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届
出
の
変
更
点 

 

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険

の
取
得
届
、
扶
養
届
、
喪
失
届

は
従
来
通
り
社
会
保
険
事
務

所
に
提
出
し
ま
す
。 

健
康
保
険
の
給
付
関
係
（
傷

病
手
当
金
・
出
産
育
児
一
時

金
・
高
額
療
養
費
等
）
は
、
各

都
道
府
県
の
協
会
け
ん
ぽ
に

提
出
し
ま
す
。 

手
続
き
上
の
詳
細
は
、
こ
れ

か
ら
随
時
、
公
表
さ
れ
る
と
思

い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
埼
玉
県

の
協
会
け
ん
ぽ
電
話
番
号
は
、

０
４
８
（
６
５
８
）
５
９
１
１

で
す
。 

ＴＥＬ ０４８０－２５－０３７８ 

ＦＡＸ ０４８０－５３－６４３２ 
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当
日
ま
で
真
剣
に
考
え
ま

す
。 経

営
者
が
事
業
に
専
念

す
る
た
め
に
は
、
労
働
者
と

の
ト
ラ
ブ
ル
は
で
き
る
だ

け
無
い
方
が
よ
く
（
対
応
の

た
め
に
相
当
な
時
間
が
か

か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）
、

一
方
、
現
在
お
勤
め
中
の
人

も
知
っ
て
お
く
と
よ
い
内

容
に
し
た
い
と
思
い
、
「
知

っ
て
お
き
た
い
雇
用
の
ル

ー
ル
」
を
中
心
に
話
を
し
ま

し
た
。 

当
日
は
、
参
加
者
の
ビ
ジ

ネ
ス
プ
ラ
ン
の
発
表
も
あ

っ
た
た
め
見
学
し
ま
し
た

が
、
プ
レ
ゼ
ン
の
際
の
、
人

を
惹
き
つ
け
る
話
し
ぶ
り

に
驚
き
つ
つ
、
そ
の
ス
キ
ル

の
高
さ
に
、
同
じ
女
性
と
し

て
、
と
て
も
う
れ
し
く
思
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。 

参
加
者
の
皆
さ
ん
の
「
や

る
気
」
の
影
響
を
う
け
た
せ

い
か
、
帰
宅
時
も
帰
宅
後
も

元
気
な
一
日
で
し
た
。 

ま
つ
も
と
事
務
所
の 

げ 

ん 

き 

便 

り 

平
成
二
十
年
十
月 

第
九
号 

（十
月
十
日
発
行
） を

し
て
き
ま
し
た
。 

 

参
加
者
は
、
す
で
に
事

業
を
始
め
て
い
る
人
か

ら
、
検
討
中
の
方
ま
で

様
々
。「
参
加
者
に
も
主
催

者
に
も
聞
い
て
良
か
っ

た
、
話
し
て
も
ら
っ
て
良

か
っ
た
っ
て
思
っ
て
も
ら

え
る
内
容
は
何
だ
？
」 

～ちょこっとコラム～ 

法
律
の
変
わ
り
目 

☆
協
会
け
ん
ぽ
が 

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
☆ 

 

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か

ら
、
こ
れ
ま
で
国
が
行
っ
て
い

た
健
康
保
険
（
政
府
管
掌
健
康

保
険
）
が
、
各
都
道
府
県
を
中

心
と
し
た
、
「
協
会
け
ん
ぽ
」

に
変
わ
り
ま
す
。 

そ
の
目
的
は
、
「
地
域
の
実

業
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
」

で
あ
り
、
各
県
の
努
力
に
よ

り
、
県
ご
と
に
異
な
る
保
険
料

率
の
設
定
も
可
能
に
な
り
ま

す
。 

九
月
に
、
女
性

起
業
支
援
講
座
で

（
企
画
運
営:

有
限

会
社
河
野
経
営
研

究
所
・
代
表 

中
小

企
業
診
断
士
河
野

律
子
氏
）「
開
業
前

に
知
っ
て
お
き
た

い
こ
と
」
に
つ
い

て
社
会
保
険
労
務

士
の
立
場
か
ら
話 
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年金の話 

 振
り
込
ま
れ
る
年
金

が
増
え
た
よ
、
な
ん

で
？
先
日
、
母
か
ら
電
話

が
あ
り
ま
し
た
。 

 

私
「
そ
れ
は
ね
、
お
母
さ
ん

が
六
十
歳
に
な
っ
て
、
仕
事

を
辞
め
た
後
も
、
国
民
年
金

の
保
険
料
を
払
う
手
続
き
し

た
で
し
ょ
。
そ
の
分
が
支
給

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ

よ
」 

 母
「
そ
う
な
の
？
だ
っ
て
、

そ
ん
な
に
払
っ
て
な
か
っ
た

よ
」 

 私
「
保
険
料
の
前
納
制
度
を

利
用
し
て
、
一
括
で
払
っ
て

い
た
か
ら
そ
う
感
じ
る
ん
じ

ゃ
な
い
？
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ

は
ず
っ
と
も
ら
え
る
し
、
長

生
き
す
れ
ば
、
年
金
額
の
合

計
が
払
っ
た
保
険
料
を
超
え

る
よ
。」 

円
）
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
保
険
料
の
合
計
と
年
金
額

の
合
計
が
ほ
ぼ
同
じ
に
な
る

の
は
、
支
給
開
始
後
八
、
九
年

後
。
七
十
三
歳
～
四
歳
で
元
が

取
れ
る
計
算
で
す
。
母
の
場
合

は
、
加
え
て
付
加
保
険
料
と
い

う
月
額
四
百
円
の
保
険
料
も

納
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
付
加
年

金
と
い
う
名
称
で
支
給
さ
れ

ま
す
が
、
二
年
で
元
が
取
れ
る

計
算
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

任
意
加
入
し
て
も
、
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
付
で

き
な
い 

 

注
意
点
は
、
任
意
加
入
し
て

も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
（
付
加
保
険
料
も
同

じ
）
。
加
入
手
続
が
遅
く
な
る

と
、
納
付
で
き
る
保
険
料
、
受

給
で
き
る
年
金
額
と
も
少
な

く
な
り
ま
す
。
利
用
し
た
い
方

は
早
め
の
手
続
を
お
勧
め
し

ま
す
。 

 こ
と
ば
の
花
束 

 

『 

耳
の
痛
い
言
葉
こ
そ 

き
ち
ん
と
聴
こ
う 

』 
 

開
業
後
は
、
勤
め
て
い
る
と
き
よ

り
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と

が
、
ぐ
っ
と
減
り
ま
す
。 

そ
ん
な
中
「
そ
れ
を
や
り
た
い
な

ら
、
そ
の
や
り
方
で
は
な
く
、
こ
の

方
法
で
始
め
た
ら
？
」「
も
っ
と
し
っ

か
り
営
業
に
い
か
な
く
ち
ゃ
！
」「
そ

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
方
法

を
も
っ
と
考
え
な
さ
い
」
ｅ
ｔ
ｃ
。 

 

同
業
、
異
業
種
の
先
輩
事
業
主
や

友
人
、
家
族
か
ら
、
ビ
シ
ッ
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
相
手
か
ら

す
れ
ば
、
言
っ
て
も
言
わ
な
く
て
も

よ
い
こ
と
な
の
に
、
あ
え
て
言
っ
て

く
れ
て
い
る･･

･

。
そ
ん
な
言
葉
は
し

っ
か
り
受
け
と
め
よ
う
と
思
い
ま

す
。 

「65歳からもらう年金を 

増やす方法」 

六
十
歳
以
降
も
利
用

で
き
る
国
民
年
金
の

「
任
意
加
入
制
度
」 

国
民
年
金
は
、
原
則
と
し

え
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で

が
強
制
加
入
で
あ
り
、
六
十

歳
以
降
は
、
加
入
し
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

国
民
年
金
は
四
十
年
加
入
す

る
こ
と
で
満
額
の
年
金
が
支

給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
年
金
を
満
額
に
近
づ
け

た
い
場
合
は
、
六
十
歳
か
ら

六
十
五
歳
前
ま
で
加
入
で
き

る
「
任
意
加
入
」
と
い
う
制

度
が
あ
り
ま
す
。 

 

一
ヶ
月
の
保
険
料
は
、
六

十
歳
前
の
人
と
同
じ
で
す
。

お
お
ま
か
な
試
算
で
す
が
、

一
年
間
保
険
料
を
納
め
る

と
、
六
十
五
歳
か
ら
の
年
金

が
約
二
万
円
増
え
ま
す
。
六

十
歳
か
ら
六
十
五
歳
前
ま
で

の
五
年
間
納
め
る
と
、
年
間

約
十
万
円
（
一
ヶ
月
約
八
千 

知っておきたい 
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秘
す
る
が
花 

 

五
の
二 

  

幽
玄
は
風
姿
花
伝
書
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

見
る
姿
や
聞
く
姿
の
数
々
、
皆
押
し
な
め
て
美
し
か

ら
ん
を
以
っ
て
、
幽
玄
と
知
る
べ
し
。 

 

謡
曲
の
井
筒
。・
・
・
僧
が
石
上
な
る
古
寺
で
、
一

夜
を
明
か
さ
ん
と
す
。
そ
の
夜
の
夢
に
婦
人
が
あ
ら

わ
れ
業
平
の
霊
の
憑
り
し
態
に
て
、
舞
を
舞
い
、
筒

井
筒
の
歌
を
吟
じ
て
井
筒
に
身
を
寄
せ
、
水
鏡
に
映

れ
る
姿
を
見
て
、
夫
の
昔
を
懐
出
で
た
る
に
、
徘
徊

り
て
去
り
か
り
ぬ
る
風
情
な
り
し
が
、
何
時
と
も
無

く
、
魄
霊
の
姿
は
失
せ
て
、
在
原
寺
の
鐘
に
夜
も
明

く
る
程
に
、
僧
は
夢
か
ら
醒
め
け
り
。 

広
辞
苑
で
幽
玄
は
奥
深
く
微
妙
で
、
容
易
に
は
か

り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
あ
じ
わ
い

の
深
い
こ
と
。
情
趣
に
富
む
こ
と
。
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。 

越
谷
市
男
女
共
同
参
画
支
援
セ
ン
タ
ー
登
録
団
体 

 
 
 
 
 

ａ
ｉ(

あ
い)

グ
ル
ー
プ
代
表 

 

社
会
保
険
労
務
士 

横
山
清
春 

 

 

マーケティングと販売促進 

 

開業後は、チラシ、プレゼン資料、パンフレットなどいろいろ作りました。セミナ

ー用チラシは、反応ゼロから定員オーバーでやむなくお断りしたものまで様々でした。 

ところで、自身の仕事のほかに、チラシや情報紙などの作成を頼まれることがあり

ます。「げんき便り」をお送りしている方からもご依頼頂きました。「書く、編集する、

校正する」ことが増えてきたこの頃です。 

そして、制作物をよりよいものにするため、「マーケティングを学ぼう！」と思いた

ち、マーケティング理論を学ぶ講座を申し込み、関連書籍を読み始めました。そんな

中、本屋で「販促会議」という雑誌を発見。１０月号のタイトルは「このひとことで

売り上げを伸ばす」。目を引くキャッチコピーで、さすが「販促」を目的にしているだ

けはあります。アイデア豊かな販促手法を紹介していて、とても楽しめました。マー

ケティングや販売促進というのは、提供するサービスを的確に伝えることはもちろん、

サービスを受ける前からわくわくさせるようなものだともっといいのね！、、、自分な

りに解釈したのでした。 

ちょこっとコラム パート２ 
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実
家
に
立
ち
寄
る
と
、
自
由
人

な
ら
ぬ
自
由
ネ
コ
が
、
庭
を
の
っ

そ
り
歩
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ

り
ま
す
。
先
日
は
弟
の
白
と
黒
の

ツ
ー
ト
ン
カ
ラ
ー
の
車
の
ト
ラ
ン

ク
の
上
に
、
同
じ
く
白
と
黒
の
ネ

コ
が
寝
そ
べ
っ
て
い
て
、
そ
の
あ

ま
り
に
も
マ
ッ
チ
ン
グ
し
た
状
態

に
、
思
わ
ず
に
ん
ま
り
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。（
写
真
を
撮
っ
て
、
ブ

ロ
グ
「
法
律
問
答
」
に
掲
載
し
ま

し
た
）
ト
ラ
ン
ク
の
上
は
、
日
当

た
り
も
よ
く
、
屋
根
が
あ
っ
て
雨

も
し
の
げ
る
の
で
、
自
由
ネ
コ
仲

間
に
は
人
気
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
徐
々
に
秋 

 
 

ら
し
い
、
過
ご
し
や
す

い
日
が
増
え
て
き
ま
し

た
。
今
年
も
残
す
と
こ

ろ
三
か
月
。
年
末
に
は

「
今
年
も
が
ん
ば
っ

た
」
と
い
え
る
よ
う
に

一
日
一
日
を
大
切
に
過

ご
し
た
い
と
思
い
ま
す 

編 集 後 記 

働く人の法律問答 労働基準法の最も重い罰則は？ 

            マツ社労士はタケ社長から、こんな質問を受けました。 

タケ社長 ：最近は、誠実に商売をすることの大切さをつくづく感じるねぇ。会社の中を、い

ろんな意味でクリーンにしておくことが、商売を長く続ける秘訣かな。 

マツ社労士 ：そうですね。社内は、そうそう外の人が見られるものではないからこそ、誠実

に仕事を進めていくというのは、とても大切なことですね。 

タケ社長 ：誠実に仕事をする、ということで言えば、法律を守るってことも大切な要素だね。

労働者が裁判を起こしたら、その結果が大きなニュースになる時代だから。 

マツ社労士 ：はい。確かに労働問題が大きく取り上げられる時代です。それに個人で労働基

準監督署に相談に行くケースも増えていると感じます。 

タケ社長 ：ほう、そうなのかい。ところで、労働基準法ってのは、罰則があるってことだけ

ど、もっとも厳しいのは、どんな内容だい？ 

マツ社労士 ：はい。「強制労働の禁止」という規定があり、「使用者は、暴行、脅迫、監禁そ

の他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して

労働を強制してはならない」としていて、違反すると「１年以上 10 年以下の懲

役、又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金に処する」、となっています。 

タケ社長 ：ずいぶん、恐ろしい言葉が並んでいるね。いまどき、暴行、脅迫、監禁で労働さ

せようなんてことはあるのかね。 

マツ社労士 ：今の時代では、違和感があるかもしれませんが、かつては、労働者の意思によ

らず、暴行などで労働を強制する封建的な悪習が広く見られたそうです。この悪

習は根強く残ってきたため、刑法だけでなく、労働基準法でも、なんとかしたい

と考えて、規定されたんです。 

タケ社長 ：そういえば、親父からも近い話を聞いたような気がするよ。先人達の苦労の上に、

今の暮らしがあるんだなぁ。。。 

 

 

知 っ て
おきたい 


