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■
昨
年
の
取
り
組
み

　

〜
長
雨
災
害
か
ら
〜

　

沖
縄
県
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
で
は
こ
れ
ま
で
、「
被
災
者

主
体
」
を
念
頭
に
お
い
た
災
害
被
災
者
支

援
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

昨
年
6
月
の
長
雨
災
害
で
は
、
県
内
中

城
村
を
は
じ
め
、
那
覇
市
な
ど
で
多
数
の

避
難
世
帯
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
県
内
外

へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ニ
ー
ズ
の
発
信
な
ど

を
目
的
と
し
て
「
沖
縄
県
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
「
災
害
時
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

力
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
開
催
や

長
野
県
で
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
設
置
訓
練
へ
の
参
加
な
ど
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
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■
今
年
度
の
取
り
組
み

〜 「
災
害
被
災
者
支
援
力
パ
ワ
ー
ア
ッ

プ
事
業
」
〜

　

今
年
度
は
日
本
郵
政
公
社
の
年
賀
寄
附

金
助
成
事
業
の
助
成
を
受
け
て
、「
被
災

者
主
体
の
支
援
」
に
「
被
災
当
事
者
間
の

自
治
力
の
向
上
」
と
い
う
視
点
を
加
え
た

「
災
害
被
災
者
支
援
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事

業
」
を
行
い
ま
す
。
一
年
間
の
事
業
で
は

あ
り
ま
す
が
、
モ
デ
ル
地
区
を
指
定
し
て

の
避
難
所
運
営
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
訓

練
や
災
害
被
災
者
支
援
ガ
イ
ド
の
作
成
、

研
修
会
等
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

災
害
と
い
う
非
日
常
の
状
況
の
中
で
、

被
災
現
場
で
は
子
ど
も
、
女
性
、
高
齢
者
、

障
が
い
者
、
人
工
透
析
患
者
、
外
国
人
、

ア
レ
ル
ギ
ー
、
難
病
、
持
病
、
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
、
ペ
ッ
ト
等
に
ま
つ
わ
る
本
当

に
多
様
な
被
災
者
ニ
ー
ズ
が
生
ま
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
多
様
な
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
を
ど

こ
ま
で
想
定
し
、
対
策
を
講
じ
て
お
け
る

の
か
、
そ
し
て
災
害
時
に
被
災
者
支
援
に

携
わ
る
機
関
が
連
携
し
な
が
ら
「
被
災
者

主
体
の
支
援
」
を
行
う
た
め
に
は
ど
の
よ

う
な
視
点
や
準
備
が
必
要
な
の
か
を
当
事

者
や
支
援
に
携
わ
る
方
々
と
と
も
に
考
え

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
被
災

か
ら
復
興
・
回
復
す
る
過
程
で
は
、『
被
災

当
事
者
自
身
が
生
活
上
の
意
思
決
定
を
行

い
、
そ
の
力
が
あ
る
』
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
被
災
当
事
者
自
身

で
�
い
の
ち
�
と
�
く
ら
し
�
を
守
る

「
被
災
当
事
者
間
の
自
治
力
･
共
助
力
・

合
意
形
成
力
」
を
高
め
て
い
く
と
い
う
点

に
も
力
を
入
れ
て
本
事
業
を
効
果
的
に
実

施
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

市
民
の
力
を
活
か
し
た
被
災
者
支
援

　

被
災
現
場
で
活
躍
す
る
存
在
と
し
て
、
災

害
救
援
に
駆
け
つ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
全
国
各
地
で
災
害
が
起

き
た
と
き
に
、
日
常
の
生
活
を
奪
わ
れ
た
被

災
地
の
状
態
に
対
し
て
、「
力
に
な
り
た

い
！
」
と
市
民
の
想
い
が
全
国
か
ら
被
災
地

に
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
形
は
「
お
金
」

や
「
物
資
」
そ
し
て
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と

い
う
形
で
現
れ
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
持
つ

被
災
者
一
人
一
人
へ
時
間
を
気
に
せ
ず
、
独

自
の
視
点
か
ら
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
一
律
公
平
に
行
わ
れ
る
行
政

か
ら
の
支
援
と
連
携
す
る
こ
と
で
、
被
災
者

支
援
に
欠
か
せ
な
い
力
と
な
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
う
し
た
被
災
地
へ
集
ま
る
市

民
の
想
い
が
、
被
災
者
の
生
活
を
壊
し
た
り
、

日
常
生
活
を
送
る
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、

被
災
者
を
中
心
に
考
え
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
の
あ
り
方
で
あ
り
、
被
災
者
の
日
常
生
活

を
送
る
権
利
の
回
復
を
使
命
と
し
た
災
害
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
存
在
で
す
。
社
会

福
祉
協
議
会
は
こ
の
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
を
設
置
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
が
期

待
さ
れ
お
り
、
市
民
の
自
発
的
な
想
い
を
受

け
止
め
な
が
ら
、
被
災
者
支
援
に
必
要
な
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て

い
き
ま
す
。

沖
縄
県
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
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「
災
害
被
災
者
主
体
の
支
援
」 

　
　
　
　
　
　
　
を
実
現
す
る
た
め
に 

県ボラセン 県ボラセン 
Presents

県ボラセン 
Presents 介

護
支
援
専
門
員
実
務
研
修 

受
講
試
験
の
お
知
ら
せ 

平成19年度 
ソウェルクラブおきなわ 

コ

ラ

ム

　

長
雨
の
影
響
に
よ
る
地
滑
り
や
道
路
崩
落
な
ど
が

相
次
い
だ
2
0
0
6
年
6
月
か
ら
1
年
が
経
ち
ま
す
。

沖
縄
で
は
最
近
は
地
震
に
よ
る
大
き
な
災
害
は
起
き

て
い
ま
せ
ん
が
、
台
風
に
よ
る
家
屋
の
倒
壊
や
長
雨

に
よ
る
水
害
・
土
砂
災
害
な
ど
災
害
は
い
つ
お
き
て

も
お
か
し
く
な
い
身
近
な
も
の
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
沖
縄
県
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
市
民
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
（
県
ボ
ラ
セ
ン
）
の
災
害
に
対
す
る

取
り
組
み
、
特
に
被
災
者
支
援
に
つ
い
て
、
そ
の
視

点
と
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

▲中城崩落現場（2006 年 8月）
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今
回
は
、
沖
縄
で
最
初
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
を
名
乗
り
、
活
動
を
し

て
き
た
歴
史
あ
る
「
琉
球
大
学
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
（
通
称
「
琉
ボ
ラ
」）」

を
紹
介
す
る
。

　

現
在
、
琉
ボ
ラ
の
メ
ン
バ
ー
は
約　

名
。

５０

法
文
・
教
育
・
理
・
農
・
工
・
医
学
部
と

い
う
様
々
な
学
問
を
学
ぶ
学
生
た
ち
が
集

ま
っ
て
お
り
、
多
彩
な
メ
ン
バ
ー
が
い
る

と
い
う
の
が
特
徴
的
だ
。

　

毎
月
１
回
の「
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
活
動
」

と
大
学
近
く
に
あ
る
沖
縄
病
院
の
筋
ジ
ス

患
者
た
ち
の
集
ま
る
「
ゲ
ッ
コ
ー
ズ
」
と

の
交
流
が
琉
ボ
ラ
の
中
心
活
動
と
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
他
に
も
知
的
障
害
者
の
作

業
所
や
社
協
、
N
P
O
、
福
祉
施
設
か
ら

の
依
頼
を
受
け
て
の
活
動
が
あ
る
。

　

学
生
の
集
ま
り
と
い
う
流
動
的
な
組
織

に
あ
っ
て
、
サ
ー
ク
ル
を
維
持
し
て
い
く

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、「
自
分
た
ち

が
楽
し
み
な
が
ら
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で

活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

取
材
し
た
「
ゲ
ッ
コ
ー
ズ
」
と
の
交
流

の
場
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
は
、
障
害
と

か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
福
祉
的
な
概
念

に
と
ら
わ
れ
な
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
し
い

出
会
い
か
ら
生
ま
れ
た
友
達
関
係
で
築
か

れ
て
い
る
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
だ
か
ら
何
か
を
す
る
、
し
て

あ
げ
る
と
い
う
気
負
い
は
全
く
無
く
、
た

だ
一
緒
に
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
お
し
ゃ
べ
り

に
花
を
咲
か
せ
た
り
す
る
。

　

琉
ボ
ラ
に
参
加
す
る
理
由
を
聞
く
と
、

「
普
段
、
出
会
う
こ
と
の
な
い
人
た
ち
と

出
会
う
こ
と
が
出
来
る
。
色
々
な
人
た
ち

と
の
出
会
い
は
、
学
校
に
い
る
だ
け
で
は

知
る
こ
と
の
な
い
自
分
の
視
野
を
広
げ
て

く
れ
る
か
ら
」
と
の
こ
と
。
ビ
ー
チ
ク

リ
ー
ン
活
動
も
「
個
人
だ
と
ビ
ー
チ
の
ご

み
に
気
づ
い
て
も
、
拾
う
こ
と
を
た
め

ら
っ
た
り
し
て
出
来
な
い
け
れ
ど
、
集
団

に
な
れ
ば
で
き
る
」
と
の
こ
と
。

　

今
年
の
目
標
を
尋
ね
る
と
、「
ビ
ー
チ

に
落
ち
て
い
る
ガ
ラ
ス
片
で
ビ
ー
チ
グ
ラ

ス
ア
ー
ト
を
作
成
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め

に
、
ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
活
動
を
頑
張
っ
て
、

多
く
の
ガ
ラ
ス
片
を
集
め
ま
す
。
サ
ー
ク

ル
の
メ
ン
バ
ー
も
減
っ
て
い
く
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
み
ん
な
が
楽
し
く
活
動
で
き

る
サ
ー
ク
ル
に
し
て
い
き
た
い
」
と
語
っ

て
く
れ
た
。

　
　
　

新
し
い
出
会
い
を
楽
し
む
サ
ー
ク
ル

シリーズ 

活動最前線 

琉
球
大
学

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル

▲月 1回、沖縄病院「ゲッコーズ」
との交流に参加する琉ボラメンバー

福
祉
施
設
経
営
相
談

福
祉
施
設
経
営
相
談 

福
祉
施
設
経
営
相
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労
務
管
理
編

労
務
管
理
編 

労
務
管
理
編 
Ｑ＆Ａ

 

　
県
社
協
で
は
経
営
支
援
室
を
設
置
し
、

福
祉
施
設
の
経
営
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。 

　
社
会
福
祉
法
人
の
設
立
、
施
設
経
営
、

職
員
の
処
遇
、
会
計
・
税
務
、
法
律
問

題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
対
し
て

２
名
の
経
営
支
援
員
と
３
名
の
専
門
相

談
員
が
対
応
し
て
い
ま
す
。 

沖
縄
県
社
会
福
祉
協
議
会 

経
営
支
援
室 
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今回、回答して頂くのは 

本会「福祉施設経営相談支援事業専門相談員」の 

社会保険労務士 江尻 育弘先生です。 

　就業規則に「この就業規則にない事項については、

労働基準法、その他の法令による」と定めたり、準用

規定をおくことのリスクとは何でしょうか。 

　「労働基準法、その他の法令による」と、ざっくり

とまとめてしまうと、以下のような問題が生じたとき

に困ることになります。社会福祉法人の就業規則は、

一般的に法定外年休が多く、例えば法定外年休の買い取りを行っ

たり、翌年度繰り越しを認めないという独自の運用をしている

場合でも、「労働基準法、その他の法令による」と規定されてい

れば、法定外であっても法定内のしばりの中で運用しますと、

自ら宣言してるようなものだからです。 

　また、類似の例として「この就業規則を準用する」という規

定の仕方も検討した方が良いでしょう。準用するものと準用し

ないものの区分けが曖昧になる危険があります。もし、準用規

定をおくのであれば、何を準用するのか、何は準用しないのか

を明確にした上で、準用する条項を明確に規定しておくことを

お勧めいたします。 


