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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第31回

年
功
序
列
は
傾
向
と
し
て
は
明
確

今
回
は
年
功
序
列
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

年
功
序
列
と
は
、
勤
続
年
数
や
年
齢
に
応
じ
て
処
遇

（
役
職
や
賃
金
な
ど
）
が
上
が
る
こ
と
を
さ
し
ま
す
。

最
初
に
年
功
序
列
の
実
態
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。

参
考
に
な
る
の
は
役
職
別
の
平
均
勤
続
年
数
や
年
齢

で
す
が
、『
令
和
３
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
』（
厚

生
労
働
省
）
の
第
７
表
男
女
計
を
見
る
と
、
非
役
職
者

の
平
均
勤
続
年
数
が
10
・
４
年
に
対
し
て
、
係
長
級

17
・
９
年
、
課
長
級
20
・
５
年
、
部
長
級
22
・
４
年
と

な
っ
て
い
ま
す
。
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
に
よ
る
２
０
２

１
（
令
和
３
）
年
の
『
全
国
社
長
の
年
齢
調
査
』
で
は
、

社
長
の
平
均
年
齢
は
２
０
２
０
年
で
62
・
49
歳
で
す
。

も
う
一
つ
参
考
に
な
る
の
が
、
勤
続
年
数
別
の
賃
金
格

差
で
す
。
図
表
を
参
照
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
の
で
す

が
、
日
本
は
男
女
と
も
に
右
肩
上
が
り
の
傾
向
を
示
し

て
い
ま
す
。
勤
続
年
数
１
〜
５
年
の
賃
金
を
１
０
０
と

し
た
場
合
、
勤
続
年
数
30
年
以
上
で
賃
金
は
男
性
１
・

６
倍
、
女
性
１
・
５
倍
に
達
し
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
は
、
１
９
９
０
年
代
あ
た
り
の
い
わ
ゆ
る

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
、
個
人
の
成
果
に
よ
り
処
遇
を

決
め
る
成
果
主
義
へ
の
転
換
に
よ
り
、
年
功
序
列
は
薄

ま
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
情
報

を
み
る
か
ぎ
り
で
は
年
功
序
列
の
傾
向
は
ま
だ
ま
だ
明

確
と
い
え
そ
う
で
す
。
な
お
、
図
表
を
再
び
み
る
と
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
イ
ギ
リ
ス
以
外
は
勤
続
年
数
に
よ
り

賃
金
が
高
ま
り
、
部
分
的
に
は
日
本
よ
り
も
ド
イ
ツ
の

方
が
そ
の
傾
向
が
強
く
出
て
い
ま
す
。
終
身
雇
用
と
同

じ
で
す
が
、
年
功
序
列
も
日
本
〝
特
有
〞
の
特
徴
と
は

い
え
な
さ
そ
う
で
す
。

「年功序列」
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出典：『データブック国際労働比較 2022』（独立行政法人労働政策研究・研修機構）

図表　勤続年数別賃金格差
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人
事
制
度
面
の
影
響
も
大
き
い

年
功
序
列
の
成
り
立
ち
と
し
て
、
高
度
経
済
成
長
期

（
１
９
５
５
〈
昭
和
30
〉
年
こ
ろ
〜
）
の
労
働
力
不
足

に
対
し
て
、
一
度
採
用
し
た
社
員
の
離
職
を
防
ぐ
た
め

に
、
勤
続
し
続
け
る
と
処
遇
が
向
上
す
る
メ
リ
ッ
ト
を

持
た
せ
る
人
事
制
度
を
、
意
図
的
に
つ
く
っ
た
こ
と
に

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
仕
組
み
は
江
戸
時
代

に
普
及
し
た
儒
教
の
年
長
者
を
敬
う
と
い
う
教
え
や
、

商
人
の
家
に
住
み
込
み
、
丁で

っ

稚ち

（
年
少
時
代
）
に
よ
る

修
業
か
ら
、
長
い
年
月
を
経
て
番ば

ん

頭と
う

（
使
用
人
の
中
で

最
高
の
地
位
）
に
段
階
を
ふ
ん
で
上
が
っ
て
い
く
江
戸

か
ら
昭
和
ま
で
引
き
継
が
れ
た
雇
用
上
の
考
え
も
あ

り
、
精
神
的
な
面
で
も
経
営
者
に
も
労
働
者
に
も
受
け

入
れ
や
す
か
っ
た
と
い
う
背
景
も
あ
る
よ
う
で
す
。

現
在
の
年
功
序
列
の
傾
向
も
、
高
度
経
済
成
長
期
と

同
様
に
制
度
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

第
１
回
「
人
事
制
度
（
本
連
載
２
０
２
０
年
６
月
号
掲

載
）※1
」
で
も
一
部
触
れ
て
い
ま
す
が
、制
度
上
の
ル
ー

ル
面
と
運
用
面
の
両
方
に
理
由
が
あ
り
ま
す
。

ル
ー
ル
面
で
は
、
能
力
の
蓄
積
に
応
じ
た
昇
格
と

昇
給
の
制
度
（
職
能
資
格
制
度
）
が
あ
る
こ
と
で
す
。

一
般
的
な
能
力
の
認
識
と
異
な
り
、
人
事
制
度
上
の
能

力
は
一
度
蓄
積
し
た
ら
下
が
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
勤
続
年
数
を
重
ね
る
ほ
ど
能
力
は
蓄

積
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
い
昇
格・昇
給
が
実
施
さ
れ
、

結
果
と
し
て
年
功
的
な
給
与
分
布
と
な
っ
て
い
き
ま

す
。
２
０
２
２
年
に
労
務
行
政
研
究
所
が
発
表
し
た
調

査
※2
に
よ
る
と
、
職
能
資
格
制
度
の
導
入
率
は
一
般
社

員
・
企
業
規
模
計
で
52
・
６
％
に
上
っ
て
い
ま
す
。

運
用
面
で
は
、
役
職
登
用
の
運
用
と
モ
デ
ル
賃
金
の

存
在
が
主
な
原
因
と
い
え
ま
す
。
役
職
が
高
い
ほ
ど
平

均
勤
続
年
数
が
長
い
と
い
う
点
は
運
用
で
な
ん
と
な
く

行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
、

同
期
の
だ
れ
か
が
課
長
に
な
る
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て

ほ
か
の
社
員
も
課
長
に
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
ま

た
、
モ
デ
ル
賃
金
と
は
入
社
以
来
標
準
的
な
ペ
ー
ス
で

昇
格
や
昇
給
を
し
た
場
合
の
給
与
水
準
を
示
す
も
の
で

す
が
、
勤
続
年
数
ま
た
は
年
齢
別
に
右
肩
上
が
り
の

カ
ー
ブ
を
描
く
よ
う
に
作
成
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

勤
続
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
や
年
齢
が
上
が

る
ほ
ど
生
活
費
が
上
が
る
と
い
う
考
え
か
ら
こ
の
よ
う

な
つ
く
り
方
を
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
考
え
方
は
、
年

功
序
列
的
運
用
が
前
提
に
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

見
直
し
の
機
運
は
高
ま
っ
て
い
る

こ
れ
ま
で
も
年
功
序
列
の
見
直
し
は
議
論
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
２
０
２
２
年
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
見
直
し

機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
同
年
10
月
３
日

に
行
わ
れ
た
第
２
１
０
回
国
会
に
お
け
る
所
信
表
明
演

説
で
、
岸き

し

田だ

文ふ
み

雄お

内
閣
総
理
大
臣
が
構
造
的
な
賃
上
げ

と
い
う
テ
ー
マ
の
な
か
で
、「
年
功
制
の
職
能
給
か
ら
、

日
本
に
合
っ
た
職
務
給
へ
の
移
行
」と
述
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
般
社
団
法
人
日
本
経
済
団
体
連
合
会
は
春

闘
の
指
針
な
ど
を
通
し
て
年
功
序
列
賃
金
の
見
直
し
に

し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
報
道
な
ど

で
大
手
企
業
が
年
功
序
列
か
ら
の
脱
却
を
図
る
制
度
改

定
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

政
府
や
経
営
側
か
ら
の
発
信
が
目
立
つ
の
は
、
若
く
て

優
秀
な
社
員
の
離
職
を
う
な
が
し
て
し
ま
う
、
中
途
採

用
が
し
に
く
く
多
様
な
人
材
が
集
ま
ら
な
い
、
人
材
の

入
れ
替
え
が
起
き
ず
に
組
織
が
活
性
化
さ
れ
な
い
、
な

ど
の
課
題
の
解
消
の
た
め
と
い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
少
子
高
齢
化
を
背
景
に
企
業
の
平
均
年
齢
が
高

ま
っ
て
い
る
な
か
、
高
年
齢
層
の
人
件
費
を
抑
え
て
、

採
用
市
場
で
取
り
合
い
に
な
っ
て
い
る
若
手
や
専
門
性

の
高
い
人
材
な
ど
に
人
件
費
を
振
り
分
け
て
企
業
の
成

長
に
つ
な
げ
た
い
と
い
う
意
図
も
見
え
て
き
ま
す
。

経
営
者
側
か
ら
す
る
と
年
功
序
列
の
見
直
し
は
経
営

を
し
や
す
く
す
る
た
め
の
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
も
の
の
、

労
働
者
側
か
ら
す
る
と
勤
続
と
い
う
要
素
だ
け
で
は
処

遇
が
上
が
り
に
く
く
な
り
専
門
性
の
向
上
や
転
職
に
よ

る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
な
ど
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら

れ
る
た
め
、
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

次
回
は
、「
正
社
員
と
非
正
規
社
員
」
に
つ
い
て
解

説
し
ま
す
。

※1　本連載の過去の記事は当機構ホームページでご覧いただけます。https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/series.html
※2　一般財団法人労務行政研究所「人事制度の実施・改定動向」




