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い
き
な
り
や
っ
て
来
る
労
基
署
監
督
官
に
よ
る
臨
検
監
督
と
は

松井文男氏

１０００万円を超える「２年分未払いの残業代を払え」の是正勧告

払わないとどうなるのか？ 落としどころは？
　

今
日
は
経
営
者
の
方
が
多

い
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
が
、

労
務
リ
ス
ク
の
中
で
ま
ず
出

て
く
る
の
が
「
未
払
い
残
業

代
」
で
す
。

　

経
営
の
中
で
お
金
に
関
わ

っ
て
く
る
も
の
が
一
番
困
り

ま
す
が
、
企
業
は
未
払
い
残

業
代
の
金
額
の
洗
い
出
し
を

２
年
間
遡
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
し

て
も
ら
い
た
い
で
す
。
そ
し

て
、
未
払
い
残
業
代
で
「
臨

検
」
が
入
っ
た
場
合
、
ど
の

よ
う
に
対
応
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
か
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
？
事
例
は
こ
う
で
す
。

　

『
あ
る
日
、
労
働
基
準
監

督
署
の
監
督
官
が
や
っ
て
き

て
臨
検
を
行
な
い
、
賃
金
台

帳
や
出
勤
簿
、
そ
の
他
パ
ソ

コ
ン
の
ロ
グ
等
を
確
認
し
、

「
御
社
に
は
サ
ー
ビ
ス
残
業

が
か
な
り
状
態
化
し
て
未
払

い
残
業
代
が
発
生
し
て
い
る

の
で
、
従
業
員
全
員
の
時
間

外
労
働
を
２
年
間
さ
か
の
ぼ

っ
て
計
算
し
て
未
払
い
残
業

代
を
払
っ
て
い
た
だ
き
た

い
」
と
言
わ
れ
、
是
正
勧
告

を
受
け
た
。
こ
の
様
な
場
合
、

次
の
３
つ
の
う
ち
正
し
い
対

応
は
ど
れ
で
し
ょ
う
か
？
』

①
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
。

②
監
督
官
は
労
働
基
準
法
違

反
の
場
合
、
逮
捕
あ
る
い
は

書
類
送
検
を
す
る
権
限
が
あ　
　
　
　
　
　
　
　

る
の
で
、
２
年
分
さ
か
の
ぼ

っ
て
払
う
必
要
が
あ
る
。

③
監
督
官
と
の
話
し
合
い
の

上
、
さ
か
の
ぼ
る
月
数
を
少

な
く
し
て
も
ら
う
か
、
今
後

十
分
対
策
す
る
こ
と
で
納
得

し
て
も
ら
う
。

　

皆
さ
ん
の
会
社
に
も
監
督

署
が
入
っ
て
こ
ら
れ
て
、
是

正
勧
告
を
受
け
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
事
例
の
会
社
で
は

従
業
員
50
数
名
の
会
社
で
し

年
間
に
遡
り
払
え
と
言
う
の

は
、
個
人
の
方
が
民
事
上
で

訴
え
て
き
た
場
合
は
払
わ
な

い
と
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

　

昨
今
従
業
員
が
退
職
さ
れ

る
時
に
２
年
間
分
の
残
業
代

未
払
い
金
額
を
払
っ
て
ほ
し

い
と
弁
護
士
を
立
て
て
請
求

し
て
く
る
事
例
が
増
え
て
い

ま
す
。
未
払
い
残
業
代
請
求

を
行
な
う
労
務
に
詳
し
い
弁

護
士
が
増
え
て
き
て
い
ま

す
。
会
社
も
何
ら
か
の
対
策

を
行
な
わ
な
い
と
「
１
分
単

位
で
払
え
」
と
弁
護
士
は
言

っ
て
き
ま
す
。

　

事
例
の
場
合
は
、
個
人
の

方
の
請
求
で
は
な
く
、
監
督

官
か
ら
の
是
正
勧
告
で
あ

り
、
払
え
と
言
っ
て
き
て

も
、
払
う
必
要
は
な
い
こ
と

を
知
っ
て
お
い
て
も
ら
い
た

い
。
そ
し
て
、
③
で
あ
れ
ば

ど
の
よ
う
な
交
渉
を
す
れ
ば

よ
い
の
か
？
が
ポ
イ
ン
ト
で

あ
り
、
お
お
よ
そ
３
ヶ
月
ぐ

ら
い
は
遡
っ
て
払
わ
な
い
と

ダ
メ
か
な
と
考
え
ま
す
。
本

来
は
今
後
の
改
善
で
良
い
は

ず
な
の
で
す
が
、
監
督
官
も

簡
単
に
許
し
て
く
れ
な
い
場

合
で
も
大
体
３
ヶ
月
の
場
合

が
多
い
で
す
。

　

そ
し
て
、
臨
検
（
臨
検
監

督
）
の
内
容
を
知
っ
て
お
い

て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
臨
検

と
は
労
働
基
準
監
督
官
が
行

う
調
査
（
監
督
指
導
業
務
）

の
こ
と(

労
基
法
第
１
０
１

条
）
で
、
間
接
強
制
調
査
で

す
。
こ
れ
は
拒
否
で
き
ず
、

拒
否
す
る
と
罰
則
が
あ
り
ま

す
。
突
然
く
る
場
合
も
あ
る

し
、
日
時
を
言
っ
て
く
る
場

合
が
あ
り
ま
す
が
、
日
時
は

変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

　

監
督
の
種
類
は
次
の
４
つ

が
あ
り
、
①
定
期
監
督
＝
労

基
署
が
独
自
に
作
る
年
度
監

督
計
画
に
よ
っ
て
任
意
に
対

象
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
。
②
申

告
監
督
＝
労
働
者
か
ら
の
訴

え
を
受
け
た
場
合
１
０
０
％

調
査
は
行
わ
れ
ま
す
。
③
災

害
時
監
督
＝
労
災
事
故
が
発

生
し
た
時
。
④
再
監
督
＝
指

摘
し
た
事
柄
が
改
善
し
て
い

る
か
ど
う
か
確
認
す
る
た

め
。
ま
た
、
会
社
の
財
務
書

類
や
決
算
書
の
提
示
を
求
め

ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
必

要
以
上
の
書
類
提
示
の
求
め

は
拒
否
で
き
ま
す
。

　

臨
検
で
求
め
ら
れ
る
提
出

物
は
、
①
労
働
者
名
簿
②
就

業
規
則
、
そ
の
他
規
程
③
雇

用
契
約
書
、
労
働
条
件
通
知

書
④
賃
金
台
帳
（
給
与
明
細

書
）
⑤
出
勤
簿
（
タ
イ
ム
カ

ー
ド
）
⑥
各
種
協
定
書
⑦
健

康
診
断
関
係
の
書
類
⑧
安
全

衛
生
関
係
の
書
類
で
、
こ
れ

ら
の
提
出
を
求
め
ら
れ
ま

す
。

　

監
督
官
が
注
視
す
る
と
こ

ろ
は
、
今
で
は
、
パ
ソ
コ
ン

の
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
時
間
の

ロ
グ
の
確
認
で
す
。
タ
イ
ム

カ
ー
ド
の
打
刻
時
間
と
の
相

違
が
30
分
以
内
で
す
と
着
替

え
を
し
て
い
た
と
か
休
憩
し

て
い
た
等
の
理
由
で
指
摘
は

受
け
な
い
場
合
が
多
い
で
す

が
、
30
分
以
上
あ
る
と
大
阪

の
場
合
、
監
督
官
は
必
ず
指

摘
し
て
き
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
是
正
勧
告
と
は
行
政

指
導
で
あ
り
、
将
来
に
向
か

っ
て
法
違
反
の
状
態
を
是
正

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
で
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
是
正
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
行
政
手
続
法
第
32

条
に
行
政
指
導
の
一
般
原
則

が
書
か
れ
て
お
り
、
行
政
指

導
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を

理
由
と
し
て
不
利
益
な
取
り

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と

決
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
行

政
指
導
に
従
う
か
従
わ
な
い

か
は
会
社
側
の
自
由
な
の

で
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
刑
罰
を
受

け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
法
違
反
状
態
を
放
置
し

て
お
く
、
あ
る
い
は
虚
偽
の

報
告
を
し
て
悪
質
と
み
な
さ

れ
れ
ば
監
督
官
は
特
別
司
法

警
察
職
員
と
し
て
の
権
限

で
、
逮
捕
・
送
検
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

労
働
に
つ
い
て
良
く
出
て

く
る
質
問
と
し
て
は

①
持
ち
帰
り
残
業
は
労
働
時

間
か
？　

→
労
働
時
間
と
な

る
。

②
部
下
の
労
働
時
間
管
理
は

ど
こ
ま
で
必
要
か
？　

→
部

下
に
自
主
的
に
管
理
さ
せ
る

こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
、
上

司
が
野
放
し
に
し
て
い
る
の

は
よ
く
な
い
。

③
早
く
帰
っ
て
と
言
っ
て
も

残
っ
て
仕
事
を
す
る
部
下　

→
仕
事
が
途
中
で
も
帰
ら
せ

る
。
た
だ
し
仕
事
の
量
と
質

を
見
て
部
下
か
ら
話
を
聞
く

必
要
が
あ
る
。

④
管
理
職
に
多
い
時
間
外
労

働　

→
管
理
職
の
労
働
時
間

も
十
分
確
認
し
て
お
く

⑤
お
昼
休
憩
を
取
る
部
下
に

電
話
当
番
は
？　

→
労
働
時

間
と
な
る
。

⑥
始
業
時
刻
よ
り
も
早
く
来

て
営
業
会
議
を
す
る
場
合　

→
強
制
的
で
あ
れ
ば
労
働
時

間
と
な
る
。

⑦
始
業
前
の
清
掃
、
湯
茶
準

備
時
間　

→
当
番
制
等
義
務

で
あ
れ
ば
労
働
時
間
、
自
発

的
で
あ
れ
ば
労
働
時
間
で
な

い
。

⑧
作
業
準
備
時
間　

→
指
揮

命
令
下
に
あ
る
場
合
は
労
働

時
間
、
自
主
的
で
あ
れ
ば
労

働
時
間
で
は
な
い
。

⑨
更
衣
時
間　

→
業
務
上
の

必
要
性
、
義
務
性
、
使
用
者

の
指
揮
命
令
下
に
あ
る
拘
束

性
の
あ
る
場
合
は
労
働
時
間

と
な
る
。

⑩
朝
礼
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、

職
場
体
操
時
間　

→
参
加
が

強
制
さ
れ
て
い
る
場
合
、
参

加
し
な
い
と
不
利
益
に
な
る

場
合
は
労
働
時
間
と
な
る
。

⑪
自
由
参
加
の
社
員
教
育
時

間　

→
労
働
者
の
事
由
に
任

せ
て
い
る
場
合
は
労
働
時
間

で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に

出
席
し
な
い
こ
と
で
何
ら
か

の
不
利
益
が
定
め
ら
れ
て
い

る
場
合
、労
働
時
間
と
な
る
。

⑫
３
年
前
か
ら
の
残
業
代
を

請
求
さ
れ
て
き
た
場
合　

→

個
人
か
ら
直
接
民
事
上
の
損

害
賠
償
請
求
さ
れ
た
場
合
、

２
年
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
払
う

必
要
が
あ
る
。

⑬
部
下
が
勝
手
に
出
て
き
て

休
日
労
働
を
し
た
場
合　

→

休
日
出
勤
不
要
な
状
態
で
あ

り
、
就
業
規
則
に
「
指
示
の

な
い
休
日
出
勤
は
認
め
な

い
」、「
時
間
外
労
働
、
休
日

労
働
、
深
夜
労
働
は
会
社
の

命
令
し
た
時
間
の
み
こ
れ
を

行
う
も
の
と
す
る
」
の
よ
う

な
定
め
が
あ
れ
ば
認
め
な
く

て
よ
い
。
た
だ
業
務
量
が
平

日
で
終
わ
ら
な
い
量
と
質
で

あ
れ
ば
、
暗
黙
の
黙
示
と
み

な
さ
れ
て
労
働
時
間
に
な
る

可
能
性
が
あ
る
。

⑭
現
場
等
へ
の
直
行
直
帰
の

場
合　

→
現
場
等
へ
の
自
宅

か
ら
直
行
直
帰
の
場
合
、
通

勤
時
間
と
な
り
労
働
時
間
で

は
な
い
。

⑮
自
宅
か
ら
あ
る
一
定
の
集

合
場
所
に
出
か
け
、
そ
こ
か

ら
チ
ー
ム
を
組
ん
で
現
場
に

出
発
す
る
場
合　

→
自
宅
か

ら
現
場
ま
で
は
通
勤
時
間
と

な
り
、労
働
時
間
で
は
な
い
。

　

労
働
時
間
で
は
な
い
と
思

っ
て
い
た
が
、
実
際
は
労
働

時
間
で
あ
る
よ
う
な
と
こ
ろ

が
な
い
か
ど
う
か
注
意
深
く

確
認
し
、
労
働
時
間
で
あ
れ

ば
、
今
後
時
間
外
手
当
を
払

う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

た
が
、
２
年
間
分
の
未
払
い

額
は
１
０
０
０
万
円
を
超
え

ま
す
。
払
わ
な
い
と
い
け
な

い
の
で
し
ょ
う
か
？
と
相
談

を
受
け
た
話
で
し
た
が
、
正

解
は
③
で
す
。

　

監
督
官
は
労
働
基
準
法
違

反
に
対
し
て
確
か
に
書
類
送

検
権
限
が
あ
り
ま
す
が
、
監

督
官
が
こ
の
よ
う
に「
払
え
」

と
言
っ
て
き
た
場
合
、
払
わ

な
い
と
い
け
な
い
よ
う
な
気

も
し
ま
す
が
、
実
は
こ
の
是

正
勧
告
に
つ
い
て
労
働
基
準

法
違
反
に
関
し
て
は
す
ぐ
に

是
正
し
て
正
す
必
要
は
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
是
正
す

れ
ば
よ
い
話
で
あ
り
過
去
２

アルカリ洗剤の洗浄力を凌ぐ中
性洗剤で、低温でもしっかり汚れ
を落とします。タンパク質・不溶
性汚れにも効果があります。

ウエット洗剤と黒ずみ落としの新商品登場！
アクア・アルティメット すくらぶせっけん

究極の水洗い用中性洗剤！

布製のカバン・ズック靴・作業着
などの洗ってもとれにくい黒ず
み汚れを除去するのに効果的な
商品です。

取れにくい黒ずみ落としに！

あなたはどのように対応しますか？
ある日、労働基準監督署の監督官がやってきて臨検を行い、
賃金台帳、出勤簿、その他パソコンのログ等を確認し、「御
社にはサービス残業がかなり常態化して未払い残業代が発生
しているので、従業員全員の時間外労働を２年間さかのぼっ
て計算して、未払い残業代を払っていただきたい。」と言われ、
是正勧告を受けた。
このような場合、正しい対応は下記のうちどれか？

❶

❷

❸

そのまま放っておく。

監督官は労働基準法違反の場合、逮捕あるいは書類送検を
する権限があるので、２年分さかのぼって払う必要がある。

監督官との話し合いの上、さかのぼる月数を少なくして
もらうか、今後十分対策することで納得してもらう。

タイムカードの
打刻時間
パソコンの
シャットダウン時間

監督官はココを見ている！
こ
の
相
違
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