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上岡ひとみ経営労務研究所 2 

労働条件通知書とは 
労働条件通知書とは、労働基準法第 15 条に定められる

「労働条件の明示義務」に基づいて労働者に交付する文

書を指し、同法では労働時間や賃金、休暇など明示しな

ければならない事項が定められています。 

 

明示すべき事項 
明示すべき労働条件明示については、以下のように定め

られています。 

【️書面での明示が必要な項目】 

①労働契約の期間 ②期間の定めのある労働契約を更新

する場合の基準 ③就業の場所及び従事すべき業務 

④始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 ⑤賃金、昇給 

⑥退職 ※昇給については書面に限らない 

 

【️会社が定めを設ける場合には明示が必要となる項目】 

⑦退職金 ⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、 

賞与及び最低賃金額等 ⑨労働者に負担させるべき食費、

作業用品その他 ⑩安全及び衛生 ⑪職業訓練 ⑫災害補

償及び業務外の傷病扶助 ⑬表彰及び制裁 ⑭休職 

 

改正により追加される明示事項① 
2024年4月１日以降、「就業場所と業務の変更の範囲」 

について労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、

書面による明示が必要になります。「就業場所と業務」

とは、労働者が通常就業することが想定されている就業

の場所と、労働者が通常従事することが想定されている

業務のことです。 配置転換や出向、テレワークなどに

より就業場所や仕事内容が変わる可能性がある場合は、

以下の例のようにその内容をそれぞれ具体的に示す必

要があります。  

 

▶️就業場所 

雇入直後：本社（東京都◯◯） 

変更の範囲：千葉支店、在宅勤務の就業場所 

▶️業務 

雇入直後：営業および営業事務 

変更の範囲：繁忙期等に出荷業務を担当することがある 

 

改正により追加される明示事項② 
有期雇用契約の場合に以下の明示事項が追加されます。 

⑴ 更新上限の有無、内容 

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更

新上限（有期労働契約の通算契約期間または更新回数の

上限）の有無と内容の明示が必要になります。 

 

更新上限の有無（無・有（更新 10 回まで／通算契約期間

5 年まで）） 

 

⑵ 無期転換申し込みができる旨の明示と、無期転換後

の労働条件の明示 

「無期転換申込権」が発生する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（無期転換申込機会）

の明示が必要になります。また、「無期転換申込権」が

発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条

件の明示が必要になります。下記は参考例になります。 

 

【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期

間が 5 年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約

（無期労働契約）の締結の申込みをすることにより、本契

約期間の末日の翌日（○年○月○日）から、無期労働契約

での雇用に転換することができる。この場合の本契約から

の労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

 

適用のタイミング 
今回の改正は、2024 年 4 月 1 日以降に締結される労働

契約から適用されます。そのため、2024 年 3 月 31 日

以前に労働契約を締結する場合は改正前のルールが適

用され、新たな明示ルールに基づく明示は不要です。

2024年 4月からの労働条件通

知書に関する法改正について 

 

2024 年 4 月から、入社・労働条件変更など

の際に交付する労働条件通知書について、必

要な記載事項の法改正があります。 
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はじめに 
労働者が退職する場合は大きく「自己都合退職」と「会

社都合退職」に分かれますが、うつ病などの精神疾患に

より復帰できない場合や無断欠勤の場合など、退職理由

を判定しにくいケースもあります。以下、これらの場合

に用いられる「自然退職」について、自己都合退職等と

比較しながら解説します。 

 

自然退職とは 
自然退職とは、労働者や会社の意思表示なく自動的に労

働契約が終了することをいいます。通常の場合、労働契

約は前述の通り「自己都合＝労働者側の意思表示」か「会

社都合＝会社側の意思表示」により終了しますが、どち

らにも分類できない以下のようなケースにおいて自然

退職という言葉が用いられます。 

 

【自然退職が適用されるケース】 

・ 定年退職 

・ 死亡 

・ 無断欠勤・音信不通 

・ 休職からの復職ができないとき 

 

就業規則への記載が必要 
ある事由が生じた場合に自然退職とするためには、その

事由を就業規則等に規定し、労働者に周知しなければな

りません。例えば定年年齢は事業所ごとに異なるため、

就業規則等で周知されていない限り「一般常識として

60 歳で定年である」などと主張することはできないと

考えましょう。 

 

典型的な自然退職ルール 
【️1.休職期間満了による自然退職】 

病気により休職した従業員が、休職期間満了後も病気が

完治せず復職できないことを理由に自然退職としたい

場合、就業規則等に「休職期間が満了してもなお傷病が

治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって

退職とする」旨の規定を設けることが必要です。また休

職に関して以下の表の事項を定める必要があります。 

 

▶️休職に関して就業規則に定めるべき事項 

休職命令の対象 私傷病・留学・出向など 

事由ごとの休職期間

と延長の範囲 

3 ヶ月程度〜勤続年数によっ

て差をつける等 

休職期間中の報告 病状報告の頻度等 

復職の判断方法 診断書、試し出勤の有無等 

復職の方法 配置転換の可能性等 

 

【️2.無断欠勤による自然退職】 

無断欠勤・音信不通など連絡がとれない状態が一定期間

続いたことにより自然退職とする場合、就業規則等に

「○○日間無断欠勤を続けた場合は、その最終の日をも

って自然退職したものとする」などという規定を設ける

必要があります。無断欠勤の期間は 2 週間から 1 か月

程度が適当でしょう。 

 

なお、無断欠勤による自然退職の場合は、複数の方法で

連絡を試み「会社がコンタクトを取ろうとしたが音信不

通だった」という記録を残しておくとよいでしょう。 

 

自然退職は自己都合か 
自然退職は本人からの直接的な退職の意思表示はない

ものの、「本人の病気という都合により働けなくなった」

「本人が労働契約上守るべき出社義務を果たさず、働く

意思を示さなかった」ということで自己都合退職と扱う

ことが通常です。 

 

退職の理由はいわゆる失業保険などの給付の金額等に

影響するほか、助成金の受給要件にも関わるため、自然

退職にかかる規定整備は重要と言えます。 

「自然退職」とは何か 精神疾患による休職や無断欠勤・音信不通

などの労働者が退職する際に、「自然退

職」という取り扱いをすることがあります

が、その内容について解説します。 
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はじめに 
2003 年の総報酬制開始以来、給与だけでなく賞与に対

しても社会保険料がかかるようになりました。企業は賞

与支払いの際に年金事務所に「賞与支払届」を提出する

ことで報告をしますが、何を賞与とみなすかという「定

義」について詳細はあまり知られていません。以下、賞

与の定義と計算方法等について解説します。 

 

賞与の定義  

健康保険法・厚生年金保険法における賞与の定義は次の

ようになっています。 

 

「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他い

かなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償と

して受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごと

に受けるものをいう。ただし、臨時に受けるものを除く。 

 

この「三月を超える期間ごと」の部分について、典型的

なのは「半年ごとに査定して支給するボーナス」「決算

の際に支払われる決算賞与」などです。逆に言うと、3

ヶ月（四半期）ごとにインセンティブを支払う場合は賞

与ではないと言うことになります。 

 

賞与にかかる社会保険料  

賞与にかかる社会保険料は、賞与額の 1,000 円未満を

切り捨てた値に社会保険料率をかけて計算されます。た

だし、賞与にかかる社会保険料には次のとおり上限額が

設定されています。 

  

健康保険：年間累計額 573 万円（毎年 4 月 1 日か

ら翌年 3 月 31 日までの累計額） 

厚生年金保険： 1 回あたり 150 万円 

 

この上限を上回る賞与が支給された場合、下の表のよう

に上限の金額に基づいた社会保険料計算がなされるこ

とになります。 

【️標準賞与額の上限が適用された例】 

 夏賞与 冬賞与 合計 

支給額 300 万円 300 万円 600 万円 

健康保険の

標準賞与額 
300 万円 273 万円 573 万円 

厚生年金の

標準賞与額 
150 万円 150 万円 300 万円 

※赤字部分に上限が適用される 

 

年 4 回以上支払われる賞与の取扱い 

四半期毎など、年 4 回以上支給される賞与の場合、社会

保険の賞与に該当しませんが、賞与に係る報酬という賞

与に準じたものとして通常の報酬月額に加算します。 

 

具体的には、算定基礎届の基準日となる 7 月 1 日前 1

年間に支給された「賞与に係る報酬」の合計額を 12 で

割ったものを 4,5,6 月支給の報酬にそれぞれ合算して

計算します。 

ただし、これら「賞与に係る報酬」を新たに支給した場

合には、初年度はこれを賞与として取り扱うこととされ

ています。 

社会保険における賞与の定義

と保険料計算について 

 

2003 年の総報酬制のスタート以来、賞与に

も社会保険料がかかりますが、社会保険上の

賞与の定義と計算方法ついては意外と知ら

れていません。その内容を解説します。 

。 



 

 

上岡ひとみ経営労務研究所 5 

はじめに 

日本経済の最大の転換期はどこだと思いますか？筆者

は鎌倉幕府の時代からずっと右肩上がりに増加を続け

てきた人口が 2008 年をピークに減少を始めたときだ

と述べています。そしてここから「成熟社会」へのシフ

トが進み始めたと解説しています。 

 

成熟社会とは何か 
筆者による成熟社会とは次のようなものです。 

 

消費者の生活の隅々までモノやサービスが行き渡り、「不

足」「不便」「不安」「不満」「不経済」という悩みは

解消されていきます〜（中略）〜悩みが解消されてしま

えば「誰も困っていない」「誰もがそこそこ満足」とい

う社会が作り上げられます。それが”成熟社会”なのです。 

 

生活に「不満」も「不安」もないのだとしたら、消費

者のニーズはどこにあるのでしょうか？すでに大量

生産、大量消費を基盤としていた産業の多くは従来

のやり方で立ち行かなくなり新サービスや新分野へ

の進出など模索しているのは毎日のようにニュース

で見ることが出来ます。そして、こういった情報はあ

まりにも増えすぎ、毎日目にする広告群をあまり覚

えていないように情報を防衛するようになると筆者

は説明しています。 

 
実存的虚無感という成熟社会の闇 
ひと昔前には人々が考える「幸せ」には共通の形があり

ました。戦後、普通の生活ができなかった時代では「モ

ノの豊かさ=幸せ」だったといえます。しかし成熟社会

ではある程度の恵まれた生活に慣れることで「これ以上

に何が必要か？」ということで結果的に現状維持を選択

する人が増えたと筆者は解説しています。 

 

現在では幸せの定義が多様化しています。過去のように

社会で統一されていないということは、幸せという状態

は個人的なものとなり、他者との比較は意味を持たず、

周囲を見ても自分の幸せを見つけることはできません。 

 

「自分にとっての幸せが何か」という疑問が常に付きま

とうようになります。成熟社会では、幸せは人生がどん

なものか、自分で気づく必要があるのです。 

 

こういった環境でやりたいことがなく、他人の評価

が気になり、充足感が生まれずに結果として行動の

基準を他人軸で持ってしまうという「実存的虚無感」

の状態になる人が増えてしまうということです。 

 

企業が大事にすべきは顧客より社員 

かつては年功序列、終身雇用、組合を渡す代わりに社員

に忠誠心を求めるという関係性が上手く機能していま

した。しかし成熟社会において顧客の価値観が多様化し、

顧客と会社、そして社員の関係性が大きく変化しました。 

 

有能な社員を確保するためには、金銭面だけではなく精

神面の報酬も重要になっており、そして会社のビジョン

（全体・部署・個人）を統一させる必要があると解説し

ています。 

 

成熟社会でのイノベーションを起こし、企業価値を上げ、

社員からの信頼感が上がれば採用にも効果的に働くこ

とでしょう。 

 

本書では、成長社会と対比させた書かれ方での成熟社会

型のビジネスモデルやマーケティング、リーダーの役割、

そして財務について解説されています。社内での取り組

みだけではなく、変わっていく社会環境について分かり

やすく書かれており、成長社会から成熟社会の移り変わ

りのステップを実感しながら読むことができる一冊で

す。 

成熟社会のビジネスシフト 

10年後も会社が続くために 並木 将央(著) 

単行本：256 ページ 

出 版：総合法令出版 

価 格：1,650 円（税込） 
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労働条件通知書現状確認チェックシート 

 来年4 月から改正される労働条件通知書に関連して、現在の現状を確認するためのチェックシートです。 

 

チェック項目 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No チェック項目 YES NO 

1 労働条件通知書または雇用契約書を雇入の際に交付・締結していますか？   

2 労働条件が変更した際に労働条件通知書等を交付していますか？   

3 就業場所について、配置転換の可能性も踏まえて通知していますか？   

4 業務内容と、業務内容変更の範囲について通知していますか？   

5 
有期契約労働者について、契約更新毎に更新回数や通算雇用期間などを管理して

いますか？ 
  

6 有期契約労働者について、無期転換の申し出を受けたことがありますか？   

7 有期契約労働者について、無期転換をしたくない対象はいますか？   

8 転勤や配置転換の可能性について、就業規則に規定していますか？   

9 労働条件についての相談窓口を社内に設置していますか？   

10 
その他、労働条件通知書について相談がありましたら記載してください。 

（                                 ） 
  

 

FAX のご返送は 0993-26-3770 まで 

 

貴社名  ご担当者名  

ご住所  E-mail  

TEL  ご要望を 

お書きください 
 

FAX  

2023 年版チェックシート 
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現在公募中の補助金 
 

 

厚生労働省の助成金 
 

その他多数 !! 

◆◆◆ 補助金採択実績 ◆◆◆ 
 

2023. 10. 25 鹿児島県「サービス業販路開拓・生産性向上支援事業費補助金」2 件が採択されました。 

2022. 9. 1 鹿児島県「サービス業販売チャネル新規開拓・生産性向上支援事業費補助金」が採択されました。 

2021. 12.  6 「かごしま中小企業DX 推進事業費補助金」が採択されました。 

2021. 11. 30 「事業再構築補助金」が採択されました。 

2021. 9. 22 鹿児島県「サービス業販売チャネル新規開拓・生産性向上支援事業費補助金」が採択されました。 

2021. 6. 18 「事業再構築補助金」が採択されました。 

2014〜2020 ものづくり補助金（3 件）、小規模事業者持続化補助金（1 件）、省エネ促進事業費補助金（1 件） 

 経営革新計画（3 件）、創業補助金（2 件）、エイジフレンドリー補助金（1 件）が採択を受けました。 

  

補助対象となる取組み、補助対象経費 補助率、補助額 

１ 現在公募中の補助金はありません  

助成対象となる取組み １人あたりの助成額 

１ 60 歳以上の高年齢者や母子家庭の母などを雇い入れたとき 最大60 万円 

２ 精神障害者を雇い入れたとき 最大240 万円 

３ 男性従業員が特定の期間に連続5 日以上の育児休業を取得したとき（1 回まで） 最大127 万円 

４ 従業員が育児休業を取得し、原職等に職場復帰させたとき（申請上限2 人） 最大60 万円 

５ 従業員が介護休業を取得し、原職等に職場復帰させたとき（申請上限5 人） 最大60 万円 

６ 70 歳以上へ定年年齢を引上げたとき 最大105 万円 

７ 定年制を廃止したとき 最大160 万円 

補助金・助成金情報 
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当事務所へのお問い合わせについて 
今月の人事情報ステーションはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

上岡ひとみ経営労務研究所 

代表 上岡 ひとみ 

所在地 
〒891-0403 
鹿児島県指宿市十二町43-7 

営業時間 平日9:00〜17:00 

chatwork ID 243128 

電話 0993-24-3128 

FAX 0993-26-3770 

メール info@e-sr.net 

黒ヂョカ Web 新着情報 

11月から12月をセミナー月間

として盛り上げることができま

した。自社開催、県農政部依頼

の講演等、大変盛況でした。 

参加された皆様からは、「労働

力の確保」に関する熱心なご質

問やご意見を多数いただき、地

方での人手不足の深刻さを改め

て感じる機会となりました。 

この問題に対し、私どももサポート体制を整え、来年度

より具体的な案内をさせていただく予定です。 

本年も格別のご高配を賜り、誠にありがとうございました。来

年度も、皆様のご期待に添えるよう、一層の努力を重ねて参り

ますので、変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申

し上げます。 

▪出張時の移動時間は労働時間になるのか？ 

▪雇用に関する助成金は社労士に 

依頼した方がいい理由 

▪種子島で農業者のための 

労務管理セミナーを行ってきました 

▪キャリアアップ助成金 正社員化コース 拡充について 

▪随時更新中 
 

弊所Web サイトの

トップページおよ

び右のQRコードで

ご覧いただけます。 

URL：https://e-sr.net/ 

お気軽に 

お問合せください 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い合

わせください。 

https://e-sr.net/

