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解
雇
規
制
緩
和
論
の
背
景

成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
「
労
働
市

場
の
流
動
化
」
を
推
し
進
め
て
い
る
安

倍
政
権
。
そ
の
背
景
に
は
、
新
た
な
成

長
分
野
に
人
材
を
投
入
し
経
済
を
活
性

化
し
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
成
熟
産
業
か
ら
成
長
産
業

へ
人
が
動
く
こ
と
で
、
産
業
の
新
陳
代

謝
が
進
み
経
済
も
成
長
す
る
と
い
う
シ

ナ
リ
オ
で
す
。

２
０
１
３
年
６
月
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
成
長
戦
略
「
日
本
再
興
戦
略
」
で
は
、

行
き
過
ぎ
た
雇
用
維
持
型
か
ら
労
働
移

動
支
援
型
へ
と
雇
用
政
策
の
大
転
換
が

掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
て
政
府
は
、
雇
用
維
持

を
目
的
に
休
業
手
当
の
一
部
を
助
成
す

る
「
雇
用
調
整
助
成
金
」
を
縮
小
し
、

再
就
職
を
支
援
す
る
事
業
主
向
け
の

「
労
働
移
動
支
援
助
成
金
」
に
予
算
を
シ

フ
ト
す
る
方
針
を
出
し
て
い
ま
す
。
解

雇
規
制
の
緩
和
を
め
ぐ
る
動
き
は
そ
う

し
た
流
れ
の
中
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
解
雇
規
制
が
厳
し
い
た

め
成
熟
産
業
か
ら
成
長
産
業
へ
の
労
働

移
動
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
と
い
う
問

題
意
識
が
議
論
の
根
底
に
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
雇
用
流
動
化
の
阻
害
要

因
と
し
て
は
、
正
社
員
雇
用
の
在
り
方

も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
従
来
型
の
正
社
員
は
「
何

で
も
屋
」
で
あ
る
が
故
に
解
雇
し
に
く

い
と
い
う
考
え
で
す
。
こ
こ
で
登
場
す

る
の
が
、
政
府
が
成
長
戦
略
の
中
で
普

及
を
目
指
し
て
い
る
職
種
や
勤
務
地
な

ど
が
限
定
さ
れ
た
「
限
定
正
社
員
」
と

い
う
雇
用
形
態
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
は
後
述
し
ま
す
が
、

解
雇
ル
ー
ル
に
せ
よ
、
限
定
正
社
員
に

せ
よ
、
こ
れ
ま
で
聖
域
と
さ
れ
て
き
た

正
社
員
の
雇
用
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
が

展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の

点
に
焦
点
を
絞
り
、
現
行
の
法
規
制
の

問
題
点
と
今
後
の
規
制
緩
和
の
見
通
し

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
ま
す
。

現
行
解
雇
規
制
に
お
け
る
問
題
点

安
倍
政
権
下
の
解
雇
規
制
緩
和
に
関

す
る
争
点
は
、
次
の
２
つ
の
問
題
に
集

約
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
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自由解雇による労働市場の
流動化が始まった！

解雇規制の緩和・労働市場の流動化
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論された解雇ルールをめぐる論点を総括し、今後の見通しについて見ていきましょう。
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①
解
雇
規
制
の
不
明
確
性

②
不
当
解
雇
の
解
決
方
法

①
解
雇
規
制
の
不
明
確
性
と
は

ま
ず
は
、
前
者
の
解
雇
規
制
の
不
明

確
性
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ

は
言
い
換
え
れ
ば
、
解
雇
の
有
効
性
に

関
す
る
予
見
可
能
性
の
問
題
で
す
。

労
働
契
約
法
第
16
条
で
は
、「
解
雇
は
、
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新
・
雇
用
の
ル
ー
ル
自
由
解
雇
に
よ
る
労
働
市
場
の
流
動
化
が
始
ま
っ
た
！
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客
観
的
合
理
的
理
由
を
欠
き
、
社
会
通

念
上
相
当
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
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の

条
文
は
、
裁
判
実
務
と
し
て
定
着
し
て

い
た
判
例
法
理
を
法
定
化
し
た
も
の
で

す
。
ま
た
、
解
雇
の
う
ち
経
営
上
の
理

由
に
よ
る
「
整
理
解
雇
」
に
あ
た
っ
て

は
図
１
に
示
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
整
理

解
雇
の
四
要
件
」
が
判
例
法
理
と
し
て

形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
解
雇
が
合
理

的
で
有
効
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
司
法

判
断
に
委
ね
ら
れ
、
結
果
を
予
測
す
る

こ
と
が
極
め
て
難
し
い
の
が
現
実
で
す
。

こ
の
た
め
、
主
に
大
手
企
業
で
は
「
解

雇
は
回
避
す
べ
き
」
と
い
う
姿
勢
が
支

配
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。

経
営
者
か
ら
は
、
現
行
の
解
雇
基
準

は
「
曖
昧
で
厳
し
す
ぎ
る
」
と
い
う
声

が
強
く
、
２
０
１
３
年
３
月
15
日
の
産

業
競
争
力
会
議
で
は
、
民
間
議
員
か
ら

金
銭
を
支
払
う
こ
と
で
解
雇
を
可
能
と

す
る
「
解
雇
自
由
化
」
が
提
言
さ
れ
ま

し
た
。
後
述
の
解
雇
無
効
時
の
金
銭
解

決
と
区
別
す
る
た
め
、
こ
れ
を
「
事
前

型
」
の
金
銭
解
決
と
呼
び
ま
す
。

こ
の
主
張
は
、「
お
金
を
払
え
ば
不
当

解
雇
も
合
法
化
さ
れ
る
」
と
の
野
党
な

ど
か
ら
の
批
判
を
受
け
、
安
倍
首
相
も

導
入
を
否
定
す
る
形
で
最
終
的
に
は
取

り
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
、

「
解
雇
ル
ー
ル
の
明
確
化
」
と
い
う
課
題

は
、
依
然
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

②
不
当
解
雇
の
解
決
方
法
と
は

続
い
て
、
２
つ
目
の
不
当
解
雇
の
解

決
方
法
で
す
。
こ
れ
は
、
裁
判
で
解
雇

無
効
と
さ
れ
た
場
合
の
解
決
方
法
を
意

味
し
ま
す
。

最
終
的
に
裁
判
で
解
雇
が
無
効
と
な

っ
た
場
合
に
、
現
在
は
現
職
復
帰
の
道

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
に

は
職
場
復
帰
し
に
く
い
こ
と
か
ら
和
解

で
一
定
の
金
銭
を
受
け
取
っ
て
辞
め
る

ケ
ー
ス
が
多
く
を
占
め
ま
す
。

そ
こ
で
、
解
雇
無
効
の
判
決
が
出
た

あ
と
に
一
定
の
補
償
金
を
支
払
う
こ
と

で
、
雇
用
契
約
を
解
消
で
き
る
制
度
の

導
入
が
論
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
事
後
型
」
の
金
銭
解
決
の
仕

組
み
は
欧
州
で
は
一
般
的
で
あ
り
、
２

０
０
７
年
の
労
働
契
約
法
制
定
時
に
も

議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
労
働
者
の

反
発
や
支
払
う
金
銭
が
高
い
と
困
る
と

い
う
中
小
企
業
経
営
者
の
判
定
に
よ
っ

て
外
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
、
２
０
１
３
年
２
月
の
規
制

改
革
会
議
の
中
で
具
体
的
な
提
案
が
な

さ
れ
て
以
降
、
再
び
議
論
が
活
性
化
し

て
き
ま
し
た
。

結
局
、
２
０
１
３
年
６
月
に
ま
と
め

た
成
長
戦
略
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ

た
も
の
の
、
安
倍
首
相
は
「
事
後
型
」

ル
ー
ル
は
検
討
課
題
に
残
す
と
し
て
含

み
を
持
た
せ
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続

き
議
論
が
進
む
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

「
限
定
正
社
員
」
普
及
の
意
味

実
は
、
規
制
改
革
会
議
の
雇
用
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
金
銭
解
決
制
度

の
創
設
以
上
に
重
視
し
て
い
た
の
が
、

解
雇
し
や
す
く
す
る
「
限
定
正
社
員
」

の
導
入
で
す
。

●
無
限
定
正
社
員
と
は

従
来
型
の
正
社
員
は
、
仕
事
の
内
容

や
勤
務
地
な
ど
も
雇
用
契
約
で
は
特
定

図1 整理解雇の四要件

①解雇を必要とする経営上の理由があること

②解雇を回避するために努力し尽くすこと

③被解雇者の選定に合理性があること

④労働者と協議を尽くすなど解雇手続きに妥当性

があること
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せ
ず
、
企
業
側
の
裁
量
で
決
定
で
き
る

契
約
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
そ

の
意
味
で
は
「
無
限
定
正
社
員
」
と
称

さ
れ
ま
す
。

●
限
定
正
社
員
と
は

こ
れ
に
対
し
、「
限
定
正
社
員
」
は
、

無
期
雇
用
契
約
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
も
の
の
、
勤
務
地
、
職
務
、
労

働
時
間
が
限
定
さ
れ
、
い
わ
ば
正
社
員

と
非
正
規
社
員
の
中
間
に
位
置
す
る
雇

用
形
態
で
す
（
図
２
）。

限
定
正
社
員
の
普
及
に
よ
っ
て
、
労

働
市
場
の
流
動
化
が
進
む
ほ
か
、
非
正

規
社
員
か
ら
正
社
員
へ
の
足
掛
か
り
や
、

家
庭
生
活
と
両
立
し
や
す
い
働
き
方
が

増
え
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
・
・

と
こ
ろ
で
、
従
来
型
正
社
員
の
無
限

定
性
は
、
解
雇
の
難
し
さ
と
深
く
関
わ

っ
て
い
ま
す
。
無
限
定
正
社
員
と
限
定

正
社
員
と
の
比
較
で
考
え
て
み
ま
す
。

●
無
限
定
正
社
員
の
場
合

例
え
ば
、
新
入
社
員
を
地
方
の
営
業

支
店
に
配
属
さ
せ
た
後
、
経
営
悪
化
に

伴
う
支
店
閉
鎖
を
理
由
に
整
理
解
雇
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
？

お
そ
ら
く
裁
判
所
は
、
配
置
転
換
に

よ
り
他
に
担
当
し
う
る
仕
事
が
あ
れ
ば
、

今
の
仕
事
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
の
解
雇
は
で
き
な
い
と
判
断
す

る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
無
限
定
正

社
員
は
職
種
や
勤
務
地
を
特
定
し
な
い

「
何
で
も
屋
」
と
し
て
の
雇
用
で
あ
り
、

他
の
仕
事
も
含
め
た
雇
用
義
務
が
あ
る

か
ら
で
す
。

●
限
定
正
社
員
の
場
合

こ
れ
に
対
し
て
、
限
定
正
社
員
の
場

合
は
、
職
務
や
勤
務
地
が
特
定
さ
れ
て

い
る
た
め
、
雇
用
保
障
も
そ
の
限
り
と

な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
事
業
所
の
縮

小
や
事
業
所
の
閉
鎖
に
よ
っ
て
仕
事
や

勤
務
地
が
失
わ
れ
れ
ば
、
配
置
転
換
が

《
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
》
解
雇
が
有

効
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
り

ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
限
定
正
社
員
の
普
及

に
あ
た
っ
て
は
、
勤
務
地
や
職
務
の
閉

鎖
・
廃
止
時
に
お
け
る
解
雇
ル
ー
ル
の

明
確
化
が
前
提
と
な
り
、
今
後
併
せ
て

議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

特
区
に
お
け
る
解
雇
規
制
緩
和

前
述
の
よ
う
に
解
雇
の
規
制
緩
和
に

つ
い
て
は
、
成
長
戦
略
に
盛
り
込
む
こ

と
は
見
送
ら
れ
ま
し
た
が
、「
国
家
戦
略

特
区
」
に
お
い
て
解
雇
ル
ー
ル
の
明
確

化
に
関
す
る
議
論
が
再
燃
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

国
家
戦
略
特
区
と
は
、
地
域
を
絞
っ

て
雇
用
や
農
業
分
野
を
含
む
岩
盤
規
制

を
緩
め
、
経
済
を
活
性
化
す
る
構
想
で
、

外
国
企
業
の
誘
致
な
ど
に
不
都
合
な
規

制
を
外
す
狙
い
が
あ
り
ま
す
。

国
家
戦
略
特
区
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル

ー
プ
が
検
討
し
て
き
た
雇
用
分
野
の
特

例
措
置
は
、
具
体
的
に
は
大
き
く
分
け

て
次
の
３
つ
で
す
（
図
３
）。

①
解
雇
ル
ー
ル
の
明
確
化

②
労
働
時
間
規
制
の
適
用
除
外
制
度

③
有
期
雇
用
状
態
で
の
５
年
を
超
え
る

雇
用
継
続

こ
こ
で
も
主
要
な
論
点
と
な
っ
た
の

仕事がなくなれば雇止め

による契約解消が可能

雇用区分

契約期間

勤務地の変更

職務変更

雇用の流動性

（契約解消の

しやすさ）

無限定正社員

無期

あり

あり

限定正社員

無期

なし

なし

非正規社員

有期

なし

なし

契約に定められた仕事が

なくなれば解雇もし得る
解雇は難しい

図2 限定正社員の位置づけと雇用の流動性の相関
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は
解
雇
規
制
の
緩
和
で
す
。
解
雇
ル
ー

ル
に
関
し
て
は
、
解
雇
基
準
が
曖
昧
と

い
う
問
題
に
対
し
、
国
家
戦
略
特
区
ワ

ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
案
で
は
次
の
よ

う
な
提
案
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

・
特
区
本
部
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定

・
契
約
締
結
時
に
解
雇
の
要
件
や
手
続

き
を
、
契
約
条
項
に
盛
り
込
む
こ
と

が
で
き
る

・
仮
に
裁
判
に
な
っ
た
際
に
、
契
約
条

項
が
裁
判
規
範
と
な
る
こ
と
を
法
定

す
る

し
か
し
、
野
党
や
労
働
組
合
な
ど
か
ら

「
解
雇
特
区
」
と
批
判
が
強
ま
り
、
ま
た

厚
生
労
働
省
も
雇
用
規
制
の
緩
和
は
特

区
に
馴
染
ま
な
い
な
ど
と
し
て
、
調
整

が
難
航
し
、
事
実
上
見
送
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

２
０
１
３
年
10
月
18
日
に
開
い
た
日

本
経
済
再
生
本
部
で
は
、
政
府
が
解
雇

に
関
す
る
判
例
な
ど
を
ま
と
め
た
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
作
り
、
各
特
区
に
「
雇
用

労
働
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
。
海
外

企
業
な
ど
に
日
本
の
雇
用
ル
ー
ル
を
説

明
で
き
る
体
制
も
整
え
る
形
で
落
ち
着

き
ま
し
た
。

解
雇
規
制
緩
和
論
の

今
後
の
見
通
し

政
府
は
国
家
戦
略
特
区
関
連
法
案
を

２
０
１
３
年
11
月
に
閣
議
決
定
し
、
今

国
会
で
の
成
立
を
目
指
す
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
の

概
要
が
決
定
し
た
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず

解
雇
規
制
の
緩
和
を
め
ぐ
る
議
論
は
一

旦
落
ち
着
い
た
よ
う
見
え
ま
す
。
と
は

い
え
、
解
雇
の
金
銭
解
決
と
併
せ
て
、

今
後
も
議
論
が
継
続
し
て
い
く
こ
と
は

間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

一
方
、
限
定
正
社
員
は
「
多
様
な
正

社
員
モ
デ
ル
」
の
普
及
・
促
進
を
図
る

と
い
う
形
で
成
長
戦
略
に
残
さ
れ
、
労

働
政
策
審
議
会
で
検
討
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

暗
黙
の
了
解
で
労
使
が
曖
昧
に
し
て

き
た
正
社
員
の
雇
用
契
約
が
曲
が
り
角

に
き
て
い
る
今
こ
そ
、
採
用
時
の
労
働

条
件
の
明
確
化
が
重
要
だ
と
言
え
そ
う

で
す
。

ワーキング・グループ当初案 検討方針の結果

解雇の要件・手続きを雇用契約で明

確にできるようにする。特区内で定

めるガイドラインに沿う契約による

解雇は有効

一定の年収要件などを満たす労働者

が希望する場合、週40時間が上限

の労働時間の規制を外すことを認め

る。（いわゆる「ホワイトカラー・

エグゼンプション」）

雇用契約で有期雇用の労働者側から

5年を超えた際の無期雇用転換の権

利を放棄することを認める

過去の労働紛争の裁判例を分析・類

型化した「雇用ガイドライン」を作

る。特区ごとに「雇用労働相談セン

ター」を設立、企業に助言サービス

を行う

特区項目から除外

「高度な専門的知識」などを対象

に、無期転換の権利発生までの期間

のあり方などを、全国規模の改革と

して見直す。2014年の通常国会に

法案を提出する。

図3 国家戦略特区における雇用分野の規制改革項目


