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中
途
採
用
で
差
を
つ
け
る

今
月
は
「
中
途
採
用
」に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

ほ
と
ん
ど
の
中
小
企
業
が
中
途
採
用
を
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

例
え
ば
、中
途
採
用
者
の
初
任
給
で
悩
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、ま
た
、中
途
採
用
後
に
賃
金
等
の
条
件
面
で
揉
め
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。 

中
小
企
業
に
と
っ
て
中
途
採
用
は
人
材
確
保
の
重
要
な
ル
ー
ト
で
あ
り
、上
手
に
活
用
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

北
見
式
賃
金
研
究
所
所
長
の
北
見
昌
朗
氏
に
ア
ド
バ
イ
ス
役
を
お
願
い
し
、実
践
的
ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
え
て
も
ら
う
。

材
を
採
り
や
す
い
情
況
の
中
で
、
③
き
ち
ん
と

人
材
に
投
資
し
て
拡
大
再
生
産
を
目
指
す
べ
き

だ
、と
言
う
の
で
あ
る
。  

　　

北
見
氏
は
、「
中
小
企
業
は
も
と
も
と
少
人

数
な
の
だ
か
ら
、人
材
を
獲
得
し
て
競
争
力
を
高

め
る
の
は
当
然
の
こ
と
。
人
数
と
い
う
も
の
は

マ
ン
パ
ワ
ー
で
あ
り
、マ
ン
パ
ワ
ー
と
は
企
業
の

競
争
力
だ
」と
も
述
べ
て
い
る
。
社
内
に
多
様

な
タ
レ
ン
ト
の
人
材
を
揃
え
、
そ
の
持
ち
味
を

適
材
適
所
で
発
揮
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、
中
小

企
業
の
競
争
力
強
化
に
つ
な
が
る
。
例
え
ば
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
旺
盛
で
有
能
な
営
業
職
人
材

を
獲
得
で
き
る
か
ど
う
か
で
、
新
規
顧
客
の
開

拓
の
成
果
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
意
味
で
、自
社
の
ど
こ
に
、ど
う
い
っ
た

人
材
を
必
要
と
し
て
い
る
か
を
見
極
め
る
こ
と

は
、き
わ
め
て
重
要
な
経
営
上
の
課
題
と
な
る
。

中
途
採
用
は
、
そ
の
人
材
の
不
足
箇
所
を
埋
め

る
働
き
を
す
る
も
の
で
、
失
敗
し
な
い
た
め
の

準
備
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
言
え
る
。

取
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
将
来
構
想
を
描
い
た
上

で
人
も
た
く
さ
ん
採
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、人
の
数
を
絞
る
と
、そ
の
企
業
は
ア
ッ
と

い
う
間
に
負
け
組
に
転
落
し
て
し
ま
う
と
考
え

て
い
ま
す
。
今
の
経
費
削
減
は
社
員
一
人
当
た

り
の
数
字
を
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
パ
ソ

コ
ン
上
の
デ
ー
タ
し
か
見
て
い
な
い
経
営
者
が

考
え
そ
う
な
施
策
で
す
。
対
す
る
に
、
実
際
の

現
場
を
見
る
と
、
人
員
や
在
庫
を
絞
り
過
ぎ
て

“
売
り
損
じ
”が
発
生
し
て
い
る
よ
う
な
場
面
が

多
く
あ
り
ま
す
。
企
業
の
発
展
は
、
縮
小
均
衡

で
は
な
く
拡
大
再
生
産
の
中
で
し
か
実
現
で
き

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
方
で
、
労
働
市
場
の
方
は
買
い
手
市
場
に

な
っ
て
い
て
、
中
小
企
業
で
も
募
集
を
か
け
れ

ば
本
当
に
た
く
さ
ん
の
応
募
が
あ
り
ま
す
。
特

に
地
方
に
お
い
て
、
地
元
で
働
け
る
と
こ
ろ
は

限
ら
れ
て
い
て
、
た
い
へ
ん
な
倍
率
に
な
り
ま

す
。
今
こ
そ
、
い
い
人
材
を
獲
得
す
る
好
機
だ

と
思
い
ま
す
。
大
部
分
の
中
小
企
業
は
、
継
続

的
に
新
卒
者
を
採
用
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
人

材
の
確
保
は
中
途
採
用
が
中
心
と
な
ら
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
中
途
採
用
に
お
い
て

も
今
は
絶
好
の
人
材
獲
得
の
チ
ャ
ン
ス
で
、
積

極
的
に
人
を
採
る
こ
と
を
考
え
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」 

　

す
な
わ
ち
、①
景
気
の
よ
く
な
い
今
は
、実
は

ラ
イ
バ
ル
に
差
を
付
け
る
チ
ャ
ン
ス
（
逆
に
言

う
と
、競
争
か
ら
脱
落
し
か
ね
な
い
分
岐
点
）で

あ
り
、②
中
小
企
業
も
、中
途
採
用
で
も
い
い
人
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■平成２０年、２１年の年収比較グラフ

　

厳
し
い
経
済
情
勢
が
続
く
中
、今
、中
小
企
業

が
人
材
獲
得
に
乗
り
出
す
こ
と
の
意
味
と
意
義

に
つ
い
て
、北
見
氏
は
次
の
よ
う
に
語
る
。 「
中

小
企
業
の
経
営
は
明
暗
く
っ
き
り
分
か
れ
て
い

る
状
況
で
す
。
そ
の
中
で
、
好
調
な
企
業
は
将

来
収
益
を
生
む
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
集
中
的
に

投
資
を
し
、
一
気
に
同
業
他
社
に
差
を
付
け
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
去
年
か
ら
来
年
に
か
け
て

の
3
年
間
で
、
劇
的
な
企
業
間
の
差
が
付
く
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
特
に
中
小
企
業
の
オ
ー

ナ
ー
経
営
者
は
、
各
期
の
決
算
ば
か
り
に
気
を

給
与
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

北
見
昌
朗
氏

き
た
み
ま
さ
お

　　

若
手
従
業
員
を
中
途
採
用
し
た
と
き
、
一
番

困
る
の
は
初
任
給
を
ど
う
決
め
る
か
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
北
見
氏
は
、
中
途
採

用
者
の
初
任
給
を
決
め
る
ポ
イ
ン
ト
に
、「
世

間
相
場
よ
り
高
過
ぎ
も
低
過
ぎ
も
し
な
い
」こ

と
、「
既
存
の
若
手
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な

い
」こ
と
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。

 

「
中
途
採
用
と
言
え
ど
も
新
入
社
員
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
な
い
わ
け
で
、
既
に
い
る
従
業
員

が
納
得
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
賃
金
は
既
存
従

業
員
よ
り
や
や
低
め
に
設
定
す
る
こ
と
が
常
識

的
だ
と
考
え
ま
す
。

　

一
方
で
、
そ
も
そ
も
の
既
存
の
若
手
従
業
員

の
賃
金
が
世
間
相
場
よ
り
も
低
過
ぎ
、
生
活
給

の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
と
、
そ
れ
は
問
題

で
す
。
初
任
給
と
い
う
低
い
賃
金
が
据
え
置
か

れ
た
ま
ま
で
は
生
活
で
き
ず
、
若
手
従
業
員
が

辞
め
て
い
き
か
ね
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
30
歳

ま
で
は
生
活
給
を
重
視
し
て
基
本
給
を
昇
給
さ

せ
、
あ
る
程
度
の
生
活
が
成
り
立
つ
水
準
で
の

賃
金
体
系
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
若
手
の
中
途

採
用
者
の
初
任
給
も
無
理
な
く
、
つ
ま
り
既
存

の
賃
金
体
系
を
歪
め
る
こ
と
な
く
、
決
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
」

　

そ
の
上
で
北
見
氏
は
、
目
指
す
べ
き
賃
金
水

準
は
30
歳
で
月
30
万
円
（
手
当
込
み
）、
30
人

未
満
の
事
業
所
で
は
月
27
万
円
だ
と
し
て
い
る
。

中
小
企
業
の
賃
金
体
系
と
し
て
、こ
の
レ
ベ
ル
ま

で
は
昇
給
を
努
力
を
し
て
続
け
、
30
歳
を
過
ぎ

た
ら
実
力
主
義
を
反
映
し
た
役
職
手
当
に
よ
っ

て
処
遇
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
世
間
相
場
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
下
に
示
し
た
グ
ラ
フ
は
、
北
見

氏
が
首
都
圏
の
中
小
企
業
を
対
象
に
調
査
し

た
一
般
従
業
員
の
賃
金
デ
ー
タ
で
あ
り
、
参
考

に
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、
中
途
採
用
者
の
初
任

給
の
世
間
相
場
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
調
べ
る
こ
と
が
可
能
だ
。
自
社
の

近
く
に
あ
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
、「
資
料
・
統
計
・
賃
金
情
報
」➡
「
中
途
採

用
時
初
任
給
情
報
」と
進
め
ば
、そ
の
地
域
の
初

任
給
の
デ
ー
タ
が
業
種
別
・
職
種
別
に
載
っ
て

お
り
、こ
れ
も
活
用
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

　

雇
っ
て
み
た
も
の
の
期
待
外
れ
で
、
採
用
時

に
約
束
し
た
賃
金
を
変
更
し
た
い
と
思
う
こ
と

も
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。こ
う
し
た
場
合
に
備
え
、

北
見
氏
は
次
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
送
る
。

 

「
基
本
給
と
は
別
枠
で
、『
優
れ
た
職
務
知
識

や
技
能
が
あ
る
こ
と
を
見
込
ん
で
特
別
に
上
乗

せ
支
給
す
る
』主
旨
の
特
別
手
当
の
枠
を
設
け
、

入
社
後
一
定
期
間
を
経
た
時
点
で
、
企
業
側
が

特
別
手
当
を
継
続
す
る
か
ど
う
か
を
あ
ら
た
め

中
小
企
業
の
競
争
力
の
源
泉

て
判
断
す
る
と
い
っ
た
内
容
の
契
約
に
し
て
お

け
ば
、後
か
ら
賃
金
の
修
正
が
可
能
で
す
」

　

こ
の
種
の
特
別
手
当
は
、
中
途
採
用
が
決

ま
っ
た
人
が
前
職
に
お
い
て
高
い
賃
金
を
も

ら
っ
て
い
た
場
合
に
、
基
本
給
を
抑
え
た
賃
金

を
補
う
手
立
て
と
し
て
活
用
で
き
る
も
の
だ
。

※北見式賃金研究
所調べ。首都圏（東
京都、千葉県、埼玉
県、神奈川県）にあ
る従業員数300人
未満の中小企業
（全業種）を対象に
調査。

中
途
採
用
の
初
任
給

世
間
相
場
に
配
慮
し
、

プ
ロ
パ
ー
社
員
と
の

バ
ラ
ン
ス
も
取
る

今
、人
材
を
採
る
意
味
と
意
義

初
任
給
を
決
め
る
際
の

二
つ
の
ポ
イ
ン
ト

賃
金
の
世
間
相
場
を
知
る  

採
用
後
に
修
正
可
能
な
賃
金
項
目
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労
働
基
準
法
は
、
従
業
員
を
雇
用
す
る
と
き
に

明
示
す
る
義
務
が
あ
る
労
働
条
件
と
し
て
、
13

の
事
項
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
以
下

の
5
項
目
は
、
特
に
重
要
だ
と
し
て
書
面
に
よ

る
交
付
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

①
労
働
契
約
の
期
間

②
働
く
場
所
、従
事
す
る
仕
事 

③
始
業
お
よ
び
終
業
時
刻
、
時
間
外
お
よ
び
休

日
労
働
の
有
無
、休
憩
、休
日
、休
暇
、交
代
制
等

に
関
す
る
事
項 

④
賃
金
（
退
職
手
当
お
よ
び
臨
時
に
支
払
わ
れ

る
賃
金
等
を
除
く
）の
決
定
、計
算
、支
払
方
法
、

締
切
、支
払
時
期
に
関
す
る
事
項

⑤
退
職
に
関
す
る
事
項

　

こ
れ
ら
の
内
容
を
「
労
働
条
件
通
知
書
」と

し
て
雇
用
す
る
際
に
交
付
す
る
こ
と
は
、
雇
用

条
件
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る
一
助
に

も
な
る
。 

 

「
労
働
条
件
通
知
書
」が
一
方
的
な
通
知
で
あ

る
の
に
対
し
、北
見
氏
は
、も
う
一
歩
進
ん
だ
形

態
と
し
て
「
雇
用
契
約
書
」の
作
成
を
提
唱
し

て
い
る
。

 

「
労
働
基
準
法
が
書
面
に
よ
る
明
示
を
義
務
付

け
て
い
る
事
項
に
加
え
、
適
切
な
労
務
管
理
を

行
う
た
め
に
追
加
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る

事
項
を
盛
り
込
ん
で
、契
約
書
を
作
る
の
で
す
。

そ
の
書
面
に
企
業
側
と
従
業
員
側
の
両
者
が
押

印
を
す
れ
ば
、
通
知
書
よ
り
も
強
い
効
力
を
持

つ
こ
と
に
な
り
、
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
を
防
ぐ
き

わ
め
て
有
効
な
ツ
ー
ル
と
な
り
ま
す
」 　

　

左
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
た
の
は
、
北
見
氏
が
作
成

し
た
「
雇
用
契
約
書
（
契
約
従
業
員
用
）」の
サ

ン
プ
ル
で
あ
る
。
将
来
的
に
問
題
と
な
り
そ

う
な
事
項
に
つ
い
て
も
、
条
件
を
あ
ら
か
じ
め

書
面
化
し
（
サ
ン
プ
ル
で
言
う
と
、「
雇
用
期

間
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」や
「
退
職
金
制

度
が
な
い
こ
と
」）、
後
々
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然

に
防
ぐ
の
が
大
き
な
ね
ら
い
と
な
っ
て
い
る
。 

　

他
に
も
、
若
手
の
一
般
従
業
員
で
は
な
い
多

様
な
雇
用
形
態
を
想
定
し
た
雇
用
契
約
上
の
注

意
点
を
ま
と
め
て
み
た
。
ど
れ
も
実
際
に
あ
っ

た
ト
ラ
ブ
ル
の
ケ
ー
ス
を
元
に
北
見
氏
が
ア
ド

バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
、
ど
う
い
っ
た

点
に
気
を
付
け
て
雇
用
の
契
約
を
結
べ
ば
よ
い

か
の
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

も
っ
と
も
肝
要
な
こ
と
は
、
こ
ち
ら
が
考
え
て

い
る
条
件
を
曖
昧
に
せ
ず
相
手
側
に
伝
え
る
こ

と
で
あ
り
、「
雇
用
契
約
書
」は
大
い
に
活
用
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

労
働
条
件
通
知
の
法
的
義
務 

大企業からの
出向者の受け入れ
　中小企業は、取引金融機関や大手企業からの出向者を受
け入れることがある。期間が決まっている出向の場合もあ
るが、数年の出向を経て転籍となることも多く、元々の賃
金水準が高い転籍者の受け入れには難しい問題が伴う。

予想されるトラブル
　①出向者が出向元へ戻る際、出向期間中の退職金コストの負担
の問題が生じることがある。これは、出向が決まった時点での契
約に関わる問題であり、中小企業経営者の側で確認すべきことだ。 
②出向の後に転籍となり、正規従業員として改めて雇用契約を結
ぶ必要が生じると、出向時に約束された年俸を転籍者に対してど
う適用していくかが大きな問題となってくる。

雇用契約上の注意点
（②について）転籍後はその会社の正規従業員になるのだから、そ
の会社のルールに則って賃金や賞与を決めるのが大原則だ。出向
時から保障されている年俸を転籍後の初年度は保障し、二年目以
降は他の従業員と同じ人事考課を受けて賃金、賞与を決めていく
ことが望ましく、その旨を契約書に明記すべきだ。また、転籍者
は要職に就くことが一般的なので、「勤務時間および休日に関す
る規程は、監督および管理の地位にあるため適用しない」ことな
ど、しかるべき条件も忘れずに明記しておくとよい。

高齢者の採用
　幹部クラスの人材不足に悩む中小企業が、得意先の大手
企業で管理職に就いていた人を定年退職した後に受け入れ
るようなケースもよくある。こうした場合、取締役や部長
といったポストが用意され、高給が約束されることが多い。

予想されるトラブル
　大手と中小企業では幹部の働き方が異なる。中小企業の幹部は
自ら現場で率先垂範して働くべき人であり、一人で二役も三役も
こなさなければならない。大手の出身者が部下に指示を出すこと
が仕事だと認識したままでは、中小企業の戦力にはなりえない。

雇用契約上の注意点
　定年退職後の高齢者は、「嘱託」や「嘱託（顧問）」として採用
するのが自然で、高い賃金を支払う必要はない。その上で「著し
い成果が出たときは成果報酬を出すこともある」とすればよい。

業務請負の依頼
　契約書が「業務請負」となっていても、何かあった際に
問われるのは就労の実態である。その実態が「雇用」に近
ければ、業務委託相手が自社の労働者と見なされる。

予想されるトラブル
　業務委託する相手が個人事業主で、専属的に仕事を出している
場合、業務中に事故に遭うなどいざという時に、委託相手が「私
は事実上の労働者だった」と主張することがあり得る。そうなる
と、自社の労災保険を使って相手に補償する必要が出てくる。

雇用契約上の注意点
　業務請負において依頼主は、出来高に対し報酬を支払い、出勤
簿などによる時間の管理は行わない。また、必要な経費は請負業
者側が負担するものである。こうした内容を契約書に盛り込むこ
とで「雇用」ではなく「業務請負」だと明確に区別される。

■雇用契約書　書面の文例

雇用契約書（契約従業員用）
事業所　所在地
　　　　名　称
　　　　代表者　　　　　　印

雇用期間：　　年　　月　　日～　　年　　月　　日
 ①契約満了日の30日前までに会社および本人のいずれかから雇用契約を更新し 
 　ない申し出がない場合は、書面により契約を更新するものとする。
 　（ただし、定年は満60歳とする）
 ②本契約をもって雇用契約は終了する。
 　上記の①もしくは②に○を打つ。
就業場所：（１）所在地に同じ　（２）
職　　種： 倉庫出荷業務
労働時間： 9時～ 18時（実動8時間）　休憩12時00分～ 13時00分
 ☆始業開始と同時に仕事ができるように準備すること。
変形制　： 1月1日を起算日とする１年単位変形労働時間制による週40時間制
休　日　： 休日カレンダーによる。年間休日105日
有給休暇： 労働基準法に従って与える。ただし業務上の都合によって日を変更させるとき 
 がある。
 取得するときは原則として７日前までに会社に伝えて承諾を得ること。
欠　勤　： 賃金を日割りしてカットする。
遅刻早退： 遅刻早退した時間を賃金カットする。また、そのほかに制裁金（平均賃金の半額 
 を上限とする）を科すことがある。
賃　金　： 基本給20万円、家族手当1万円、通勤手当1万円
支払日　： 前月21日～当月20日の賃金を当月末日に支払う
 （銀行が休日のときはその前日）
賞　与　： 支払日　夏　７月　冬　12月　（支払月は変更することがある）
　　　　　 ☆賞与は会社の業績および従業員の勤務成績によって、減額・不支給となること 
 　がある。
　　　　　 ☆賞与は支払日に在籍していなければ支給されない。
退職金　： 支給しない。
自己都合退職：自己都合による退職の場合は退職の１か月以上前に届け出ること。
社会保険： 厚生年金　健康保険　労災保険　雇用保険
保険料徴収：厚生年金、健康保険　　月　　日払いの賃金より控除開始（　月分の保険料）
　　　　　　雇用保険　　　　　　　月　　日払いの賃金より控除開始
試用期間： 入社３か月間は試用期間とし、勤務態度、能力などを判断した後に本採用になる。
　　　　　 入社14日以内に解雇するときは30日前の解雇予告を行わない。

氏名　　　　　　　　　　殿
入社日　　年　　月　　日

雇用条件は次の通りとする。

上記の件を承諾しました。 平成　　年　　月　
　　　住所
　　　指名　　　　　　　　　　印

契約従業員の採用
　日本の企業では、非正規従業員のウエー
トが拡大している。企業が非正規従業員を
増やす理由は、「将来の退職金を払いたく
ない」「景気変動に対応して人員調整を行
いやすくする」「昇給や賞与を抑制したい」
などが考えられる。こうした要因は働く側
にとって労働条件の低下を意味するわけ
で、その処遇をめぐってはトラブルが生じ
やすいと言える。したがって、契約従業員
の場合は、採用の際の雇用契約書の作成（雇
用諸条件の確認）や書面による契約更新を
入念に行う必要があろう。 　なお、契約
従業員の中でも特別な能力や経歴に期待し
て高給を支払って処遇する場合もあるが、
この場合の契約上の注意点については、13
ページの『人事労務 HOTLINE』を参照し
てほしい。

パートタイマーの採用
　労働基準法上、パートタイマーも「労働者」であり、正
規従業員と何ら差異はない。したがって、パートタイマー
を雇用する際は労働条件を書面で明示する必要がある。

予想されるトラブル
　パートタイマーの雇用契約でもっとも問題になるのが、「雇用
期間の定め」だ。労働条件通知書を交付し、有期の雇用期間を明
示していたとしても、職場内の同様の労働者が雇用契約の更新に
よって継続雇用される中で、一人だけ「雇用期間の満了」を理由
に辞めてもらうということは、実質的に解雇と見なされる恐れが
ある。そうなると、30 日分の解雇予告手当を支払うこととなる。

雇用契約上の注意点
パートタイマーの雇用は有期雇用契約にすべきで、雇用期間は半
年単位とすることを北見氏は勧めている。その際、雇用期間が切
れる日を会社の決算期末に統一するように調整すると、労務管理
が楽になるだろう。 　一方、公共職業安定所は、雇用期間が 3 年
以上継続され事業所からの申込みで契約を終了したとき、それを

「解雇」扱いすることになっている。労働基準監督署は、有期雇
用契約についてより厳しい扱いをしており、トラブルを避けるた
めに企業側は 30 日前の予告を心掛けた方がよい。 
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雇用契約上の注意点
　人員の整理を行う際、正規従業員よりも
契約従業員の方が対象とされやすい。しか
し、契約期間の中途で契約従業員に辞めて
もらう場合、30 日前の解雇予告を行った
としても民事的に契約不履行になりかねな
い。裁判に持ち込まれると「解雇は無効」
と判断される可能性が高い。


