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第一章　総則
（目的）

第一条　この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある生活衛生関係の
営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を
図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進
するとともに、当該営業における過度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の
振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する
体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、
もつて公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。
（適用営業及び営業者の定義）

第二条　この法律は、次に掲げる営業につき適用する。
一　食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）の規定により許可を受けて営む同法第五十
一条に規定する営業のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業

二　理容業（理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）の規定により届出をして理容所を開
設することをいう。）

三　美容業（美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）の規定により届出をして美容所を開設
することをいう。）

四　興行場法（昭和二十三年法律第百三十七号）に規定する興行場営業のうち映画、演劇又は演
芸に係るもの
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五　旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）に規定する旅館業
六　公衆浴場法（昭和二十三年法律第百三十九号）に規定する浴場業
七　クリーニング業法（昭和二十五年法律第二百七号）に規定するクリーニング業

２　この法律で「営業者」とは、前項各号に掲げる営業を営む者をいう。
第二章　生活衛生同業組合
第一節　通則

（生活衛生同業組合）
第三条　営業者は、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政
令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合（以下「組合」という。）を組織することができる。
（法人格及び住所）

第四条　組合は、法人とする。
２　組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
（原則）

第五条　組合は、次の要件を備えなければならない。
一　営利を目的としないこと。
二　組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三　組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
（地区）

第六条　組合は、都道府県ごとに一箇とし、その地区は、都道府県の区域による。
（登記）

第七条　組合は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解
散、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。

２　前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三
者に対抗することができない。

第二節　事業
（事業）

第八条　組合は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
一　当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若し
くは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害される
おそれがある場合における料金又は販売価格の制限

二　政令で定める業種につき、前号に規定する事態が存する場合における営業方法の制限
三　政令で定める業種につき、第一号に規定する事態が存する場合における営業施設の配置の基
準の設定

四　組合員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
五　組合員の営業に関する食品等の規格又は基準に関する検査
六　組合員の営業に関する共同施設
七　組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあつせん
（あつせんに代えてする資金の借入れ及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付けを含
む。）

八　組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設
九　組合員の福利厚生に関する事業
十　組合員の共済に関する事業
十一　第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約及び組合員の経済的地位の改善のために
する組合協約の締結

十二　組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事業についての組
合員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業

十三　前各号の事業に附帯する事業
２　組合員に出資をさせない組合（以下「非出資組合」という。）は、前項の規定にかかわらず、
同項第六号、第七号又は第十号に掲げる事業を行なうことができない。

３　組合は、組合員の利用に支障がない限り、組合員以外の者に第一項第四号から第六号まで、第
八号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる事業を利用させることができる。ただし、

第一法規『D1-Law.com 現行法規』 2/34

2019/4/26 13:42



一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の
利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。

４　第一項第九号又は第十号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、
組合員の親族又は使用人は、これを組合員とみなす。
（行政庁への協力）

第八条の二　行政庁は、この法律及び第二条第一項各号に掲げる法律の円滑な実施を図るため、届
出又は申請に関する指導、健康診断の実施、広報活動その他これらの法律の施行に関し必要な事
項について、組合をして協力させることができる。
（事業者台帳の作成）

第八条の三　組合は、その組合の組合員たる資格を有する者について、厚生労働省令で定める事項
を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。

２　組合の組合員たる資格を有する者は、前項の事業者台帳の作成に協力しなければならない。
（適正化規程の設定及び認可）

第九条　組合は、第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程
（制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。）を定めて厚
生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

２　適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金その
他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。

３　厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各
号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一　第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えている
ものであること。

二　不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。
三　利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。

４　厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、第一項
の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。

５　厚生労働大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、二箇月以内に同項の認可に関する処分
をするように努めなければならない。
（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外）

第十条　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）の規定
は、適正化規程及び適正化規程に基づいてする行為には、適用しない。ただし、次の各号のいず
れかに該当するときは、この限りでない。
一　不公正な取引方法を用いるとき、又は組合員に不公正な取引方法に該当する行為をさせるよ
うにするとき。

二　第十三条第四項の規定による公示があつた後一箇月を経過したとき（同条第三項の規定によ
る請求に応じ、次条第一項の規定による処分があつた場合を除く。）。

２　第十三条第三項の規定による請求が適正化規程の定めの一部について行われたときは、その適
正化規程の定めのうちその請求に係る部分以外の部分に関しては、前項ただし書（第二号に係る
部分に限る。）の規定にかかわらず、同項本文の規定の適用があるものとする。
（適正化規程の変更命令及び認可の取消し）

第十一条　厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認め
るときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さな
ければならない。

２　厚生労働大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り
消さなければならない。
（適正化規程の廃止）

第十二条　組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない。
（公正取引委員会との関係）

第十三条　厚生労働大臣は、第九条第一項の認可又は第十一条第一項の規定による命令をしようと
するときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
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２　厚生労働大臣は、第十一条第一項若しくは第二項の規定による認可の取消をしたとき、又は前
条の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければなら
ない。

３　公正取引委員会は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めると
きは、厚生労働大臣に対し、第十一条第一項の規定による処分をすべき旨を請求することができ
る。

４　公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で公示しな
ければならない。
（適正化規程の設定等に関する決議）

第十四条　適正化規程の設定は、総会又は創立総会の、適正化規程の変更又は廃止は、総会の決議
によらなければならない。
（共済規程の設定、認可等）

第十四条の二　組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業（以下「共済事業」という。）を行なお
うとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚
生労働省令で定める場合は、この限りでない。

２　前項の共済規程には、共済事業の種類ごとに、その実施の方法、共済契約並びに共済掛金及び
責任準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。

３　共済規程の変更又は廃止は、第一項ただし書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受
けなければ、その効力を生じない。
（火災共済金額の制限）

第十四条の三　火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働
省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
（共済事業の支払備金及び責任準備金）

第十四条の四　共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労
働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
（区分経理）

第十四条の五　共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、か
つ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。
（共済事業の財産運用の制限）

第十四条の六　共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分さ
れた会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
（共済規程の設定等に関する決議）

第十四条の七　共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議
によらなければならない。
（省令への委任）

第十四条の八　前六条に定めるもののほか、共済事業に係る財務その他共済事業に関し必要な事項
は、厚生労働省令で定める。
（組合協約の効力）

第十四条の九　第八条第一項第十一号の組合協約（以下「組合協約」という。）は、あらかじめ総
会の承認を得て、書面をもつてすることにより、その効力を生ずる。

２　組合協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
３　組合員が組合協約の相手方と締結した契約でその内容が組合協約に定める基準に違反するもの
については、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
（組合協約の認可等）

第十四条の十　組合が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関しその組合の組合員たる資
格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。

２　厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の
一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
一　第八条第一項第一号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえている
ものであること。

二　利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。

第一法規『D1-Law.com 現行法規』 4/34

2019/4/26 13:42



三　その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵
守すべき事項と同一でないこと。

３　第九条第五項の規定は第一項の認可の申請があつた場合について、第十条の規定は同項の認可
があつた組合協約及びこれに基づいて行う行為について、第十一条及び第十二条の規定は同項の
認可があつた組合協約について、第十三条の規定は同項の認可又はこの項において準用する第十
一条の規定による命令若しくは認可の取消しについて準用する。この場合において、第十一条第
一項及び第十三条第三項中「第九条第三項各号」とあるのは、「第十四条の十第二項各号」と読
み替えるものとする。
（組合協約に関する交渉の応諾）

第十四条の十一　組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないもののうち、当該業種に属する
営業について常時使用する従業員（政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む
者の当該営業に係る業務を取次店その他の名称で取り扱う者又はその者が常時使用する従業員
で、当該業務に従事するものを含む。）の数が三十人（政令で定める業種にあつては、業種ごと
に政令で定める員数）をこえるものは、組合の代表者（その組合が会員となつている生活衛生同
業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。以下同じ。）が、政令の定める
ところにより、適正化規程又はその案を示してその適正化規程による第八条第一項第一号又は第
二号に掲げる事業に関し組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由
がない限り、その交渉に応じなければならない。

２　前項の従業員の員数を定める政令においては、地域における当該業種の営業の実態を勘案し
て、人口密度による地域の態様に応じて、その員数を定めることができる。

３　組合の組合員と取引関係がある事業者のうち大企業者等である者は、政令の定めるところによ
り、その取引条件について、組合の代表者が組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出た
ときは、正当な理由がない限り、その交渉に応ずるものとする。

４　前項の規定は、同項に規定する事業者の事業活動を不当に拘束するような申出を認める趣旨の
ものと解釈してはならない。
（組合協約に関するあつせん及び調停）

第十四条の十二　組合の代表者が前条第一項又は第三項の申出をした場合において、その交渉の当
事者の双方又は一方から申出があつたときは、厚生労働大臣は、第八条第一項第一号に規定する
事態を克服するため、又は経済取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、速や
かに、当該組合協約の締結に関しあつせん又は調停を行うものとする。

２　厚生労働大臣は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係
当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、当該調停案を理由を付して公表することができ
る。

第三節　組合員
（資格）

第十五条　組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において当該業種に属する営業を営む
者で定款で定めるものとする。
（加入の自由）

第十六条　組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がな
いのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際につけられたよりも困難
な条件をつけてはならない。
（出資）

第十六条の二　組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
２　前項の規定により出資をさせる組合（以下「出資組合」という。）の組合員は、出資一口以上
を有しなければならない。

３　出資一口の金額は、均一でなければならない。
４　一組合員の有することのできる出資口数の最高限度は、組合員の総出資口数の四分の一をこえ
ない範囲内において、定款で定めなければならない。

５　出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とす
る。

６　組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
（持分の譲渡）
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第十六条の三　出資組合の組合員は、出資組合の承認を受けなければ、その持分を譲り渡すことが
できない。

２　組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
３　持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
４　組合員は、持分を共有することができない。
（非出資組合の組合員の責任）

第十六条の四　非出資組合の組合員の責任は、第十八条の規定による経費の負担に限る。
（議決権及び選挙権）

第十七条　組合員は、各々一個の議決権及び選挙権を有する。
２　組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項
につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、その組合員
の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

３　組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代
えて、議決権を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）により行うことができる。

４　前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
５　代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。
６　代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的
方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権
を当該電磁的方法により証明することができる。
（経費の賦課）

第十八条　組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
２　組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
（使用料及び手数料）

第十九条　組合は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
（過怠金）

第二十条　組合は、定款の定めるところにより、当該適正化規程に違反した組合員に対し、過怠金
を課することができる。
（法定脱退）

第二十一条　組合員は、次の事由によつて脱退する。
一　組合員たる資格の喪失
二　死亡又は解散
三　除名

２　除名は、次の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この
場合において、組合は、その総会の会日の一週間前までに、当該組合員に対してその旨を通知
し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一　適正化規程に違反し、その他組合の目的遂行に反する行為をした組合員
二　出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
三　その他定款で定める事由に該当する組合員

３　除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗すること
ができない。
（脱退者の持分の払いもどし）

第二十一条の二　出資組合の組合員は、脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の
全部又は一部の払いもどしを請求することができる。

２　前項の持分は、脱退した事業年度の終りにおける当該出資組合の財産によつて定める。
３　前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、
組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込
みを請求することができる。
（時効）

第二十一条の三　前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行なわないと
きは、時効によつて消滅する。
（払いもどしの停止）
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第二十一条の四　脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持
分の払いもどしを停止することができる。
（出資口数の減少）

第二十一条の五　出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少すること
ができる。

２　前項の場合には、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定を準用する。
第四節　設立

（発起人）
第二十二条　組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になるこ
とを要する。

２　組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分
の二以上でなければ設立することができない。
（創立総会）

第二十三条　発起人は、定款を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開
かなければならない。

２　前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
３　発起人が作成した定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなけれ
ばならない。

４　創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、組合員たる資格に関する
規定については、この限りでない。

５　創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申
し出た者の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

６　創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第一項の規定による公告
をすることを要しない。

７　創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければな
らない。

８　創立総会については第十七条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消
しの訴えについては会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百三十条、第八百三十一条、第八
百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十
六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定（これら
の規定中監査役に係る部分を除く。）を準用する。
（設立の認可）

第二十四条　発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生
労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号
に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
一　第五条各号の要件を備えていること。
二　第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。
三　設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。
四　出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
（理事への事務引継）

第二十五条　設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなけれ
ばならない。
（出資の第一回の払込み）

第二十五条の二　理事は、前条の規定により引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払
込みをさせなければならない。

２　前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
３　現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならな
い。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為
は、組合の成立の後にすることを妨げない。
（成立の時期）

第二十六条　組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
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（会社法の準用）
第二十七条　組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第一号に係る部
分に限る。）及び第二項（第一号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第一号に係る部分に
限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八
百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定（これらの規定中監査役に係る部分を除く。）を準
用する。

第五節　管理
（定款）

第二十八条　組合の定款には、少くとも次に掲げる事項（非出資組合にあつては、第七号、第九号
及び第十号の事項を除く。）を記載しなければならない。
一　事業
二　名称
三　地区
四　事務所の所在地
五　組合員たる資格に関する規定
六　組合員の加入及び脱退に関する規定
七　出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高
限度

八　経費の分担に関する規定
九　剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十　準備金の額及びその積立ての方法
十一　総会又は総代会に関する規定
十二　役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
十三　業務の執行及び会計に関する規定
十四　事業年度
十五　公告の方法

２　組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の事由を定めたときはその時期
又は事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格
並びにこれに対して与えられる出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある
場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。

３　定款の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は、厚生労働大臣の認可を受け
なければ、その効力を生じない。

４　前項の認可については、第二十四条第二項の規定を準用する。
５　組合は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その
旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
（役員）

第二十九条　組合に、役員として理事及び監事を置く。
２　理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
３　役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創
立総会において選挙する。

４　理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。た
だし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろ
うとする法人の役員でなければならない。

５　理事又は監事のうち、その定数の三分の一をこえるものが欠けたときは、三箇月以内に補充し
なければならない。

６　役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
７　投票は、一人につき一票とする。
８　役員は、第三項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任
することができる。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任することができる。
（組合と役員との関係）

第二十九条の二　組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
（役員の任期）
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第三十条　役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
２　補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
３　設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。
ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
（役員に欠員を生じた場合の措置）

第三十条の二　役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合に
は、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役
員としての権利義務を有する。
（忠実義務）

第三十条の三　理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行
わなければならない。
（理事会）

第三十一条　組合の業務の執行は、理事会が決する。
２　理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
３　組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わる
ことができるものとすることができる。

４　理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
５　前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第二項の理事の数に算入しない。
６　理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理
事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

７　理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条（監査役に係る部分を除
く。）の規定を準用する。
（監事の兼職の禁止）

第三十二条　監事は、当該組合の理事又は職員と兼ねてはならない。
（理事の自己契約）

第三十三条　理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合
には、民法（明治二十九年法律第八十九号）第百八条（自己契約及び双方代理）の規定を適用し
ない。
（理事の責任）

第三十四条　理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任
ずる。

２　理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し
連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第三十六条第一項に掲げる書類に虚偽の記載
をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも同様である。

３　第一項の行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為
をしたものとみなす。

４　前項の決議に参加した理事であつて第三十一条第六項の議事録に異議をとどめないものは、そ
の決議に賛成したものと推定する。

５　第一項の理事の責任は、総組合員の同意がなければ免除することができない。
（組合を代表する理事）

第三十四条の二　理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければならない。
２　組合を代表する理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有す
る。

３　前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
４　組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行
為の代理を他人に委任することができる。

５　組合を代表する理事については、第三十条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
（平成十八年法律第四十八号）第七十八条並びに会社法第三百五十三条、第三百五十四条及び第
三百六十四条の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十三条中「第三百四十九条第
四項」とあるのは、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（昭和三十二年法
律第百六十四号）第三十四条の二第二項」と読み替えるものとする。
（定款その他の書類の備付け及び閲覧）
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第三十五条　理事は、定款及び適正化規程を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置か
なければならない。

２　理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に
備えて置かなければならない。

３　組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
一　氏名又は名称及び住所
二　加入の年月日

４　組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項及び第二項の書類の閲覧を求めるこ
とができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
（決算関係書類の提出、備付け及び閲覧）

第三十六条　理事は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び
収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならな
い。

２　理事は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければなら
ない。

３　組合員及び組合の債権者は、何時でも、理事に対し第一項の書類の閲覧を求めることができ
る。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

４　第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。）
の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、
当該監事の意見書を添付したものとみなす。
（会計帳簿等の閲覧）

第三十七条　組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関す
る帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒
んではならない。
（役員の解任）

第三十八条　組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することがで
きるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に
係る役員は、その職を失う。

２　前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければなら
ない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでな
い。

３　第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければな
らない。

４　第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、
総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し、かつ、総会におい
て弁明する機会を与えなければならない。

５　第四十一条第二項及び第四十二条の規定は、前項の場合に準用する。
（会社法等の準用）

第三十九条　理事及び監事については会社法第四百三十条及び第七編第二章第二節（第八百四十七
条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及
び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及
び第三号を除く。）の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、監事について
は第三十四条並びに同法第三百八十九条第四項（第二号を除く。）及び第五項（子会社に係る部
分を除く。）の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるの
は「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第
四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、
第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八
十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、
第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に
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係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「生活衛生
関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四条第五項」と読み替えるものとする。
（通常総会の招集）

第四十条　通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
（臨時総会の招集）

第四十一条　臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも招集すること
ができる。

２　組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載し
た書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十
日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。

３　前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当
該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供するこ
とができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

４　前項前段の電磁的方法（厚生労働省令で定める方法を除く。）により行われた当該書面に記載
すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がさ
れた時に当該理事に到達したものとみなす。
（組合員による総会招集）

第四十二条　前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理
事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。
理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも
同様である。
（総会招集の決定）

第四十二条の二　総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
（総会招集の手続）

第四十三条　総会の招集は、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定める方
法に従つてしなければならない。
（通知又は催告）

第四十四条　組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所（そ
の者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所）にあてればよい。

２　前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
（総会の議決事項）

第四十五条　次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一　定款の変更
二　毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
三　経費の賦課及び徴収の方法
四　その他定款で定める事項
（総会の議事）

第四十六条　総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の
過半数で決する。

２　総会においては、第四十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決すること
ができる。ただし、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
（特別の議決）

第四十七条　次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による
議決を必要とする。
一　定款の変更
二　適正化規程の設定、変更又は廃止
三　解散
四　組合員の除名
（延期又は続行の決議）

第四十七条の二　総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十三条の規
定は、適用しない。
（議事録）
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第四十七条の三　総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しな
ければならない。
（会社法の準用）

第四十八条　総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百
三十条、第八百三十一条、第八百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分に限る。）、第八
百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに
第八百四十六条の規定（これらの規定中監査役に係る部分を除く。）を準用する。
（総代会）

第四十九条　組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべ
き総代会を設けることができる。

２　総代は、組合員でなければならない。
３　総代の定数は、その選挙又は選任の時における組合員の総数の十分の一（組合員の総数が千人
を超える組合にあつては百人）を下つてはならない。

４　総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
５　総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項及び第八項本文の規定を準用する。
６　総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし
書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第
五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

７　総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙若しくは選任（補欠の総代の選挙及
び選任を除く。）をし、又は解散について議決することができない。
（出資一口の金額の減少）

第四十九条の二　出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間
以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

２　出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべ
き旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

３　前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第四十九条の三　債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金
額の減少を承認したものとみなす。

２　債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債
権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財
産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそ
れがないときは、この限りでない。

３　組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項（第五号
に係る部分に限る。）及び第二項（第五号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第五号に係
る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八
百四十六条（これらの規定中監査役に係る部分を除く。）の規定を準用する。
（準備金）

第四十九条の四　出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以
上を準備金として積み立てなければならない。

２　前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
３　第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
（剰余金の配当）

第四十九条の五　出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰
余金の配当をしてはならない。

２　剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割
をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

第四十九条の六　出資組合は、定款の定めるところにより、組合員が払込みを終わるまでは、その
組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
（出資組合の持分取得の禁止）

第四十九条の七　出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることが
できない。

第五節の二　移行
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（出資組合への移行）
第四十九条の八　非出資組合であつて、第八条第一項第六号、第七号又は第十号の事業を行なおう
とするものは、定款を変更して、出資組合に移行することができる。

２　理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第二十八条第三項の認
可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。

３　総代会においては、第四十九条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への
移行に関する定款の変更について議決することができない。

４　第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において、登記をすることに
よつてその効力を生ずる。

５　第一項の規定による出資組合への移行については、第二十五条の二第二項及び第三項の規定を
準用する。
（非出資組合への移行）

第四十九条の九　出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
２　前項の規定による非出資組合への移行については、第二十一条の二から第二十一条の四まで、
第四十九条の二、第四十九条の三並びに前条第三項及び第四項の規定を準用する。

３　第一項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法（昭和四十年法律
第三十三号）、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）及び地方税法（昭和二十五年法律第二百
二十六号）の規定の適用については、当該出資組合は、当該非出資組合に移行した時において解
散したものとみなす。

第六節　解散及び清算
（解散の事由）

第五十条　組合は、次の事由によつて解散する。
一　総会の決議
二　破産手続開始の決定
三　定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生
四　第五十二条の三の規定による解散の命令

２　共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
（清算人）

第五十一条　組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、
その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
（会社法等の準用）

第五十二条　組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条（第三号を除く。）、第四百七
十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項（各号列記以外の
部分に限る。）、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百
八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百
七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項（第一号及び第二号に係る
部分に限る。）、第八百七十一条、第八百七十二条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十
四条（第一号及び第四号に係る部分に限る。）、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定
を、組合の清算人については第二十九条の二、第三十条の二から第三十七条まで、第四十一条第
二項、第四十二条及び第四十二条の二並びに同法第三百六十条第一項及び第七編第二章第二節
（第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、
第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条
第一項第二号及び第三号を除く。）の規定を準用する。この場合において、第三十六条第一項中
「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書」とあるのは「事務報告書、財産目録及び
貸借対照表」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の
適正化及び振興に関する法律第五十一条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中
「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百
九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあ
るのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告
し」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百
二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百
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八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定
する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項
及び第四百六十五条第二項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法
律第五十二条において準用する同法第三十四条第五項」と読み替えるものとする。

第七節　監督
（役員の解任の勧告）

第五十二条の二　組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したとき
は、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。
（解散命令）

第五十二条の三　組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずるこ
とができる。
一　第五条各号に適合するものでなくなつたこと。
二　第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
三　その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著
しく不当であると認められること。
第二章の二　生活衛生同業小組合

（生活衛生同業小組合）
第五十二条の四　政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うた
め、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合
（以下「小組合」という。）を組織することができる。

２　小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立
について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。この場合において、組合
は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。
（事業）

第五十二条の五　小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。
一　第八条第一項第六号に掲げる事業
二　組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結
三　前二号の事業に附帯する事業
（出資）

第五十二条の六　小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならな
い。
（合併）

第五十二条の七　小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。
２　小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。
３　合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
４　前項の認可については、第二十四条第二項（第二号を除く。）の規定を準用する。
第五十二条の八　合併によつて小組合を設立するには、各小組合がそれぞれ総会において組合員の
うちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為を
しなければならない。

２　前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
３　第一項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。
４　第一項の規定による役員の選任については、第二十九条第四項本文の規定を準用する。
第五十二条の九　小組合の合併は、合併後存続する小組合又は合併によつて成立する小組合が、そ
の主たる事務所の所在地において、次条第一項において準用する第七条に規定する登記をするこ
とによつてその効力を生ずる。

２　合併後存続する小組合又は合併によつて成立した小組合は、合併によつて消滅した小組合の権
利義務を承継する。
（準用）

第五十二条の十　第四条、第五条、第七条、第八条第三項、第十四条の九、第十四条の十一第三項
及び第四項、第十四条の十二、第十五条、第十六条、第十六条の二（第一項を除く。）、第十六
条の三、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第
五十一条から第五十二条の二まで並びに第五十二条の三（第二号を除く。）の規定は、小組合に
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準用する。この場合において、第七条第一項中「解散」とあるのは「解散、合併」と、第八条第
三項中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号」とある
のは「第五十二条の五第一号及び第三号」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」
とあるのは「第五十二条の五第二号」と、第十七条第五項中「十人」とあるのは「五人」と、第
二十一条第二項第一号中「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは「小組合」と、第二十
二条第一項中「その組合員になろうとする二十人」とあるのは「組合の組合員であつて、当該小
組合の組合員になろうとする五人」と、同条第二項中「総数がその地区内において当該業種に属
する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは「すべてが組合の組合員」と、第二十八条
第四項中「第二十四条第二項」とあるのは「第二十四条第二項（第二号を除く。）」と、第四十
七条第三号中「解散」とあるのは「解散又は合併」と、第四十九条第七項中「解散」とあるのは
「解散若しくは合併」と、第五十条第一項中「一　総会の決議」とあるのは「一　総会の決議／
一の二　合併　」と、第五十一条中「破産手続開始の決定」とあるのは「合併及び破産手続開始
の決定」と読み替えるものとする。

２　小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項（第七号及び第八号に係る
部分に限る。）及び第二項（第七号及び第八号に係る部分に限る。）、第八百三十四条（第七号
及び第八号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条
まで、第八百四十三条（第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。）並びに第八百
四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法
第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項（第六号に係る部分に限る。）、第八百七十条の
二、第八百七十一条本文、第八百七十二条（第五号に係る部分に限る。）、第八百七十二条の
二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。
（援助及び助言）

第五十二条の十一　組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全
な発達を図るため、情報の提供その他の援助又は助言をすることができる。

第三章　生活衛生同業組合連合会
（生活衛生同業組合連合会）

第五十三条　同一の業種に係る組合は、生活衛生同業組合連合会（以下「連合会」という。）を組
織することができる。

２　連合会は、同一の業種については、全国を通じて一箇とする。
３　連合会が成立したときは、当該業種に係る組合は、すべてその会員となる。連合会が成立した
後において成立した当該業種に係る組合についても同様である。

４　連合会の会員たる組合は、当該組合の解散によつて連合会から脱退する。
（事業）

第五十四条　連合会は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
一　適正化基準（適正化規程の基本となるものをいう。以下同じ。）の設定
二　会員に対する適正化規程若しくは第八条第一項第三号に規定する基準の設定又は第五十六条
の三に規定する振興計画の作成に関する指導

三　会員に対する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化に関する指導
三の二　会員に対する第五十二条の十一の援助又は助言に関する指導
四　会員たる組合の組合員の営業に関する共同施設
五　会員に対する第八条第一項第七号に掲げる資金のあつせん（あつせんに代えてする資金の借
入れ及びその借り入れた資金の会員に対する貸付けを含む。）

六　会員たる組合の組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関す
る施設

七　会員たる組合の組合員の福利厚生に関する事業
八　会員たる組合の組合員の共済に関する事業
九　会員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済に関する事業
十　会員たる組合の行う第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約及び会員
たる組合の組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結

十一　会員たる組合の組合員の営業に係る老人の福祉その他の地域社会の福祉の増進に関する事
業についての会員に対する指導その他当該事業の実施に資する事業

十二　前各号の事業に附帯する事業
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（適正化基準の認可）
第五十五条　連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならな
い。その変更についても同様である。
（準用）

第五十六条　第四条、第五条（第二号を除く。）、第七条、第八条第二項から第四項まで、第八条
の二、第九条第三項及び第五項、第十条から第十四条の十二まで、第十六条の二から第十九条ま
で、第二十一条の五第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条（第一項第三号及び第
六号を除く。）、第二十九条から第四十六条まで、第四十七条（第四号を除く。）、第四十七条
の二から第四十八条まで並びに第四十九条の二から第五十二条の三までの規定は、連合会に準用
する。この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条」と、「同項第六
号、第七号又は第十号」とあるのは「同条第四号、第五号、第八号又は第九号」と、同条第三項
中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号」とあるのは
「第五十四条第三号、第四号、第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号」と、同条第四項
中「第一項第九号又は第十号」とあるのは「第五十四条第七号又は第八号」と、第九条第三項及
び第五項中「第一項」とあり、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、第十一条第二項及び第
十三条第一項中「第九条第一項」とあるのは「第五十五条」と、第九条第五項中「同項」とある
のは「同条」と、第十四条の二第一項中「第八条第一項第十号に掲げる事業」とあるのは「第五
十四条第八号又は第九号に掲げる事業」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」と
あるのは「第五十四条第十号」と、同条第二項及び第三項中「組合員」とあるのは「会員たる組
合及びその組合員」と、第十四条の十第一項中「その組合の組合員」とあり、同条同項及び同条
第二項第三号中「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と、第十四条の十一第一項中
「組合の組合員」とあり、又は「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と、同条第三項
中「組合の組合員」とあるのは「会員たる組合又はその組合員」と、第十七条第五項中「十人」
とあるのは「二」と、第二十二条第一項中「二十人」とあるのは「五」と、同条第二項中「その
地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と、
第五十条第二項中「共済事業を行う組合」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号の事業を行
う連合会」と読み替えるものとする。

第三章の二　振興指針及び振興計画
（振興指針）

第五十六条の二　厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関
する指針（以下「振興指針」という。）を定めることができる。

２　振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一　目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容その他の振興の目
標及び役務又は商品の供給の見通しに関する事項

二　施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商品の提供方法の改
善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善その他の振興の目標の達成に必要な事項

三　従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項
３　振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の利益に資するもの
でなければならない。
（振興計画の認定）

第五十六条の三　組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業（以
下「振興事業」という。）に関する計画（以下「振興計画」という。）（小組合にあつては、当
該小組合の行う共同施設に係るものに限る。）を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、か
つ、政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けることが
できる。

２　振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一　振興事業の目標
二　振興事業の内容及び実施時期
三　振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

３　前二項に規定するもののほか、振興計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定
める。
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４　第一項の認定を受けた組合又は小組合は、毎事業年度経過後三箇月以内に、当該計画の実施状
況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

５　第一項の規定による認定の申請及び前項の規定による報告は、都道府県知事を経由してするも
のとする。
（資金の確保）

第五十六条の四　政府は、前条第一項の規定による認定を受けた振興計画（以下「認定計画」とい
う。）に基づく振興事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとす
る。
（減価償却の特例）

第五十六条の五　第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた組合又は小組合は、租税特別措
置法（昭和三十二年法律第二十六号）で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設につ
いて特別償却をすることができる。

第四章　料金等の規制措置
（組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告）

第五十六条の六　第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があ
つたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、当該営業者で当該適正化規程の適用
を受けないもの（以下「組合員以外の者」という。）の事業活動により、当該営業の健全な経営
が阻害されている事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当
該営業の経営の維持に支障を生ずると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該
組合員以外の者に対し、当該適正化規程の内容を参酌して、当該営業について、料金若しくは販
売価格又は営業方法を改めるよう勧告することができる。この場合において、当該組合員以外の
者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当該従
業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る当該
組合員以外の者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないものであると
きは、それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法に関する勧告の全部又は一部を受
けないものとすることができる。

２　厚生労働大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、同項の勧告をするかどうかを決定
し、その申出をした組合にその結果を通知しなければならない。
（料金等の制限に関する命令）

第五十七条　第九条の規定による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつた
ときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号の一に該当する事態が存し、か
つ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持にはなはだし
い支障を生ずると認めるときに限り、当該適正化規程の内容を参酌して、厚生労働省令をもつ
て、当該営業について、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限を定め、当該営業者のすべて
に対し、これに従うべきことを命ずることができる。この場合において、厚生労働大臣は、当該
営業者がもつぱら特定の事業所又は事務所の従業員の福利厚生を図るための施設であつて現に当
該従業員以外の者の利用に供していないものに係る営業を営む者であり、かつ、当該施設に係る
当該営業者の事業活動がこの条に定める事態の生じたことについて関係がないと認めるときは、
それらの者に限り、料金若しくは販売価格又は営業方法の制限に関する命令の全部又は一部の適
用を受けないものとすることができる。
一　組合員以外の者の事業活動により、当該営業の健全な経営を阻害していること。
二　当該組合の自主的活動をもつてしては、組合員の営業の健全な経営を確保することができな
いこと。

２　第十三条第一項の規定は、前項の場合に準用する。
３　第一項の申出は、都道府県知事を経由してするものとする。この場合において、都道府県知事
は、意見を附して厚生労働大臣に送付しなければならない。

４　前条第二項の規定は、第一項の申出があつた場合に準用する。
（営業停止命令）

第五十七条の二　厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇
月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第四章の二　都道府県生活衛生営業指導センター
（指定等）
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第五十七条の三　都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業（第二条第一項各号
に掲げる営業をいう。以下同じ。）の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あ
わせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第一
項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当
該都道府県に一を限つて、都道府県生活衛生営業指導センター（以下「都道府県指導センター」
という。）として指定することができる。

２　都道府県指導センターは、その名称中に生活衛生営業指導センターという文字を用いなければ
ならない。

３　都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該都道府県指導センターの名称及び事務所の
所在地を公示しなければならない。

４　都道府県指導センターは、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を都
道府県知事に届け出なければならない。

５　都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
（事業）

第五十七条の四　都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における生活衛生関係営業につ
いて、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一　生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に
応じ、又は指導を行うこと。

二　生活衛生関係営業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業
者及び組合を指導すること。

三　第五十七条の十二に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。
四　生活衛生関係営業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあ
つせんを行うこと。

五　生活衛生関係営業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
六　前各号の事業に附帯する事業

２　都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受け
て、その事業の一部を他の者に委託することができる。

３　都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。
（事業計画の届出等）

第五十七条の五　都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事
業計画及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。

２　都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県
知事に対し事業状況等を報告しなければならない。
（役員の解任の勧告）

第五十七条の六　都道府県指導センターの役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款
に違反したときは、都道府県知事は、都道府県指導センターに対し、その役員の解任を勧告する
ことができる。
（改善命令）

第五十七条の七　都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し
改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採る
べきことを命ずることができる。
（指定の取消し）

第五十七条の八　都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十
七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。

第四章の三　全国生活衛生営業指導センター
（指定等）

第五十七条の九　厚生労働大臣は、都道府県指導センター及び連合会の健全な発達を図るととも
に、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の
健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実
に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国生活衛生営
業指導センター（以下「全国指導センター」という。）として指定することができる。
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２　全国指導センターは、その名称中に全国生活衛生営業指導センターという文字を用いなければ
ならない。
（事業）

第五十七条の十　全国指導センターは、生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行う
ものとする。
一　生活衛生関係営業全般に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
二　生活衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。
三　都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。
四　連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。
五　第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。
六　都道府県指導センターの行う生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに
経営の健全化についての相談若しくは指導又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成するこ
と。

七　連合会の行う生活衛生関係営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成の事
業に関し技術的指導を行うこと。

八　前各号の事業に附帯する事業
（準用）

第五十七条の十一　第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項及び第五十七条
の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。この場合において、これ
らの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十七条の三第三項中「第一
項」とあり、第五十七条の八中「第五十七条の三第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」
と読み替えるものとする。

第四章の四　標準営業約款
（標準営業約款の認可）

第五十七条の十二　全国指導センターは、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごと
に、利用者又は消費者の選択の利便を図るため、厚生労働大臣の認可を受けて、当該業種に係る
営業方法又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款（以下「標準営業
約款」という。）を定めることができる。これを変更しようとするときも、厚生労働大臣の認可
を受けなければならない。
一　役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項
二　施設又は設備の表示の適正化に関する事項
三　損害賠償の実施の確保に関する事項

２　厚生労働大臣は、前項の標準営業約款が次の各号に適合すると認めるときでなければ、これを
認可してはならない。
一　利用者又は消費者の選択を容易にするものであること。
二　利用者又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不当に害するおそれが
ないこと。

三　不当に差別的でないこと。
四　当該業種において適正な衛生措置を講ずることが阻害されるおそれがないこと。
五　当該業種の営業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。

３　厚生労働大臣は、第一項の認可又はその取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定める
ところにより、告示しなければならない。
（標準営業約款に係る営業者の登録）

第五十七条の十三　都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内において前条第一項の認可を
受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行お
うとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録を
行うことができる。

２　前項の登録を受けた者は、その営業を行う施設において、全国指導センターが定める様式の標
識及び当該登録に係る標準営業約款の要旨を掲示するものとする。

３　全国指導センターは、前項の標識の様式を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定める
ところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
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４　第一項の登録を受けていない者は、第二項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならな
い。

５　都道府県指導センターは、第一項の登録に係る業務を行うに当たつては、全国指導センターが
厚生労働大臣の承認を得て定める基準に従わなければならない。

６　都道府県指導センターは、毎事業年度経過後三箇月以内に、第一項の登録に係る事業の実施の
状況について全国指導センターに報告しなければならない。

７　第一項の登録の取消しその他登録に関し必要な事項及び第二項の標識に関し必要な事項は、厚
生労働省令で定める。
（情報の提供）

第五十七条の十四　厚生労働大臣は、利用者又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営
業約款に関する情報を提供するよう努めるものとする。
（準用）

第五十七条の十五　第十一条及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。この場合に
おいて、第十一条第一項中「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは「第五十七
条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、第十一条第一項中「当該組合」とあり、
同条第二項及び第十二条中「組合」とあるのは「全国生活衛生営業指導センター」と、第十一条
第一項中「同条第一項」とあり、同条第二項中「第九条第一項」とあるのは「第五十七条の十二
第一項」と読み替えるものとする。

第五章　審議会等
（審議会等）

第五十八条　都道府県は、第六十四条第一項の規定により厚生労働大臣の権限に属する事務の一部
を都道府県知事が行うこととされたときは、当該事務に係るこの法律の施行に関する重要事項を
調査審議させるため、生活衛生関係営業の運営の適正化に関する審議会その他の合議制の機関
（以下「都道府県生活衛生適正化審議会」という。）を置くものとする。

２　厚生労働大臣は、第九条第一項、第五十五条若しくは第五十七条の十二第一項の認可に関する
処分、第九条第四項の基準の設定、第十一条第一項（第五十六条及び前条において準用する場合
を含む。）若しくは第五十七条第一項の規定による命令、第十一条第一項若しくは第二項（これ
らを第五十六条及び前条において準用する場合を含む。）の規定による認可の取消し、第五十六
条の二第一項の規定による振興指針の設定又は第五十六条の六第一項の規定による料金若しくは
販売価格に係る勧告をしようとするときは、厚生科学審議会に諮問しなければならない。

３　前項の規定は、都道府県知事が第六十四条第一項の規定により行うこととされた前項に規定す
る処分をしようとする場合に準用する。この場合において、同項中「厚生科学審議会」とあるの
は、「都道府県生活衛生適正化審議会」と読み替えるものとする。

４　都道府県生活衛生適正化審議会は、関係各行政機関及び厚生科学審議会に、この法律の施行に
関する事項について建議することができる。

第五十九条　前条に定めるもののほか、都道府県生活衛生適正化審議会の組織及び運営に関し必要
な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

第六章　雑則
（報告、検査等）

第六十条　厚生労働大臣（都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事）は、この
法律（第五項を除く。）に規定する権限を実施するため必要な限度において、営業者、組合、小
組合、連合会、都道府県指導センター若しくは全国指導センターから必要な報告を徴し、又はそ
の職員をしてその事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件
を検査させることができる。

２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示
しなければならない。

３　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな
い。

４　組合は、次の各号のいずれかの場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定
めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し
出ることができる。
一　組合協約の締結に関し第十四条の十一第一項又は第三項の規定により交渉しようとする場合
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二　第五十六条の六第一項に規定する勧告又は第五十七条の命令について申出をしようとする場
合

５　厚生労働大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由がある
と認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該組合に通知す
るものとする。
（利用者又は消費者の意見の具申）

第六十一条　利用者又は消費者は、何時でも、適正化規程、適正化基準、第五十六条の六第一項の
規定による勧告、第五十七条第一項の規定による命令、標準営業約款その他この法律の施行に関
する事項に関して、厚生労働大臣、都道府県知事、厚生科学審議会又は都道府県生活衛生適正化
審議会に対し、意見を述べることができる。
（意見の聴取）

第六十二条　厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十二条の二（第五十二条の十第一項及び第五
十六条において準用する場合を含む。）又は第五十七条の六（第五十七条の十一において準用す
る場合を含む。）の規定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、当事者（当該解任に係
る役員を含む。次項及び第三項において同じ。）又はその代理人の出頭を求めて、公開による意
見の聴取を行わなければならない。

２　厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取を行う場合には、同項に規定する勧告の
原因と認められる事実又は違反行為並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の一週間前ま
でに当事者に通知しなければならない。

３　厚生労働大臣又は都道府県知事は、当事者又はその代理人が、正当な理由がなく意見の聴取の
期日に出頭しないときは、意見の聴取を行わないで第一項に規定する勧告をすることができる。
（聴聞等の方法の特例）

第六十二条の二　第五十二条の三（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を
含む。次項において同じ。）、第五十七条の二又は第五十七条の八（第五十七条の十一において
準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による処分に係る行政手続法（平成五年法律
第八十八号）第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出
期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時）の一週間前までにしなければな
らない。

２　第五十二条の三又は第五十七条の八の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開
により行わなければならない。
（助成等）

第六十三条　国は、都道府県が、都道府県指導センターの行う事業に要する経費について補助する
場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助
に要する経費の一部を補助することができる。

２　国は、全国指導センターに対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その行
う事業に要する経費の一部を補助することができる。

第六十三条の二　国及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係
営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組
合、小組合及び連合会に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならない。
（都道府県が処理する事務）

第六十四条　この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところ
により、都道府県知事が行うこととすることができる。

２　前項の規定により都道府県知事が第五十六条の六第一項の規定による勧告をする場合において
は、同項中「厚生労働省令」とあるのは、「規則」と読み替えるものとする。
（事務の区分）

第六十四条の二　第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理す
ることとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に
規定する第一号法定受託事務とする。
（権限の委任）

第六十四条の三　この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによ
り、地方厚生局長に委任することができる。
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２　前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地
方厚生支局長に委任することができる。
（実施規定）

第六十五条　この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令
で定める。

第七章　罰則
第六十五条の二　第五十七条の二の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処す
る。

第六十六条　第五十七条第一項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第六十七条　第九条第一項又は第五十五条の認可を受けないで適正化規程又は適正化基準を実施し
た組合又は連合会の理事は、十五万円以下の罰金に処する。

第六十七条の二　第五十七条の十二第一項の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導セ
ンターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。

第六十七条の三　第五十七条の七（第五十七条の十一において準用する場合を含む。）の規定によ
る命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第六十八条　第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

第六十九条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
人の業務に関し、第六十五条の二、第六十六条、第六十七条の三又は前条の違反行為をしたとき
は、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

第七十条　次の場合には、組合、小組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、十
万円以下の過料に処する。
一　この法律の規定に基づいて組合、小組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を行
つたとき。

二　第七条第一項（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。）の規
定に基づく政令で定める登記を怠つたとき。

二の二　第十四条の二第一項又は第十四条の四から第十四条の六まで（これらを第五十六条にお
いて準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

三　第十六条（第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
四　第二十一条第二項後段（第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。）の規定又は
第三十八条第四項（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。）の
規定に違反したとき。

五　第二十三条第七項（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含
む。）、第三十一条第六項（第五十二条（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用
する場合を含む。以下同じ。）、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合
を含む。）若しくは第四十七条の三（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する
場合を含む。）の規定又は第五十二条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に
違反して議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載す
べき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

五の二　第二十八条第五項（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含
む。）の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

六　第二十九条第五項（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。）
の規定に違反したとき。

七　第三十二条（第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含
む。）の規定に違反したとき。

八　第三十五条又は第三十六条（これらを第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条に
おいて準用する場合を含む。）の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき
事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒ん
だとき。

九　第三十七条（第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含
む。）又は第三十九条（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含
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む。）において準用する会社法第三百八十九条第四項（第二号を除く。）の規定に違反して正
当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧を拒んだとき。

十　第三十九条（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。）におい
て準用する会社法第三百八十九条第五項又は第五十二条において準用する同法第四百九十二条
第一項の規定による調査を妨げたとき。

十一　第四十条（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。）の規定
に違反したとき。

十一の二　第四十九条の二又は第四十九条の三第二項（これらを第五十二条の七第二項、第五十
二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。）の規定に違反して出資一口の
金額を減少したとき。

十一の三　第四十九条の四又は第四十九条の五（これらを第五十二条の十第一項及び第五十六条
において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

十一の四　第四十九条の七（第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含
む。）の規定に違反して組合員又は会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けた
とき。

十二　第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを
怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

十三　第五十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
十四　第五十二条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたと
き。

十五　第五十二条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合、小組合又は連合会
の財産を処分したとき。

十六　第五十六条の三第四項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第七十一条　次の場合には、都道府県指導センター又は全国指導センターの理事は、十万円以下の
過料に処する。
一　第五十七条の三第四項又は第五十七条の五第一項（これらを第五十七条の十一において準用
する場合を含む。）の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二　第五十七条の四第二項（第五十七条の十一において準用する場合を含む。）の規定に違反し
て事業の委託をしたとき。

三　第五十七条の四第三項の規定に違反して手数料を徴収したとき。
四　第五十七条の五第二項（第五十七条の十一において準用する場合を含む。）の規定に違反し
て報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五　第五十七条の十三第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六　第五十七条の十三第五項の業務の基準を厚生労働大臣の承認を得ないで定めたとき。

附　則
（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
〔昭和三二年八月政令二七八号により、昭和三二・九・二から施行〕

（営業を営む者の特例）
２　クリーニング業法の一部を改正する法律（平成十六年法律第三十三号）附則第三条の規定の施
行の際現にクリーニング業法に規定するクリーニング業を営む者が同条の規定の施行の日以後に
おいて同法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営
業とする者となつた場合における当該営業とする者（同法第五条の三第一項の規定によりその地
位を承継した者を含む。）は、当分の間、第二条第一項第七号に掲げる営業を営む者とする。

附　則〔昭和三六年一一月一六日法律第二三〇号〕
（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行
する。

〔昭和三七年一月政令一三号により、昭和三七・二・一から施行〕
（経過規定）

２　この法律の施行の際現に環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律（以下「法」とい
う。）第八条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業若しくは改正前の法第八条第二項に規定
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する事業を行なつている環境衛生同業組合又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲げる事業
若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なつている環境衛生同業組合連合会
は、改正後の法第八条第二項及び第十四条の二から第十四条の八まで（これらを第五十六条にお
いて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して六箇月間
は、なお当該事業を行なうことができる。

３　前項に規定する環境衛生同業組合又は環境衛生同業組合連合会のうち改正前の法第八条第二項
又は第五十四条第二項の規定により共済に関する事業を行なつているものが、前項の期間内に改
正後の法第四十九条の八（第五十六条において準用する場合を含む。）の規定により出資組合に
移行した場合には、この法律の施行前になされた当該事業に係る認可は、改正後の法第十四条の
二（第五十六条において準用する場合を含む。）の規定によりなされた認可とみなす。
（所得税法の一部改正）

４　所得税法の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

（所得税法の一部改正に伴う経過措置）
５　この法律の施行の際現に存する非出資組合である環境衛生同業組合及び環境衛生同業組合連合
会（以下「非出資組合等」という。）が、所得税法第四十一条第一項の規定により、この法律の
施行の日前に徴収されるべきであつた所得税については、なお従前の例による。
（法人税法の一部改正）

６　法人税法の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

（法人税法の一部改正に伴う経過措置）
７　前項の規定による改正後の法人税法第五条第一項第四号の規定は、この法律の施行の際現に存
する非出資組合等については、この法律の施行の日以後開始する事業年度分の法人税から適用
し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。こ
の場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中途であるときは、当該
非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに続く事業年度は、この
法律の施行の日から開始するものとする。
（地方税法の一部改正）

８　地方税法の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

（地方税法の一部改正に伴う経過措置）
９　前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、この法律の施行の
際現に存する非出資組合等については、この法律の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の
事業税から適用し、この法律の施行の日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、な
お従前の例による。この場合において、この法律の施行の日が当該非出資組合等の事業年度の中
途であるときは、当該非出資組合等の事業年度は、この法律の施行の日の前日に終了し、これに
続く事業年度は、この法律の施行の日から開始するものとする。
（附則第二項に規定する組合等に係る所得税法等の適用に関する特例）

１０　この法律の施行後附則第二項の規定により法第八条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事
業若しくは改正前の法第八条第二項に規定する事業又は改正前の法第五十四条第一項第四号に掲
げる事業若しくは改正前の法第五十四条第二項に規定する事業を行なう非出資組合等に対するこ
の法律による改正後の所得税法、法人税法又は地方税法の適用については、当該非出資組合等
は、出資組合である環境衛生同業組合若しくは出資組合である環境衛生同業組合連合会に移行す
るまでの間又は当該事業を廃止するまでの間、出資組合である環境衛生同業組合又は出資組合で
ある環境衛生同業組合連合会とみなす。この場合において、当該非出資組合等が出資組合に移行
した場合には、改正後の法第四十九条の八第六項の規定は、適用せず、また当該事業を廃止した
場合には、改正後の法第四十九条の九第一項の規定により非出資組合に移行したものとみなし
て、同条第三項の規定を適用する。

附　則〔昭和三七年九月二九日法律第一六二号〕
この法律は、公布の日から施行する。

附　則〔昭和三九年六月三〇日法律第一二二号〕
（施行期日）
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１　この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行
する。

〔昭和三九年一二月政令三八一号により、昭和三九・一二・二九から施行〕
（中小企業近代化資金助成法の一部改正）

２　中小企業近代化資金助成法（昭和三十一年法律第百十五号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附　則〔昭和四〇年三月三一日法律第三六号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。〔後略〕
（その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則）

第五条　第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分
以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人
税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の
法人税については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第十五条　附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
は、政令で定める。
（罰則に関する経過規定）

第十六条　施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に
係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則〔昭和四五年六月一日法律第一一一号抄〕
（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
附　則〔昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号抄〕

（施行期日）
１　この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕

附　則〔昭和四九年四月二日法律第二三号〕
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行す

る。〔後略〕
〔昭和四九年五月政令一五九号により、昭和四九・一〇・一から施行〕

附　則〔昭和五四年四月一一日法律第一九号〕
（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
〔昭和五四年九月政令二四四号により、昭和五四・九・一〇から施行〕

（経過措置）
２　この法律による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律（以下「旧法」とい
う。）第六十一条の役員の解任の勧告、旧法第六十二条の解散命令又は旧法第六十二条の二の営
業停止命令の原因と認められる事実又は違反行為がこの法律の施行前にあつた場合における当該
役員の解任の勧告、解散命令又は営業停止命令については、なお従前の例による。

３　前項に規定する場合を除き、この法律の施行前に旧法の規定によりなされた勧告、認可その他
の処分又は申請、申出その他の手続は、それぞれこの法律による改正後の環境衛生関係営業の運
営の適正化に関する法律の相当規定に基づいてなされた勧告、処分又は手続とみなす。

４　この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる解散命
令又は営業停止命令に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
（都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格）

５　環境衛生同業組合及び環境衛生同業小組合は、中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百
八十一号）第七十六条第一項に規定する都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格を有する者
とする。
（厚生省設置法の一部改正）

６　厚生省設置法（昭和二十四年法律第百五十一号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
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（地方税法の一部改正）
７　地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕
（法人税法の一部改正）

８　法人税法（昭和四十年法律第三十四号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

（商工組合中央金庫法の一部改正）
９　商工組合中央金庫法（昭和十一年法律第十四号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕
（中小企業信用保険法の一部改正）

１０　中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

（中小企業金融公庫法の一部改正）
１１　中小企業金融公庫法（昭和二十八年法律第百三十八号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕
（環境衛生金融公庫法の一部改正）

１２　環境衛生金融公庫法（昭和四十二年法律第百三十八号）の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
〔昭和五六年六月九日法律第七五号抄〕

（社員総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置）
第五十三条　この法律の施行前に改正前の関係法律の規定により社員総会、総会（総代会を含
む。）、議員総会、会員総会若しくは常議員会又は創立総会の決議があつた場合においては、そ
の決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施
行後も、なお従前の例による。
（罰則の適用に関する経過措置）

第五十四条　この法律の施行前にした行為及び第六条第二項、第十七条若しくは第二十条において
準用する商法等の一部を改正する法律附則の規定又は前条の規定により従前の例によることとさ
れる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。

附　則〔昭和五六年六月九日法律第七五号〕
この法律は、商法等の一部を改正する法律〔昭和五六年六月法律第七四号〕の施行の日（昭和五

十七年十月一日）から施行する。〔後略〕
附　則〔平成五年一一月一二日法律第八九号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日〔平成六年一〇月一日〕
から施行する。
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）

第二条　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執
るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処
分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。
（罰則に関する経過措置）

第十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）

第十四条　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分
に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定
により行われたものとみなす。
（政令への委任）

第十五条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置
は、政令で定める。

附　則〔平成六年一一月一一日法律第九七号抄〕
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（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕
（環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第五条　第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化
に関する法律第五十七条の十三第二項の規定による承認を得ている者又はその申請を行っている
者は、当該承認又は申請に係る標識の様式につき、第六条の規定による改正後の環境衛生関係営
業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第三項の規定による公告及び届出又は同項の規
定による届出を行ったものとみなす。
（罰則に関する経過措置）

第二十条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定）の施行前にした行為
並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び
第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第
八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対
する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第二十一条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経
過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則〔平成九年六月六日法律第七二号〕
（施行期日）

１　この法律は、商法等の一部を改正する法律（平成九年法律第七十一号）の施行の日〔平成九年
一〇月一日〕から施行する。
（経過措置）

２　この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従
前の例による。
（罰則の適用に関する経過措置）

３　この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則〔平成九年六月二〇日法律第九六号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
（罰則に関する経過措置）

第十六条　この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりな
お効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の
規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則〔平成一一年六月二三日法律第八〇号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
（罰則に関する経過措置）

第五条　この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によること
とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。

附　則〔平成一一年七月一六日法律第八七号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。
一　〔前略〕附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五
項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三
条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日

二～六　〔略〕
（国等の事務）
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第百五十九条　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前
において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の
地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、
この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務
として処理するものとする。
（処分、申請等に関する経過措置）

第百六十条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附
則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等
の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際
現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条に
おいて「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事
務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞ
れの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律
の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の
相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報
告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続が
されていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、
これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報
告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものと
みなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
（不服申立てに関する経過措置）

第百六十一条　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下こ
の条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下こ
の条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについて
は、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服
審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、
施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

２　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当
該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項
第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
（手数料に関する経過措置）

第百六十二条　施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含
む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別
段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
（罰則に関する経過措置）

第百六十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
（その他の経過措置の政令への委任）

第百六十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関
する経過措置を含む。）は、政令で定める。

２　附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定め
る。

附　則〔平成一一年七月一六日法律第一〇二号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日〔平
成一三年一月六日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から
施行する。
一　〔略〕
二　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の
規定　公布の日

（別に定める経過措置）
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第三十条　第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置
は、別に法律で定める。

〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕
（処分、申請等に関する経過措置）

第千三百一条　中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施行
前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通
知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法
等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定
その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

２　改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出
その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等
の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為
とみなす。

３　改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手
続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされてい
ないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、
改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他
の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改
革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
（従前の例による処分等に関する経過措置）

第千三百二条　なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、
許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してす
べき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の
施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、そ
れぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
（罰則に関する経過措置）

第千三百三条　改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
（政令への委任）

第千三百四十四条　第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁
等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経
過措置を含む。）は、政令で定める。

附　則〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　〔前略〕第千三百四十四条の規定　公布の日
二　〔略〕

附　則〔平成一二年四月七日法律第三九号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。ただし、第二条〔中略〕の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

〔平成一二年四月政令一九八号により、平成一二・四・一〇から施行〕
附　則〔平成一二年一一月二七日法律第一二六号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。〔後略〕

〔平成一三年一月政令三号により、平成一三・四・一から施行〕
（罰則に関する経過措置）

第二条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
〔平成一三年六月二九日法律第八〇号抄〕

（罰則に関する経過措置）
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第百四条　この法律の施行前にした行為及びこの法律においてなお従前の例によることとされる場
合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）

第百五条　この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め
る。

附　則〔平成一三年六月二九日法律第八〇号〕
この法律は、商法等改正法〔平成一三年六月法律第七九号〕の施行の日〔平成一三年一〇月一

日〕から施行する。
附　則〔平成一三年一一月二八日法律第一二九号〕

（施行期日）
１　この法律は、平成十四年四月一日から施行する。〔後略〕
（罰則の適用に関する経過措置）

２　この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合にお
けるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則〔平成一四年五月二九日法律第四五号抄〕
（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。

〔平成一四年六月政令二一七号により、平成一五・四・一から施行〕
附　則〔平成一五年五月三〇日法律第五五号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二　〔略〕
三　〔前略〕附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から
第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定　公布の日から起算して九月
を超えない範囲内において政令で定める日

〔平成一五年一二月政令五〇四号により、平成一六・二・二七から施行〕
四・五　〔略〕

附　則〔平成一六年四月一六日法律第三三号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

附　則〔平成一六年六月二日法律第七六号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、破産法（平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、
第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」と
いう。）の施行の日〔平成一七年一月一日〕から施行する。〔後略〕
（罰則の適用等に関する経過措置）

第十二条　施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、
第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従
前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。〔後略〕

２～５　〔略〕
（政令への委任）

第十四条　附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置
は、政令で定める。

附　則〔平成一六年一二月一日法律第一四七号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。

　〔平成一七年三月政令三六号により、平成一七・四・一から施行〕
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附　則〔平成一六年一二月一日法律第一五〇号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
（罰則に関する経過措置）

第四条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則〔平成一六年一二月三日法律第一五四号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日（以下
「施行日」という。）から施行する。〔後略〕

〔平成一六年一二月政令四二六号により、平成一六・一二・三〇から施行〕
（処分等の効力）

第百二十一条　この法律の施行前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条におい
て同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規
定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法
律の相当の規定によってしたものとみなす。
（罰則に関する経過措置）

第百二十二条　この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によること
とされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法
律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（その他の経過措置の政令への委任）

第百二十三条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で
定める。
（検討）

第百二十四条　政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加
え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

〔平成一七年七月二六日法律第八七号抄〕
（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第三百二十条　施行日前に生じた前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び
振興に関する法律（以下この条において「旧生活衛生法」という。）第五十条第一項各号に掲げ
る事由により生活衛生同業組合が解散した場合における生活衛生同業組合の清算については、な
お従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後
の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（以下この条において「新生活衛生
法」という。）の定めるところによる。

２　施行日前に組合員が旧生活衛生法第三十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の
訴え又は旧生活衛生法第五十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を
請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

３　施行日前に提起された生活衛生同業組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定
した場合における生活衛生同業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関
する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。

４　施行日前に生じた旧生活衛生法第五十二条の十第一項において準用する旧生活衛生法第五十条
第一項各号に掲げる事由により生活衛生同業小組合が解散した場合における生活衛生同業小組合
の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新
生活衛生法の定めるところによる。

５　施行日前に組合員が旧生活衛生法第五十二条の十第一項において準用する旧生活衛生法第三十
九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧生活衛生法第五十二条の十第一
項において準用する旧生活衛生法第五十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴
えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

６　施行日前に提起された生活衛生同業小組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確
定した場合における生活衛生同業小組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算
に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。

７　施行日前に生じた旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生活衛生法第五十条第一項各号
に掲げる事由により生活衛生同業組合連合会が解散した場合における生活衛生同業組合連合会の
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清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生
活衛生法の定めるところによる。

８　施行日前に会員が旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生活衛生法第三十九条において
準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴え又は旧生活衛生法第五十六条において準用する旧生
活衛生法第五十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合
における当該訴えについては、なお従前の例による。

９　施行日前に提起された生活衛生同業組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決
が確定した場合における生活衛生同業組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただ
し、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。

１０　施行日前に申立て又は裁判があった旧生活衛生法の規定による非訟事件（清算に関する事件
を除く。）の手続については、なお従前の例による。

第十二章　罰則に関する経過措置及び政令への委任
（罰則に関する経過措置）

第五百二十七条　施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる
場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第五百二十八条　この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。

附　則〔平成一七年七月二六日法律第八七号〕
この法律は、会社法〔平成一七年七月法律第八六号〕の施行の日〔平成一八年五月一日〕から施

行する。〔後略〕
〔平成一八年六月二日法律第五〇号抄〕

（罰則に関する経過措置）
第四百五十七条　施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる
場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第四百五十八条　この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い
必要な経過措置は、政令で定める。

附　則〔平成一八年六月二日法律第五〇号〕
沿革

平成二三年　六月二四日号外法律第七四号〔情報処理の高度化等に対処す
るための刑法等の一部を改正する法律附則三五条による改正〕

この法律は、一般社団・財団法人法〔一般社団法人及び一般財団法人に関する法律＝平成一八年
六月法律第四八号〕の施行の日〔平成二〇年一二月一日〕から施行する。〔後略〕

附　則〔平成二〇年三月三一日法律第九号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一
部を改正する法律（平成二十年法律第二十三号）の公布の日〔平成二〇年四月三〇日〕から施行
する。

附　則〔平成二〇年三月三一日法律第一〇号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一
部を改正する法律（平成二十年法律第二十一号）の公布の日〔平成二〇年四月三〇日〕から施行
する。

附　則〔平成二〇年四月三〇日法律第二一号抄〕
沿革

平成二〇年　三月三一日号外法律第一〇号〔国民生活等の混乱を回避する
ための地方税法の一部を改正する法律附則二条による改正〕

（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十年四月一日から施行する。〔後略〕
（この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置）
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第二十条の二　この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改
正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）その
他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第二十六条　施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関
する法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従
前の例による。

附　則〔平成二〇年四月三〇日法律第二三号抄〕
沿革

平成二〇年　三月三一日号外法律第九号〔国民生活等の混乱を回避するた
めの租税特別措置法の一部を改正する法律附則二条による改正〕

（施行期日）
第一条　この法律は、平成二十年四月一日から施行する。〔後略〕
（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第百一条　施行日前に前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す
る法律第四十九条の八第一項の規定により移行が行われた場合の事業年度については、なお従前
の例による。
（罰則に関する経過措置）

第百十九条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において
同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置）

第百十九条の二　この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による
改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項（この附則の規定の読替えを含む。）そ
の他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
（その他の経過措置の政令への委任）

第百二十条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
める。

〔平成二三年五月二五日法律第五三号抄〕
（罰則に関する経過措置）

第百六十八条　第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及びこの法
律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為
に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第百六十九条　この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必
要な経過措置は、政令で定める。

附　則〔平成二三年五月二五日法律第五三号〕
この法律は、新非訟事件手続法〔非訟事件手続法＝平成二三年五月法律第五一号〕の施行の日

〔平成二五年一月一日〕から施行する。
附　則〔平成二三年六月二四日法律第七四号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。〔後略〕

〔平成二六年六月二七日法律第九一号抄〕
（罰則に関する経過措置）

第百十七条　施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合
における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第百十八条　この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め
る。

附　則〔平成二六年六月二七日法律第九一号抄〕
この法律は、会社法の一部を改正する法律〔平成二六年六月法律第九〇号〕の施行の日〔平成二

七年五月一日〕から施行する。〔後略〕
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〔平成二九年六月二日法律第四五号抄〕
（生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第百七十八条　施行日前に行われた理事と組合（前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運
営の適正化及び振興に関する法律第三条に規定する組合をいう。）との利益相反行為について
は、前条の規定による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律（以下こ
の条において「新生活衛生法」という。）第三十三条（新生活衛生法第五十二条の十第一項及び
第五十六条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。
（罰則に関する経過措置）

第三百六十一条　施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる
場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第三百六十二条　この法律に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で
定める。

附　則〔平成二九年六月二日法律第四五号〕
この法律は、民法改正法〔民法の一部を改正する法律＝平成二九年六月法律第四四号〕の施行の

日〔平成三二年四月一日〕から施行する。ただし、〔中略〕第三百六十二条の規定は、公布の日か
ら施行する。

附　則〔平成三〇年六月一三日法律第四六号抄〕
（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二　〔略〕
三　〔前略〕附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定　公布の日から起
算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附　則〔平成三一年三月二九日法律第六号抄〕

（施行期日）
第一条　この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。〔後略〕
（罰則に関する経過措置）

第百十五条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において
同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）

第百十六条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
める。
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