤ 
労
働
災
害

　

業
務
遂
行
中
に
業
務
を
し
て
い
る
こ

と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
災
害
に
つ
い

て
は
、
使
用
者
に
補
償
義
務
が
あ
り
ま

す
が
（
労
災
保
険
の
適
用
と
な
る
）、

私
的
行
為
中
の
災
害
等
の
補
償
義
務
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
業
務
を
中

断
し
て
私
用
の
買
物
に
行
く
途
中
の
事

故
等
に
つ
い
て
は
、
労
災
と
は
な
り
ま

せ
ん
。

︻
実
際
に
認
め
ら
れ
た
事
例
︼

　
自
宅
で
所
定
労
働
時
間
内
に
ト
イ
レ
に

い
く
た
め
離
席
し
て
、
戻
っ
て
椅
子
に
座
ろ

う
と
し
て
転
倒
し
て
け
が
を
し
た
場
合
に

労
災
と
認
め
ら
れ
た
事
例
が
あ
り
ま
す
。

⑥ 

業
績
評
価

　

実
際
に
仕
事
ぶ
り
が
見
え
な
い
た
め

図表4　事務所衛生基準規則（第10条）

精密な作業

普通の作業

粗な作業

300ルクス以上

70ルクス以上

150ルクス以上

作業の区分 基準

規定例 1

（在宅勤務の定義）
第〇条　在宅勤務とは、期間を定めて、その間、会社に届け出て

いる住所地の自宅で会社の指示命令に従い業務を行なうこと
をいう。

２　在宅勤務中の就業については、本規程、関連の就業規則、
社内規程、および個別の契約書に従うものとする。

（在宅勤務の許可要件）
第〇条　従業員が在宅勤務を申し出た場合、会社は以下各号の

すべてを満たす場合に在宅勤務を認める。
⑴　会社に通勤して業務を行なうことが困難と認められるやむを

得ない事情があること
⑵　当該従業員の業務内容が自宅で行なうことができるものであ

ること
⑶　当該従業員が所属する部署の業務に支障がないと判断でき

ること
⑷　前各号について会社が検討して在宅勤務が適当と判断でき

ること

規定例 2

（在宅勤務の就業時間）
第〇条　在宅勤務の就業時間は、休憩時間を除き、以下各号の

なかから個別の事情に合わせて選択するものとする。
⑴　在宅勤務をする直前の通常勤務をしていたときと同様の時間 
⑵　個別の事情を勘案して会社と個別に協議して決めた時間、

ただし、１週間に 20 時間以上は勤務しなければならない。
２　在宅勤務の休憩時間は、勤務時間の途中に１度にまたは分

割して１時間とるものとする。私用で勤務を中断した時間は休
憩時間とみなす。ただし、所定労働時間が４時間を超えない者
には、休憩時間は付与しない。

３　始業時刻、終業時刻は個別の契約書により定めるものとする。
４　前項の始業時刻、終業時刻については、前日までに会社に申

し出て許可を受けて変更することができる。　 
５　１日の就業時間が８時間を超える必要がある場合は、当日の

12 時までに会社に申し出て会社の許可を受けなければならな
い。ただし、会社が労働者の過半数を代表する者と締結した労
使協定による時間を超えてはならない。

６　在宅勤務をする従業員は、深夜（午後 10 時から翌日午前５
時までの間）、および会社の所定休日に業務を行なうことを禁
止する。

規定例 3

（在宅勤務の期間）
第〇条　在宅勤務の期間は、最大６か月の範囲で個別に定める。
２　従業員は、前項の期間を超えて在宅勤務の必要があるとき

は、在宅勤務期間終了予定日の１週間前までに会社に在宅勤
務期間の延長を申請して、許可を得なければならない。

３　会社は、以下、各号のいずれかに該当する場合は、在宅勤務期
間の途中であっても通常勤務に戻ることを命じることができる。
⑴　当該従業員の生産性が通常勤務のときに比べて明らかに

劣ると判断できる場合
⑵　当該従業員が正当な理由がなく本規程に違反した場合
⑶　不測の事態等により業務に支障が出る等やむを得ない事

由が生じたとき 
４　従業員は在宅勤務の期間中であっても、在宅勤務の必要が

なくなったとき、および前項に該当して会社から通常勤務への
復帰を命じられたときは、会社の指定する日から通常勤務に復
帰しなければならない。
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評
価
が
難
し
い
面
が
あ
り
ま
す
が
、
仕

事
の
成
果
に
重
点
を
置
く
場
合
は
会
社

内
で
仕
事
を
し
て
い
る
場
合
と
同
様
の

評
価
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

テ
レ
ワ
ー
ク
独
自
の
評
価
基
準
を
定

め
る
場
合
は
、
就
業
規
則
等
を
改
正
し

て
明
確
に
し
ま
す
。

⑦ 

期
間
を
決
め
る

　

会
社
の
都
合
で
通
常
の
勤
務
に
戻
っ

て
ほ
し
い
場
合
に
、
な
か
な
か
戻
っ
て

も
ら
え
な
い
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
も
あ
る

よ
う
で
す
。
更
新
が
で
き
る
よ
う
に
し

て
期
間
を
決
め
て
お
き
ま
す
。
ま
た
、

生
産
性
が
明
ら
か
に
低
下
し
た
場
合
に

も
通
常
勤
務
に
戻
す
と
い
う
規
定
も
あ

っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
（
規
定
例

３
）。

⑧ 

通
信
費
等
費
用
負
担

〈
文
具
、消
耗
品
等
〉

　

会
社
が
購
入
し
た
も
の
を
使
用
す
る

よ
う
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

切
手
等
は
あ
ら
か
じ
め
渡
す
な
ど
し
て

お
き
ま
す
。
ど
う
し
て
も
緊
急
に
必
要

で
、
本
人
が
負
担
し
た
も
の
は
実
費
を

精
算
し
ま
す
。

〈
通
信
費
、水
道
光
熱
費
等
〉

　

自
宅
使
用
分
と
切
り
分
け
が
難
し
い

の
で
、
本
人
負
担
と
し
て
取
り
決
め
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、「
手
当
」
と
し
て
定

額
を
支
払
う
方
法
も
あ

り
ま
す
。

　

な
お
、
通
勤
手
当
は

出
さ
な
い
で
、
会
社
に

出
社
し
た
と
き
だ
け
そ

の
実
費
を
支
給
す
る
と

し
た
ほ
う
が
合
理
的
で

し
ょ
う
。

⑨ 

情
報
漏
え
い
を
防
ぐ

　

業
務
に
使
用
す
る
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
な
ど
は
、
会
社
が

貸
与
し
て
、
業
務
以
外

に
は
使
用
さ
せ
ず
、家
族
等
に
も
閲
覧
、

利
用
等
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
（
規

定
例
４
）。

⑩ 

上
司
、
同
僚
の
理
解

　

な
ぜ
在
宅
勤
務
の
導
入
が
必
要
な
の

か
、
目
的
と
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
て

本
人
だ
け
で
は
な
く
、
周
り
の
上
司
、

同
僚
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
新
し
い
制
度
を
導
入
す
る
の
で
す

か
ら
、
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
出
て

く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
問
題
が
起
き

た
と
き
は
皆
で
話
し
合
い
、
積
極
的
に

解
決
す
る
姿
勢
を
も
て
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
（
規
定
例
５
）。

　

在
宅
勤
務
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
不
足
を
補
う
た
め
、
定
期
的
に
出

社
日
を
設
け
る
こ
と
な
ど
も
検
討
し
ま

し
ょ
う
。

⑪ 

そ
の
他
　

　

在
宅
勤
務
は
、
働
き
方
の
１
つ
の
パ

タ
ー
ン
で
す
。
人
事
評
価
や
給
料
、
賞

与
な
ど
は
、
在
宅
に
な
っ
た
こ
と
だ
け

を
も
っ
て
不
利
益
に
す
る
こ
と
は
な
い

こ
と
を
規
定
し
て
お
け
ば
、
必
要
が
あ

る
場
合
に
安
心
し
て
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
規
定
例
６
）。

導
入
目
的
に
合
っ
た 

運
用
を

　

本
稿
の
規
定
例
は
１
つ
の
案
で
す
。

ど
の
よ
う
に
運
用
す
る
か
は
企
業
の
裁

量
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
述
の
総
務

省
の
調
査
で
は
、
導
入
理
由
と
し
て
、

定
型
業
務
の
生
産
性
の
向
上
、
移
動
時

間
の
短
縮
、
通
勤
困
難
者
（
身
障
者
、

介
護
・
育
児
中
、
高
齢
者
な
ど
）
へ
の

対
応
、
非
常
時
（
災
害
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
）
に
備
え
て
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
各
企
業
の
実
情
と
労
働
者
の
ニ

ー
ズ
に
よ
り
問
題
点
も
変
わ
り
ま
す
。

問
題
点
を
ク
リ
ア
し
て
、
す
べ
て
の
社

員
が
共
通
の
認
識
で
働
け
る
よ
う
に
規

定
を
整
備
し
て
く
だ
さ
い
。

規定例 4

（業務に使用するパソコン等）
第〇条　業務に使用するパソコン、およびスマートフォンその他

関連の端末機器等は会社が貸与したものを使用しなければな
らない。

２　前項の機器を私的に利用することは禁止する。
３　第１項の機器を、家族、友人等本人以外の第三者に開示、

閲覧、および利用させることは禁止する。

規定例 5

（在宅勤務に関する相談）
第〇条　会社は、在宅勤務について総務部に相談窓口を設置する。
２　従業員は、在宅勤務をしている者もしていない者も、前項の

相談窓口に、在宅勤務についての相談をするとともに、その他
の疑問、意見等を申し出ることができる。

３　相談窓口で相談、および意見の申出等を受けた担当者は、そ
の内容について記録を残し、速やかに所属部門長に報告しな
ければならない。

４　会社は、在宅勤務制度が円滑に運営されるように、相談、そ
の他の申出の内容について真摯に対応するように努めなけれ
ばならない。

５　会社は、相談窓口に相談、その他の申出をした者に不利益な
処遇をしてはならない。

規定例 6

（人事考課）
第〇条　会社は、在宅勤務を申し出たこと、および在宅勤務とな

ったことだけをもって本人に不利益となる人事的評価は行なわ
ない。ただし、ノーワーク・ノーペイの原則により労働時間が減っ
た場合は、減った分の給与、および賞与は減額する。す

ず
き 

と
よ
こ　

２
０
０
６
年
、
社
労
士
事
務
所
き
ぼ
う
を
開
設
。
就
業
規
則
・
社
内
規
程
の
作
成
・
見
直
し
、
労
務
・

年
金
・
人
事
等
に
つ
い
て
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
行
な
う
ほ
か
、
労
使
間
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
も
対
応
す
る
。

67 企業実務　2019． 9




