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厚
生
労
働
省
の
「
今
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
対
策
に
関
す
る
研
究
会
」（
座
長
＝
今
野

浩
一
郎
・
学
習
院
大
学
教
授
）
は
九
月
一
五

日
、
報
告
書
を
発
表
し
た
。
改
正
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
法
の
施
行
（
平
成
二
〇
年
四
月
・

図
）
後
、「
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
施
行
状

況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
検
討
を
加
え
措
置
を
講
ず
る
」（
改
正
法
附

則
第
七
条
）
等
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を

受
け
、
今
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
対
策
に

つ
い
て
二
月
よ
り
一
〇
回
に
渡
り
検
討
を
重

ね
て
き
た
も
の
。

報
告
書
は
、
二
〇
一
〇
年
現
在
で
一
四
一

四
万
人
（
雇
用
者
総
数
に
占
め
る
割
合
で
二

六
・
六
％
）
に
の
ぼ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

の
現
状
を
、（
独
）
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機

構
「
短
時
間
労
働
者
実
態
調
査
」
結
果
（
弊

誌
四
月
号
参
照
）
を
も
と
に
把
握
し
た
う
え

で
、
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
課
題
と

今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
整
理
し
た
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
の
現
状
と
課
題

報
告
書
は
、
通
常
労
働
者
と
同
視
す
べ
き

短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
差
別
的
取
扱
い
の

禁
止
義
務
規
定
（
第
八
条
）
を
め
ぐ
り
、「
職

務
内
容（
業
務
の
内
容
及
び
責
任
の
程
度
）」

及
び
「
人
材
活
用
の
仕
組
み
・
運
用
等
」
が

同
一
で
「（
実
質
）
無
期
労
働
契
約
」
と
い

う
三
要
件
に
該
当
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
存
在
割
合
が
調
査
対
象
の
〇
・
一
％

だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
「
今
後
、
第
八
条
規

定
を
活
用
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇

用
管
理
の
改
善
を
進
め
る
余
地
は
小
さ
い
状

況
。日
本
の
雇
用
慣
行
の
下
、三
要
件
が
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
均
等
待
遇
の
確
保
を
図

る
手
段
と
し
て
合
理
性
を
有
し
て
い
る
か
、

単
に
企
業
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
か
、
あ
ら
ゆ
る

待
遇
に
つ
き
一
律
に
三
要
件
が
不
可
欠
と
な

る
か
な
ど
の
点
を
含
め
、
あ
り
方
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
」
な
ど
と
指
摘
。
ま
た
、
通

常
労
働
者
と
の
均
衡
待
遇
の
確
保（
第
九
条
）

に
つ
い
て
も
、「
一
層
の
待
遇
改
善
を
推
進
す

る
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」

な
ど
と
し
た
。

待
遇
に
係
る
納
得
性
の
向
上（
第
一
三
条
）

に
関
し
て
は
、
過
去
二
年
間
に
説
明
を
求
め

ら
れ
た
事
業
主
は
二
割
程
度
で
、
実
際
に
は

説
明
の
求
め
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
状
況

も
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
か
ら
の
求
め
と
い
う
要
件
が
必
要
か

も
含
め
、
納
得
性
を
向
上
さ
せ
る
方
策
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
」
な
ど
と
し
た
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
教
育
訓
練
（
第

一
〇
条
）
に
つ
い
て
は
、
従
事
す
る
職
務
に

必
要
な
導
入
訓
練
は
事
業
所
で
一
定
程
度
実

施
さ
れ
て
い
る
一
方
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
目

的
と
す
る
も
の
は
必
ず
し
も
充
分
に
行
わ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
教
育
訓
練
を
通
じ

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を

促
進
す
る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
」
な
ど
と
指
摘
。
ま
た
、
通
常
労
働
者

へ
の
転
換
推
進
（
第
一
二
条
）
を
め
ぐ
っ
て

は
、
同
措
置
を
実
施
し
て
い
る
事
業
所
は
約

半
数
で
、
過
去
三
年
間
に
実
際
に
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
を
通
常
労
働
者
へ
転
換
さ
せ
た

事
業
所
は
約
四
割
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、「
さ
ら
な
る
推
進
が
必
要
で
あ
る
」
と

と
も
に
、
雇
用
安
定
を
志
向
し
つ
つ
も
「
さ

ま
ざ
ま
な
事
情
で
柔
軟
な
働
き
方
を
自
ら
選

択
し
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
方
策
が
あ
る
か
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
」
な
ど
と
し
て
い
る
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
実
効
性
の
確
保

（
第
一
六
条
、
第
二
一
・
二
二
条
）
に
関
し

て
は
、「
紛
争
解
決
援
助
の
あ
り
方
等
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
な
ど
と
し
た
。

ま
た
、
そ
の
他
の
課
題
と
し
て
、
就
業
調
整

を
行
う
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
四
人
に
一

人
い
る
も
の
の
、「
職
業
能
力
の
発
揮
や
待
遇

の
改
善
を
阻
害
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」

こ
と
な
ど
も
明
記
。
検
討
に
当
た
っ
て
の
留

意
事
項
に
は
、
①
有
期
労
働
契
約
の
あ
り
方

の
検
討
と
の
整
合
性
②
比
較
法
の
視
点
③
社

会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
及
び
第
三
次
男

女
共
同
参
画
基
本
計
画
④
東
日
本
大
震
災
が

企
業
に
与
え
る
影
響
―
―
を
挙
げ
た
。

今
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
対
策

こ
う
し
た
課
題
認
識
を
踏
ま
え
、
報
告
書

は
今
後
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
対
策
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇

用
管
理
の
改
善
等
を
よ
り
一
層
進
め
る
た
め

に
考
え
ら
れ
る
選
択
肢
を
整
理
し
た
。

選
択
肢
は
「
当
面
の
課
題
と
し
て
措
置
す

べ
き
も
の
、
中
長
期
的
な
課
題
と
す
べ
き
も

の
、
法
律
に
よ
る
対
応
が
必
要
な
も
の
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
実
行
上
の
対
応
で
可
能
な

も
の
が
あ
る
と
同
時
に
、並
立
し
得
る
も
の
・

し
な
い
も
の
が
あ
り
組
合
せ
は
多
岐
に
わ
た

る
」
と
し
つ
つ
、「
措
置
す
べ
き
時
点
や
手
法
、

そ
れ
ら
の
相
互
関
係
に
と
ら
わ
れ
ず
幅
広
く

提
示
」
す
る
形
式
を
採
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
第
八

条
三
要
件
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、「
職
務
の

内
容
が
同
一
」と
の
要
件
の
み
あ
る
い
は「
人

材
活
用
の
仕
組
み
・
運
用
等
が
同
一
」
と
の

要
件
の
み
で
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意

見
な
ど
が
あ
っ
た
ほ
か
、「
今
後
の
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
法
の
見
直
し
に
当
た
り
第
八
条
規

定
を
活
用
し
た
雇
用
管
理
改
善
の
実
効
を
上

げ
る
に
は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
広
げ
て
い
く

こ
と
を
検
討
す
べ
き
」
で
、そ
の
際
は
「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

合
理
的
な
理
由
な
く
不
利
益
な
取
扱
い
を
し

て
は
な
ら
な
い
と
す
る
法
制
を
採
る
こ
と
が

適
当
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
と

し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
労
使
双
方

の
予
測
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
、「
合
理
的

な
理
由
の
考
慮
要
素
と
な
り
得
る
も
の
に
つ

い
て
一
定
の
例
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
示
し
、

行
政
指
導
等
に
よ
る
履
行
確
保
に
利
用
す
る

と
と
も
に
、
司
法
手
続
で
参
考
と
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
」

と
の
意
見
や
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
に
お
い
て
は
「
合

理
的
な
理
由
と
し
て
、『
雇
用
形
態
に
係
る
不

利
益
取
扱
い
禁
止
原
則
』
で
は
勤
続
年
数
、

ト
ピ
ッ
ク
ス

パ
ー
ト
労
働
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学
歴
、資
格
、職
業
格
付
け
な
ど
、『
同
一
（
価

値
）
労
働
同
一
賃
金
原
則
』
で
は
労
働
時
間

や
就
業
場
所
の
変
更
に
ど
れ
だ
け
対
応
で
き

る
か
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
な
ど
が
考
慮
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
幅
広
く
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見
が
あ
っ

た
な
ど
と
し
て
い
る
。

一
方
、
均
等
待
遇
（
第
八
条
）
の
対
象
と

な
ら
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
め
ぐ
っ

て
は
、
賃
金
制
度
や
雇
用
管
理
の
取
り
組
み

が
事
業
所
ご
と
に
多
様
で
、「
待
遇
改
善
の
あ

り
方
に
つ
い
て
一
律
の
基
準
を
設
け
る
こ
と

に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
む
し
ろ
そ
の
ニ
ー

ズ
等
の
実
情
に
応
じ
、
事
業
主
が
自
主
的
に

雇
用
管
理
の
改
善
等
を
計
画
的
に
進
め
る
こ

と
が
重
要
」
と
の
意
見
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、

「
例
え
ば
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の

枠
組
み
を
参
考
」
に
、
行
動
計
画
の
具
体
的

な
内
容
と
し
て
賃
金
水
準
の
改
善
や
賃
金
制

度
の
見
直
し
、
教
育
訓
練
の
実
施
、
通
常
労

働
者
へ
の
転
換
推
進
な
ど
、「
幅
広
い
も
の
を

認
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
と
し
た
。

な
お
、
通
常
労
働
者
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
の
職
務
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
務
評
価
点
に
見
合
っ
た
賃
金
計

算
な
ど
が
可
能
に
な
る
反
面
、
中
小
規
模
の

企
業
を
含
め
た
事
業
主
に
広
範
に
職
務
分

析
・
評
価
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
困
難
な
た

め
、
む
し
ろ
事
業
主
が
雇
用
管
理
の
あ
り
方

な
ど
に
合
わ
せ
て
職
務
評
価
制
度
を
導
入
し
、

労
使
間
で
そ
の
プ
ロ
セ
ス
及
び
結
果
を
共
有

し
な
が
ら
議
論
を
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る

な
ど
と
指
摘
。
職
務
評
価
を
行
動
計
画
の
具

体
的
な
取
り
組
み
メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
に
位
置

づ
け
る
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
「
職
務
分
析
・

職
務
評
価
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
つ
い
て
よ

り
複
雑
な
要
素
別
点
数
法
に
基
づ
く
も
の
を

作
成
し
、
活
用
を
促
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る

な
ど
と
し
て
い
る
。

待
遇
に
関
す
る
納
得
性
の
向
上
を
め
ぐ
っ

て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
が
説
明
を
求

め
易
く
す
る
方
策
と
し
て
、「
例
え
ば
現
在
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
指
針
で
規
定
さ
れ
て
い

る
、
待
遇
の
決
定
に
当
た
り
考
慮
し
た
事
項

の
説
明
を
求
め
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
不
利

益
取
扱
い
の
禁
止
を
法
律
に
規
定
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
」な
ど
と
指
摘
。一
方
、「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
の
求
め
に
係
わ
ら
ず
、

待
遇
の
決
定
に
当
た
り
考
慮
し
た
事
項
の
説

明
を
、
事
業
主
に
義
務
づ
け
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
」
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
「
一
律
の

規
制
を
設
け
る
よ
り
む
し
ろ
事
業
所
ご
と
の

実
情
に
応
じ
、
柔
軟
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
集
団
的
労
使
関
係
の
中
で
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
枠
組
み
を
設
け
る
方
が
重

要
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

な
お
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
労
働
組

合
へ
の
組
織
率
は
近
年
、
上
昇
傾
向
に
あ
る

も
の
の
、
業
種
に
よ
る
違
い
も
あ
る
こ
と
か

ら
「
事
業
所
内
に
お
け
る
集
団
的
労
使
関
係

の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
」
が
あ

り
、
そ
の
際
に
は
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
制

度
を
参
考
に
、「
事
業
主
、
通
常
労
働
者
及
び

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
構
成
員
と
し
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
待
遇
等
に
つ
い
て

協
議
す
る
労
使
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が

適
当
で
は
な
い
か
」
と
の
考
え
方
も
あ
る
な

ど
と
し
た
。

教
育
訓
練
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
事
業
主
が

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
活
用
方
針
に
つ
い

て
行
動
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
中
に
キ
ャ
リ

ア
・
ラ
ダ
ー
（
現
在
の
仕
事
に
固
定
さ
れ
る

こ
と
な
く
条
件
の
良
い
仕
事
へ
移
行
が
可
能

な
環
境
）
の
整
備
や
こ
れ
に
応
じ
た
計
画
的

な
教
育
訓
練
の
実
施
を
盛
り
込
み
、
そ
れ
に

対
し
て
政
策
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与

し
て
誘
導
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
」
な
ど

と
し
た
。

な
お
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
経
験
・

能
力
を
評
価
し
や
す
い
仕
組
み
を
普
及
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー

ド
制
度
」「
職
業
能
力
評
価
基
準
」「
キ
ャ
リ
ア

段
位
制
度
」
の
一
層
の
普
及
・
促
進
と
と
も

に
、
個
人
の
能
力
開
発
支
援
の
強
化
も
併
せ

て
重
要
に
な
る
と
み
て
い
る
。

通
常
労
働
者
へ
の
転
換
推
進
で
は
、「
フ
ル

タ
イ
ム
通
常
労
働
者
の
長
時
間
労
働
の
是
正

を
図
り
つ
つ
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
能

力
を
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
観
点
で
事
業
主
自

ら
行
動
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
中
で
キ
ャ
リ

ア
・
ラ
ダ
ー
を
設
け
計
画
的
な
教
育
訓
練
を

実
施
し
、
最
終
的
に
正
社
員
へ
転
換
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
促
進
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
」
な
ど
と
し
た
。

ま
た
、
勤
務
地
限
定
や
職
種
限
定
の
無
期

契
約
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
雇
用
が
安
定

す
る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
事
業

所
閉
鎖
や
職
種
廃
止
の
際
の
雇
用

保
障
の
あ
り
方
な
ど
、
関
連
判
例

の
整
理
の
必
要
性
も
示
し
た
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
実
効

性
の
確
保
に
つ
い
て
は
「
他
法
の

規
定
例
も
参
考
に
、
事
業
主
が
都

道
府
県
労
働
局
雇
用
均
等
室
に
よ

る
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
の

公
表
や
、
過
料
を
課
す
対
象
の
拡

大
を
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
」
な
ど
と
指
摘
。
ま
た
、「
紛
争

解
決
援
助
の
対
象
範
囲
を
努
力
義

務
規
定
に
広
げ
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
」
が
、「
第
九
条
に
係
る
紛
争

解
決
援
助
の
際
、
賃
金
の
均
衡
を

ど
の
程
度
図
れ
ば
よ
い
か
な
ど
メ

ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
判
例
の
集
積

が
あ
る
か
、
第
九
条
は
賃
金
水
準

に
言
及
し
て
い
な
い
中
で
都
道
府

県
労
働
局
長
の
助
言
等
や
均
衡
待

遇
調
停
会
議
に
よ
る
調
停
案
で
賃

金
水
準
に
言
及
す
る
こ
と
が
適
当

か
と
い
う
問
題
も
含
め
、
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
」
な
ど
と
し
て
い

る
。

（
調
査
・
解
析
部
）

正社員と職種（業務の種類）が同じ短時間労働者

職務（業務の内容及び責任の重さ）が同じ

短時間労働者

【職務遂行に不可欠な教育訓練を

正社員同様に実施する義務】

職務かつ人材活用の仕組み等が

同じ短時間労働者

【賃金について正社員と同一の

方法で決定する努力義務】

職務かつ人材活用の仕組み等が

全雇用期間を通じて同じで（実質）

無期契約の短時間労働者

【すべての待遇について正社員

との差別的取扱い禁止義務】
Ｄ

Ｃ

Ｂ´領域

Ａ

Ｂ

すべての短時間労働者
【雇入れ時に（労働基準法第１５条が義務づける一般的な労働条件に

加え）特定事項（昇給、退職手当、賞与の有無）の文書交付等（本人が

希望した場合は電子メール・ＦＡＸ可）による明示を義務化（第６条）】
（違反は１０万円以下の過料（第４７条））

【短時間労働者から求められた場合は待遇の決定に当たり考慮した

事項の説明を義務化（第１３条）】

【職務内容や成果、意欲、能力、経験等を勘案し、職務関連賃金

（基本給、賞与、役付手当等）を決定する努力義務化（第９条１項）】

【通常労働者との均衡を考慮し、短時間労働者の職務の内容、成果、

意欲、能力及び経験等に応じて教育訓練を実施する努力義務化

（第１０条２項）】

【福利厚生施設（通常労働者に適用している食堂、休憩室、更衣室

を限定列挙）についても、利用機会の提供に係る配慮義務（第１１条）】

【すべての短時間労働者を対象に、通常労働者への転換推進措置

（①通常労働者の募集内容を周知②通常労働者のポストを社内公募

する際に機会付与③転換試験制度を設置④例えば教育訓練の支援

などその他転換促進措置のいずれか）を義務化（第１２条）】

【就業規則作成時の意見聴取の努力義務（第７条）】

【短時間雇用管理者の選任の努力義務（第１５条）】

【短時間労働者から苦情の申し出を受けた場合は事業所内の苦情

処理制度を活用したり、人事担当者が短時間雇用管理者を担当する

職務（業務の内容及び責任の重さ）が同じ短時間労働者
【（既に当該能力を有している場合を除き）職務遂行に必要な能力を付与する

ための教育訓練を通常労働者と同様に実施する義務（第１０条１項）】

職務かつ人材活用の仕組み等が同じ短時間労働者
【少なくとも人材活用の実態等が同一の期間については通常労働者と同じ方法

（同じ賃金テーブルや基準を適用）で賃金を決定する努力義務（第９条２項）】

職務かつ人材活用の仕組み等が全雇用期間を通じて

同じで（実質）無期契約の短時間労働者
【賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用

その他あらゆる待遇面で差別的取扱いを禁止（第８条１項）】

※改正パートタイム労働法が事業主に義務づけた事項については、自主的解決が困難で

紛争に発展した場合の裁判外処理手続きとして、新たに①都道府県労働局長による

助言、指導、勧告（第２１条）②個別労働関係紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会

図　改正パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
（平成１９年法律第７２号））の概要




