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経営インサイト
管理部門担当者様にとって注目のテーマに気づきをお届けする

2021 3/1

昨
今
の
労
使
関
係
事
情

厚
生
労
働
省
は
毎
年
6
月
ご
ろ
前
年
度
の

「
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
の
施
行
状
況
」
を

発
表
し
て
い
ま
す
。「
令
和
元
年
個
別
労
働
紛

争
解
決
制
度
の
施
行
状
況
」
に
よ
る
と
、
総

合
労
働
相
談
件
数
は
1
1
8
万
8
3
4
0
件

で
、
前
年
度
比
6
・
3
％
増
、
12
年
連
続
で

1
0
0
万
件
を
超
え
、
高
止
ま
り
状
態
で
す
。

ま
た
、
右
記
「
施
行
状
況
」
の
う
ち
『
民
事

上
の
個
別
労
働
紛
争　

相
談
内
容
別
の
相
談
件

数
』
に
よ
る
と
、
相
談
内
容
の
内
訳
は
多
い
順

か
ら
次
の
と
お
り
で
す
。

①
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
　
②
自
己
都
合
退
職
　

③
解
雇
　
④
労
働
条
件
の
引
き
下
げ

⑤
退
職
勧
奨
　
⑥
雇
止
め

⑦
出
向
・
配
置
転
換
　
⑧
雇
用
管
理
な
ど
　

⑨
募
集
・
採
用
　
⑩
採
用
内
定
取
り
消
し
　

⑪
そ
の
他
の
労
働
条
件
　
⑫
そ
の
他

今
回
は
、
民
事
上
の
相
談
内
容
の
う
ち
、
募

集
か
ら
解
雇
ま
で
、
特
に
会
社
が
知
っ
て
お
く

と
よ
い
基
礎
的
な
内
容
を
抜
粋
し
て
説
明
し
ま

す
。労

働
法
の
基
礎
知
識

募
集

1募
集
に
つ
い
て
は
、
次
の
３
点
に
つ
い
て
理

解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
一
般
的
な
募
集
に
関
す
る
注
意
事
項
」「
内

Vol.24

い
ま
さ
ら
聞
け
な
い

労
働
法（
労
働
諸
法
令
）の

基
礎

特定社会保険労務士
人事コンサルタント 

假谷 美香 氏
“日本企業にやりがいと生きがいを
もったビジネスパーソンを増やす”
をミッションに、日夜、管理職研修、
教育制度の策定などを通してハラ
スメントの撲滅に努めている。

採
用
か
ら
退
職
ま
で
、
企
業
（
雇
用
者
）
と
し
て
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

労
働
法
（
労
働
諸
法
令
）
の
基
本
を

假
谷
美
香
特
定
社
会
保
険
労
務
士
に
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

最
低
限
知
っ
て
お
く
べ
き
労
働
法
の
基
礎
と
背
景
に
あ
る
法
律
を
、

判
例
や
事
例
を
も
と
に
ま
と
め
ま
し
た
。

労働法管理部門注目のイベント
2021年3月

1日	 障害者の法定雇用率の引き上げ 
	 （障害者雇用促進法改正）	
 厚生労働省 
 春季全国火災予防運動（～ 7日） 
 消防庁 
 全国山火事予防運動（～ 7日） 
 林野庁 
 女性の健康週間（～ 8日） 厚生労働省

3日	  世界野生生物の日 経済産業省
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定
取
り
消
し
に
関
す
る
注
意
事
項
」「
派
遣
社

員
に
関
す
る
注
意
事
項
」
で
す
。

一
般
的
な
募
集
に

 

関

 

す

 
る
 

注
意
事
項

募
集
に
つ
い
て
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス

の
大
部
分
は「
求
人
票
の
内
容
と
実
態
が
違
う
」

と
い
う
点
で
す
。
雇
用
契
約
と
は
求
人
の
と
き

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

従
業
員
の
募
集
に
つ
い
て
は
、
職
業
安
定
法

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
具

体
的
な
注
意
事
項
に
つ
い
て
指
針
が
出
て
い
ま

す
。
指
針
の
内
容
に
の
っ
と
っ
て
求
人
を
出
し

ま
し
ょ
う
。

〈
職
業
安
定
法
の
指
針
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て

い
る
事
項
〉

〇  

明
示
す
る
労
働
条
件
は
、
虚
偽
又
は
誇
大

な
内
容
と
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

○  

有
期
労
働
契
約
が
試
用
期
間
と
し
て
の
性

質
を
持
つ
場
合
、
試
用
期
間
と
な
る
有
期

労
働
契
約
期
間
中
の
労
働
条
件
を
明
示
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
試
用
期

間
と
本
採
用
が
一
つ
の
労
働
契
約
で
あ
っ

て
も
、
試
用
期
間
中
の
労
働
条
件
が
本
採

用
後
の
労
働
条
件
と
異
な
る
場
合
は
、
試

用
期
間
中
と
本
採
用
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
労

働
条
件
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○  

労
働
条
件
の
水
準
、
範
囲
な
ど
を
可
能
な

限
り
限
定
す
る
よ
う
配
慮
が
必
要
で
す
。

○  

労
働
条
件
は
、
職
場
環
境
を
含
め
可
能
な

限
り
具
体
的
か
つ
詳
細
に
明
示
す
る
よ
う

配
慮
が
必
要
で
す
。

○  
明
示
す
る
労
働
条
件
が
変
更
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
明
示
し
、
実

際
に
変
更
さ
れ
た
場
合
は
速
や
か
に
知
ら

せ
る
よ
う
、
配
慮
が
必
要
で
す
。

内
定
取
り
消
し
に

 

関

 

す

 
る
 

注
意
事
項

内
定
と
は
、
最
高
裁
の
解
釈
で
「
始
期
付
解

約
権
留
保
付
労
働
契
約
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
も
う
少
し
簡
単
な
言
葉
で
説
明
を

す
る
と
「
内
定
と
は
条
件
付
き
の
労
働
契
約
で

あ
り
、
そ
の
条
件
と
は
、
雇
用
の
開
始
の
時
期

が
労
働
契
約
締
結
の
時
期
と
同
時
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
と
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
っ

た
場
合
は
、
解
約
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い

う
こ
と
で
す
。

労
働
契
約
で
あ
る
以
上
、
簡
単
に
内
定
取
り

消
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
、「
や

む
を
得
な
い
事
由
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
大

日
本
印
刷
事
件
（
最
高
裁
二
小　

S



54
・
7
・

20
判
決
）
に
よ
る
と
、「
客
観
的
に
合
理
的
な

理
由
が
存
在
し
、
社
会
通
念
上
相
当
と
し
て
是

認
で
き
る
も
の
に
限
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
経
歴
詐
称
や
健
康
状
態
の

虚
偽
申
告
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

よ
っ
て
、
内
定
取
り
消
し
に
は
一
定
の
客
観

的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

派
遣
社
員
に

 

関

 

す

 
る
 

注
意
事
項

労
働
者
派
遣
法
に
お
い
て
は
、
派
遣
先
が
派

遣
社
員
を
選
別
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
事

前
面
接
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

根
拠
条
文
お
よ
び
指
針
は
次
の
と
お
り
で

す
。第

26
条
第
6
項
に
は
「
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
派
遣
先
指

針
に
お
い
て
禁
止
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

派
遣
先
は
、
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
事
前
面

接
を
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

労
働
者
派
遣
法
第
26
条
第
6
項

　

労
働
者
派
遣（
紹
介
予
定
派
遣
を
除
く
。）

の
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
際
し
、当
該
労

働
者
派
遣
契
約
に
基
づ
く
労
働
者
派
遣
に

係
る
派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

派
遣
先
指
針
第
2
の
3

　

派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
行
為
の
禁
止

　

派
遣
先
は
、紹
介
予
定
派
遣
の
場
合
を
除

き
、派
遣
元
事
業
主
が
当
該
派
遣
先
の
指
揮

命
令
の
下
に
就
業
さ
せ
よ
う
と
す
る
労
働

者
に
つ
い
て
、労
働
者
派
遣
に
先
立
っ
て
面

接
す
る
こ
と
、派
遣
先
に
対
し
て
当
該
労
働

者
に
係
る
履
歴
書
を
送
付
さ
せ
る
こ
と
の

ほ
か
、若
年
者
に
限
る
こ
と
と
す
る
こ
と
等

派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
。（
後
略
）

採
用

2採
用
に
つ
い
て
、
注
意
を
す
る
点
は
、
主
に

左
記
の
2
つ
で
す
。

● 

労
働
者
に
と
っ
て
、
最
初
に
提
示
さ
れ
た
労

働
条
件
と
実
態
が
違
う

● 

労
働
基
準
法
第
15
条
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
労
働
条
件
通
知
書
の
交
付
が
さ
れ
て
い
な

い
（
労
働
条
件
通
知
書
の
項
目
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
も
含
む
）

重
要
な
こ
と
は
、
法
律
の
内
容
を
網
羅
し
た

労
働
条
件
通
知
書
を
雇
用
契
約
締
結
時
に
通
知

を
す
る
こ
と
と
、
当
初
提
示
し
た
内
容
と
実
態

に
相
違
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
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労
働
基
準
法
第
15
条

　

使
用
者
は
、労
働
契
約
の
締
結
に
際
し
、

労
働
者
に
対
し
て
賃
金
、労
働
時
間
そ
の
他

の
労
働
条
件
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、賃
金
及
び
労
働

時
間
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
明
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
条
件
の
引
き
下
げ

3労
働
条
件
を
引
き
下
げ
る
場
合
は
、
本
人
の

同
意
が
必
要
で
す
。

同
意
な
く
強
引
に
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ

り
、
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
す
る
こ
と
が
あ

る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
し
っ
か
り
と
話
し

合
い
を
し
ま
し
ょ
う
。
根
拠
条
文
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　

労
働
契
約
法
第
8
条（
労
働
契
約
の
内
容

の
変
更
）

　

労
働
者
お
よ
び
使
用
者
は
、そ
の
合
意
に

よ
り
、労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る
労
働
条
件

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

労
働
契
約
法
第
9
条（
就
業
規
則
に
よ
る

労
働
契
約
の
内
容
の
変
更
）

　

使
用
者
は
、労
働
者
と
合
意
す
る
こ
と
な

く
、就
業
規
則
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
の
不
利
益
に
労
働
契
約
の
内
容
で

あ
る
労
働
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。た
だ
し
、次
条
の
場
合
は
、こ
の
限
り

で
な
い
。

　

労
働
契
約
法
第
10
条（
一
部
抜
粋
）

　

使
用
者
が
就
業
規
則
の
変
更
に
よ
り
労

働
条
件
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
、変
更

後
の
就
業
規
則
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
、か

つ
、就
業
規
則
の
変
更
が
、労
働
者
の
受
け

る
不
利
益
の
程
度
、労
働
条
件
の
変
更
の
必

要
性
、変
更
後
の
就
業
規
則
の
内
容
の
相
当

性
、労
働
組
合
等
と
の
交
渉
の
状
況
そ
の
他

の
就
業
規
則
の
変
更
に
係
る
事
情
に
照
ら

し
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、労
働

契
約
の
内
容
で
あ
る
労
働
条
件
は
、当
該
変

更
後
の
就
業
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

解
雇

4判
例
で
は
「
使
用
者
の
解
雇
権
の
行
使
は
、

そ
れ
が
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠
き
社
会

通
念
上
相
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
権
利
の
濫
用
と
し
て
無
効
に

な
る
」（
解
雇
権
濫
用
法
理
）
と
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
こ
の
法
理
が
労
働
契
約
法
に
法
制
化
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
契
約
法
第
16
条（
解
雇
）

　

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
場
合
は
、そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の

と
し
て
、無
効
と
す
る
。

で
は
、「
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
」
と
は

何
を
基
準
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

裁
判
に
お
い
て
は
、
就
業
規
則
に
定
め
る
解

雇
事
由
に
該
当
し
て
い
る
か
否
か
が
争
点
と
な

り
ま
す
。

詳
細
は
以
下
の
裁
判
例
を
参
考
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
解
雇
に
お
い
て
重

要
な
こ
と
は

●

就
業
規
則
に
記
載
さ
れ
て
い
る「
解
雇
事
由
」

に
該
当
す
る
か
否
か

●

会
社
が
あ
る
程
度
の
努
力
を
し
て
い
る
か
否

か
（
次
の
裁
判
例
の
①
で
は
段
階
を
追
っ
て

郵
送
に
て
連
絡
、
最
終
的
に
雇
用
契
約
の
満

了
時
に
予
告
解
雇
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た

逆
に
②
で
は
、
能
力
不
足
の
従
業
員
に
対
し

て
、
教
育
、
指
導
不
足
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
）

と
い
う
点
で
す
。裁

判
例

❶  

解

 

雇

 

が

 

認

 

め

 

ら

 

れ

 

た

 

事

 
例
 

A
社
事
件

（
東
京
地 

H
10
・
09
・
22 

判
決
）　

内
容

慢
性
腎
不
全
に
よ
る
嘱
託
社
員
が
、
私
傷
病

に
よ
る
手
術
後
、
体
調
が
悪
く
入
退
院
を
繰
り

返
し
、
平
成
8
年
4
月
以
降
出
社
日
数
は
、
毎

月
数
日
で
、
8
月
か
ら
は
全
く
出
社
し
な
い
状

況
に
な
り
ま
し
た
。
結
果
的
に
「
平
成
9
年
4

図表　労働条件通知に関する明示事項
（労働基準法施行規則　第５条より）

※労働者が希望する場合、次のいずれかの方法でもよい。
　・ファクシミリを利用してする送信の方法
　・電子メール等の送信の方法
　（電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。）

 ＜書面※の交付による絶対的明示事項＞
（1）労働契約の期間に関する事項
（2）期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関

する事項
（3）就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
（4）始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有

無、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて就
業させる場合における就業時転換に関する事項

（5）賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支
払の時期に関する事項

（6）退職に関する事項 (解雇の事由を含む )

＜口頭の明示でもよい事項＞
（1）昇給に関する事項
（2）退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の

決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期
に関する事項

（3）臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、賞与及びこれ
らに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項

（4）労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する
事項

（5）安全及び衛生に関する事項
（6）職業訓練に関する事項
（7）災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
（8）表彰及び制裁に関する事項
（9）休職に関する事項
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●お届けいたしましたのは

（生 20 - 6747, 法人開拓戦略室）

本紙に掲載の記事は2021年2月19日時点での情報を基に作成しております。

月
1
日
以
降
の
嘱
託
雇
用
契
約
の
継
続
は
困

難
」
と
な
る
旨
の
書
簡
を
郵
送
し
、
そ
の
後
、

就
業
規
則
に
定
め
る
解
雇
規
定
の
「
心
身
虚
弱

の
た
め
業
務
に
耐
え
ら
れ
な
い
場
合
」
に
該
当

す
る
と
し
て
平
成
9
年
3
月
31
日
付
け
で
予
告

解
雇
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
不
当
解
雇

で
あ
る
と
し
、
労
働
者
の
定
年
年
齢
ま
で
の
期

間
の
生
活
保
障
な
ど
を
求
め
た
事
例
。

▼ 

就
業
規
則
取
扱
規
程
に
定
め
る
「
心
身
虚
弱

の
た
め
業
務
に
耐
え
ら
れ
な
い
場
合
」
に
該

当
す
る
と
認
め
ら
れ
、
本
件
解
雇
に
は
、
相

当
な
解
雇
理
由
が
存
在
し
、
か
つ
そ
の
手
段

も
不
相
当
な
も
の
で
な
く
、
解
雇
権
の
濫
用

に
は
当
た
ら
な
い
と
い
え
る
と
し
て
労
働
者

は
敗
訴
し
ま
し
た
。

❷  

労

 

働

 

者

 

の

 

能

 

力

 

不

 

足

 

、

 

成

 

績

 

不

 

良

 

に

 

よ

 
る
 

解

 

雇

 

が

 

認

 

め

 

ら

 

れ

 

な

 

か

 

っ

 

た

 

事

 
例
 

B
社
事
件

（
東
京
地 

H
11
・
10
・
15 

判
決
）

内
容

平
成
2
年
に
大
学
院
卒
の
正
社
員
と
し
て
採

用
さ
れ
た
従
業
員
が
、
労
働
能
率
が
劣
り
、
向

上
の
見
込
み
が
な
い
、
積
極
性
が
な
い
、
自
己

中
心
的
で
協
調
性
が
な
い
な
ど
と
し
て
解
雇
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
解
雇
を
無
効
と
し

て
地
位
保
全
、
賃
金
仮
払
い
の
仮
処
分
を
申
し

立
て
た
事
例
。

▼ 

就
業
規
則
に
規
定
す
る
解
雇
事
由
は
「
精
神

又
は
身
体
の
障
が
い
に
よ
り
業
務
に
堪
え
な

い
と
き
」、「
会
社
の
経
営
上
や
む
を
得
な
い

事
由
が
あ
る
と
き
」
な
ど
極
め
て
限
定
的
な

場
合
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の

労
働
者
に
つ
い
て
、
平
均
的
な
水
準
に
達
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
し
、
従
業
員
の
中
で

下
位
10
％
未
満
の
考
課
順
位
で
し
た
が
、
人

事
考
課
は
、
相
対
評
価
で
あ
っ
て
、
絶
対
評

価
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
こ
と

か
ら
直
ち
に
労
働
能
率
が
著
し
く
劣
り
、
向

上
の
見
込
み
が
な
い
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
会
社
は
該
当
者
に
対
し
、
さ
ら

に
体
系
的
な
教
育
、
指
導
を
実
施
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
労
働
能
率
の
向
上
を
図
る

余
地
も
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、「
労
働

能
率
が
劣
り
、向
上
の
見
込
み
が
な
い
と
き
」

に
該
当
す
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
労
働
者

が
勝
訴
し
ま
し
た
。

雇
止
め

5雇
止
め
と
は
、
会
社
が
有
期
労
働
契
約
者
に

つ
い
て
契
約
期
間
満
了
を
理
由
に
契
約
を
終
了

さ
せ
る
こ
と
で
す
。
正
し
く
契
約
を
締
結
し
、

当
初
の
契
約
（
契
約
の
更
新
は
し
な
い
と
い
う

契
約
）
ど
お
り
に
期
間
満
了
で
契
約
を
終
了
す

る
場
合
、
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
複
数
回
の

更
新
を
繰
り
返
し
て
い
た
り
、
契
約
締
結
時
に

更
新
を
ほ
の
め
か
す
な
ど
、一
定
の
場
合
に
は
、

使
用
者
に
よ
る
雇
止
め
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

労
働
契
約
法
第
19
条　
（
有
期
労
働
契
約

の
更
新
等
）

　

有
期
労
働
契
約
で
あ
っ
て
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
契
約
期
間

が
満
了
す
る
日
ま
で
の
間
に
労
働
者
が
当

該
有
期
労
働
契
約
の
更
新
の
申
込
み
を
し

た
場
合
又
は
当
該
契
約
期
間
の
満
了
後
遅

滞
な
く
有
期
労
働
契
約
の
締
結
の
申
込
み　

を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、使
用
者
が
当
該
申

込
み
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
、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
、使
用
者
は
、

従
前
の
有
期
労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る
労

働
条
件
と
同
一
の
労
働
条
件
で
当
該
申
込

み
を
承
諾
し
た
も
の
と
み
な
す
。

一　

当
該
有
期
労
働
契
約
が
過
去
に
反
復

し
て
更
新
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
で

あ
っ
て
、そ
の
契
約
期
間
の
満
了
時
に
当
該

有
期
労
働
契
約
を
更
新
し
な
い
こ
と
に
よ

り
当
該
有
期
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ

と
が
、期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締

結
し
て
い
る
労
働
者
に
解
雇
の
意
思
表
示

を
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
期
間
の
定
め
の

な
い
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
社

会
通
念
上
同
視
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

二　

当
該
労
働
者
に
お
い
て
当
該
有
期
労

働
契
約
の
契
約
期
間
の
満
了
時
に
当
該
有

期
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
る
も
の
と
期
待

す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
理
由
が
あ

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。


