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コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
切
る
た
め
の
改
革

（
給
与
・
評
価
・
福
利
厚
生
）

第 1回
The serialization title

会
社
存
続
に
向
け
た
緊
急
避
難
的
対
策

「
賃
下
げ
」

コロナ禍を乗り切るための改革

費
削
減
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
の
経
費
で

最
も
多
く
占
め
る
の
が
人
件
費
と
い
う

会
社
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
た

会
社
が
利
益
確
保
の
た
め
、
苦
渋
の
決

断
で
「
社
員
を
解
雇
せ
ざ
る
を
得
な
い
」

と
い
う
図
式
が
成
り
立
ち
ま
す
。
し
か

し
解
雇
は
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
見
る

と
会
社
に
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え

る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

●
コ
ロ
ナ
禍
後
の
人
材
不
足

　

コ
ロ
ナ
禍
の
前
を
思
い
返
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
２
０
０
８
年
の
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
日
本
の
経
済
状
況
が

安
定
し
、
そ
こ
に
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
需

要
が
重
な
り
多
く
の
業
界
は
空
前
の
人

手
不
足
に
な
り
ま
し
た
。

　

欲
し
い
人
材
が
獲
得
で
き
ず
、
事
業

を
拡
大
し
た
く
て
も
で
き
な
い
、
少
な

い
人
員
で
の
や
り
く
り
を
強
い
ら
れ
、

社
員
が
長
時
間
労
働
に
陥
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
会
社
も
多
か
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
で
労
働

力
人
口
は
年
々
減
少
し
、
２
０
２
０
年

に
は
7
千
４
０
０
万
人
強
だ
っ
た
労
働

け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
影
響
が
大
き

か
っ
た
業
界
で
は
、
存
亡
の
危
機
に
立

た
さ
れ
た
会
社
も
多
く
、
倒
産
の
憂
き

目
に
あ
っ
た
ケ
ー
ス
も
多
数
発
生
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
非
正
規
雇
用
者
の
雇

い
止
め
や
正
社
員
の
解
雇
な
ど
で
、
な

ん
と
か
経
営
を
維
持
し
て
い
る
会
社
も

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

当
然
、
会
社
は
利
益
を
上
げ
続
け
な

け
れ
ば
存
続
で
き
ま
せ
ん
。
利
益
と
は

売
上
か
ら
経
費
を
差
し
引
い
た
も
の
で

す
。
利
益
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
売
上

を
上
げ
る
か
、
経
費
を
抑
え
る
か
、
も

し
く
は
両
者
を
同
時
に
実
行
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

売
上
が
上
が
ら
な
い
状
況
に
陥
れ

ば
、
利
益
確
保
の
手
段
は
、
自
ず
と
経

　

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
日
本
経
済
を
蝕

ん
で
い
ま
す
。
日
本
を
代
表
す
る
大
企

業
で
も
ボ
ー
ナ
ス
の
大
幅
カ
ッ
ト
の
み

な
ら
ず
、
月
例
賃
金
ま
で
も
下
げ
ざ
る

を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
連
載
第
1

回
は
、
会
社
存
続
の
た
め
の
苦
渋
の
決

断
「
賃
下
げ
」
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ

ス
や
、
そ
の
手
法
に
つ
い
て
考
察
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

コ
ロ
ナ
禍
以
前
の

空
前
の
人
手
不
足
が
今
は
…

●
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
解
雇
の
現
状

　

突
然
襲
っ
て
き
た
コ
ロ
ナ
禍
で
、
多

く
の
企
業
が
何
ら
か
の
負
の
影
響
を
受

　コロナ禍の完全な終息時期は誰にも予測がつかず、この苦
難を乗り切り会社を存続させるためには、賃下げなどの緊急
避難的な対策を取らざるを得ません。しかし、苦渋の決断を
下し実施した対策だけで乗り切れるとは限りません。長期的
な視野で「賃金」「評価」「福利厚生制度」などを見直すこと
で生産性の向上を図ることが、今、会社組織に求められてい
ます。さらにコロナ禍で、これまでとは異なる働き方や生き
方への模索が続いており、従業員のモチベーションをアップ
させる視点を持つことも重要です。

http://www.hk2020.jp/
mailto:moushokun912@jcom.zaq.ne.jp
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る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
ら
な
い
よ
う

会
社
の
経
営
状
況
が
苦
し
い
中
に
あ
っ

て
も
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束
後
の
反
転
攻
勢

に
備
え
る
た
め
、
自
社
に
と
っ
て
必
要

な
人
材
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
（
図
2
）。

雇
用
調
整
助
成
金
の

終
了
後
に
ど
う
す
る
の
か
…

●
真
剣
に
賃
下
げ
を
考
え
る

　

コ
ロ
ナ
禍
で
売
上
が
低
迷
し
て
い
る

状
況
下
で
、
人
件
費
負
担
は
会
社
経
営

の
大
き
な
重
荷
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
国
に
よ
る
支
援
策
の
一
環
と
し
て「
雇

用
調
整
助
成
金
の
支
給
限
度
額
の
引
き

上
げ
」
な
ど
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
従
業
員
を

解
雇
せ
ず
休
業
扱
い
に
し
て
い
る
会
社

も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

雇
用
調
整
助
成
金
は
、
通
常
時
で
あ

れ
ば
休
業
手
当
と
し
て
支
払
っ
た
額
の

1
日
あ
た
り
の
上
限
は
8
千
３
７
０
円

で
あ
り
、
中
小
企
業
で
あ
れ
ば
、
実
際

に
支
払
っ
た
休
業
手
当
の
2
／
3
ま
で

の
補
償
で
、
支
給
日
数
に
も
縛
り
が
設

　

新
し
い
人
材
の
獲
得
に
は
、
ま
ず
採

用
の
プ
ロ
セ
ス
を
踏
ま
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
社
風
に
合
う
優
秀
な
人
材
を

す
ぐ
に
採
用
で
き
る
の
か
、
採
用
後
も

そ
の
社
員
を
育
成
で
き
る
の
か
…
。

　

ま
た
、
自
社
に
マ
ッ
チ
し
た
人
材
を

失
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
後
、
多
大
な

労
力
を
割
き
、
能
力
や
人
間
性
と
も
不

確
実
な
新
規
の
人
材
を
採
用
し
、
育
て

と
き
が
き
ま
す
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
事

業
を
拡
大
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
の

は
人
材
で
す
。

　

会
社
に
は
各
々
の
文
化
が
あ
り
、
そ

の
文
化
に
根
付
い
た
業
務
の
進
め
方
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
指
示
な
し
で
も

社
風
に
沿
っ
て
業
務
を
遂
行
で
き
る
よ

う
に
育
成
す
る
に
は
、
ど
れ
だ
け
の
時

間
と
労
力
が
か
か
る
で
し
ょ
う
か
。

力
人
口
が
、
２
０
２
９
年
に
は
７
千
万

人
を
割
る
と
予
測
さ
れ
て
お
り
、
コ
ロ

ナ
禍
の
収
束
後
は
、
事
業
の
維
持
拡
大

に
必
要
な
労
働
力
が
確
保
で
き
な
く
な

る
事
態
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
（
図
1
）。

●
収
束
後
に
向
け
た
人
材
確
保

　

現
在
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束
の
見
通
し
は

立
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
つ
か
終
わ
る
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求 人

面 接

手続き

教育・育成

戦力となる人材

・ハローワーク求人票の作成
・各種求人誌への掲載（費用）

・多大な時間の確保
・人材見極めのスキル

・社会保険の適用
・労働保険の適用

・時間と工数の確保
・教育担当の選任

必要とする
人材からの
応募があるのか？

前

後

退 職

採 用

自社の社風に
なじみ、能力を
発揮できるのか？

出典：国立社会保障・人口問題研究所の資料をもとに作成

図1　労働力人口の推移（千人）

図2　人材採用に必要となる業務と課題
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従
業
員
に
理
解
を
求
め
る

賃
下
げ
を
考
え
て
み
る
…

●
3
つ
の
手
順

　
「
賃
金
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ

の
中
身
は
、
毎
月
支
給
す
る
給
料
や
手

当
と
、
年
1
〜
3
回
支
給
す
る
賞
与
を

分
け
て
支
給
し
て
い
る
会
社
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

賞
与
に
つ
い
て
は
、
業
績
に
応
じ
て

支
給
し
て
い
る
会
社
が
大
半
で
「
業
績

が
下
が
れ
ば
賞
与
の
額
も
下
が
る
」
ま

た
「
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
く
す
る
」
こ

と
は
、
経
営
者
の
裁
量
で
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

他
方
、
毎
月
支
給
す
る
給
料
は
、
労

働
者
の
生
活
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ

り
、
基
本
的
に
は
賃
下
げ
な
ど
の
労
働

者
に
不
利
益
と
な
る
変
更
を
会
社
が
一

方
的
に
実
施
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
挙
げ
る

1
〜
3
の
手
順
を
踏
み
、
慎
重
に
実
施

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

1
．
賃
下
げ
の
効
果
に
つ
い
て
検
討

2
．
社
員
に
対
す
る
説
明

3
．
賃
下
げ
に
向
け
た
手
続
き

は
あ
り
ま
せ
ん
。
近
い
将
来
、
社
員
を

現
状
の
ま
ま
雇
用
し
よ
う
と
す
る
と
会

社
と
し
て
の
人
件
費
負
担
が
大
き
く
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

売
上
が
低
迷
し
た
ま
ま
の
状
態
で
国

か
ら
の
支
援
策
が
縮
小
さ
れ
る
と
、
コ

ロ
ナ
禍
後
の
反
転
攻
勢
に
備
え
る
べ
く

社
員
を
継
続
し
て
雇
用
す
る
た
め
に

は
、
賃
下
げ
を
視
野
に
入
れ
ざ
る
を
得

な
く
な
り
ま
す
。

け
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
3
）。

　

本
年
4
月
1
日
以
降
、
雇
用
調
整
助

成
金
を
受
給
し
て
い
る
会
社
は
、
緊
急

対
応
期
間
の
特
例
に
よ
り
、
休
業
期
間

中
の
人
件
費
を
10
／
10
補
償
さ
れ
て
い

る
会
社
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

報
道
で
は
、
本
年
12
月
末
が
期
限
と

な
っ
て
い
た
緊
急
対
応
期
間
が
さ
ら
に

延
長
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
国
に

よ
る
救
済
措
置
は
永
遠
に
続
く
わ
け
で

●事例　人員解雇から〝頭痛の種〟が生じたＢ社

　大阪市内で貿易業を営むＢ社（従業員20名）は、

経営不振が続いたため貿易実務を担っていたＣ氏をや

むを得ず解雇しました。その後、自社が取引していた

一部製品がヒットし、輸入業務が大幅に増加したため

人員を補充すべく、ハローワークや求人誌を通じて求

人をかけました。しかし、空前の人手不足の時期と重

なり、しばらく、貿易実務をこなせる人材を獲得する

ことができませんでした。

　業務逼迫のなか、貿易実務が可能な人材をやっと採

用することができましたが、採用した人材は、実務能

力はあるものの、協調性やコミュニケーション能力に

問題があり、周囲の社員と頻繁にトラブルを引き起こ

すため、業務効率・生産性が低下してしまいました。

取引は順調なのですが、問題社員に対する懲戒の基準

などを就業規則に明示していなかったこともあり、こ

の社員の扱いが会社経営の〝頭痛の種〟となっています。

図3　通常の雇用調整助成金と緊急対応期間（4月1日〜12月 31日）の比較

通常時の雇用調整助成金 特例期間（2020年 4月1日〜12月 31日）

適用要件 経済上の理由により、事業活動の
縮小を余儀なくされた事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
事業主（全業種）

生産指標 3 ヶ月 10％以上減少 1ヶ月 5％以上減少

対象 雇用保険被保険者 雇用関係がある全労働者

助成率 2 ／ 3（中小）
1／ 2（大企業）

4／ 5（中小）、2／ 3（大企業）
解雇等を行わず、雇用を維持している場合
10／ 10（中小）、3／ 4（大企業）

上限日額 8,370 円 15,000 円

クーリング期間 1 年間 なし

支給限度日数 1 年 100 日、3年 150 日 上記対象期間は限度日数なし

休業規模要件 1 ／ 20（中小）、1／ 15（大企業） 1／ 40（中小）、1／ 30（大企業）
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の
内
容
を
変
更
し
、
賃
下
げ
を
実
施
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
就
業
規
則
を
変
更
す
る
場
合

　

労
働
契
約
法
第
10
条
に
は
次
の
様
に

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
使
用
者
が
就
業
規
則
の
変
更
に
よ

り
労
働
条
件
を
変
更
す
る
場
合
に
お

い
て
、
変
更
後
の
就
業
規
則
を
労
働

者
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
就
業
規
則

の
変
更
が
、
労
働
者
の
受
け
る
不
利

益
の
程
度
、
労
働
条
件
の
変
更
の
必

要
性
、
変
更
後
の
就
業
規
則
の
内
容

の
相
当
性
、
労
働
組
合
等
と
の
交
渉

の
状
況
そ
の
他
の
就
業
規
則
の
変
更

に
係
る
事
情
に
照
ら
し
て
合
理
的
な

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
労
働
契
約
の

内
容
で
あ
る
労
働
条
件
は
、
当
該
変

更
後
の
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

従
業
員
に
不
利
益
と
な
る
条
件
に
就

業
規
則
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

内
容
の
合
理
性
と
手
続
き
の
正
当
性
が

問
わ
れ
ま
す
。
就
業
規
則
変
更
の
手
続

上
の
瑕か

し疵
が
な
い
よ
う
に
、
最
も
重
要

が
明
示
さ
れ
る
」
こ
と
で
、
多
く
の
社

員
か
ら
、
納
得
は
得
ら
れ
な
く
て
も
理

解
は
得
ら
れ
る
状
態
に
な
り
ま
す
。

　

大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
を
未
然
に

防
ぎ
、
会
社
の
意
図
し
た
賃
下
げ
に
踏

み
切
る
こ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
社

長
を
は
じ
め
と
す
る
経
営
幹
部
が
、
社

員
に
誠
意
と
熱
意
を
も
っ
て
説
明
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

3
．
賃
下
げ
に
向
け
た
手
続
き

●
就
業
規
則
と
労
働
協
約

　

社
員
に
対
し
て
は
、
説
明
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
次
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

①
就
業
規
則
を
作
成
し
て
お
ら
ず
、
労

働
組
合
が
な
く
労
働
協
約
の
締
結
も

な
い
場
合

　

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
（
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
も
含
む
）
が
10
名
以
上
在

籍
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
就
業
規
則

を
作
成
し
、
当
局
に
届
け
出
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

従
業
員
が
9
人
以
下
で
、
就
業
規
則

を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
は
、
従
業
員

と
そ
れ
ぞ
れ
締
結
し
て
い
る
労
働
契
約

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で

会
社
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
事
態
に
追

い
込
ま
れ
れ
ば
、
解
雇
も
認
め
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
社

員
に
対
す
る
説
明
に
際
し
て
は
「
コ
ロ

ナ
禍
で
自
ら
の
働
き
口
を
な
く
す
と
い

う
最
悪
の
事
態
を
避
け
る
た
め
に
賃
下

げ
が
必
要
な
措
置
で
あ
る
」
こ
と
を
説

明
し
て
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
際
に
は
、前
項
で
実
施
し
た
「
事

前
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
も
と
に
、

具
体
的
な
数
字
を
示
し
社
員
の
理
解
を

得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
、
役

員
が
率
先
し
て
報
酬
を
カ
ッ
ト
す
る
こ

と
を
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
現
状
の
コ
ロ
ナ
禍
が
い
つ
終

わ
る
か
見
通
し
が
立
た
な
い
中
で
難
し

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
社
員
に
「
賃

下
げ
が
必
要
な
期
間
を
明
示
す
る
」
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

社
員
は
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
生
活
を
守

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
賃
下
げ

は
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
会
社
の
置
か
れ
た
状
況
を
説
明
す

る
こ
と
で
「
倒
産
や
解
雇
と
い
っ
た
最

悪
の
事
態
を
避
け
ら
れ
る
」
ま
た
「
賃

下
げ
と
い
う
我
慢
を
強
い
ら
れ
る
期
間

1
．
賃
下
げ
の
効
果
に
つ
い
て
検
討

●
事
前
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

今
後
の
売
上
予
測
を
も
と
に
、
賃
下

げ
を
し
な
か
っ
た
際
の
経
営
状
況
、
賃

下
げ
を
し
た
と
き
の
効
果
は
ど
の
程
度

な
の
か
な
ど
、
詳
細
に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
し
て
賃
下
げ
が
必
要
な
額
と
期

間
を
概
算
し
ま
す
。

　

社
員
か
ら
賃
下
げ
に
対
す
る
理
解
を

得
る
た
め
に
、
役
員
報
酬
に
つ
い
て
も

減
額
と
し
、
そ
の
額
や
期
間
に
つ
い
て

も
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
ま
す
。

2
．
社
員
に
対
す
る
説
明

●
納
得
で
な
く
理
解
を
得
る

　

社
員
に
と
っ
て
最
悪
な
事
態
と
は
何

で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
自
分
が
勤

め
て
い
る
会
社
が
倒
産
し
、
何
の
補
償

も
な
い
、
も
し
く
は
最
低
限
の
補
償
し

か
受
け
ら
れ
ず
、
自
ら
の
働
き
口
を
失

う
こ
と
で
す
。

　

次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
会
社
は
存

続
す
る
も
の
の
、
自
分
が
解
雇
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
で
す
。

　

日
本
で
は
簡
単
に
社
員
を
解
雇
す
る
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係
、
す
な
わ
ち
就
業
規
則
の
内
容
よ
り

労
働
協
約
の
内
容
が
優
先
さ
れ
る
た

め
、
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ
れ
ば
労

働
組
合
が
会
社
と
合
意
し
た
内
容
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
労
働
者
全
員
が
労
働
組
合

に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
、
未
加
入
労

働
者
は
労
働
協
約
の
内
容
に
拘
束
さ
れ

ま
せ
ん
。
労
働
組
合
加
入
者
が
労
働
者

全
体
の
3
／
4
以
上
を
占
め
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
未
加
入
労
働
者
に
も
労
働

協
約
の
内
容
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

●
ま
と
め

　

コ
ロ
ナ
禍
収
束
の
兆
し
が
見
え
ず
に

苦
し
い
時
期
が
ま
だ
ま
だ
続
く
と
予
測

さ
れ
ま
す
。
国
か
ら
の
支
援
が
終
了
す

る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
会
社
存
続

の
た
め
従
業
員
の
解
雇
を
検
討
せ
ざ
る

を
得
な
い
局
面
に
差
し
掛
か
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
収
束
後
の
反
転

攻
勢
の
た
め
、
必
要
と
な
る
の
は
人
材

で
す
。
人
材
確
保
の
観
点
か
ら
「
解
雇

で
は
な
く
賃
下
げ
」
と
い
う
選
択
肢
に

つ
い
て
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

な
合
理
性
に
つ
い
て
、
図
4
の
チ
ェ
ッ

ク
シ
ー
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

変
更
に
対
す
る
合
理
性
が
ク
リ
ア
で

き
た
の
で
あ
れ
ば
、
正
当
な
手
続
き
を

踏
む
こ
と
で
、
就
業
規
則
の
変
更
が
認

め
ら
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
労
働
者
の
過
半
数
の

代
表
者
（
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す

る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
労

働
組
合
）
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
そ

の
意
見
を
添
付
し
て
変
更
し
た
就
業
規

則
を
労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
ま
す
。

　

ま
た
、
従
業
員
へ
の
周
知
も
必
要
で

す
。
社
内
掲
示
板
が
あ
る
会
社
は
変
更

内
容
の
掲
示
板
へ
の
掲
載
を
、
社
内
Ｈ

Ｐ
が
あ
る
会
社
は
社
内
Ｈ
Ｐ
へ
の
ア
ッ

プ
を
、
そ
れ
ら
が
な
い
会
社
は
変
更
内

容
を
従
業
員
全
員
に
プ
リ
ン
ト
な
ど
で

配
布
し
て
、
内
容
の
周
知
を
図
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

③
労
働
協
約
の
変
更

　

労
働
組
合
が
あ
る
会
社
は
、
会
社
と

組
合
で
締
結
し
て
い
る
労
働
協
約
の
変

更
に
よ
り
、
賃
下
げ
を
実
施
す
る
こ
と

が
可
能
で
す
。

　
「
労
働
協
約>
就
業
規
則
」
と
の
関

図4　就業規則変更の合理性チェックシート

2．会社経営上の必要性
役員報酬や不必要な経費のカットなど、必要な経営努力を講じても雇用を維持するためには
どうしても必要か？

□

1．不利益の緩和・代償措置の有無
一番重要な解雇はしないなど、雇用面での配慮はできているか？

項　　　　目

□
チェック

3．労働者が受ける不利益の程度
まずは労働基準法上の減給制裁の限度である10％を賃金減額の上限として検討する
減給後の賃金が各都道府県が定める最低賃金を下回ることがないよう注意する

□

4．特定層のみが不利益を被ることはないか
「50歳以上のみ」「30歳以上女性のみ」「独身者のみ」対象など、特定の層にのみ不利益が
集中していないか？

□

5．同業他社との比較
業種が同じであれば、多かれ少なかれコロナ禍の影響を受けていることが予想されるので、
自社以外の同業他社が賃上げをするような事態はほぼないと思われるが、同業他社の状況は
常にチェックする

□

6．労働組合、もしくは多数労働者の賛成の有無
労働組合がある会社は労働組合と、労働組合がない会社は多数労働者と、事前に十分協議し
会社方針に対する理解を得ておく必要がある

□

7．社会的相当性
現状は、新型コロナによる深刻な不況との「共通認識が得られている」状態だと思われる □


