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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第53回

今
回
は
、
労
働
契
約
法
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

前
回
（
２
０
２
４
年
12
月
号
）※1
で
解
説
し
た
労
働
基

準
法
と
密
接
に
関
係
す
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
一
読
い
た

だ
く
と
理
解
が
深
ま
る
と
思
い
ま
す
。

労
働
条
件
の
合
意
に
関
す
る

基
本
的
な
ル
ー
ル

労
働
契
約
法
は
、
労
働
に
か
か
わ
る
法
律
の
総
称
で

あ
る
労
働
法
の
一
つ
で
、
労
働
者（
使
用
者
に
使
用
さ

れ
て
労
働
し
、
賃
金
を
払
わ
れ
る
者
）と
使
用
者（
使
用

す
る
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
を
支
払
う
者
）間
で
の
合

意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
労
働
条
件
に
関
す
る
労
働
契
約

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
法
律
で
す
。

ま
ず
は
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
が
記
載
さ
れ
て
い
る

か
、
ポ
イ
ン
ト
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

①�
労
働
契
約
の
締
結
等
…
労
働
契
約
に
共
通
す
る
原

則
で
あ
る
、
労
使
対
等
の
原
則
・
均
衡
考
慮
の
原

則
※2
・
仕
事
と
生
活
の
調
和
へ
の
配
慮
の
原
則
・
信

義
誠
実
の
原
則
・
権
利
濫
用
※3
の
禁
止
の
原
則（
第

３
条
）、
使
用
者
は
労
働
者
に
提
示
す
る
労
働
条
件

及
び
労
働
契
約
の
内
容
に
関
し
、
労
働
者
の
理
解

を
深
め
る
よ
う
に
し
、
で
き
る
限
り
書
面
で
確
認

す
る
こ
と（
第
４
条
）。

②�

労
働
契
約
の
成
立
と
変
更
…
労
働
者
と
使
用
者
が
、

「
労
働
す
る
こ
と
」、「
賃
金
を
支
払
う
こ
と
」
に
合

意
す
る
と
労
働
契
約
が
成
立
す
る
こ
と（
第
６
条
）、

労
働
者
と
使
用
者
が
合
意
す
れ
ば
労
働
契
約
を
変
更

可
能
と
な
る
こ
と（
第
８
条
）、
就
業
規
則
※4
と
労
働

契
約
の
関
係
性
に
つ
い
て（
第
９
条
～
第
13
条
）。

③�

労
働
契
約
の
継
続
お
よ
び
終
了
…
懲
戒
・
解
雇

は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社
会
通

念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
権

利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
無
効
で
あ
る
こ
と

（
第
16
条
）。

④�

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
…
有
期
契
約
労
働

者
に
つ
い
て
、
使
用
者
は
や
む
を
得
な
い
事
由
が

あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
契
約
期
間
が
満
了
す
る

ま
で
の
間
に
お
い
て
労
働
者
を
解
雇
で
き
な
い
こ

と（
第
17
条
）、
有
期
労
働
契
約
期
間
を
通
算
し
て

５
年
を
超
え
る
労
働
者
が
、
期
間
の
定
め
の
な
い

労
働
契
約
の
締
結
の
申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
使

用
者
は
申
込
み
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と

（
無
期
転
換
ル
ー
ル
※5
）（
第
18
条
）。

労
働
契
約
の
内
容
を
考
え
る
う
え
で
注
意
す
べ
き

は
、
労
働
条
件
の
最
低
基
準
を
定
め
た
労
働
基
準
法
を

必
ず
上
回
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で
す
。ま
た
、

第
９
条
～
第
13
条
に
あ
る
通
り
、
就
業
規
則
が
合
理

的
な
内
容
か
つ
労
働
者
に
周
知
さ
れ
て
い
る
場
合
は
就

業
規
則
の
内
容
が
労
働
条
件
に
な
る
も
の
の
、
就
業
規

則
と
異
な
る
内
容
の
労
働
条
件
を
労
働
者
・
使
用
者
間

で
個
別
に
合
意
し
て
い
た
場
合
は
合
意
内
容
が
労
働
条

件
に
な
り
、
そ
の
条
件
が
就
業
規
則
を
下
回
っ
て
い
る

「労働契約法」

※2　�均衡考慮の原則……�労働契約の締結・変更において、就業実態との均衡（バランスや釣り合いがとれている等）を考慮し、
かつ異なる雇用形態間の均衡も考慮すべきというもの

※3　権利濫用……�本来想定されている権利の範囲を超えてその権利を行使するため、権利の行使として認めることができないと
判断される行為

※１　�
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場
合
は
、
就
業
規
則
の
内
容
ま
で
条
件
が
引
き
上
が
る

点
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

労
働
契
約
法
は
比
較
的
新
し
い
法
律

労
働
基
準
法
が
、
１
９
４
７（
昭
和
22
）年
に
制
定
さ

れ
た
の
に
対
し
て
、
労
働
契
約
法
は
２
０
０
７（
平
成

19
）年
に
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
労
働
契
約
法
の
制
定

が
比
較
的
最
近
で
あ
る
こ
と
に
は
、
か
つ
て
は
労
働
基

準
法
や
就
業
規
則
、
労
働
協
約
な
ど
で
一
律
的
に
労
働

条
件
を
定
め
て
お
く
こ
と
で
こ
と
足
り
て
い
た
の
が
、

就
業
形
態
が
多
様
化
し
労
働
条
件
が
個
別
に
決
定
・
変

更
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
個
別
労

働
関
係
紛
争
が
増
加
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
紛
争
に
関
す
る
蓄
積
さ
れ
た
裁
判
例

を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
民
事
的
ル
ー
ル
を
も
と
に
裁
判

所
が
判
断
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
が
一
般
に
周

知
さ
れ
て
い
た
と
も
い
い
が
た
い
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
を
防
止
し
、
労
働
者
の

保
護
を
図
り
つ
つ
、
個
別
の
労
働
関
係
の
安
定
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
民
事
的
ル
ー
ル
を
一
つ
の
体

系
と
し
て
労
働
契
約
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
先
に
述
べ
た
第
18
条
の

無
期
転
換
ル
ー
ル
が
２
０
１
２
年
の
法
改
正
で
追
加
さ

れ
る
な
ど
、
就
労
状
況
の
変
化
や
労
働
紛
争
な
ど
の
実

態
に
合
わ
せ
る
形
で
法
律
は
改
正
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

労
働
契
約
法
に
か
か
わ
り
の
深
い
直
近
の
動
向
と
し

て
触
れ
て
お
き
た
い
の
が
、
２
０
２
４（
令
和
６
）年

施
行
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
・
有
期
労
働
契
約
の
締

結
、
更
新
及
び
雇
止
め
に
関
す
る
基
準
の
改
正
で
す
。

労
働
契
約
の
締
結
・
更
新
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
労
働
条

件
明
示
事
項
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

①�

す
べ
て
の
労
働
契
約
の
締
結
時
と
有
期
労
働
契
約

の
更
新
時
に
就
業
場
所
と
業
務
の
変
更
の
範
囲
を

明
示
す
る
こ
と
…
全
労
働
者
対
象

②�

有
期
労
働
契
約
の
締
結
時
と
更
新
時
に
、
更
新
上

限（
通
算
契
約
期
間
ま
た
は
更
新
回
数
の
上
限
）の

有
無
と
内
容
を
明
示
、
ま
た
更
新
上
限
を
新
設
・
短

縮
す
る
場
合
は
そ
の
理
由
を
あ
ら
か
じ
め
説
明
す

る
こ
と
…
有
期
契
約
労
働
者
対
象

③�

無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
す
る
有
期
労
働
契
約
の

契
約
更
新
の
タ
イ
ミ
ン
グ
ご
と
に
、
無
期
転
換
を
申

し
込
む
こ
と
が
で
き
る
旨
と
無
期
転
換
後
の
労
働

条
件
を
明
示
す
る
こ
と
…
有
期
契
約
労
働
者
対
象

こ
れ
ら
の
明
示
の
仕
方
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う

場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
、
詳
し

い
ル
ー
ル
と
モ
デ
ル
労
働
条
件
通
知
書
の
例
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
た
め
参
照
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
※6
。

個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
の
活
用
も

選
択
肢
の
一
つ

労
働
基
準
法
は
“
公
的
権
限（
刑
事
司
法
や
行
政
機

関
）”に
よ
り
法
の
実
現
を
目
ざ
す
た
め
、
前
号
に
述

べ
た
通
り
、
違
反
し
た
場
合
の
罰
金
や
懲
役
な
ど
の
罰

則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
労
働
契
約
法
は

“
私
人
間
の
紛
争
解
決
”に
よ
り
法
の
実
現
を
図
る
位

置
づ
け
の
た
め
、
直
接
的
な
罰
則
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

私
人
間
の
紛
争
解
決
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
労
働
者
と

事
業
主
の
間
の
労
働
契
約
や
職
場
環
境
に
関
す
る
ト
ラ

ブ
ル
を
未
然
に
防
止
し
、
迅
速
に
解
決
を
図
る
た
め
の

個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
都
道
府
県
労
働
局
や
労
働
基
準
監
督

署
に
設
け
ら
れ
た
総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー
へ
の
総
合

労
働
相
談
に
対
し
て
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
解
決
の

方
向
性
を
示
し
紛
争
当
事
者
間
の
自
主
的
な
解
決
を
促

進
す
る
助
言
・
指
導
、
ま
た
は
都
道
府
県
労
働
局
に
設

置
さ
れ
て
い
る
紛
争
調
整
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
委
員
が

紛
争
当
事
者
の
間
に
入
っ
て
話
し
合
い
を
促
進
す
る

あ
っ
せ
ん
に
よ
り
紛
争
解
決
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
労

働
契
約
に
つ
い
て
、
労
働
者
・
使
用
者
間
で
よ
く
話
し

合
い
、
理
解
し
た
う
え
で
運
用
し
て
い
く
こ
と
に
越
し

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ト
ラ
ブ
ル
や
紛
争
に
至
っ

た
場
合
は
、
労
働
者
・
使
用
者
に
か
か
わ
ら
ず
本
制
度

を
活
用
す
る
こ
と
は
、
有
力
な
選
択
肢
の
一
つ
と
い
え

ま
す
。

＊　
＊　
＊

次
回
は
、「
労
働
安
全
衛
生
法
」に
つ
い
て
取
り
上
げ

ま
す
。

※4　就業規則……�本連載第19回（2021年12月号）をご参照ください。�
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/book/
elder_202112/html5.html#page=56�

※ 5　無期転換ルール……�詳細なルールや留意事項があるため、厚生
労働省のポータルサイトなどを確認のこと�
https://muki.mhlw.go.jp

※ 6　�「2024 年 4 月からの労働条件明示のルール変更　備えは大丈夫
ですか？」�
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001298244.pdf


