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従 業 員 が ミス を す れ ば
す るほ ど儲かる会社

郵 便 事 業 会 社

人
間
誰
し
も
ミ
ス
を
し
ま

す
。
仕
事
上
で
も
然
り
で

す
。
優
良
企
業
は
「
人
間
は

ミ
ス

を
す
る
も
の
」
と
の
前

提
で
、
「人
間
の
ヽヽ
ス
は
ｏ
に

は
で
き
な
い
。
な
ら
ば
い
か

に
人
間
の
ヽヽ
ス

を
減
ら
す

か
」
に
つ
い
て
、
日

々
頭
を

ひ
ね
つ
て
い
ま
す
。

「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
舌
フ
ー

（
人

為
的
ミ
ろ

は
避
け
ら
れ
な

い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
い
か
に

し
て
そ
れ
を
防
ぐ
か
」
が
世

界
的
に
も
主
流
に
な
っ
て
い

ま
す
。

問
題
解
決
を

日
ろ
う
と
し
な
い

経
営
陣

こ
れ
ま
で
、
そ
ん
な
風
に

考
え
も
し
な
か
っ
た
経
営

者
で
も
、
人
的
ミ
ス
に
よ
る

経
営
上
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て

無
視
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。

例
え
ば
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の

福
知
山
線
脱
線
事
故
を
受

け
て
の
事
故
防
止
策
。
そ
れ

ま
で
は
で
スヽ

は
本
人
の
不

注
意
。
ミ
ス
や
事
故
を
発

生
さ
せ
た
も
の
は
厳
し
く

追
及
し
、
ペ
ナ
ル
テ
イ
を
与

え
る
」
が
会
社
の
方
針
で
し

た
。
か
の
有
名
な
「
日
勤
教

育
」
な
ど
で
す
。

運
転
手
な
ど
へ
の
個
人

責
任
に
終
始
し
た
企
業
姿

勢
が
社
会
的
に
も
批
判
を

浴
び
、
Ｊ
Ｒ
西
日
本
は
、
社

風
改
革
は
さ
て
お
き
、
現

在
で
は
「
人
間
？

スヽ

は
避

け
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

原
因
で
は
な
い
」
と
研
修
で

講
義
す
る
よ
う
に
ま
で
な

り
ま
し
た
。
個

人
の
責
任

追
及
だ
け
で
は
、
事
故
は
無

く
な
ら
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
郵
政
の
職
場
で

は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
特
に

郵
便
事
業
会
社
で
は
、
さ

さ
い
な
ミ
ス
で
従
業
員
を
桐

喝
す
る
こ
と
で
辛
う
じ
て

現
場
運
行
を
し
て
い
る
と

一百
え
な
く
な
い
で
し
よ
う

か
。

社
員
の
ミ
ス
で

儲
か
る
会
社

人
権
さ
え
も
無
視
し
人

を
人
と
思
わ
な
い
よ
う
な

態
度
で
す
べ
て
の
責
任
を
個

人
に
押
し
つ
け
て
い
す
。

誤
配
、
交
通
事
故
は
言

う
に
及
ば
ず
、
営
業
成
績

の
悪
い
者
は
人
間
で
は
な

い
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
桐

喝
、
い
わ
ゆ
る
パ
ワ
省
フ
で

す
。配

達
の
際
に
現
金
授
受

を

伴

う

仕

事
が
あ

り
ま

す
。
万

一
、
現
金
不
符
号

が
あ
っ
た
場
合
、
事
実
上
、

個
人
で
補
て
ん
さ
せ
ら
れ

て
い
る
の
が
実
態
で
は
な
い

で
し
よ
う
か
。
否
、
直
接
補

て
ん
し
て
な
く
て
も
、
人
事

評
価
を
下
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

例
と
し
て
期
間
雇
用
者

の
場
合
、
「１
万
円
の
不
足
」

を
発
生
さ
せ
る
と
、
習
熟

度
有
り
か
ら

「な
し
」
に
な

り
、
時
給
が
２
０
０
円
下
げ

ら
れ
ま
す
。
１
日
８
時
間
、

月
２
０
日
勤
務
で
あ
れ
ば

〔２
０
０
×
８
×
２
０
〕
で
１

ヶ
月
３
２
、
０
０
０
円
の
減

収
に
な
り
ま
す
。
回
復
す

る
の
は
最
低
６
ヶ
月
か
か
り

ま
す
か
ら
単
純
計
算
で
１

９
２
，
０
０
０
円
、
手
当
に

も
反
映
さ
れ
る
の
で
そ
れ

以
上
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
ま

す
。つ

ま
り
、
社
員
が
業
務

事
故
で
１
万
円
の
損
失
を

出
す
と
、
会
社
は
約
２
０
万

円
も
儲
か
る
（
人
件
費
が

減
る
）
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

建
前
は
「現
金
の
不
足
は

個
人
に
弁
償
さ
せ
な
い
」
と

な
っ
て
い
ま
す
が
「
原
因
不

明
で
現
金
が
足
り
な
い
」
と

な
っ
た
場
合
、
正
直
に
申
告

す
れ
ば
た
だ
で
さ
え
、
低
い

給
料
が
そ
の
何
十
倍
も
の

金
額
を
減
ら
さ
れ
る
。
仮

に
不
足
が
事
前
に
わ
か
っ
た

場
合
、
「そ
れ
を
補
て
ん
じ

て
出
し
て
お
い
た
方
が
は
る

か
に
ト
ク
だ
」
と
い
う
事
に

な
り
ま
す
。

こ
れ
に
は
常
識
に
照
ら

し
て
２
つ
の
大
き
な
矛
盾
が

あ
り
ま
す
。
１
つ
は
、
社
員

が
ミ
ス
を
す
る
と
会
社
が

儲
か
る
と
い
う
構
図
に
な
っ

て
い
る
こ
と
。

ミ
ス
が
増
え
る
ほ
ど
結

果
と
し
て
会
社
の
利
益
が

上
が
る
訳
で
す
か
ら
、
会

社
は
本
気
で
ミ
ス
を
減
ら

そ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。

も
う

一
つ
は
人
事
評
価

制
度
に
よ
る
ヽヽ
ス

ヘ
の
ペ
ナ
ル

テ
イ
ー
で
す
。
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会
社
と
Ｊ
Ｐ
労
組
が

一

体
と
な
っ
て
導

入
し
た
人

事
評
価
制
度
。
「が
ん
ば
っ

た
者
が
報
わ
れ
る
」
な
ど
と

美
辞
麗
句
を
並
べ
て
自
ら

を
正
当
化
し
て
宣
伝
し
て

い
ま
す
が
、
例
え
ば
営
業

以
外
の
仕
事
は
全
く
評
価

さ
れ
ず
、
そ
の
実
ミ
ス
す
れ

ば
評
価
を
下
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
が
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ

ヨ
ン
を
上
げ
る
こ
と
に
な
る

で
し
よ
う
か
。

「正
直
者
は

パ
カ
を
見
る
の
で
す
よ
」
と

い
つ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で

す
。実

際
に
あ
っ
た
交
通
事

故
を
例
に
挙
げ
る
と
、
損

害
と
し
て
、
会
社
側
バ
イ
ク

は
修
理
不
要
、
相
手
車
両

は
修
理
費
約
２
万
円
。
警

察
の
事
故
検
証
で
は
双
方

の
不
注
意
で
軽
微
な
違
反

で
あ
り
、
当
然
行
政
処
分

も
な
か
っ
た
事
例
。

と
こ
ろ
が
会
社
は
当
該

社
員
に
対
し
て
「戒
告
」
処

分
を
行
い
、
結
果
的
に
賃

金
は
９
４
、
４
５
０
円
減
額

と
な
つ
た
。

こ
れ
な
ら
、
当
事
者
同

士
で
示
談
し
、
２
万
円
自

腹
を
切
っ
た
方
が
良
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
し
ま

い
ま
す
。

一
番
簡
単
な
方
法
は

も
っ
と
も
愚
か
な

結
果
を
招
く

郵
便
事
業
会
社
は
、
社

員
が
ミ
ス
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

儲
か
る
構
図
に
な
つ
て
い
ま

す
。従

業
員
？

スヽ
に
つ
け
込

ん
で
増
収
す
る
、
と
い
っ
会

社
の
あ
り
方
で
す
。
ア」れ
で

い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
少
な

く
と
も

一
流
と
は
ほ
ど
遠

い
姿
で
す
。

一
方
で
、
ヽヽ
ス

が
あ
っ
た

場
合
、
次
に
同
様
？
ヽヽ
ス
を

い
か
に
減
ら
す
か
を
考
え

る
と
き
、
そ
の
ミ
ス
し
た
背

景
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と

が
、
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ

る
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
モ
フ

ー
の
分
析
の
学
術
的
、
科

学
的
な
常
識
で
す
。

例
え
ば
誤
配
が
発
生
し

た
と
い
う
場
合
、
な
ぜ
誤

配
が
起
き
た
の
か
の
背
景
、

作
業

の
焦
り
は
な
か
っ
た

か
、
焦
り
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
な
ぜ
焦
り
が
起
こ
っ
た
の

か
、
焦
ら
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
の
人
員
、
作
業
時
間

は
ど
う
だ

つ
た
の
か
、
な

ど
、
多
角
的
に
分
析
す
る
、

と
い
フ
具
合
で
す
。

と
こ
ろ
が
会
社
は
「誤
配

は
担
当
者
の
確
認
が
悪
い

か
ら
発
生
し
た
。
確
認
す

れ
ば
誤
配
は
発
生
す
る
は

ず
が
な
い
」
と
い
う
、
あ
く

ま
で
個
人
に
原
因
が
あ
る

と
い
つ
理
屈
で
す
。

し
か
し
こ
れ
で
は
い
つ
ま

で
た
っ
て
も
原
因
は
個
人
責

任
と
い
う
事
に
変
わ
り
な

く
、
ま
た
個
人
の
注
意

以

外
に
解
決
の
方
法
は
な
く
、

決
し
て
誤
配
は
無
く
な
ら

な
い
、
と
い
う
事
に
な
り
ま

す
。こ

れ
は
最
も
簡
単
な
方

法
で
す
。
会
社
は
金
も
時

間
も
か
け
ず
に
事
故
の
分

析
も
す
る
必
要
も
な
く
、

原
因
と
し
て
の
表
向
き
の

格
好
は
付
く
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
責
任
問
題
に
も
な

り
ま
せ
ん
。
担
当
者
が
悪
い

と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
利
用
者
か
ら

見
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

仮
に
い
く
ら
担
当
者
が
悪

か
っ
た
と
し
て
も
、
利
用
者

は
会
社
に
責
任
が
あ
る
と

見
る
の
が
普
通
で
は
な
い
で

し
よ
う
か
。
会
社
と
し
て
何

ら
改
善
す
る
こ
と
の
な
い

態
度
は
、
や
が
て
利
用
者

か
ら
の
信
頼
を
失
う
結
果

と
な
る
こ
と
は
、
火
を
見
る

よ
り
も
明
ら
か
で
す
。

ノ
ル
マ
は

上
が
っ
て
も

給
料
。
や
る
気
は

下
が
る

社
員
の
や
る
気
を
い
か
に

引
き
出
す
か
、
い」れ
が
こ
れ

か
ら
の
経
営
の
常
識
と
な
つ

て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
社
員
が
や
る
気

を
出
し
て
自
ら
動
い
て
く
れ

れ
ば
、
業
績
も
自
然
と
上

昇
し
て
い
く
と
い
う
理
論
で

す
。
理
論
自
体
は
以
前
か

ら
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
近

年
、
少
子
高
齢
化
で
若
者

が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

折
、
見
直
さ
れ
て
き
て
い
ま

す
。し

か
し
、
郵
政
は
、
１
９

世
紀
の
経
営
感
覚
な
の
か
、

い
か
に
社
員
の
尻
を
ひ
っ
ぱ

た
い
て
働
か
せ
る
か
。
社
員

の
や
る
気
は
手
当
か
目
の

前
の
に
ん
じ
ん
で
十
分
と

考
え
て
い
る
の
で
す
。

経
営
論
の
中
で
、
社
員
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
や
り
遂

げ
た
仕
事
や
縁
の
下
の
仕

事
で
も
正
当
に
評
価
さ
れ

る
、
あ
る
い
は
、
自
分
存
在

を
き
ち
ん
と
評
価
さ
れ
る
、

な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
手
当

な
ど
の
お
金
よ
り
も
重
要

視
し
て
い
る
労
働
者
が
多
い

こ
と
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

会
社
は
組
織
で
あ
る
以

上
、
営
業
な
ど
数
字
に
換

算
で
き
る
よ
う
な
仕
事
ば

か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
数

字
で
表
せ
な
い
仕
事
も
す

る
人
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
組

織
と
し
て
回
る
の
で
す
。
確

か
に
自
分
の
仕
事
を
き
ち

ん
と
見
て
い
て
褒
め
て
く
れ

た
ら
誰
だ
っ
て
嫌
な
気
は
し

な
い
は
ず
で
す
。

ブ
ー
タ
ン
国
王
の
来

日

で
話

題
に
な
っ
た

「
幸

福

論
」
で
す
が
、
そ
の
観
点
か

ら
見
る
と
郵
政
は
「
日
本

最
大
の
会
社
で
あ
り
な
が

ら
幸
福
感
を
持
っ
て
働
い
て

い
る
社
員
の
比
率
は
日
本

最
低
」
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

（
空
知
支
部
機
関
誌
「く
ま
ざ
さ
」
２

０
１
１
年
１
２
月
１
日
３
７
５
号
よ
り

転
載
、
加
筆
）
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○郵政は「現代版女工哀史」？

ＪＲ西日本の福知山線脱線事故を受けての事故防止策。それまでは「ミスは本人の不注意。ミスや事故を発生

させたものは厳しく追及し、ペナルティを与える」が会社の方針でした。かの有名な「日勤教育」などです。

現代において世界的には「ヒューマンエラー（人為的ミス）は避けられない。いかにしてそれを防ぐか」が主

流になっています。ＪＲ西日本も、現在では「人間のミスは避けられないものがある。ミスは結果であり、原因

ではない」と研修で講義するようになりました。個人の責任だけでは事故はなくせないという観点です。

郵政の職場ではどうでしょうか？ 代金引換、着払い料金、国際税付荷物など配達の際に現金授受を伴う仕事

があります。郵産労が国（当時）を相手にした「欠損金裁判」でそれまでの「任意弁償」制度はなくなりました。

「現金不符号があった場合個人で補填してはいけない」と職場に張り出されています。つまり、個人で不足分

を払わなくてもよくなった訳ですが、期間雇用社員の人の場合、人事評価に直結して影響します。

例として「１万円の不足が発生した」結果、Ａの習熟度有りから「なし」に。この場合、時給が２００円下が

ります。１日８時間、月２０日勤務であれば〔２００×８×２０〕で１ヶ月３２，０００円の減収になります。

回復するのは最低６ヶ月かかりますから単純計算で１９２，０００円、手当にも反映されるのでそれ以上です。

社員が業務事故で１万円の損失を出すと、会社は約２０万円も儲かる（人件費が減る）ということになります。

建前は「現金の不足は個人に弁償させない」となっていますが「原因不明で現金が足りない」となった場合、正

直に申告すればただでさえ、低い給料がその何十倍もの金額を減らされる。仮に不足が事前にわかった場合、「そ

れを補填して出しておいた方がはるかにトクだ」と考えない人はいないでしょう。

常識に照らして２つの大きな矛盾があります。１つは、社員がミスをすると会社が儲かる。社員のミスが増え

るほど結果として会社の利益が上がる訳ですから会社は本気でミスを減らそう等とはしなくなる。もう一つは、

「正直者はバカを見るのですよ」といっているような人事評価制度によるミスへのペナルティ。会社と「連合」

系労組が一体となって導入したものですが、これが社員のモチベーションを上げることになるでしょうか。

現在も本部本社間の苦情処理委員会で係争中の、青柳前分会長の交通事故も同じ。自車（２輪）修理不要、相

手車輌の修理費２０，０８０円。警察の事故検証では双方の不注意で軽微な違反であり、当然行政処分もないの

に「戒告処分」で賃金減額分９４，４５０円。社員のミスにつけ込んで増収する、という会社のあり方でいいの

でしょうか。少なくとも一流とはほど遠い姿です。

ブータン国王の来日で話題になった「幸福論」ですが、その観点から見ると郵政は「日本最大の会社でありな

がら幸福感を持って働いている社員の比率は底辺」といえるのではないでしょうか。

○「１１．２３ とめよう！なくそう！原発 北・中空知集会

北海道新聞空知板、プレス空知などで報道のとおり滝川スマイルビルに２２０人（プレス空知）が集まり、北

海道大学で地球環境問題などに取り組んできた石崎健二先生（日本科学者会議会員・原発問題全道連絡会事務局

次長）が「いま、福島原発を考える」と題して講演を行いました。集会終了後商店街をアピール・パレードして

原発からの撤退を市民に訴えました。赤平分会からはＯＢも含めて４名が参加しました。

郵産労空知支部機関紙

く ま ざ さ




