
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
次
有
給
休
暇
は
、
働
く
私
た
ち
が
安

心
し
て
休
み
を
取
る
た
め
の
基
本
的
な
権

利
で
、
新
年
度
の
開
始
と
共
に
新
た
な
年

休
が
最
大
２
０
日
付
与
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
毎
年
、
年
度
末
に
な
る
と
「
忙
し
い
か
ら

ダ
メ
」
と
申
請
を
断
ら
れ
た
り
、
「
後
に
し

て
」
「
特
休
が
優
先
」
と
言
わ
れ
て
結
局
使

い
切
れ
ず
、
有
休
が
失
効
し
て
し
ま
う
例

が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
中
に
は
法
で
定
め

る
最
低
限
度
の
５
日
し
か
権
利
行
使
で
き

ず
、
１
５
日
失
効
す
る
社
員
も
い
ま
す
。 

労
働
基
準
法
第
３
９
条
で
は
、
労
働
者

に
は
有
給
休
暇
を
『
時
季
を
指
定
し
て
取

得
す
る
権
利
』
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
会

社
が
こ
れ
を
変
更
で
き
る
の
は
、
『
事
業
の

正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
』
に
限
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
「
時
季
変
更
権
」
と
呼
び

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
理
由
に
有
休
取
得

を
拒
否
し
た
り
、
単
に
『
忙
し
い
か
ら
』
で

は
、
時
季
変
更
権
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。 

特
に
重
要
な
の
は
、
時
季
変
更
権
を
行
使

す
る
場
合
、
会
社
は
必
ず
代
替
時
季
を
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

代
わ
り
の
時
季
も
示
さ
ず
未
承
認
と
す
る

の
は
、
明
ら
か
に
違
法
で
す
。
ま
た
、
有
休

の
有
効
期
限
は
原
則
と
し
て
付
与
か
ら
２

年
間
で
あ
り
、
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
時
効
で

消
滅
し
ま
す
。
労
働
者
が
時
季
指
定
し
た

年
休
を
会
社
が
承
認
せ
ず
、
結
果
と
し
て

失
効
と
な
る
場
合
に
は
時
季
変
更
権
の
行

使
は
成
立
し
な
い
た
め
違
法
・
無
効
と
な

る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。 

 

 
 

第１９７号 

2025年 4月 1日 

発 責  国労九州本部  

住 所 博多区博多駅東 3丁目 9

番 3号ニッコウハイツ 1003号 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
裁
判
例
で
も
明
確
に
判
断
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
大
阪
地
裁
平
成
１
５
年
３
月
２
８
日
判
決
で

は
、
労
働
者
が
時
効
直
前
に
年
休
を
申
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

会
社
が
こ
れ
を
拒
否
し
、
結
果
的
に
有
休
が
消
滅
し
た
と
い
う
事
案

に
お
い
て
、
裁
判
所
は
『
会
社
は
代
替
時
季
を
提
示
す
る
義
務
を
怠

っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
の
時
季
変
更
権
の
行
使
は
認
め
ら

れ
な
い
』と
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
『
労
働
者
に
と
っ
て
権
利
を
行
使
で

き
る
最
後
の
機
会
を
一
方
的
に
奪
う
こ
と
は
、
権
利
の
濫
用
に
等
し

い
』と
強
く
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

当
組
合
は
こ
れ
ま
で
の
団
体
交
渉
に
お
い
て
、
年
休
を
労
働
者
が

指
定
し
た
時
季
に
取
得
で
き
る
、
適
切
な
要
員
配
置
を
す
る
よ
う
会

社
に
求
め
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
今
春
闘
に
お
い
て
は
『
時
効
直
前
の

年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
時
季
変
更
権
を
行
使
で

き
な
い
』
と
い
う
認
識
を
相
互
に
確
認
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
年
度

末
の
取
得
申
請
を
一
方
的
に
拒
否
し
、
そ
の
ま
ま
失
効
さ
せ
る
よ
う

な
対
応
は
、
会
社
自
身
も
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
皆
さ
ん

の
職
場
の
管
理
者
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
昨
年
度
、
申
請
し
た
日
数

の
年
休
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
年
休
が
失
効
し
た
方
は
、
管

理
者
の
認
識
が
会
社
と
一
致
し
て
い
る
か
、
確
認
し
て
み
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。 

年
休
の
う
ち
失
効
分
の
５
日
間
を
積
立
保
存
休
暇
と
し
て
積
み

立
て
ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
積
立
に
は
４
５
日
の
限
度
が
あ

り
、
こ
れ
を
超
え
れ
ば
全
て
失
効
と
な
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
使
わ

な
け
れ
ば
失
わ
れ
る
の
が
年
休
の
原
則
で
す
。
せ
っ
か
く
の
権
利
を

ム
ダ
に
し
な
い
た
め
に
も
、
早
め
の
取
得
計
画
と
、
正
し
い
知
識
が
重

要
で
す
。 

 

 

正当な権利行使

には、労使双方

が正しい知識を

身に着けること

が重要です。 


