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ヒライ
先生のQA

特定社会保険労務士
〈PROFILE〉 平井繁利（ひらい　しげとし）
　1952年11月3日岐阜県生まれ岐阜市在住、同志社大学大学院社会学研究科博士課程修了。
 社会保険労務士と労働安全コンサルタントの国家資格を持つ全国でも数少ない労働コンサルタン
トして活動。特に賃金・人事評価・目標管理制度については、独自の理論を構築。企業体質にあ
ったオリジナルな制度づくりには定評がある。政策研究家として、企業政策では人事・労務政策
を研究領域としている。最近では、個別労働紛争の増加に伴い労働判例や労働契約法まで研究領
域を広げている。
〈現在〉 岐阜商工会議所労務顧問、ヒライ労働コンサルタント代表、関西国際産業関係研究所、日
本労務学会所属 

そ
の
１

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
肝　

職
務
内
容
同
一
短
時
間
労
働
者
と
は
何
か

　

関
係
あ
り
ま
す
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
は
、
よ
り
一
層
の
均
等
・
均
衡
待
遇
の
確
保
と
一
人
ひ
と
り
の
納
得
性
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、

平
成
26
年
４
月
改
正
に
な
り
平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
は
、
企
業
規
模
に
関
わ
り
な
く
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

労
働
者
を
雇
用
す
る
全
て
の
企
業
に
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
御
社
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

A
　
当
社
は
岐
阜
県
内
で
チ
ェ
ー
ン
展
開
し
て
い
る
理
美
容
院
で
す
。
社
員
は
20
人
を
超
え
ま
し
た
が
、
そ
の
ほ
ぼ
半
数
が
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で

す
。
最
近
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
が
改
正
に
な
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
が
我
が
社
に
も
関
係
あ
り
ま
す
か
？

Q
　

改
正
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
で
は
、
正
社
員
と
差
別
的
取
り
扱

い
が
禁
止
さ
れ
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
雇
用
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
待
遇
と
正
社

員
の
待
遇
を
相
違
さ
せ
る
場
合
は
、
そ
の
待
遇
の
相
違
は
、
職
務

の
内
容
、
人
材
活
用
の
仕
組
み
、
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
広
く

全
て
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
対
象
と
し
た
「
待
遇
の
原
則
」が

新
設
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
公
正
な
待
遇
の
確
保
が
推
し
進

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

更
に
改
正
法
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
納
得
性
を
高
め

る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た

と
き
に
、
雇
用
管
理
の
改
善
措
置
の
内
容（
例
え
ば
賃
金
制
度
は

ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
ど
の
よ
う
な
教
育
訓
練
や
福
利
厚
生
施
設

の
利
用
の
機
会
が
あ
る
か
。
ど
の
よ
う
な
正
社
員
転
換
制
度
が
あ

る
か
。
等
）に
関
す
る
事
業
主
の
説
明
義
務
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
も
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
か
ら
個
別
的
な
求
め
が
あ
っ

た
場
合
は
、
労
働
条
件
が
ど
の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
か
を
説
明
す

る
義
務
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
雇
い
入
れ
時
に
は
必
ず

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
で
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
待
遇

に
つ
い
て
、
通
常
の
労
働
者
と
の
働
き
方
の
違
い
に
応
じ
て
均

等
・
均
衡
待
遇
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
均
等
は
ま
さ
し
く
等
し
い
、
つ
ま
り
イ
コ
ー
ル

の
こ
と
で
あ
り
、
均
衡
は
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
程
度
の
理
解
で
よ
ろ

し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

短
時
間
労
働
者
の
待
遇
の
原
則（
新
設
）は
、
通
常
の
労
働
者
の

待
遇
と
相
違
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
違
が
短
時
間
労
働
者

と
通
常
の
労
働
者
の
業
務
の
内
容
及
び
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度

（
職
務
の
内
容
）及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮

し
て
、
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
合
理
的
で
あ
れ
ば
、
同
一
待
遇
で
あ
る
必

要
は
な
く
、
ま
さ
に
均
衡（
バ
ラ
ン
ス
）が
と
れ
て
い
れ
ば
良
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
均
等
処
遇
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
労
働
者
と
同
視
す
べ

き
短
時
間
労
働
者（
職
務
内
容
同
一
短
時
間
労
働
者
）に
対
す
る
差

別
的
取
り
扱
い
の
禁
止
が
、
ま
さ
に
均
等（
イ
コ
ー
ル
）を
求
め
る

も
の
と
し
て
賃
金
の
決
定
、
教
育
訓
練
の
実
施
、
福
利
厚
生
施
設

の
利
用
そ
の
他
の
待
遇
に
つ
い
て
の
差
別
的
扱
い
を
禁
止
し
て
い

ま
す
。

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
に
お
け
る
職
務
同
一
短
時
間
労
働
者
で

あ
る
こ
と
を
巡
る
直
近
の
判
例
に
ニ
ヤ
ク
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
事

件（
大
分
地
裁　

平
25
．
12
．
10
判
決
）が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
件

は
職
務
内
容
同
一
短
時
間
労
働
者
を
巡
る
初
め
て
の
事
件
で
注
目

さ
れ
ま
す
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る

た
め
に
、
来
月
号
か
ら
こ
の
判
例
を
紹
介
し
ま
す
。

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
・
ア
ド
バ
イ
ス
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