
法
改
正
に
よ
り
、
一
月
一
日

か
ら
六
十
五
歳
以
上
で
も
雇
用

保
険
加
入
が
義
務
に
な
り
ま
し

た
。昨

年
十
二
月
三
十
一
日
以
前

に
六
十
五
歳
以
上
で
入
社
し
た

た
め
に
雇
用
保
険
に
加
入
し
て

い
な
か
っ
た
場
合
も
、
一
月
一

日
付
け
で
雇
用
保
険
資
格
を
取

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

御
社
の
従
業
員
の
年
齢
と
雇

用
保
険
資
格
を
こ
の
機
会
に
チ

ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
い
ま
い
な
雇
用
契
約

が
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
に
な

る
こ
と
が
、
よ
く
あ
り
ま

す
。
御
社
の
雇
用
契
約
書

は
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
。

★
危
な
い
ケ
ー
ス
★

①
『
雇
用
契
約
書
の
内
容

が
就
業
規
則
と
矛
盾
し
て

い
る
ケ
ー
ス
』

こ
の
場
合
、
就
業
規
則

が
優
先
し
ま
す
。

②
『
基
本
給
に
時
間
外
労

働
が
含
ま
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
』時

間
外
労
働
〇
〇
時
間

を
基
本
給
に
込
み
に
す
る

場
合
は
、
本
来
の
基
本
給

と
時
間
外
労
働
分
を
明
確

に
区
分
し
て
表
記
し
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。

〝
申
請
の
条
件
２
〟

支
給
申
請
日
の
前
日
に

お
い
て
一
年
以
上
継
続
し

て
雇
用
し
て
い
る
六
十
歳

以
上
の
雇
用
保
険
加
入
者

が
一
名
以
上
い
る
こ
と
。

※

過
去
に
定
年
を
廃
止
し

た
場
合
ま
た
は
、
定
年
を

定
め
て
い
な
い
場
合
は
申

請
で
き
ま
せ
ん
。
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③
『
週
四
十
時
間
労
働
の

意
味
を
理
解
し
て
い
な
い

ケ
ー
ス
』

一
日
八
時
間
で
六
日
働

け
ば
八
時
間
の
時
間
外
労

働
が
発
生
し
ま
す
。(

た

だ
し
、
変
形
労
働
時
間
制

で
あ
る
場
合
は
別
で
す
が

・
・
・
）

従
っ
て
、
給
与
計
算
で

は
割
増
賃
金
を
八
時
間
分

支
給
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
時
間
外

労
働
あ
り
と
表
記
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④
『
期
間
の
定
め
が
あ
る

雇
用
契
約
を
更
新
す
る
可

能
性
が
あ
る
ケ
ー
ス
』

更
新
す
る
際
の
条
件
を

明
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
次
の
更
新
を
し
な
い

す
る
な
ら
今
で
す
よ
。

(

六
十
五
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金)

場
合
は
、
「
次
期
の
更
新

は
し
な
い
」
と
明
記
す
る

こ
と
が
大
事
で
す
。

あ
い
ま
い
で
あ
る
と
労

働
者
に
更
新
の
期
待
権
が

発
生
し
ま
す
。

⑤
『
い
つ
の
ま
に
や
ら
実

態
が
雇
用
契
約
書
と
か
け

離
れ
る
ケ
ー
ス
』

実
態
が
変
わ
れ
ば
、
雇

用
契
約
書
も
作
り
直
す
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
ま
め

な
手
入
れ
が
大
事
で
す
。

こ
の
助
成
金
を
申
請
す

る
企
業
が
急
増
し
て
い
ま

す
。四

月
に
な
れ
ば
、
手
続

が
厳
し
く
な
る
の
で
は
な

い
か
と
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。

〝
申
請
の
条
件
１
〟

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置

を
す
る
。

①
六
十
五
歳
以
上
に
定
年

を
引
き
上
げ
る

②
定
年
を
廃
止
す
る
。

③
継
続
雇
用
制
度
を
六
十

六
歳
以
上
に
す
る

法
改
正
！

決
断

先
日
、
自
衛
隊
初
の
特
殊
部

隊
創
設
に
関
わ
っ
た
元
自
衛
官

の
コ
ラ
ム
を
読
み
ま
し
た
。

筆
者
は
モ
ン
ゴ
ル
で
乗
馬
体
験

を
し
、
手
綱
さ
ば
き
に
四
苦
八

苦
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
馬
を
意
の
ま
ま
に
操

る
現
地
の
教
官
を
じ
っ
く
り
観

察
し
ま
し
た
。

モ
ン
ゴ
ル
人
は
最
初
に
自
分
が

行
き
た
い
場
所
を
馬
に
伝
え
、

ど
う
や
っ
て
行
く
の
か
は
馬
に

任
せ
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
を
見
た
筆
者
は
、
生
き

物
で
あ
る
馬
を
バ
イ
ク
の
よ
う

に
扱
お
う
と
し
て
い
た
自
分
の

過
ち
に
気
が
付
き
ま
す
。

そ
れ
は
ま
る
で
、
自
分
が
か

つ
て
忌
み
嫌
っ
て
い
た

「遠
く
離
れ
た
前
線
部
隊
に
細

か
な
指
示
を
出
し
た
が
る
ダ
メ

な
司
令
部
」そ
の
も
の
だ
っ
た
の

で
す
。

現
場
に
裁
量
を
認
め
な
い
上

層
部
と
信
用
さ
れ
な
い
自
ら

を
省
み
ず
信
頼
の
醸
成
を
模

索
し
な
い
部
下
。

大
切
な
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ―

シ

ョ
ン
の
量
で
は
な
く
質
で
す
ね
。


