
「
過
労
死
等
防
止
啓
発
月
間
」に

改
め
て
身
に
つ
け
よ
う
！

過
労
死
等

防
止
の
た
め
の

基
礎
知
識

２
０
１
４
年
11
月
1
日
に
施
行
さ
れ
た「
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法
」に
よ
り
、

11
月
が「
過
労
死
等
防
止
啓
発
月
間
」と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
方
は「
過
労
死
」を
他
人
事
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
は
と
て
も
身
近
な
問
題
で
す
。

そ
の一方
、
過
労
死
等
の
要
因
と
な
る
長
時
間
労
働
は
依
然
と
し
て
改
善
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

本
特
集
で
は
、
過
労
死
等
を
防
止
す
る
た
め
に
、
事
業
主
・
労
働
者
が
で
き
る
こ
と
、

国
が
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

第１特集
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図表　長時間労働による影響

多額の賠償金の支払い

長時間にわたる過重な労働

労働基準監督署による書類送検

過労死等（脳血管・心臓疾患、精神障害）

刑事罰や事業場名の公表

労働基準監督署
による労災認定

民事訴訟

違法な
長時間労働

▶▶
 「過労死等防止啓発月間」に改めて身につけよう！

	 過労死等防止のための基礎知識第１特集

過
労
死
等
の
重
大
な
要
因
は 

長
時
間
に
わ
た
る
過
重
労
働

そ
も
そ
も「
過
労
死
」と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
を
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
過
労
死
等

防
止
対
策
推
進
法
で
は
、「
業
務
に
お
け

る
過
重
な
負
荷
に
よ
る
脳
血
管
疾
患
・
心

臓
疾
患
を
原
因
と
す
る
死
亡
」「
業
務
に
お

け
る
強
い
心
理
的
負
荷
に
よ
る
精
神
障
害

を
原
因
と
す
る
自
殺
に
よ
る
死
亡
」「
死
亡

に
は
至
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
脳
血
管
疾

患
・
心
臓
疾
患
、
精
神
障
害
」を
過
労
死

等
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

過
労
死
等
の
最
も
重
大
な
要
因
と
さ
れ

て
い
る
の
が
、
長
時
間
に
わ
た
る
過
重
な

労
働
で
、
こ
れ
は
疲
労
の
蓄
積
を
も
た
ら

し
、
健
康
障
害
の
リ
ス
ク
を
高
め
ま
す
。

具
体
的
に
は
脳
血
管
・
心
臓
疾
患
の
発
症

リ
ス
ク
の
増
大
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
実
際
に
ど
れ
く
ら
い
過
労
死
等

が
発
生
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
脳
血

管
・
心
臓
疾
患
に
か
か
る
労
災
の
請
求
件

数
は
、
２
０
１
６
年
は
８
２
５
件
で
、
支

給
決
定（
認
定
）件
数
が
２
６
０
件
。
そ
の

う
ち
、
死
亡
は
１
０
７
件
で
し
た
。
同
請

求
件
数
は
、
過
去
10
年
間
、
７
０
０
件
台

後
半
〜
９
０
０
件
台
前
半
で
推
移
し
て
い

ま
す
。

精
神
障
害
に
か
か
る
労
災
の
請
求
件
数

で
す
が
、
２
０
１
６
年
は
１
５
８
６
件
、

支
給
決
定（
認
定
）件
数
が
４
９
８
件
。
そ

の
う
ち
、
自
殺（
未
遂
を
含
む
）は
84
件
で

し
た
。
こ
の
同
請
求
件
数
は
、
お
お
む
ね

年
を
追
う
ご
と
に
増
え
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
労
働
基
準
監
督
署
に
よ
る
書

類
送
検
事
例
と
労
災
認
定
事
例
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。

１
つ
目
は
、
違
法
な
長
時
間
労
働
に
よ

る
書
類
送
検
事
例
で
す
。
タ
ク
シ
ー
会
社

Ａ
社
の
運
転
手
Ｂ
さ
ん
が
脳
梗
塞
を
発

症
。
Ａ
社
は
３サ

ブ
ロ
ク６

協
定（
10
ペ
ー
ジ
参
照
）

を
適
法
に
締
結
し
な
い
ま
ま
、
Ｂ
さ
ん
に

時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
て
い
た
の
で
す
。

１
週
間
の
法
定
労
働
時
間
40
時
間
を
超

え
、
最
高
約
48
時
間
の
時
間
外
労
働
を
行

わ
せ
て
い
た
実
態
が
認
め
ら
れ
、
労
働
基

準
監
督
署
は
書
類
送
検
し
ま
し
た
。

２
つ
目
は
、
長
時
間
に
わ
た
る
過
重
な

労
働
に
よ
る
過
労
死
に
関
す
る
労
災
認
定

事
例
で
す
。
美
容
関
係
の
資
格
学
校
で
働

い
て
い
た
Ｃ
さ
ん
は
、
上
司
か
ら
２
カ
月

間
で
、
新
た
な
資
格
制
度
の
対
策
コ
ー
ス

の
企
画
と
模
擬
試
験
の
問
題
作
成
を
す
る

よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
２
カ
月
間
で

は
到
底
間
に
合
わ
せ
ら
れ
な
い
と
訴
え
た

も
の
の
聞
い
て
も
ら
え
ず
、
Ｃ
さ
ん
は
時

間
外
労
働
や
休
日
出
勤
を
繰
り
返
し
、
１

カ
月
の
時
間
外
労
働
は
２
０
０
時
間
を
超

え
ま
し
た
。
３
日
ぶ
り
に
帰
宅
し
た
Ｃ
さ

ん
は
自
死
。
労
働
基
準
監
督
署
は
Ｃ
さ
ん

が
発
症
し
た
精
神
障
害
を
、
過
重
労
働
が

原
因
と
し
て
労
災
認
定
し
ま
し
た（
２
つ

の
例
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト「
長
時
間
労
働
の

削
減
に
向
け
て
」よ
り
）。

仕
事
に
よ
る
過
労
か
ら
命
を
落
と
し
た

り
、
健
康
を
損
な
う
こ
と
は
、
本
人
は
も

と
よ
り
、
そ
の
家
族
や
友
人
に
と
っ
て
も

計
り
知
れ
な
い
苦
痛
で
あ
る
と
と
も
に
、

社
会
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
で
す
。
ま

た
、
過
労
死
等
が
発
生
し
、
当
該
企
業
に

お
い
て
長
時
間
に
わ
た
る
過
重
な
労
働
を

行
わ
せ
て
い
た
場
合
、
労
働
基
準
監
督
署

に
よ
る
監
督
指
導
が
実
施
さ
れ
、
法
律
違

反
が
認
め
ら
れ
れ
ば
是
正
勧
告
が
な
さ
れ

ま
す
。重
大
・
悪
質
な
違
反
に
つ
い
て
は
、

捜
査
・
書
類
送
検
が
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
結
果
、
刑
事
罰
が
科
さ
れ
た

り
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
事
業

場
名
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
民
事
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
多

額
の
賠
償
金
の
支
払
い
を
求
め
ら
れ
る
恐

れ
も
あ
り
ま
す（
図
表
）。

過
労
死
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
ペ
ー

ジ
か
ら
紹
介
す
る
具
体
的
な
対
策
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

過
労
死
は
な
ぜ
起
き
る
？

過
労
死
等
を
防
ぐ
た
め
に
、
ま
ず
、
そ
の
原
因
や
実
態
に
つ
い
て
、
一
緒
に
学
び
ま
し
ょ
う
。

Intro
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働
を
減
ら
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
身
体
の

健
康
を
維
持
す
る
に
は
、
生
活
習
慣
病
の

予
防
な
ど
に
取
り
組
む
よ
う
に
働
き
か
け

る
こ
と
も
効
果
的
で
す
。
裁
量
労
働
制
の

対
象
労
働
者
や
管
理
・
監
督
者
に
対
し
て

も
、
事
業
主
は
健
康
確
保
の
責
任
を
負
っ

て
お
り
、
業
務
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し

た
う
え
で
、医
師
に
よ
る
面
接
指
導
な
ど
、

必
要
な
措
置
を
講
じ
ま
し
ょ
う
。

労
働
者
自
身
も
意
識
的
に
自
ら
の
健
康

管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

4
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
働
き
方
の
推
進

皆
さ
ん
は
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス（
仕
事
と
生
活
の
調
和
）」と
い
う

言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？　

こ
れ
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
や
り
が
い

や
充
実
感
を
感
じ
な
が
ら
働
き
、
仕
事
上

の
責
任
を
果
た
す
と
と
も
に
、
家
庭
や
地

域
生
活
な
ど
に
お
い
て
も
、
子
育
て
期
、

中
高
年
期
と
い
っ
た
人
生
の
各
段
階
に
応

じ
て
多
様
な
生
き
方
が
選
択
・
実
現
で
き

る
社
会
の
こ
と
。
過
労
死
等
の
防
止
の
た

め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
働
き
方
を
改
め
、

ま
ず
、
過
労
死
等
を
防
ぐ
た
め
の
対
策

を
自
社
で
行
っ
て
い
る
か
、
次
の
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
で
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

□
３
６
協
定
を
労
働
者
に
周
知
し
て
い
る

□
長
時
間
労
働
を
減
ら
し
て
い
る

□
労
働
者
の
心
身
の
健
康
維
持
・
増
進
に

努
め
て
い
る

□
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
職
場
環
境
づ
く
り
を
し
て
い
る

□
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
推
進
し
て
い
る

□
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
て
い
る

□
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
を
し
て
い
る

□
労
働
者
に
労
働
条
件
や
健
康
管
理
に
関

す
る
相
談
窓
口
の
連
絡
先
を
周
知
し
て

い
る

い
か
が
で
し
た
か
。
一
つ
で
も
チ
ェ
ッ

ク
が
つ
か
な
か
っ
た
項
目
が
あ
る
人
は
、

ぜ
ひ
次
に
紹
介
す
る
対
策
を
参
考
に
改
善

に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

1
３
６
協
定（
時
間
外
・ 

休
日
労
働
協
定
）の
周
知

ま
ず
、
事
業
主
は
、
労
働
者
の
労
働
時

間
を
適
正
に
把
握
し
、
適
切
に
管
理
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

法
定
労
働
時
間
は
原
則
、１
日
８
時
間
、

週
40
時
間
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、

労
働
者
に
こ
れ
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を

さ
せ
る
場
合
、
も
し
く
は
休
日
労
働
を
さ

せ
る
場
合
は
、
労
働
基
準
法
第
36
条
に
基

づ
い
て
、「
３
６
協
定
」を
過
半
数
労
働
組

合
と
結
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
過
半

数
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
は
、
労
働
者

の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
結
び
ま
す
。

締
結
内
容
は
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け

出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
３
６
協
定
を
適

切
に
結
ぶ
た
め
に
も
、
労
働
者
に
対
し
て

同
法
の
周
知
を
行
い
ま
し
ょ
う
。
届
け
出

後
は
、
締
結
内
容
を
見
や
す
い
場
所
に
掲

示
し
、
労
働
者
に
周
知
し
ま
し
ょ
う
。

○
労
働
条
件
に
関
す
る
総
合
情
報
サ
イ
ト

　
「
確
か
め
よ
う
労
働
条
件
」

　

http://www.check-roudou.m
hlw.go.jp/

2
長
時
間
労
働
の 

削
減

長
時
間
労
働
は
、
過
労
死
等
を
引
き
起

こ
す
要
因
の
一
つ
で
す
。
そ
の
た
め
、
国

は
２
０
２
０
年
ま
で
に
週
労
働
時
間
60
時

間
以
上
の
雇
用
者
の
割
合
を
５
％
以
下
と

す
る
目
標
を
定
め
て
い
ま
す
。
事
業
主
に

は
、
こ
の
目
標
を
踏
ま
え
て
、
自
社
の
長

時
間
労
働
の
削
減
に
向
け
て
努
力
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
削
減
方
法
に
つ
い
て
は
、「
労

働
時
間
等
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（
労
働

時
間
等
設
定
改
善
指
針
）」で
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。適

切
な
労
働
時
間
で
働
き
、
き
ち
ん
と

休
む
こ
と
で
、
労
働
者
の
仕
事
に
対
す
る

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り

業
務
効
率
が
上
が
り
、生
産
性
が
向
上
し
、

企
業
の
成
長
・
発
展
に
も
つ
な
げ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
離
職
率
低
下
も
期
待
で
き
ま

す
。
ぜ
ひ
、
長
時
間
労
働
の
削
減
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

3
労
働
者
の
健
康
づ
く
り
に 

向
け
た
積
極
的
な
支
援

事
業
主
に
は
、
労
働
者
の
健
康
づ
く
り

に
向
け
た
積
極
的
な
支
援
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
た
と
え
ば
、
労
働
者
が
適
切
な
睡
眠

時
間
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
長
時
間
労

Part
1

過
労
死
等
を
防
止
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

過
労
死
等
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
事
業
主
・
労
働
者
側
そ
れ
ぞ
れ
が
意
識
的
に
長
時
間
労
働
の
削
減
な
ど
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｐａｒ
ｔ
１
で
は
、
具
体
的
な
過
労
死
等
の
防
止
策
を
解
説
し
ま
す
。
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ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

働
き
方
に
変
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
長

時
間
労
働
や
休
日
出
勤
が
続
き
、
休
暇
が

取
得
で
き
な
い
状
態
に
な
る
と
、
労
働
者

の
身
体
的
・
精
神
的
な
健
康
状
態
や
精
神

状
態
が
悪
化
し
、
さ
ら
に
は
仕
事
に
対
す

る
意
欲
や
効
率
が
下
が
っ
て
し
ま
う
恐
れ

も
あ
り
ま
す
。

労
働
者
が
仕
事
に
や
り
が
い
を
感
じ
、

充
実
し
た
生
活
を
送
る
に
は
、
適
切
な

労
働
時
間
で
効
率
的
に
仕
事
を
進
め
、

き
ち
ん
と
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
事
業
主
は
、
そ
の
実
現
へ
向

け
職
場
環
境
・
業
務
体
制
の
整
備
を
進

め
ま
し
ょ
う
。

○
働
き
方
・
休
み
方
改
善
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

　

http://w
ork-holiday.m

hlw.go.jp/

5
年
次
有
給
休
暇
の 

取
得
促
進

「
６
カ
月
間
の
継
続
勤
務
」「
全
労
働
日
の

８
割
以
上
の
出
勤
」と
い
う
条
件
を
満
た

す
と
、
労
働
者
は
年
次
有
給
休
暇
を
取
得

で
き
る
権
利
を
得
ま
す
。
正
職
員
だ
け
で

は
な
く
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
も
同
様

で
す
。
労
使
で
話
し
合
い
、
年
次
有
給
休

暇
の
計
画
的
な
取
得
を
促
進
し
ま
し
ょ

う
。6

ス
ト
レ
ス
チ
ェッ
ク
の 

実
施

仕
事
や
職
業
生
活
に
強
い
不
安
や
悩

み
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
い
る
労
働
者
は

５
割
以
上
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
り
ま
す

（
平
成
28
年
労
働
安
全
衛
生
調
査（
実
態
調

査
））。

労
働
者
自
身
が
自
分
の
ス
ト
レ
ス
に
気

づ
き
、
対
処
す
る
こ
と
が
、
心
の
健
康
を

保
つ
第
一
歩
で
す
。

２
０
１
５
年
12
月
か
ら
、
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
す
る
こ
と
が
事
業
者
の

義
務
に
な
り
ま
し
た（
労
働
者
数
50
人
未

満
の
事
業
場
の
場
合
は
、
当
分
の
間
努
力

義
務
）。
こ
れ
は
、
毎
年
１
回
、
労
働
者

の
ス
ト
レ
ス
の
程
度
を
把
握
し
、
労
働
者

自
身
の
ス
ト
レ
ス
へ
の
気
づ
き
を
促
す
と

と
も
に
、
職
場
環
境
の
改
善
に
つ
な
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調

を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と

し
た
も
の
で
す
。
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を

通
じ
て
、
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
対
策
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

○
働
く
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
・
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト「
こ
こ
ろ
の
耳
」

 
https://kokoro.m

hlw.go.jp/

7
パ
ワ
ハ
ラ
の 

防
止

パ
ワ
ハ
ラ（
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）

は
、
う
つ
病
な
ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不

調
の
原
因
と
な
り
ま
す
。パ
ワ
ハ
ラ
と
は
、

同
じ
職
場
で
働
い
て
い
る
人
に
対
し
、
職

務
上
の
地
位
や
職
歴
な
ど
の
職
場
内
で
の

優
位
性
を
背
景
に
、
業
務
の
適
正
な
範
囲

を
超
え
て
精
神
的
・
身
体
的
苦
痛
を
与
え

る
行
為
や
、
職
場
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
行

為
の
こ
と
。
発
生
さ
せ
な
い
た
め
に
、
ま

ず
は
予
防
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

予
防
策
に
は
次
の
５
つ
が
あ
り
ま
す
。

・
組
織
の
ト
ッ
プ
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信

す
る

ト
ッ
プ
が
、
職
場
の
パ
ワ
ハ
ラ
は
な
く

す
べ
き
で
あ
る
と
明
確
に
宣
言
す
る
。

・
ル
ー
ル
を
決
め
る

就
業
規
則
に
パ
ワ
ハ
ラ
に
関
連
す
る
規

定
を
設
け
る
。労
使
協
定
を
締
結
す
る
。

そ
の
予
防
・
解
決
に
つ
い
て
の
方
針
や

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
。

・
実
態
を
把
握
す
る

従
業
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
。

・
教
育
す
る

パ
ワ
ハ
ラ
防
止
に
つ
な
が
る
研
修
を
実

施
す
る
。

・
周
知
す
る

組
織
の
方
針
や
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

労
働
者
へ
の
周
知
・
啓
発
を
行
う
。

も
し
、パ
ワ
ハ
ラ
が
発
生
し
た
場
合
は
、

解
決
に
向
け
て
、
次
の
取
り
組
み
を
実
施

し
ま
し
ょ
う
。

・
相
談
や
解
決
の
場
を
提
供
す
る

企
業
内
外
に
相
談
窓
口
を
設
け
る
。
職

場
の
対
応
責
任
者
を
決
め
る
。
外
部
専

門
家
と
連
携
す
る
。

・
再
発
防
止
の
た
め
の
取
り
組
み
を
行
う

パ
ワ
ハ
ラ
行
為
者
に
対
す
る
再
発
防
止

研
修
な
ど
を
行
う
。

○
あ
か
る
い
職
場
応
援
団

 
https://no-paw

ahara.m
hlw.go.jp/

8
相
談
窓
口
を 

活
用
す
る

労
働
者
の
皆
さ
ん
が
も
し
、
心
身
の
不

調
を
感
じ
た
場
合
は
、
家
族
や
友
人
、
上

司
や
同
僚
な
ど
、
周
り
の
人
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
国
や
民
間
団
体
は
さ
ま

ざ
ま
な
相
談
窓
口
を
設
け
て
い
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

自
身
の
健
康
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
や

同
僚
、
部
下
の
様
子
に
も
気
を
配
り
ま

し
ょ
う
。「
あ
れ
？　

い
つ
も
と
様
子
が

違
う
」と
感
じ
た
ら
、
相
談
窓
口
を
利
用

す
る
よ
う
に
勧
め
る
な
ど
、
適
切
な
対
処

を
お
願
い
し
ま
す
。

© sato00 - Fotolia.com

厚生労働  2017.1111 (C) 2017 日本医療企画.




