
地方公務員 安全と健康 フォーラム 2023.8

安
全
配
慮
義
務
違
反
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

特
集

　
安
全
配
慮
義
務
に
違
反
す
る
と
、
職
員
や
そ
の
家
族
に
被
害
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
は
な
く
、
事
業
者
に
と
っ
て
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
法
的
に
訴
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る

だ
ろ
う
。
業
務
内
容
や
社
会
の
あ
り
方
が
変
わ
る
中
、
必
ず
し
も「
こ
れ
ま
で
と
同
じ
対
策
」を
心
が
け
る
だ
け
で
は
、
安
全
配
慮
義
務
を
果
た
せ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
担
当

者
は
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
。
本
記
事
で
は
、
安
全
配
慮
義
務
の
基
本
的
事
項
や
判
例
に
見
ら
れ
る
最
近
の
動
向
を
紹
介
し
な
が
ら
、
義
務
を
果
た
す
た
め
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

4

　
幼
い
子
が
池
の
そ
ば
へ
勢
い
よ
く
走
っ
て

い
く
姿
を
見
て
、保
護
者
は
ど
の
よ
う
な
対

応
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。「
先
に
は
池
が
あ

り
、も
し
池
に
落
ち
れ
ば
溺
れ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
。こ
の
深
い
池
に
落
ち
れ
ば
大

変
な
こ
と
に
な
る
」。そ
こ
で
、保
護
者
は
急

い
で
子
ど
も
の
前
に
立
ち
は
だ
か
り
抱
き

上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。厳
し
く
怒
る
こ

と
も
、叩
く
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。幼
い

子
は
リ
ス
ク
を
リ
ス
ク
と
し
て
認
知
し
て

い
な
い
の
で
、怒
っ
て
も
叩
い
て
も
、そ
の
意

味
が
わ
か
ら
ず
、む
し
ろ
怒
ら
れ
る
こ
と
で

保
護
者
に
対
し
て
恐
怖
心
を
覚
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。保
護
者
は
、幼
い
子
を
危
険

か
ら
守
る
べ
き
義
務（
民
法
８
２
０
条
）が

あ
る
が
ゆ
え
に「
危
険
を
予
測
」し
て
、池
に

落
ち
て
溺
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、と
い
う
痛

ま
し
い「
結
果
を
回
避
」す
る
た
め
の
行
動

を
瞬
時
に
取
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。起
こ

り
得
る
危
険
を
予
知
し
て
、そ
の
予
知
さ
れ

た
結
果
を
回
避
す
る
に
は
、危
険
性
を
知
っ

て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。後
で「
知
ら
な
か
っ

た
」は
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
か
ど
う
か
、

私
た
ち
の
リ
ス
ク
に
対
す
る
考
え
方
な
ど

が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、職
場
に
お
い
て
、こ
の
例
に
当
て

は
ま
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。経
営
者

が
、従
業
員・組
織
の
リ
ス
ク
を
予
測
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、対
応
策
を
講
じ
る
こ
と

が
で
き
、好
ま
し
く
な
い
結
果
を
回
避
で
き

ま
す
。こ
の
基
本
的
考
え
方
が
な
け
れ
ば
、

多
く
の
場
合
、従
業
員
に
心
身
の
健
康
問

題
が
発
生
し
、経
営
者
な
ら
び
に
指
揮
命

令
権
を
持
つ
管
理
職
に
対
し
て
損
害
賠
償

責
任
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

安
全
配
慮
義
務
の	

基
本
的
な
考
え
方

（
１
）安
全
配
慮
義
務
と
は

　
「
安
全
配
慮
義
務
」と
は
、「
労
働
契
約

安
全
配
慮
義
務
を
果
た
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

総
論基

本
的
な
考
え
方
と

義
務
履
行
の
た
め
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

法
」が
施
行
さ
れ
る
ま
で
は
、
昭
和
50
年

２
月
25
日
の
最
高
裁
判
決
が「
判
例
法
理
」

と
し
て
司
法
判
断
の
根
拠
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
裁
判
は
、
陸
上
自
衛
隊
員
が

構
内
に
お
い
て
後
退
し
て
き
た
ト
ラ
ッ

ク
に
ひ
か
れ
て
死
亡
し
た
事
件
で
、
国
の

「
安
全
配
慮
義
務
」違
反
が
問
わ
れ
、「
国

は
、
公
務
員
に
対
し
、
国
が
公
務
遂
行
の

た
め
に
設
置
す
べ
き
場
所
、
施
設
も
し
く

は
器
具
等
の
設
置
管
理
又
は
公
務
員
が
国

も
し
く
は
上
司
の
指
示
の
も
と
に
遂
行
す

る
公
務
の
管
理
に
あ
た
っ
て
、
公
務
員
の

生
命
及
び
健
康
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る

よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務（
以
下「
安
全
配
慮

義
務
」と
い
う
）を
負
っ
て
い
る
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
る
」と
し
、「
安
全
配
慮
義
務

は
、
あ
る
法
律
関
係
に
基
づ
い
て
特
別
な

社
会
的
接
触
の
関
係
に
入
っ
た
当
事
者
間

に
お
い
て
、
当
該
法
律
関
係
の
付
随
義
務

特
定
非
営
利
活
動
法
人
健
康
経
営
研
究
会 

理
事
長

岡
田 

邦
夫
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と
し
て
当
事
者
の
一
方
又
は
双
方
が
相
手

方
に
対
し
て
信
義
則
上
負
う
義
務
と
し
て

一
般
的
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

(
以
下
省
略)

」と
判
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
昭
和
59
年
４
月
10
日
の
最
高
裁

判
決
で
は
、
民
間
企
業
に
お
い
て
も
安
全

配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
認

め
ま
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
宿
直
勤
務
し

て
い
た
従
業
員
が
、
窃
盗
目
的
で
侵
入
し

て
き
た
元
従
業
員
に
殺
害
さ
れ
た
も
の
で
、

被
害
者
の
両
親
が
会
社
に
対
し
て
損
害
賠

償
を
求
め
、
認
容
さ
れ
た
も
の
で
す
。
司

法
判
断
は
、
労
働
者
の
生
命
お
よ
び
身
体

等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ

き
義
務
を
会
社
は
負
っ
て
い
る
と
い
う
内

容
で
、
上
告
を
棄
却
し
て
賠
償
が
確
定
し

ま
し
た
。

　
安
全
配
慮
義
務
違
反
は
、
企
業
の
労
働

契
約
上
の「
従
業
員
の
生
命
と
身
体
」を
守

る
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
成

立
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
被
災
者
が
受

け
た
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
根
拠
法
律
は
民
法
４
１
５
条（
債
務

不
履
行
）で
図
に
記
載
し
ま
し
た
。
た
だ

し
、
被
災
者
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

民
法
４
１
８
条
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
額

は
減
額（
過
失
相
殺
）さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
過
失
相
殺
の
判

例
と
し
て「
ジ
ェ
イ・シ
ー・エ
ム
事
件（
大

阪
地
裁
、
平
成
16
年
８
月
30
日
判
決
、
労

判
８
８
１
号
39
頁
）が
あ
り
ま
す
。
こ
の

事
件
で
は
、
採
用
２
か
月
後
に
突
然
死
し

た
従
業
員
に
つ
い
て
、「
労
働
者
が
労
働

日
に
長
時
間
に
わ
た
り
業
務
に
従
事
す
る

状
況
が
継
続
す
る
な
ど
し
て
、
疲
労
や
心

理
的
負
荷
等
が
過
度
に
蓄
積
す
る
と
、
労

働
者
の
心
身
の
健
康
を
損
な
う
危
険
の
あ

る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
」と
し
、

「
適
正
な
労
働
条
件
を
確
保
す
べ
き
注
意

義
務
を
怠
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」

と
し
て
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
認
定
し
ま

し
た
。
一
方
、被
災
し
た
従
業
員
は
、「
１

日
あ
た
り
20
本
な
い
し
30
本
と
い
う
喫
煙

を
重
ね
た
結
果
、
長
時
間
労
働
な
ど
に
よ

る
職
業
性
ス
ト
レ
ス
と
喫
煙
の
影
響
が
相

ま
っ
て
心
筋
梗
塞
を
発
症
し
た
も
の
と
推

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
し
て
、
被
災

し
た
従
業
員
の「
損
害
額
の
20
％
の
減
額
」

の
判
断(

民
法
４
１
８
条)

が
な
さ
れ
ま
し

た
。

（
２
）予
見
可
能
性

　
長
時
間
労
働
を
放
置
す
れ
ば
、脳・心
臓

疾
患
が
起
こ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
、
ま

た
は
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
が
発
症
す
る

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
現
代

社
会
で
は
す
で
に
多
く
の
方
が
周
知
し
て

い
る
こ
と
で
す
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
健

康
問
題
が
発
生
し
、経
営
者
・
上
司
が「
長

時
間
労
働
で
健
康
問
題
は
発
生
す
る
と
は

思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
」と
い
う
旨
の
発

言
を
し
た
場
合
、
多
く
の
方
が
受
容
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
過
重
労

働
、
昇
格
、
叱
責
等
に
よ
り
従
業
員
が
自

殺
し
た
事
件（
損
害
賠
償
請
求
控
訴
判
決
、

福
岡
高
裁
、
平
成
19
年
10
月
25
日
判
決
、

https://w
w
w
.courts.go.jp/app/

files/hanrei_jp/458/035458_
hanrei.pdf

）に
お
い
て
、裁
判
所
は
、そ

の
予
見
可
能
性
に
つ
い
て
、「
長
時
間
労

働
の
継
続
な
ど
に
よ
り
疲
労
や
心
理
的
負

荷
等
が
過
度
に
蓄
積
す
る
と
労
働
者
の
心

身
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
う
つ
病
罹
患

又
は
こ
れ
に
よ
る
自
殺
は
そ
の
一
態
様
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
使
用
者
は
上
記
の

よ
う
な
結
果
を
生
む
原
因
と
な
る
危
険
な

状
態
の
発
生
自
体
を
回
避
す
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働

者
が
死
亡
し
て
い
る
事
案
に
お
い
て
、
事

Profile

おかだ・くにお
1977年、大阪市立大学医学部
卒業。1982年、大阪市立大学
大学院医学研究科修了。同年、
大阪ガス産業医、健康開発セン
ター健康管理医長。2006年よ
り同社人事部健康開発セン
ター統括産業医。同年、特定非
営利活動法人健康経営研究会
を設立、理事長に就任。この間、
関西学院大学社会学部非常勤
講師、大阪市立大学医学部非
常勤講師、同志社大学スポー
ツ健康科学部講師、大阪市立
大学医学部臨床教授、プール
学院大学教育学部教授、同健
康スポーツ科学センター長、女
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どを歴任。『安全配慮義務 判例
とその意義』（産業医学振興財
団）など著書多数。

図　安全配慮義務に関する根拠法律

安全配慮義務履行
⃝判例法理
　　最高裁、昭和50年2月25日判決、国家公務員
　　最高裁、昭和59年4月10日判決、民間企業従業員
⃝明文化＝労働契約法（平成30年7月6日公布

／令和2年4月1日施行）【労働者の安全への
配慮】第5条

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等
の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要
な配慮をするものとする。

　⬇
義務不履行（予知予見並びに結果回避義務不
履行）により業務上の心身の健康問題発生
　⬇
民事訴訟　損害賠償請求（【債務不履行による
損害賠償】民法第415条第1項）
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又
は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これに
よって生じた損害の賠償を請求することができる。た
だし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原
因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰
することができない事由によるものであるときは、こ
の限りでない。

　⬇
経営責任（【役員等の第三者に対する損害賠償
責任】会社法第429条第1項）
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失
があったときは、当該役員等は、これによって第三者に
生じた損害を賠償する責任を負う。
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前
に
使
用
者
側
が
当
該
労
働
者
の
具
体
的

な
健
康
状
態
の
悪
化
を
認
識
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
予
見

で
き
な
か
っ
た
と
は
直
ち
に
い
え
な
い
の

で
あ
っ
て
、
当
該
労
働
者
の
健
康
状
態
の

悪
化
を
現
に
認
識
し
て
い
た
か
、
あ
る
い

は
、
そ
れ
を
現
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
就
労
環
境
等
に
照
ら
し
、
労

働
者
の
健
康
状
態
が
悪
化
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
を
容
易
に
認
識
し
得
た
と
い
う

よ
う
な
場
合
に
は
、
結
果
の
予
見
可
能
性

が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
」と
し
て
、「
長
時
間
労
働
、心
理

的
負
荷
が
過
度
に
蓄
積
」し
た
場
合
に
は
、

経
営
者
・
管
理
職
は
、
そ
の
結
果
と
し
て

何
が
起
こ
り
得
る
の
か
を
予
見
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、と
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
入
社
３
年
目
の
社
員
が
過
重

労
働
で
自
殺
し
た
事
件（
神
戸
地
裁
、平
成

23
年
2
月
28
日
判
決
、https://w
w
w
.

courts.go.jp/app/files/hanrei_
jp/193/081193_hanrei.pdf

）
に
お

い
て
、「
使
用
者
に
安
全
配
慮
義
務
違
反

が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
予
見
可
能
性
が
必

要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
予
見
義
務
の
内
容
と

し
て
、
具
体
的
に
特
定
の
疾
患
の
発
症
を

予
見
し
得
た
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
ず
、

「
過
重
労
働
を
す
れ
ば
、
労
働
者
の
健
康

が
悪
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」と
い
う
抽

象
的
な
危
惧
が
予
見
し
得
た
な
ら
ば
予
見

可
能
性
は
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
具

体
的
に
は
、
①
使
用
者
又
は
代
理
監
督
者

た
る
上
司
が
、
当
該
労
働
者
が
心
身
の
健

康
を
損
な
っ
て
い
る
状
態（
体
調
悪
化
）を

認
識
し
て
い
た
か
又
は
認
識
可
能
で
あ
っ

た
か
、
若
し
く
は
、
②
心
身
の
健
康
を
損

な
う
原
因
と
な
っ
た
労
働
実
態
に
つ
い
て
、

使
用
者
又
は
代
理
監
督
者
た
る
上
司
が
認

識
し
て
い
た
か
又
は
認
識
可
能
で
あ
れ
ば
、

上
記
予
見
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
」と
判
示
し
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
べ
き
で
す
。

（
３
）安
全
配
慮
義
務
の
内
容

　
そ
れ
で
は
、
安
全
配
慮
義
務
と
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な「
義
務
」な
の
か
、判
例

か
ら
そ
の
内
容
を
分
類
し
て
み
ま
す
。

　

労
働
衛
生
に
お
い
て
は
、
３
管
理（
作

業
環
境
管
理
、作
業
管
理
、健
康
管
理
）と

言
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
視

点
か
ら
は
、
安
全
な
職
場
環
境
を
醸
成
し
、

労
働
災
害
が
発
生
し
な
い
よ
う
な
作
業
方

法
を
遵
守
さ
せ
、
日
ご
ろ
従
業
員
の
健
康

に
留
意
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
３
つ
の

視
点
か
ら
ま
ず
安
全
配
慮
義
務
の
履
行
に

つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
作
業
環
境
管
理

　
第
一
に
、「
作
業
環
境
管
理
」で
す
。
快

適
な
職
場
環
境
で
働
く
こ
と
で
、
従
業
員

の
心
身
の
健
康
を
確
保
す
る
こ
と
は
事
業

者
の
義
務
で
す
が
、従
業
員（
Ａ
）の
精
神

疾
患
発
症
に
つ
い
て
業
務
起
因
性
を
認
定

し
、
か
つ
職
場
環
境
に
つ
い
て
言
及
し
た

判
例（
国
・
川
崎
北
労
基
署
長
事
件
、東
京

地
裁
、
平
成
23
年
３
月
25
日
判
決
、
労
判

１
０
３
２
号
65
頁
）で
は「
事
業
所
は
、１

人
当
た
り
の
作
業
ス
ペ
ー
ス
が
狭
い
上
、

作
業
場
所
内
で
作
業
に
あ
た
る
従
業
員
数

が
多
く
、
恒
常
的
に
二
酸
化
炭
素
量
が
基

準
を
超
過
し
て
苛
酷
な
作
業
環
境
で
あ
っ

た
こ
と（
中
略
）諸
事
情
を
総
合
考
慮
す
れ

ば
、
Ａ
の
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷
の
程

度
は
、「
過
重
」で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
」と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
職
場
の
環
境
調
整
配
慮
を
怠
っ

た
事
件（
横
浜
地
裁
、
平
成
14
年
６
月
27

日
判
決
、https://w

w
w
.courts.go.jp/

app/files/hanrei_jp/987/005987_
hanrei.pdf

）に
お
い
て
、
地
方
公
共
団

体
の
公
務
員（
Ａ
）が
自
殺
し
た
こ
と
に

つ
い
て
、「
Ａ
の
訴
え
を
聞
い
た
Ｂ
課
長

は
、
直
ち
に
、
い
じ
め
の
事
実
の
有
無
を

積
極
的
に
調
査
し
、速
や
か
に
善
後
策（
防

止
策
、
加
害
者
等
関
係
者
に
対
す
る
適
切

な
措
置
、
Ａ
の
配
転
な
ど
）を
講
じ
る
べ

き
で
あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
を
怠
り
、
い
じ

め
を
防
止
す
る
た
め
の
職
場
環
境
の
調
整

を
し
な
い
ま
ま
、
Ａ
の
職
場
復
帰
の
み
を

図
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
不
安

感
の
大
き
か
っ
た
Ａ
は
復
帰
で
き
な
い

ま
ま
、
症
状
が
重
く
な
り
、
自
殺
に
至
っ

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
Ｃ

（
上
司
）及
び
Ｂ
課
長
に
お
い
て
は
、
Ａ
に

対
す
る
安
全
配
慮
義
務
を
怠
っ
た
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
」。
さ
ら
に「
適
正
な
措

置
を
執
ら
な
け
れ
ば
、
Ａ
が
欠
勤
に
と
ど

ま
ら
ず
、精
神
疾
患（
心
因
反
応
）に
罹
患

し
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
殺
の
よ

う
な
重
大
な
行
動
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の

措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
、
Ａ
が
職
場
復
帰

す
る
こ
と
が
で
き
、
精
神
疾
患
も
回
復
し
、

自
殺
に
至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
被
告
Ｃ
及
び

Ｂ
課
長
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
Ａ
の
自

殺
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と

認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」と
判
示
し
て

い
ま
す
。

②
作
業
管
理

　
第
二
に「
作
業
管
理
」で
す
。
作
業
管
理

の
中
に
は
、
労
働
時
間
が
含
ま
れ
ま
す
の

で
、
長
時
間
労
働
に
基
づ
く
心
身
の
不
調

や
自
殺
は
、
そ
の
対
応
が
不
備
で
あ
っ
た

場
合
に
は
、
安
全
配
慮
義
務
履
行
違
反
と

な
り
ま
す
。
長
時
間
労
働
に
よ
っ
て
従
業

員
が
自
殺
し
た
事
件（
損
害
賠
償
請
求
事

件
、最
高
裁
、平
成
12
年
３
月
24
日
判
決
、

https://w
w
w
.courts.go.jp/app/

files/hanrei_jp/222/052222_
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）に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、

「
労
働
者
が
労
働
日
に
長
時
間
に
わ
た
り

業
務
に
従
事
す
る
状
況
が
継
続
す
る
な
ど

し
て
、
疲
労
や
心
理
的
負
荷
等
が
過
度
に

蓄
積
す
る
と
、
労
働
者
の
心
身
の
健
康
を

損
な
う
危
険
の
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と

こ
ろ
で
あ
る
。
労
働
基
準
法
は
、
労
働
時

間
に
関
す
る
制
限
を
定
め
、
労
働
安
全
衛

生
法
六
五
条
の
三
は
、
作
業
の
内
容
等
を

特
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
同
法
所
定
の

事
業
者
は
労
働
者
の
健
康
に
配
慮
し
て
労

働
者
の
従
事
す
る
作
業
を
適
切
に
管
理
す

る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
危
険
が
発
生

す
る
の
を
防
止
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
す

る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
使
用
者
は
、
そ
の
雇
用
す
る

労
働
者
に
従
事
さ
せ
る
業
務
を
定
め
て
こ

れ
を
管
理
す
る
に
際
し
、
業
務
の
遂
行
に

伴
う
疲
労
や
心
理
的
負
荷
等
が
過
度
に
蓄

積
し
て
労
働
者
の
心
身
の
健
康
を
損
な
う

こ
と
が
な
い
よ
う
注
意
す
る
義
務
を
負
う

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
使
用
者
に

代
わ
っ
て
労
働
者
に
対
し
業
務
上
の
指
揮

監
督
を
行
う
権
限
を
有
す
る
者
は
、
使
用

者
の
右
注
意
義
務
の
内
容
に
従
っ
て
、
そ

の
権
限
を
行
使
す
べ
き
で
あ
る
」と
判
示

し
ま
し
た
。
管
理
職
は
、
使
用
者
に
代

わ
っ
て
指
揮
命
令
を
し
て
い
る
の
で
、
部

下
の
心
身
の
健
康
に
注
意
す
る
義
務
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
健
康
管
理

　
第
三
に「
健
康
管
理
」で
す
。
健
康
診
断

は
、
事
業
者
に
罰
則
付
き
で
義
務
と
し
て

課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
健
康
管
理

義
務
を
懈け
た
い怠

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
従
業
員

Ａ
の
高
血
圧
が
進
行
し
、
脳
梗
塞
が
発
症

し
た
事
件（
損
害
賠
償
請
求
事
件
、
福
岡

高
裁
、
令
和
元
年
７
月
18
日
判
決
、
労
判

１
２
２
３
号
95
頁
）に
お
い
て
、「
控
訴
会

社
は
、
従
業
員
に
定
期
健
康
診
断
を
受
け

さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
被
控
訴
人
に
定
期
健
康
診
断
を
受

け
さ
せ
た
の
は
平
成
13
年
10
月
及
び
平

成
16
年
10
月
の
２
回
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、

被
控
訴
人
を
健
康
保
険
に
加
入
さ
せ
る
手

続
き
も
怠
っ
て
お
り
、
被
控
訴
人
は
、
自

己
の
疾
病
や
そ
の
治
療
の
必
要
性
を
認
識

し
た
り
、
病
院
を
受
診
し
た
り
す
る
機
会

を
奪
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
控
訴
会
社
は
、

上
記
の
各
健
康
診
断
の
結
果
か
ら
、（
中

略
）被
控
訴
人
の
心
身
の
健
康
を
損
な
わ

な
い
よ
う
に
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
産
業
医
が
主
治
医
か
ら

意
見
を
聴
い
て
就
労
制
限
を
行
っ
た
り
、

業
務
を
軽
減
し
た
り
す
る
な
ど
の
適
切
な

措
置
を
執
ら
ず
、
上
記
義
務
を
怠
っ
た
も

の
で
あ
る
。
当
裁
判
所
も
、（
中
略
）控
訴

会
社
の
安
全
配
慮
義
務
、
控
訴
人
Ｂ（
代

表
取
締
役
）の
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が

認
め
ら
れ（
中
略
）被
控
訴
人
の
基
礎
疾
患

等
を
考
慮
し
て
２
割
の
素
因
減
額
を
認
め

る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
」と
判

示
し
ま
し
た
。
こ
の
事
件
の
第
一
審（
福

岡
地
裁
、
平
成
30
年
11
月
30
日
判
決
、
労

判
１
１
９
６
号
５
頁
）に
お
い
て
、「
株
式

会
社
の
従
業
員
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務

は
、
労
働
基
準
法
、
労
働
安
全
衛
生
法
及

び
労
働
契
約
法
の
各
法
令
か
ら
も
導
か
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
株
式

会
社
の
取
締
役
は
、
会
社
に
対
す
る
善
管

注
意
義
務
と
し
て
、
会
社
が
安
全
配
慮
義

務
を
遵
守
す
る
体
制
を
整
備
す
る
義
務
を

負
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
被
告
は
、
本
件
疾
病
の

発
症
に
つ
い
て
、
原
告
に
対
し
、
会
社
法

４
２
９
条
１
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任

を
負
う
」と
し
て
、
経
営
責
任
を
認
容
し

た
の
で
す
。

　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
実
践
す
る
た

め
に
は
、
管
理
職
に
対
す
る「
ラ
イ
ン
に

よ
る
ケ
ア
」に
つ
い
て
の
研
修
が
必
要
で

す
。
自
分
の
部
下
が「
い
つ
も
と
違
う
」と

気
づ
か
な
け
れ
ば
早
期
発
見
は
で
き
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
製
造
業
に
従
事
し
て
い
た
従
業
員

が
高
温
環
境
、
同
僚
と
の
対
立
等
に
よ
っ

て
心
身
の
不
調
に
よ
り
、
自
殺
し
た
事
件

（
広
島
地
裁
、
平
成
12
年
５
月
18
日
判
決
、

https://w
w
w
.courts.go.jp/app/

files/hanrei_jp/828/018828_
hanrei.pdf

）
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
所

は
、「
９
月
20
日
以
降
に
お
い
て
Ａ（
自
殺

し
た
従
業
員
）が
Ｂ
係
長
や
Ｃ
次
長
に
対

し
て
申
し
出
た
内
容
は
一
般
的
に
は
理
解

し
難
い
内
容
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
Ｃ
次

長
ら
は
Ａ
の
心
身
の
変
調
を
疑
い
、
同
僚

や
家
族
に
対
し
て
Ａ
の
日
常
の
言
動
を
調

査
し
て
然
る
べ
き
対
応
を
す
べ
き
で
あ
っ

た
こ
と
」と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
内
容
は
、

「
Ａ
は
上
司
で
あ
る
Ｃ
次
長
及
び
Ｂ
係
長

に
対
し
て
９
月
20
日
以
降
何
度
も
Ｆ（
同

僚
）ら
に
対
す
る
教
え
方
が
分
か
ら
な
い

と
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、
Ｃ
次
長
及
び
Ｂ

係
長
に
対
し
て「
辞
め
た
い
」旨
を
伝
え
て

い
る
。
特
に
９
月
28
日
に
は
Ａ
と
Ｃ
次
長

及
び
Ｂ
係
長
と
で
約
二
時
間
に
わ
た
っ
て

Ａ
の
辞
意
に
つ
い
て
の
話
合
い
が
行
わ
れ

て
い
る
」、そ
し
て
、上
司
と
の
対
話
に
お

い
て
は
、「
辞
め
て
ど
う
す
る
の
か
」「
休

ん
で
も
よ
い
」「
営
業
の
手
伝
い
に
出
て
も

よ
い
」と
の
説
得
に
対
し
て「
教
え
方
が
分

か
ら
な
い
」「
辞
め
た
い
」と
繰
り
返
す
の

み
で
あ
っ
た
」と
し
て
、「
通
常
で
は
考
え

難
い
こ
と
で
あ
る
」と
判
断
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
裁
判
所
は「
Ａ
の

心
身
の
故
障
を
疑
い
、
同
僚
や
家
族
に
対

し
て
Ａ
の
勤
務
時
間
内
や
家
庭
内
に
お
け

る
言
動
、
状
況
に
つ
い
て
事
情
を
聴
取
す

べ
き
義
務
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
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あ
る
」と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の

時
点
で
、
専
門
医
に
受
診
さ
せ
る
、
職
務

を
変
更
す
る
な
ど
の
措
置
を
と
れ
ば
、
本

件
の
事
故
は
防
げ
た
か
も
し
れ
な
い
、
と

判
断
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
結
果
と
し
て
、
Ａ
の
対
応
を
し

て
い
た
上
司
で
あ
る
Ｃ
次
長
、
Ｂ
係
長
ら

に
対
し
て
、「
被
告
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
要

求
さ
れ
た
安
全
配
慮
義
務
を
怠
っ
た
過
失

に
よ
り
、
労
働
契
約
上
の
債
務
不
履
行
責

任（
民
法
４
１
５
条
）及
び
不
法
行
為
責
任

（
同
法
７
０
９
条
、７
１
５
条
、７
１
９
条
）

を
負
っ
て
お
り
、
Ａ
が
被
っ
た
損
害
に
つ

い
て
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
」と
し
て
、
上
司
の
共
同

不
法
行
為
責
任
を
認
め
た
の
で
す
。

　

こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
複
数
の
上

司
が
、
部
下
の
異
変
に
気
づ
く
こ
と
な

く
、
間
近
に
迫
っ
て
い
た
異
動
日
ま
で
現

場
で
働
く
こ
と
を
勧
め
て
い
た
対
応
に
問

題
が
あ
り
ま
し
た
。
い
つ
も
と
違
う
部
下

に
気
づ
い
た
時
に
は
、
す
で
に
手
遅
れ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
前
に
対

応
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
ミ
ス
、
勤
怠
状
況
の
変

化
、
同
僚
や
上
司
と
の
雑
談
で
心
身
の
不

調
に
つ
い
て
話
し
出
し
て
い
る
、
な
ど
に

い
ち
早
く
気
づ
き
、
対
象
者
と
じ
っ
く
り

と
時
間
を
と
っ
て
傾
聴
し
な
け
れ
ば
未
然

に
防
止
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
民
法
７
１
９
条
は
共
同
不
法
行
為

者
の
責
任
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
内
容
は「
数
人
が
共
同
の
不
法
行
為

に
よ
っ
て
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き
は
、

各
自
が
連
帯
し
て
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る

責
任
を
負
う
。
共
同
行
為
者
の
う
ち
い
ず

れ
の
者
が
そ
の
損
害
を
加
え
た
か
を
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
も
、同
様
と
す
る
」

と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
複
数
の
上
司
が
、

部
下
が
す
で
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に

陥
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
、

と
い
う
責
任
の
追
及
が
な
さ
れ
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
部
下
を
持
つ
管
理
監
督
者
に

は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
発
生
さ
せ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
、「
管
理
職
研
修
」を
必

須
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
健
康
管
理
に
お
い
て
重
要
な

課
題
と
し
て
、「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
起
因

す
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
」が
あ
り
ま

す
。
教
育
係
で
あ
る
Ｂ
の
暴
行
・
暴
言
等

に
よ
り
Ａ
が
自
殺
し
、
遺
族
が
損
害
賠
償

を
し
た
事
件（
東
京
高
裁
、
平
成
29
年
10

月
26
日
判
決
、
労
判
１
１
３
８
号
30
頁
）

で
は
、
裁
判
所
は
そ
の
判
決
で「
地
方
公

共
団
体
で
あ
る
一
審
被
告
は
、
そ
の
任
用

す
る
職
員
が
生
命
、
身
体
等
の
安
全
を
確

保
し
つ
つ
業
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
必
要
な
配
慮
を
す
る
義
務（
安
全

配
慮
義
務
）を
負
う
も
の
で
あ
る
」と
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、「
安
全
配
慮
義
務
に

は
、
精
神
疾
患
に
よ
り
休
業
し
た
職
員
に

対
し
、
そ
の
特
性
を
十
分
理
解
し
た
上
で
、

病
気
休
業
中
の
配
慮
、
職
場
復
帰
の
判
断
、

職
場
復
帰
の
支
援
、
職
場
復
帰
後
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
う
義
務
が
含
ま
れ
る
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
ま
た
安

全
配
慮
義
務
の
ひ
と
つ
で
あ
る
職
場
環
境

調
整
義
務
と
し
て
、
良
好
な
職
場
環
境
を

保
持
す
る
た
め
、
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ハ

ラ
、
す
な
わ
ち
、
職
務
上
の
地
位
や
人
間

関
係
な
ど
の
職
場
内
の
優
位
性
を
背
景

と
し
て
、
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
又

は
職
場
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
行
為
を
防
止

す
る
義
務
を
負
い
、
パ
ワ
ハ
ラ
の
訴
え
が

あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
事
実
関
係
を
調

査
し
、
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
加
害
者

に
対
す
る
指
導
、
配
置
換
え
等
を
含
む
人

事
管
理
上
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き

義
務
を
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」

と
し
て
、「
Ｂ
所
長
は
、Ａ
か
ら
、平
成
23

年
12
月
14
日
に
は
体
調
不
良
を
訴
え
ら
れ
、

翌
日
15
日
に
は
、
実
際
自
殺
念
慮
ま
で
も

訴
え
ら
れ
、
Ａ
の
精
神
状
態
が
非
常
に
危

険
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
で
き

た
の
で
あ
る
か
ら
、
直
ち
に
Ａ
の
同
意
を

と
る
な
ど
し
、
自
ら
部
下
に
命
じ
る
な
ど

し
て
、
主
治
医
等
か
ら
意
見
を
求
め
、
産

業
医
等
に
相
談
す
る
な
ど
適
切
に
対
処
す

べ
き
義
務
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
己
の
判
断
で
、
勤
務
を
継
続
さ
せ
、
Ａ

の
精
神
状
況
を
悪
化
さ
せ
、
う
つ
病
の
症

状
を
増
悪
さ
せ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
一
審

被
告
に
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
安
全

配
慮
義
務
違
反
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」と
判
断
さ
れ
た
の
で
す
。

　
そ
ん
な
つ
も
り
で
言
っ
た
の
で
は
な
い

と
弁
明
し
て
も
、
裁
判
所
は
そ
の
よ
う
に

判
断
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す（
表
参
照
）。

「そんなつもりで言ったのではない？」 ―過去の判例から学ぶ上司の言動―
不適切な発言の例 判例

人間死ぬ気になればどんなことでも頑張ることができると
か、自殺できるものならしてみろといった表現で激励した。

東京高裁
（平成14年7月23日判決）

「でろよ！ ちぇっ、ちぇっ、ぶっ殺すぞ、お前！ Ｉとお前が。お前
何やってるんだ！ お前。辞めていいよ。辞めろ！ 辞表を出せ！ 
ぶっ殺すぞ、お前！」（留守電録音）

東京地裁
（平成24年3月9日判決）

「何でできないだ」「何度も同じことを言わせるな」「そんなこ
ともわからないのか」「なぜ手順通りにやらないんだ」「馬鹿」

「馬鹿野郎」「帰れ」
仙台高裁

（平成26年6月27日判決）

「一体君は嘘つくのが８割噓つきなんだから、２割の本当は
何なんだ」「人としてはずかしくねーかよ」「精神障害者かな
んかだよ」

東京地裁
（令和2年7月1日判決）

表　判例で示された不適切な発言
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（
３
）管
理
職
研
修
の
実
施

　
「
労
働
者
の
心
の
健
康
の
保
持
増
進
の

た
め
の
指
針
」（
改
正
平
成
27
年
11
月
30
日
、

健
康
保
持
増
進
の
た
め
の
指
針
公
示
第
６

号
）に
お
い
て
、「
事
業
者
は
、ラ
イ
ン
に

よ
る
ケ
ア
を
促
進
す
る
た
め
、
管
理
監
督

者
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
項
目
等
を
内

容
と
す
る
教
育
研
修
、
情
報
提
供
を
行
う

も
の
と
す
る
」と
し
て
、
以
下
の
11
項
目

が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
関
す
る
事
業
場

の
方
針

②
職
場
で
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
を
行
う
意

義
③
ス
ト
レ
ス
及
び
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に

関
す
る
基
礎
知
識

④
管
理
監
督
者
の
役
割
及
び
心
の
健
康
問

題
に
対
す
る
正
し
い
態
度

⑤
職
場
環
境
等
の
評
価
及
び
改
善
の
方
法

⑥
労
働
者
か
ら
の
相
談
対
応（
話
の
聴
き
方
、

情
報
提
供
及
び
助
言
の
方
法
等
）

⑦
心
の
健
康
問
題
に
よ
り
休
業
し
た
者
の

職
場
復
帰
へ
の
支
援
の
方
法

⑧
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携
及
び
こ
れ
を
通
じ
た
事
業
場
外
資
源

と
の
連
携
の
方
法

⑨
セ
ル
フ
ケ
ア
の
方
法

⑩
事
業
場
内
の
相
談
先
及
び
事
業
場
外
資

源
に
関
す
る
情
報

⑪
健
康
情
報
を
含
む
労
働
者
の
個
人
情
報

の
保
護
等

　
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
過
去
の
判
例
か
ら

学
ぶ
こ
と
が
多
い
の
で
、
研
修
内
容
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

産
業
安
全
分
野
に
お
い
て
、「
フ
ェ
イ

ル
セ
ー
フ
」と
は
、
機
械
が
誤
作
動
し
て

も
人
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
仕
組

み
を
あ
ら
か
じ
め
つ
く
っ
て
お
く
こ
と
で

あ
り
、「
フ
ー
ル
プ
ル
ー
フ
」は
間
違
っ
た

操
作
を
し
て
も
危
険
な
動
作
に
な
ら
な
い
、

ま
た
は
機
械
が
動
か
な
い
よ
う
に
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
組
み
込
ん
で
お
く
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
人
」は「
機
械
」で

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
場
の
雰
囲
気

や
喜
怒
哀
楽
に
よ
っ
て
は
普
段
で
は
考
え

ら
れ
な
い
言
動
を
と
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
そ
の
典
型
と
言

え
ま
す
。
感
情
を
抑
え
る
理
性
を
い
か
に

維
持
す
る
か
は
、
安
全
工
学
に
お
け
る
仕

組
み
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
相
当
す
る
も
の
で

す
。
機
械
に
潤
滑
剤
を
定
期
的
に
注
油
す

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
人
」に
対
す
る

「
投
資
」を
怠
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
、

組
織
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
本
記
事
に
引
用
し
た
判
決
文
は
、一部（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、補
足

等
）を
改
変・追
記
し
て
い
ま
す
。

　
労
働
現
場
に
お
い
て
は
、
管
理
監
督
者

の
部
下
の
健
康
管
理
に
係
る
教
育
研
修
を

徹
底
し
、
過
去
の
判
例
な
ど
を
参
考
に
し

て
、
職
場
に
お
い
て
心
身
の
健
康
問
題
が

発
生
す
る
前
に
適
切
な
対
応
が
と
れ
る
よ

う
な
知
識
と
技
能
等
の
習
得
が
必
須
と

な
っ
て
い
ま
す
。「
セ
ル
フ
ケ
ア
」に
関
す

る
啓
発・研
修
は
す
べ
て
の
職
員・従
業
員

に
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に「
ラ
イ
ン
に
よ

る
ケ
ア
」に
つ
い
て
は
、
部
下
を
持
つ
管

理
監
督
者
が『
安
全
配
慮
義
務
』を
履
行
す

る
た
め
に
、
必
ず
首
長
や
経
営
者
が
必
要

不
可
欠
な
研
修
と
位
置
づ
け
て
実
施
す
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
知
ら

な
い
」は
、
現
代
社
会
で
は
許
容
さ
れ
な

い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

安
全
配
慮
義
務
履
行
の
た
め
の	

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
リ
ス
ク
を

リ
ス
ク
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、「
知
ら
な
い
」と
い
う
こ
と
は
大

き
な
リ
ス
ク
と
な
り
得
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
リ
ス
ク
の
対
処
法
、
つ
ま
り
リ
ス
ク
を

放
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
結

果
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
そ

の
結
果
を
回
避
す
る
方
法
を
講
じ
る
こ
と
、

つ
ま
り
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

（
１
）法
令
遵
守

　
ま
ず
は
、
労
働
関
連
法
を
遵
守
す
る
こ

と
が
基
本
と
な
り
ま
す
。
前
述
し
た
労
働

衛
生
３
管
理
は
そ
の
基
本
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
労
働
基
準
法
、
労
働
安

全
衛
生
法
、
労
働
契
約
法
※
と
い
っ
た
労

働
関
連
法
等
を
遵
守
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
管
理
職
と
し
て
必
要
な
内
容
を
、
管

理
職
に
な
っ
た
時
に
身
に
つ
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※
公
務
員
は
労
働
契
約
法
の
適
用
除
外

（
２
）健
康
管
理
規
程
な
ど
組
織
内
の

　
　
取
り
決
め
の
遵
守

　
健
康
診
断
を
受
け
て
い
な
い
部
下（
把

握
と
勧
奨
、
さ
ら
に
専
門
医
の
受
診
勧

奨)
、所
定
内
労
働
時
間
を
超
え
て
い
る
部

下（
長
時
間
労
働
者
の
医
師
に
よ
る
面
接

指
導
の
勧
奨
な
ど
）、
い
つ
も
と
違
う
部

下（
遅
刻
・
早
退
）、
無
断
欠
勤
の
あ
る
部

下
、
初
め
て
勤
怠
状
況
に
問
題
が
発
生
し

た
部
下
、
仕
事
の
進
捗
状
況
が
思
わ
し
く

な
い
と
感
じ
た
部
下
、
な
ど
の
把
握
が
重

要
で
す
。
ま
た
、
日
ご
ろ
の
言
動
の
変
化

に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
常

生
活
の
変
化
、
着
衣
、
飲
酒
な
ど
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

制
度
を
活
用
し
、
職
場
の
健
康
度
の
変
化

を
確
認
す
る
こ
と
も
職
場
全
体
の
健
康
状

況
の
把
握
に
は
有
用
で
す
。
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