


高齢者雇用に取り組む事業主のみなさまへ

■ 開催スケジュール
都道府県 開　催　日 場　所 都道府県 開　催　日 場　所

北海道 10月23日 ( 金 ) 北海道職業能力開発促進センター 京　都 10月   5 日 ( 月 ) 京都労働局6F会議室

青　森 10月22日 ( 木 ) 青森職業能力開発促進センター　 兵　庫 10月22日 ( 木 ) 神戸市教育会館　大ホール

岩　手 10月20日 ( 火 ) いわて県民情報交流センター 奈　良 10月26日 ( 月 ) ホテル・リガーレ春日野

宮　城 11月13日 ( 金 ) 宮城職業能力開発促進センター 和歌山 10月16日 ( 金 ) 県民交流プラザ　和歌山ビッグ愛

秋　田 10月22日 ( 木 ) 秋田テルサ 鳥　取 10月30日 ( 金 ) 鳥取職業能力開発促進センター

山　形 10月20日 ( 火 ) 山形国際交流プラザ 島　根 10月21日 ( 水 ) 島根職業能力開発促進センター

福　島 10月22日 ( 木 ) 福島職業能力開発促進センター 岡　山 10月21日 ( 水 ) ピュアリティまきび

茨　城 10月16日 ( 金 ) ホテルレイクビュー水戸 広　島 10月   9 日 ( 金 ) 広島職業能力開発促進センター

栃　木 10月22日 ( 木 ) とちぎ福祉プラザ多目的ホール 山　口 10月29日 ( 木 ) 山口職業能力開発促進センター

群　馬 10月22日 ( 木 ) 群馬職業能力開発促進センター 徳　島 10月 29日 ( 木 ) 徳島県 JA会館

埼　玉 10月26日 ( 月 ) 埼玉教育会館
香　川

10月21日 ( 水 ) サンポートホール高松　

千　葉 10月14日 ( 水 ) 千葉職業能力開発促進センター 10月22日 ( 木 ) 四国職業能力開発大学校　

神奈川 11月   6 日 ( 金 ) 関東職業能力開発促進センター 愛　媛 10月　8日 ( 木 ) 愛媛職業能力開発促進センター

富　山 10月27日 ( 火 ) 富山県民共生センターサンフォルテ 高　知 10月22日 ( 木 ) 高知職業能力開発促進センター

石　川 10月   1 日 ( 木 ) 石川県地場産業振興センター 佐　賀 10月23日 ( 金 ) 佐賀市文化会館イベントホール

福　井 10月27日 ( 火 ) 福井県中小企業産業大学校 長　崎 10月14日 ( 水 ) 長崎県庁　大会議室

山　梨 10月28日 ( 水 ) 山梨職業能力開発促進センター 熊　本 10月26日 ( 月 ) くまもと県民交流館バレア

長　野 10月20日 ( 火 ) ホクト文化ホール　小ホール 大　分 11月   2 日 ( 月 ) トキハ会館

岐　阜 10月19日 ( 月 ) じゅうろくプラザ 宮　崎 10月21日 ( 水 ) 宮崎市民文化ホール

静　岡 10月28日 ( 水 ) 静岡職業能力開発促進センター 鹿児島 10月28日 ( 水 ) 鹿児島サンロイヤルホテル

三　重 10月26日 ( 月 ) 四日市ユマニテクプラザ 沖　縄 10月21日 ( 水 ) 那覇第２地方合同庁舎 

滋　賀 9月18日 ( 金 ) 草津市立市民交流プラザ

　当機構では各道府県支部が中心となり、生涯現役社会の実現に向けた「地域ワークショップ」を
開催します。事業主や企業の人事担当者などの方々に、高年齢者に戦力となってもらい、いきいきと
働いていただくための情報を提供します。各地域の実情をふまえた具体的で実践的な内容ですので、
ぜひご参加ください。

～生涯現役社会の実現に向けた～ 
地域ワークショップのご案内

日時／場所  高年齢者雇用支援月間の10月を中心に各地域で開催
カリキュラム  （以下の項目などを組み合わせ、2～ 3時間で実施します）

  ●高齢者雇用対策関連法【70歳までの就業機会の確保など】
  ●専門家による講演【高年齢者雇用に係る現状や各種施策など】
  ●事例発表【先進的に取り組む企業の事例紹介】
  　など

参 加 費  無料（事前の申込みが必要となります）
開催スケジュール  下記の表をご参照ください（令和2年 8月 20日現在確定分）

概 要

各地域のワークショップの内容は、各道府県支部高齢・障害者業務課 (65頁参照）までお問合せください。
※ 上記日程は予定であり、新型コロナウイルス感染症の拡大等にともない、開催日時などに変更が生じる場合
があります。変更のある道府県は、決定次第ホームページでお知らせします。

jeed　生涯現役ワークショップ 検 索
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Leaders Talk

1958（昭和33）年大阪府生まれ。東京大学法
学部卒業後、1983年労働省入省。欧州連合日本
政府代表部一等書記官、東京大学大学院客員教
授、政策研究大学院大学教授などを経て、2017
（平成29）年より現職。専門は労働法政策。『新
しい労働社会―雇用システムの再構築へ』、『働
く女子の運命』ほか著書多数。

はまぐち・けいいちろう

　
改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
成

立
に
よ
り
、
２
０
２
１（
令
和
３
）年

４
月
か
ら
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の

確
保
が
企
業
の
努
力
義
務
と
な
り
ま

す
。
自
社
で
の
雇
用
以
外
に
も
多
様

な
選
択
肢
が
示
さ
れ
た
今
回
の
改
正

に
よ
り
、
シ
ニ
ア
人
材
の
就
労
機
会

が
大
き
く
広
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
労
働
問
題
に
つ
い
て

幅
広
く
論
じ
て
い
る
、
独
立
行
政
法

人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
労
働

政
策
研
究
所
所
長
の
濱
口
桂
一
郎
さ

ん
に
、高
齢
者
雇
用
の
今
後
の
展
望
に

つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

労
働
政
策
研
究
所

所
長

濱
口
桂
一
郎
さ
ん
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「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
い
わ
れ
る
超
高
齢
社
会

に
あ
っ
て
は
、
増
加
す
る
高
齢
者
が
、
支
え
ら
れ
る

側
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
長
く
社
会
を
支
え
る
側

に
と
ど
ま
る
よ
う
な
環
境
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保
と
い
う
政
策

は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
年
金
政
策
を
前
提
と
し
て
登

場
し
た
も
の
で
は
な
く
、
雇
用
政
策
、
就
業
政
策
主

導
で
行
わ
れ
た
と
い
う
点
が
大
き
な
特
徴
で
す
。

―
そ
う
し
た
背
景
が
、
雇
用
だ
け
で
は
な
い
多
様

な
選
択
肢
を
設
け
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

す
ね
。

濱
口　
65
歳
ま
で
は
、定
年
延
長
や
継
続
雇
用
制
度
、

ま
た
は
定
年
制
の
廃
止
と
い
っ
た
措
置
に
よ
っ
て
、

原
則
と
し
て
自
社
で
雇
用
し
続
け
る
形
で
の
雇
用
確

保
措
置
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
65
歳

を
超
え
て
70
歳
ま
で
働
く
と
な
る
と
、
事
業
主
に
対

し
、
一
律
に
そ
の
年
齢
ま
で
、
高
齢
者
を
雇
い
続
け

る
の
を
求
め
る
だ
け
で
は
実
現
が
む
ず
か
し
い
。
そ

こ
で
事
業
主
に
対
し
、
高
齢
者
を
雇
用
し
続
け
る
こ

と
以
外
に
も
、
高
齢
者
の
社
会
活
動
へ
の
参
加
を
支

―
先
の
通
常
国
会
で
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が

改
正
さ
れ
、
企
業
の
努
力
義
務
と
し
て
、
70
歳
ま
で

の
就
業
確
保
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し

た
。
ど
の
よ
う
な
点
に
注
目
し
て
い
ま
す
か
。

濱
口　
改
正
前
の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
、
65
歳

ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
が
登
場
し
た
背
景
に
は
、
公

的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
引
上
げ
と
い
う
問
題
が
前

提
に
あ
り
ま
し
た
。
老
後
生
活
の
所
得
保
障
と
い
う

観
点
か
ら
、
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
と
退
職
年
齢
に

は
密
接
な
関
係
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
間
に
空
白
期
間

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
前
の
60
歳
へ
の
定

年
延
長
も
、
厚
生
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
を

追
い
か
け
る
形
で
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
年
金

の
支
給
開
始
が
65
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
受

け
て
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
が
政
策
課
題
と
な
っ

た
わ
け
で
す
。

　
し
か
し
今
回
の
法
改
正
で
は
、
年
金
支
給
開
始
年

齢
の
引
上
げ
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
な
か
で
、
退
職

年
齢
を
さ
ら
に
引
き
上
げ
、
70
歳
ま
で
働
き
続
け
る

社
会
の
実
現
を
目
ざ
す
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。

援
す
る
よ
う
な
取
組
み
を
う
な
が
す
措
置
と
し
て
、

多
様
な
選
択
肢
を
示
し
た
わ
け
で
す
。

　
す
な
わ
ち
、
65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
制
度
で
は
、

自
社
で
の
継
続
雇
用
だ
け
で
な
く
、
子
会
社
・
関
連

会
社
な
ど
に
よ
る
継
続
雇
用
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た

が
、
70
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
で
は
、
そ
れ
に
加
え
て

ほ
か
の
企
業
に
よ
る
継
続
雇
用
も
含
ま
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
い
わ
ば
転
籍
に
よ
っ
て
高
齢
者
の
継

続
雇
用
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

高
齢
者
を
送
り
出
す
企
業
と
受
け
入
れ
る
企
業
と
の

間
で
、
当
該
労
働
者
を
70
歳
ま
で
雇
用
し
続
け
る
と

い
う
契
約
を
締
結
す
る
形
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
ま
で
は
「
雇
用
」
と
い
う
形
態
に
よ
る
就
業

確
保
措
置
で
す
が
、
さ
ら
に
雇
用
に
よ
ら
な
い
就
業

確
保
措
置
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
つ

に
は
個
人
請
負
型
就
業
で
、
高
齢
者
が
退
職
し
た
後

も
70
歳
ま
で
は
会
社
が
仕
事
を
出
し
続
け
る
、
つ
ま

り
会
社
が
高
齢
者
と
継
続
的
に
業
務
委
託
契
約
を
締

結
す
る
制
度
で
す
。も
う
一
つ
は
、有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
あ
り
ま
す
。
法
律
で
は
社
会
貢
献
事
業
と
い
う

言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
高
齢
者
を
雇
用
し
て
い

た
企
業
が
自
ら
、
ま
た
は
そ
の
企
業
の
委
託
や
資
金

提
供
を
受
け
て
行
う
社
会
貢
献
事
業
団
体
で
、
70
歳

ま
で
金
銭
を
受
け
取
っ
て
活
動
す
る
制
度
の
導
入
も

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
い
う
超
高
齢
社
会

高
齢
者
が
長
く
働
け
る
環
境
整
備
は
社
会
的
要
請
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今
回
の
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保
措
置
も
、
い
ま
の

と
こ
ろ
努
力
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
年
金
支
給
開
始
年
齢
引
上
げ
と
い
う
切
迫
し

た
条
件
が
な
い
の
で
、
こ
の
措
置
が
企
業
に
ど
れ
だ

け
広
が
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
努
力
義
務
が
義

務
規
定
に
な
る
時
期
も
不
明
で
す
。
た
だ
、
高
齢
化

が
進
む
な
か
で
、
で
き
る
だ
け
長
く
働
く
環
境
を
整

備
す
る
こ
と
は
社
会
的
な
要
請
で
す
か
ら
、
企
業
も

早
め
に
手
を
打
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

―
高
齢
労
働
者
は
今
後
ま
す
ま
す
増
え
て
い
き
ま

す
が
、
高
齢
者
を
活
か
す
た
め
に
ど
の
よ
う
な
雇
用

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
例

え
ば
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
は
広
く
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
60
歳
を
過
ぎ
た
と
た
ん
に
待
遇
が
変

わ
る
な
ど
、
雇
用
は
継
続
さ
れ
て
い
て
も
、
キ
ャ
リ

ア
が
活
か
さ
れ
て
い
な
い
例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

濱
口

こ
れ
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
で
は
、
ほ
と
ん

ど
の
企
業
が
60
歳
定
年
制
を
維
持
し
た
ま
ま
、
60
歳

か
ら
65
歳
ま
で
を
正
社
員
と
は
別
の
身
分
で
再
雇
用

す
る
と
い
う
や
り
方
を
と
っ
て
い
ま
す
。
60
歳
ま
で

の
正
社
員
を
対
象
と
し
た
終
身
雇
用
や
年
功
賃
金
な

ど
の
雇
用
慣
行
を
、
そ
の
ま
ま
65
歳
ま
で
延
長
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
と
い
う
、
企
業
の
現
実
的

な
選
択
で
す
。

し
か
し
、
60
歳
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
だ
れ

も
が
突
然
、
能
力
を
低
下
さ
せ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
60
歳
に
達
す
る
前
の
段
階
か
ら
、
能
力
・
仕

事
・
賃
金
の
間
の
不
整
合
が
生
じ
て
い
る
の
で
す
。

よ
く
年
功
賃
金
が
批
判
の
的
に
な
り
ま
す
が
、
年

功
だ
け
で
賃
金
を
決
め
て
い
る
会
社
は
ほ
と
ん
ど
な

い
で
し
ょ
う
。
多
く
の
会
社
は
職
務
遂
行
能
力
を
評

価
し
て
、
そ
れ
を
賃
金
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
年
齢
が
高
ま
り
、
会
社

で
の
勤
続
年
数
が
長
い
人
ほ
ど
能
力
が
高
い
と
評
価

さ
れ
る
の
で
、
賃
金
が
年
功
的
に
な
っ
て
き
た
と
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
れ
ま
で

不
況
時
に
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の
た
び
に

中
高
年
が
標
的
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
本
来
、
中
高

年
は
能
力
が
高
い
と
評
価
さ
れ
て
き
た
人
た
ち
で
す

か
ら
、
そ
の
人
た
ち
を
真
っ
先
に
追
い
出
す
の
は
理

―
70
歳
ま
で
の
就
業
確
保
措
置
は
広
が
る
で
し
ょ

う
か
。

濱
口

65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
は
、
導
入
当
初

は
努
力
義
務
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
義
務
規
定
に
格

上
げ
さ
れ
ま
し
た
。
年
金
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ

が
行
わ
れ
る
な
か
で
、
企
業
も
努
力
規
定
が
義
務
規

定
に
変
わ
る
こ
と
は
見
越
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
義

務
化
さ
れ
る
前
の
時
期
か
ら
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
確

保
措
置
の
導
入
は
進
み
ま
し
た
。

生
涯
現
役
で
働
け
る
社
会
を
つ
く
る
う
え
で

〝
ジ
ョ
ブ
型
〞
雇
用
が
ど
こ
か
で
必
要
に
な
る
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に
か
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
企
業
が
評
価
し
て
き

た
職
務
遂
行
能
力
な
る
も
の
が
、
本
当
に
企
業
に

と
っ
て
、
そ
れ
だ
け
高
い
賃
金
を
支
払
う
価
値
の
あ

る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の

企
業
が
評
価
し
て
き
た
正
社
員
の
能
力
と
は
、
職
務

に
つ
い
て
の
能
力
で
は
な
く
、
会
社
の
都
合
で
ど
ん

な
色
に
も
染
ま
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
つ
ま
り
、
雇
用
シ
ス
テ
ム
を
〝
ジ
ョ
ブ
型
〞※
に

変
え
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

濱
口

そ
う
で
す
ね
。
た
だ
、
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
社

会
全
体
の
シ
ス
テ
ム
の
一
部
分
で
す
。
雇
用
の
部
分

だ
け
を
取
り
出
し
て
、
そ
こ
を
ジ
ョ
ブ
型
に
変
え
よ

う
と
し
て
も
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
日

本
の
学
校
教
育
は
、
職
業
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と

と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
を
変
え

ず
に
、
雇
用
シ
ス
テ
ム
だ
け
を
ジ
ョ
ブ
型
に
変
え
た

ら
、
ス
キ
ル
の
な
い
大
量
の
若
者
が
就
職
で
き
ず
に

こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
く
だ
け
で
す
。

日
本
の
新
卒
採
用
と
い
う
方
式
は
、
ス
キ
ル
を
持

た
な
い
若
者
を
、
職
務
を
限
定
せ
ず
に
採
用
し
、
社

内
で
育
成
し
な
が
ら
、
ど
ん
な
仕
事
に
も
就
け
る
よ

う
な
社
員
に
育
て
て
い
く
と
い
う
人
材
育
成
シ
ス
テ

ム
の
入
口
で
す
。
特
定
の
職
務
と
切
り
離
し
て
能
力

を
評
価
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
処
遇
を
決
め
る
雇
用
シ

ス
テ
ム
は
、
こ
こ
を
起
点
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
雇
用
シ
ス
テ
ム
は
ほ
か
の
シ
ス
テ
ム
と
複
雑

に
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
、
長
い
時
間
を
か
け
て
形

成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
す
べ
て
を
た
だ
ち
に
ジ
ョ
ブ
型
に
変

え
る
の
は
現
実
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
60
歳

の
手
前
の
ど
こ
か
、
40
代
か
50
代
か
ら
は
ジ
ョ
ブ
型

に
な
る
よ
う
な
制
度
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
、
70
歳

ま
で
、
あ
る
い
は
生
涯
現
役
で
働
け
る
会
社
や
社
会

を
つ
く
る
う
え
で
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

―
こ
れ
か
ら
は
65
歳
、
70
歳
、
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
の
年
齢
ま
で
働
く
の
が
あ
た
り
前
の
時
代
に
な
り

ま
す
。
高
齢
者
の
働
き
方
に
つ
い
て
の
展
望
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

濱
口

人
口
の
高
齢
化
が
進
展
す
る
な
か
で
、
持
続

可
能
な
社
会
を
つ
く
る
に
は
、
年
を
と
っ
て
も
長
く

働
け
る
仕
組
み
を
整
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
働
く

高
齢
者
を
増
や
す
こ
と
は
、
社
会
の
支
え
手
を
増
や

す
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
年
金
な
ど
社
会
保
障
制
度

を
持
ち
こ
た
え
さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
経
済
的
な

支
え
を
た
し
か
な
も
の
に
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る

の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
経
済
だ
け
で
は
な
く
、
社

会
的
な
支
え
に
高
齢
者
が
参
加
す
る
こ
と
の
重
要
性

に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。例
え
ば
、

今
回
の
就
業
確
保
措
置
の
一
つ
で
あ
る
有
償
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
は
、
高
齢
者
の
生
活
を
経
済
的
に
支
え
る
選

択
肢
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
社
会
を
支
え
る

活
動
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
無
償
で
あ
っ
て
も

大
き
な
意
味
の
あ
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
60
代
、
70
代
ま
で
働
き
続
け
る
た
め
に

は
、
会
社
の
な
か
で
ひ
た
す
ら
昇
進
・
昇
給
を
追
い

求
め
る
働
き
方
で
は
な
く
、
途
中
か
ら
で
も
巡
航
速

度
で
長
く
働
く
レ
ー
ル
に
乗
り
換
え
る
よ
う
な
意
識

を
持
つ
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
齢
者
が
長
く
働
け
る
仕
組
み
を
整
え

社
会
を
支
え
る
活
動
に
参
加
し
て
も
ら
う

（
聞
き
手
・
文
／
労
働
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
鍋
田
周
一

撮
影
／
中
岡
泰
博
）

※　ジョブ型…… 職務内容を明確に定義し「仕事」に「人」をあてはめる雇用の形。欧米を中心に多くの国で採用されており、
職務、労働時間、勤務地が原則限定される
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ワーク・ライフ・
バランス

高齢社員の
ワーク・ライフ・
バランス
　年齢が上がるにつれ、自身の体調や家族の介護などの問題により、フルタイムでの勤務が

むずかしくなる一方で、自分の知識や経験を活かし、仕事のほかにも、空いた時間を活用して

地域や社会に貢献できる活動に取り組む高齢者は少なくありません。

　つまり高齢者は、個々の事情や志向が異なり、働き方のニーズが多様化していくため、

現役世代以上に「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」の重要性が

大きくなるといえるでしょう。

　そこで今回は、「高齢社員のワーク・ライフ・バランス」をテーマに、

高齢者が働きやすい勤務制度や、仕事と同時に“ライフ”を充実させるための方策について

考えてみたいと思います。

特　 集



特集 高齢社員のワーク・ライフ・バランス

エルダー7

日
本
の
高
齢
者
の
特
徴

「
高
齢
社
員
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
と

い
う
と
、
み
な
さ
ん
は
、
何
歳
く
ら
い
ま
で
を
想
定
さ

れ
る
で
し
ょ
う
か
。
企
業
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
現
状

で
は
65
歳
ま
で
、
今
後
は
70
歳
ま
で
と
い
う
会
社
が
大

半
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
高
齢
者
の
人
生
は
そ
の

後
も
続
き
ま
す
。「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
に
お
け
る

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
は
、
ど
の
よ
う
な
課

題
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
高
齢
者
は
就
業
意
欲
が
高
い
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
実
際
、
い
つ
ま
で
働
き
た
い
か
を
た
ず
ね
る
と
、

60
歳
の
人
も
、
65
歳
の
人
も
、
70
歳
の
人
も
、
多
く
の

人
が「
働
き
続
け
ら
れ
る
ま
で
働
き
た
い
」と
話
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
仕
事
が
で
き
る
状
況
に
あ
れ
ば
働
き
た
い

と
考
え
る
の
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
し
、

気
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
点
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
高
齢
に
な
っ
て
も
働
き
続
け
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
は
、
日
本
人
全
般
で
は
な
く
男
性
に
多
い
こ

と
。
も
う
一
つ
は
、
就
業
だ
け
に
限
定
せ
ず
、
就
業
以

外
の
社
会
活
動
を
含
む
広
義
の
社
会
参
加
と
い
う
観
点

で
高
齢
者
を
見
る
と
、
日
本
も
欧
米
も
変
わ
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

欧
米
で
は
、
仕
事
を
リ
タ
イ
ア
し
て
も
、
何
ら
か
の

社
会
活
動
に
参
加
し
て
い
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、
日

本
の
高
齢
男
性
は
、
就
業
率
が
高
い
一
方
で
、
仕
事
以

外
で
は
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
な
く
、
仕
事
を
辞
め
る

と
社
会
と
の
つ
な
が
り
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

日
本
の
男
性
が
「
働
き
続
け
た
い
」
と
い
う
の
は
、

一
つ
は
本
当
に
仕
事
を
し
た
い
人
も
い
ま
す
が
、
働
く

こ
と
以
外
に
選
択
肢
が
な
い
か
ら
そ
う
い
っ
て
い
る
人

が
多
い
現
実
も
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
女
性
の
場
合
に

は
、
家
庭
や
地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
に
な
っ
て
い

た
り
、一
緒
に
旅
行
に
行
く
友
人
が
い
た
り
し
ま
す
が
、

男
性
に
は
そ
れ
が
な
い
の
で
す
（
図
表
）。

こ
れ
か
ら
は
、
仕
事
以
外
に
も
選
択
肢
が
あ
る
な
か

で
、
仕
事
を
す
る
の
も
よ
い
し
、
仕
事
以
外
の
社
会
活

動
を
す
る
の
も
よ
い
、
と
い
う
形
に
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
私
た
ち
の
研
究

で
は
、
仕
事
を
し
て
い
る
人
よ
り
も
、
仕
事
以
外
の
社

会
活
動
を
し
て
い
る
人
の
ほ
う
が
、
生
活
の
満
足
度
が

高
い
の
で
す
。
高
齢
者
の
生
活
満
足
度
を
高
め
る
た
め

に
は
、
働
け
る
機
会
を
増
や
す
こ
と
も
大
事
で
す
が
、

そ
れ
し
か
選
ぶ
道
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
仕
事

以
外
に
も
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
持
て
る
機
会
を
つ
く

る
べ
き
で
す
。

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

本
当
の
目
的
と
は

65
歳
に
な
っ
て
か
ら
仕
事
以
外
の
こ
と
を
や
ろ
う
と

人
生
１
０
０
年
時
代
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

―
社
員
の
生
活
改
革
を
含
め
た
本
当
の
働
き
方
改
革
を

中
央
大
学
大
学
院 

戦
略
経
営
研
究
科 

教
授
　
佐
藤 

博ひ

ろ

樹き

総　 論
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し
て
も
む
ず
か
し
い
の
で
、
高
齢
期
に
到
達
す
る
前
か

ら
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
広
げ
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

そ
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
ま
さ
に
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
で
す
。
30
代
、
40
代
と
い
っ
た
若

い
時
期
か
ら
、
仕
事
以
外
に
や
り
た
い
こ
と
を
つ
く
っ

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
働
き
方
改
革
に
取
り
組
む

企
業
が
増
え
て
お
り
、
健
康
を
害
す
る
過
度
な
残
業
な

ど
の
削
減
は
不
可
欠
で
す
が
、
働
き
方
改
革
は
そ
れ
が

主
た
る
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
事
な
点
は
二
つ
あ

り
、
一
つ
は
多
様
な
人
材
が
活
躍
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
。「
65
歳
を
過
ぎ
て
も
働
き
た
い
が
、
週
３
日
し

か
働
け
な
い
」
と
い
う
高
齢
者
が
補
助
的
な
仕
事
に
回

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
能
力
を
活
か
せ
る
仕

事
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
働
き
方
改
革
を
実
現
す
る
こ

と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
事
情
を
抱
え
た

人
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
社
員
の
働
き
方
を
変
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
仕
事
以
外
に
使
え
る
時
間
を
創
出
す

る
た
め
の
働
き
方
改
革
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
30
〜
40
代

の
男
性
社
員
は
、
結
婚
し
て
子
ど
も
が
い
て
も
、
週
60

時
間
以
上
働
く
人
が
２
割
近
く
い
ま
し
た
。そ
れ
で
は
、

仕
事
以
外
に
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
自
分
の
た
め
に
使
え
る
時
間
を
増
や
し
、「
早

く
帰
っ
て
家
族
と
ご
飯
を
食
べ
る
」
や
、「
こ
れ
ま
で

す
べ
て
О
Ｊ
Ｔ
で
学
ん
で
き
た
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー

ル
で
理
論
を
学
ぶ
」
と
い
っ
た
こ
と
を
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

そ
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
働
き

方
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
す
。
残
業
時
間
を
月
40
時
間

か
ら
20
時
間
に
半
減
し
た
と
い
う
よ
う
な
話
を
よ
く
聞

き
ま
す
が
、
毎
日
２
時
間
残
業
し
て
い
た
の
を
１
時
間

に
減
ら
し
て
も
、
生
活
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
１
時
間
の

残
業
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
間
に
合
わ
な
い
の

で
、
生
活
を
変
え
る
観
点
か
ら
い
う
と
、
あ
ま
り
意
味

の
あ
る
働
き
方
改
革
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
毎
日
定
時
に

帰
れ
な
く
て
も
、
残
業
ゼ
ロ
の
日
が
週
に
２
日
で
き
る

と
、
平
日
に
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
通
え
た
り
、
家
で

子
ど
も
た
ち
と
食
事
を
し
た
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

や
サ
ー
ク
ル
活
動
に
も
参
加
で
き
ま
す
。
30
〜
40
代
か

ら
そ
う
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
50
〜
60
代
に
な

る
に
つ
れ
て
徐
々
に
そ
の
ウ
エ
ー
ト
を
高
め
、
65
歳
を

過
ぎ
た
ら
そ
ち
ら
を
メ
イ
ン
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

社
員
の
「
生
活
改
革
」
へ
の
支
援

し
か
し
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
人
男
性

図表　高齢者の就業国際比較

性別 就業者
※1

社会活動
参加者
※2

その他 合計

男

国 日本 度数 265 12 226 503
割合（％） 52.7% 2.4% 44.9% 100.0%

アメリカ 度数 198 80 204 482
割合（％） 41.1% 16.6% 42.3% 100.0%

ドイツ 度数 116 68 248 432
割合（％） 26.9% 15.7% 57.4% 100.0%

スウェーデン 度数 180 111 173 464
割合（％） 38.8% 23.9% 37.3% 100.0%

合計 度数 759 271 851 1881
割合（％） 40.4% 14.4% 45.2% 100.0%

女

国 日本 度数 231 21 348 600
割合（％） 38.5% 3.5% 58.0% 100.0%

アメリカ 度数 197 85 230 512
割合（％） 38.5% 16.6% 44.9% 100.0%

ドイツ 度数 113 105 338 556
割合（％） 20.3% 18.9% 60.8% 100.0%

スウェーデン 度数 186 103 247 536
割合（％） 34.7% 19.2% 46.1% 100.0%

合計 度数 727 314 1163 2204
割合（％） 33.0% 14.2% 52.8% 100.0%

合
計

国 日本 度数 496 33 574 1103
割合（％） 45.0% 3.0% 52.0% 100.0%

アメリカ 度数 395 165 434 994
割合（％） 39.7% 16.6% 43.7% 100.0%

ドイツ 度数 229 173 586 988
割合（％） 23.2% 17.5% 59.3% 100.0%

スウェーデン 度数 366 214 420 1000
割合（％） 36.6% 21.4% 42.0% 100.0%

合計 度数 1486 585 2014 4085
割合（％） 36.4% 14.3% 49.3% 100.0%

出典： 佐藤博樹「就業及び社会活動への参加と総合生活満足度」、『平成27年
度 第8回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果』（内閣府）

※1　就業者：仕事をしたい
※2　社会活動参加者：仕事以外にしたいことがある
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こ
と
。「
65
歳
を
過
ぎ
て
も
働
き
た
い
が
、
週
３
日
し

か
働
け
な
い
」
と
い
う
高
齢
者
が
補
助
的
な
仕
事
に
回

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
の
能
力
を
活
か
せ
る
仕

事
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
働
き
方
改
革
を
実
現
す
る
こ

と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
事
情
を
抱
え
た

人
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
社
員
の
働
き
方
を
変
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
仕
事
以
外
に
使
え
る
時
間
を
創
出
す

る
た
め
の
働
き
方
改
革
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
30
〜
40
代

の
男
性
社
員
は
、
結
婚
し
て
子
ど
も
が
い
て
も
、
週
60

時
間
以
上
働
く
人
が
２
割
近
く
い
ま
し
た
。そ
れ
で
は
、

の
な
か
に
は
、
時
間
が
あ
っ
て
も
「
仕
事
以
外
に
や
り

た
い
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
人
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
こ
こ
で
す
。

た
だ
、
そ
こ
で
会
社
が
「
ご
家
族
と
一
緒
に
ご
飯
を

食
べ
な
さ
い
」
と
か
、「
自
己
啓
発
の
た
め
に
勉
強
し

な
さ
い
」と
い
う
の
は
お
せ
っ
か
い
と
い
う
も
の
で
す
。

会
社
を
出
た
ら
社
員
の
時
間
な
の
で
、
本
来
、
会
社
が

い
う
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
働
き
方
改
革
は
会

社
が
行
う
べ
き
こ
と
で
す
が
、
社
員
の
生
活
改
革
―

仕
事
以
外
の
生
活
も
大
事
に
し
て
生
活
全
体
を
豊
か
に

す
る
こ
と
は
、
社
員
が
自
分
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。

で
は
、
会
社
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

１　
活
動
メ
ニ
ュ
ー
の
情
報
を
提
供

一
つ
は
、
自
己
啓
発
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
活
動
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
て
提
示
す
る
こ

と
で
す
。「
こ
れ
を
や
れ
」と
命
じ
る
の
で
は
な
く
、「
こ

ん
な
も
の
も
あ
り
ま
す
よ
」
と
情
報
提
供
す
る
わ
け
で

す
。
社
員
同
士
の
勉
強
会
の
場
を
用
意
し
て
学
び
合
え

る
よ
う
に
し
た
り
、
サ
ー
ク
ル
活
動
を
支
援
す
る
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。

２　
「
変
化
対
応
力
」
の
重
要
性
を
周
知

も
う
一
つ
大
事
な
の
は
、「
会
社
に
と
っ
て
望
ま
し

い
人
は
ど
う
い
う
人
か
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
変
え

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
や
は
り
、
仕
事
第
一
の
人

が
会
社
に
と
っ
て
望
ま
し
い
人
で
し
た
。こ
れ
か
ら
は
、

仕
事
は
も
ち
ろ
ん
が
ん
ば
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
は
い
ま
の
仕
事
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

環
境
変
化
が
激
し
く
、
予
測
が
む
ず
か
し
い
時
代
で
す

の
で
、
現
在
担
当
し
て
い
る
仕
事
に
必
要
な
知
識
や
ス

キ
ル
を
身
に
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
不
測
の
変

化
に
対
応
で
き
る
柔
軟
性
、「
変
化
対
応
力
」
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
に
よ
り
、
多
く
の
人
が
急
遽
、
在
宅
勤
務
と
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が

大
き
く
変
わ
っ
た
業
種
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
新
し

い
環
境
に
す
ぐ
適
用
し
よ
う
と
努
力
す
る
人
が
い
る
一

方
で
、
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
人
が

い
ま
す
。
変
化
対
応
力
を
構
成
す
る
の
は
、
①
社
会
経

済
環
境
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
変
化
に
関
心
を
持
つ
「
知
的
好

奇
心
」、
②
常
に
学
び
続
け
る
「
学
習
習
慣
」、
③
年
齢

に
か
か
わ
ら
ず
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
「
チ
ャ
レ
ン

ジ
力
」
の
三
つ
で
す
。
こ
れ
ら
を
備
え
た
変
化
対
応
力

が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
抜
く
糧
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
能
力
が
身
に
つ
く
か

と
い
う
と
、
私
た
ち
の
研
究
で
は
、
仕
事
だ
け
を
し
て

い
て
は
ダ
メ
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
家
に
は
ほ
と
ん
ど

寝
に
帰
る
だ
け
と
い
う
課
長
の
男
性
。
そ
の
人
は
課
長

と
い
う
役
割
し
か
し
て
お
ら
ず
、
課
長
に
求
め
ら
れ
る

価
値
観
だ
け
で
動
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
家

庭
で
は
夫
や
父
親
の
役
割
を
に
な
い
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

管
理
組
合
の
理
事
長
を
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
も

通
っ
て
い
る
と
い
う
人
は
、
自
分
の
な
か
に
い
ろ
い
ろ

な
役
割
、
い
ろ
い
ろ
な
価
値
観
が
併
存
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
す
る
と
、
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
自
分

の
資
源
を
役
割
間
で
調
整
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
価
値
観
が
対
立
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
行
く
と
、
そ

こ
で
は
受
講
生
は
部
下
と
は
異
な
り
忖そ

ん

度た
く

し
て
く
れ
る

こ
と
は
な
く
、
同
じ
受
講
生
と
い
う
フ
ラ
ッ
ト
な
立
場

で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
組
合
で
は
合
意
形
成
を
重

視
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
が
、
会
社
で
は
、
合
意
形
成

が
で
き
な
い
と
き
で
も
管
理
職
が
最
終
的
に
は
決
断
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
１
日
の
う
ち
で
役
割
が

変
わ
っ
た
り
、
異
な
る
価
値
観
が
自
分
の
な
か
に
入
る

こ
と
は
た
い
へ
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
変
化
対
応
力
を
高

め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

両
立
支
援
に
対
す
る
誤
解

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
、
高
齢
期
に
起
こ
り
が

ち
な
課
題
と
し
て
、
仕
事
と
介
護
、
仕
事
と
治
療
と
の

両
立
の
問
題
に
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

１　
介
護
と
の
両
立
支
援

40
代
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
、
家
族
の
介
護
の
課
題
に

直
面
す
る
人
が
増
え
て
き
ま
す
。
70
歳
ま
で
会
社
で
働
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く
こ
と
が
一
般
的
に
な
る
と
、
介
護
の
課
題
を
抱
え
る

社
員
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
未
婚
化
・
晩
婚
化
に
よ
り
、
未
婚
で
親
２

人
、
あ
る
い
は
子
ど
も
の
い
な
い
叔
父
・
叔
母
の
介
護

ま
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
員
も
増
え
て
く
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
大
事
な
の
は
、「
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
」

と
「
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
」
は
違
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
子
育
て
支
援
の
場
合
は
、
簡
単
に
い
う
と
、

男
性
も
含
め
て
、
子
育
て
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
ま

す
。
一
方
、
介
護
支
援
の
場
合
は
、
や
や
極
端
な
表
現

で
す
が
、
介
護
し
な
い
で
済
む
よ
う
に
支
援
す
る
の
で

す
。介

護
と
い
う
の
は
、
育
児
と
違
っ
て
い
つ
ま
で
続
く

か
見
通
し
が
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
自
分
が
前
面
に
出

て
介
護
を
し
て
し
ま
う
と
、
仕
事
と
両
立
で
き
な
く
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。で
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、

要
介
護
者
に
関
し
て
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け

て
、
介
護
保
険
制
度
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
の

準
備
を
早
め
に
す
る
こ
と
で
す
。
要
介
護
認
定
の
あ
と

に
は
、在
宅
介
護
の
た
め
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
を
探
し
、

自
分
が
直
接
介
護
し
な
く
て
よ
い
体
制
を
整
え
ま
す
。

そ
の
準
備
の
た
め
に
必
要
が
あ
れ
ば
、
介
護
休
業
を
取

得
し
ま
す
。

こ
う
し
た
や
り
方
を
す
る
た
め
に
は
、
長
い
休
業
も

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
す

が
、
そ
れ
以
上
に
、
休
み
た
い
と
き
に
休
め
る
よ
う
な

働
き
方
改
革
が
有
効
で
す
。

あ
わ
せ
て
、
適
切
な
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
も
心
が

け
て
く
だ
さ
い
。
多
く
の
企
業
で
は
、
介
護
の
た
め
の

両
立
支
援
は
子
育
て
と
の
両
立
支
援
と
違
う
と
い
う
こ

と
を
人
事
担
当
者
も
理
解
し
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
職

場
の
管
理
職
も
、「
う
ち
は
半
年
間
介
護
休
業
が
取
れ

る
か
ら
、
そ
れ
を
使
っ
て
親
御
さ
ん
の
介
護
を
し
て
き

な
さ
い
」
な
ど
と
間
違
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
し
ま

い
が
ち
で
す
。
社
員
の
だ
れ
が
い
つ
介
護
の
問
題
に
直

面
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
一
定
年
齢
で
社
員
の

全
員
に
情
報
提
供
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

２　
治
療
と
の
両
立
支
援

治
療
と
の
両
立
も
、
子
育
て
や
介
護
と
の
両
立
と
は

異
な
る
点
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
事
情
を
抱
え
て
い

る
の
が
本
人
で
あ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
が
ん
な
ど

の
場
合
、
あ
る
程
度
快
復
し
た
後
も
、
長
期
に
わ
た
っ

て
治
療
が
続
く
こ
と
で
す
。
多
く
の
企
業
で
は
病
気
休

暇
は
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
抗
が
ん
剤
治
療
な
ど
で

定
期
的
に
休
む
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
介
護
の
場
合

と
同
様
、
必
要
な
と
き
に
休
め
る
よ
う
な
働
き
方
改
革

が
重
要
で
す
。

ま
た
、
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
の
見
直
し
が
必
要
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
３
〜
４
年
と
治
療
が
続
く
の
で
、

「
管
理
職
を
目
ざ
そ
う
と
思
っ
て
い
た
が
む
ず
か
し
い
」

と
か
、「
海
外
勤
務
は
無
理
」
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
落
ち
込
む
の
で
は
な
く
、
自
ら

の
状
態
に
あ
っ
た
キ
ャ
リ
ア
チ
ェ
ン
ジ
が
で
き
る
よ
う

に
、
社
員
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
企
業
で
は
、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
」
を
育
児
や
介
護
な
ど
の
事
情
を
抱
え
た
人
が
辞

め
ず
に
済
む
た
め
の
支
援
策
と
い
う
よ
う
に
、
狭
く
と

ら
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、今
回
説
明
し
た
よ
う
に
、

す
べ
て
の
人
が
仕
事
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
仕
事
以
外

の
や
り
た
い
こ
と
も
で
き
る
の
が
、
本
当
の
意
味
で
の

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
で
す
。

「
働
き
方
改
革
」
に
つ
い
て
も
、
残
業
削
減
と
と
ら

え
て
い
る
企
業
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
社

員
の
側
も
同
じ
で
す
。
過
度
な
残
業
を
減
ら
す
だ
け
で

な
く
、
社
員
の
生
活
改
革
ま
で
含
め
た
働
き
方
改
革
が

で
き
れ
ば
、「
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
に
行
き
た
い
か
ら
、

働
き
方
を
変
え
よ
う
」、「
家
族
と
食
事
が
で
き
る
よ
う

に
、
仕
事
の
や
り
方
を
見
直
そ
う
」
と
い
う
よ
う
に
、

社
員
が
自
ら
働
き
方
改
革
に
取
り
組
む
好
循
環
も
生
ま

れ
る
で
し
ょ
う
。

社
員
の
退
職
後
を
含
め
た
生
活
満
足
度
を
高
め
て
い

く
た
め
に
、
ぜ
ひ
、「
本
当
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
」、「
本
当
の
働
き
方
改
革
」
に
取
り
組
ん
で
く

だ
さ
い
。
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高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正

２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
1
月
20
日
に
召
集
さ
れ
た

第
２
０
１
回
国
会
に
お
い
て
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
が
成
立
し
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用

の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、「
高
齢
法
」）
に
、

65
歳
ま
で
の
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
を
義
務
付
け
る

第
9
条
に
加
え
て
、
70
歳
ま
で
の
高
年
齢
者
の
就
業
確

保
措
置
を
定
め
た
第
10
条
の
2
の
規
定
が
新
設
さ
れ
、

２
０
２
１
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。こ
の
新
設
さ
れ
た
義
務
は
努
力
義
務
で
あ
り
、

か
つ
労
働
組
合
等
と
の
同
意
が
あ
れ
ば
、「
雇
用
」
確

保
措
置
で
は
な
く
「
就
業
」
確
保
措
置
で
も
足
り
る
と

す
る
も
の
で
、
事
業
主
に
対
す
る
義
務
と
し
て
は
比
較

的
緩
や
か
な
も
の
で
す
が
、
現
実
に
ど
の
よ
う
な
行
政

上
の
運
用
が
な
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
注
視
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
今
後
、
高
齢
者
雇
用
や
就

業
確
保
措
置
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
義
務
づ
け
が
強
化

さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

加
え
て
事
業
主
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
改
正
法
令

お
よ
び
行
政
の
動
向
だ
け
で
な
く
、人
生
１
０
０
年
時
代

と
い
わ
れ
る
長
寿
社
会
と
少
子
高
齢
化
社
会
に
お
け
る

労
働
力
不
足
の
問
題
に
つ
い
て
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

問
題
を
考
え
る
に
は
、
事
業
主
の
側
か
ら
の
視
点
だ
け

で
な
く
、
就
業
者
の
側
か
ら
の
視
点
も
必
要
で
す
。

定
年
後
の
雇
用
・
就
業
確
保
措
置

〜
就
業
者
か
ら
の
視
点
〜

就
業
者
の
視
点
で
考
え
て
み
れ
ば
、ま
ず
人
生
１
０
０

年
時
代
に
お
い
て
は
、
収
入
の
確
保
に
よ
り
生
活
を
安

定
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
定
年
後
の
長
い
人
生
を

ど
の
よ
う
に
充
実
さ
せ
る
か
も
重
要
な
課
題
で
す
。
高

齢
法
の
改
正
に
よ
り
、
雇
用
確
保
措
置
義
務
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
創
業
支
援
等
措
置
が
定
め
ら
れ
た
の
は

こ
の
よ
う
な
視
点
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
就
業
者
の
視
点
で
さ
ら
に
考
え
て

み
れ
ば
、
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
で
す
。
高
齢
者
を
取
り

巻
く
環
境
は
新
規
学
卒
者
の
そ
れ
と
比
較
す
れ
ば
明
ら

か
な
通
り
、
き
わ
め
て
多
様
性
に
富
む
も
の
で
す
。
そ

れ
ま
で
の
長
い
職
業
生
活
を
通
じ
、
蓄
積
し
て
き
た
資

産
の
状
況
、
配
偶
者
の
就
業
状
況
、
子
ど
も
の
有
無
や

人
数
、
そ
の
就
業
状
況
な
ど
に
よ
り
、
収
入
を
得
る
た

め
の
継
続
的
就
業
の
必
要
性
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
健
康
状
態
に
つ
い
て
も
、
自

分
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
親
や
配
偶
者
の
介
護
の
必

要
性
の
有
無
、
程
度
な
ど
も
関
係
す
る
た
め
、
可
能
な

就
業
形
態
も
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
企
業
が
高
齢
者
の
雇
用
確
保
や
就
業

定
年
後
の
就
業
に
関
す
る

柔
軟
な
勤
務
制
度
構
築
の
ポ
イ
ン
ト

弁
護
士

末す

え

啓
一
郎

解　 説

1
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確
保
の
義
務
を
果
た
す
た
め
の
制
度
を
構
築
す
る
う
え

で
は
、
こ
れ
ら
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な

制
度
を
構
築
す
る
べ
き
か
と
い
っ
た
単
純
な
議
論
を
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

定
年
後
の
雇
用
・
就
業
確
保
措
置

〜
事
業
主
か
ら
の
視
点
〜

翻ひ
る
が
え

っ
て
事
業
主
の
視
点
で
考
え
て
み
れ
ば
、
高
齢
者

に
対
す
る
処
遇
の
問
題
は
、
法
律
上
の
義
務
の
観
点
か

ら
だ
け
で
は
な
く
、
高
齢
者
に
対
す
る
処
遇
が
現
役
世

代
の
安
心
感
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
在
職
継
続
意
思
な

ど
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

（
も
ち
ろ
ん
人
事
制
度
設
計
者
自
身
が
、
就
業
者
と
し

て
自
ら
の
将
来
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
現
実
も

無
視
で
き
な
い
で
し
ょ
う
）。
さ
ら
に
事
業
を
進
め
る

う
え
で
は
、
人
手
確
保
の
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

経
験
者
の
技
能
確
保
の
観
点
か
ら
も
、
高
齢
者
に
対
す

る
雇
用
確
保
措
置
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
前
述
の
就
業
者
の
視
点
と
事
業

主
の
視
点
と
で
、
求
め
ら
れ
る
方
向
性
は
、
一
致
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

し
か
し
、
事
業
主
の
視
点
と
し
て
は
、
人
材
の
新
陳

代
謝
を
図
り
、
能
力
の
あ
る
若
手
に
活
躍
の
場
を
与
え

る
必
要
性
や
、
技
術
革
新
に
と
も
な
う
就
業
者
の
能
力

の
陳
腐
化
の
問
題
に
対
す
る
対
処
も
考
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
終
身
雇
用
制
や
年
功
賃
金
の
影
響

が
残
る
人
事
制
度
に
お
い
て
、
継
続
雇
用
に
お
け
る
待

遇
決
定
を
、
人
件
費
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
方
策
の
一

つ
と
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
必
要
性
は
、
生
活
の
安
定
の
た
め
に
継
続
雇

用
を
希
望
す
る
就
業
者
の
望
む
と
こ
ろ
と
は
逆
の
も
の

と
な
り
得
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
事
業
主
と
し
て
は
、
継
続
雇
用
に
お

け
る
労
働
条
件
を
定
め
る
う
え
で
、
高
齢
者
の
多
様
性

を
ふ
ま
え
、
か
つ
前
述
の
就
業
者
と
し
て
の
視
点
に
も

配
慮
し
な
が
ら
、
労
働
力
確
保
の
必
要
性
と
コ
ス
ト
の

削
減
の
必
要
性
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
取
る
の

か
の
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

柔
軟
な
就
業
体
制
・
制
度
構
築
の
必
要
性

ま
た
、
継
続
雇
用
制
度
の
構
築
に
お
い
て
は
、
人
件

費
コ
ス
ト
の
問
題
で
あ
る
待
遇
の
問
題
と
並
行
し
て
、

ど
の
よ
う
な
内
容
の
業
務
を
担
当
し
て
も
ら
う
の
か
、

ま
た
そ
の
勤
務
形
態
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
の
か
に
つ

い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。
そ
し
て
業
務
の

内
容
や
勤
務
形
態
に
つ
い
て
は
、
業
務
上
の
必
要
性
か

ら
の
観
点
お
よ
び
就
業
者
の
意
欲
と
体
力
や
家
庭
環
境

な
ど
へ
の
配
慮
を
ふ
ま
え
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
業
務
内
容
や
勤
務
形
態
を
決
め
る
う
え

で
は
、
本
人
や
家
族
の
健
康
問
題
の
制
約
な
ど
も
あ
る

の
で
、業
務
上
の
必
要
性
だ
け
で
は
な
く
、そ
の
勤
務
形

態
に
つ
い
て
時
間
や
場
所
の
柔
軟
性
に
つ
い
て
の
配
慮

も
必
要
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
業
務
内
容
お
よ
び
勤

務
形
態
と
、
こ
れ
に
対
す
る
待
遇
の
問
題
と
は
密
接
に

関
連
す
る
も
の
な
の
で
、
現
実
に
雇
用
確
保
措
置
と
し

て
の
継
続
雇
用
制
度
を
考
え
る
う
え
で
は
、
以
上
の
各

問
題
を
一
括
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
検
討
の
な
か
の
一
つ
の
フ
ァ

ク
タ
ー
で
あ
る
、柔
軟
な
就
業
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
、

現
行
法
に
お
け
る
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
の
義
務
を
果

た
す
う
え
で
留
意
す
べ
き
事
項
を
取
り
上
げ
て
検
討
し

ま
す
。柔

軟
な
就
業
体
制
に
つ
い
て

柔
軟
な
就
業
体
制
と
い
う
と
き
に
は
、
お
も
に
就
業

の
場
所
と
時
間
の
柔
軟
性
が
問
題
と
さ
れ
ま
す
。
時
間

と
場
所
の
柔
軟
性
と
い
わ
れ
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
テ
レ

ワ
ー
ク
で
す
。し
か
し
、雇
用
関
係
に
お
い
て
テ
レ
ワ
ー

ク
を
行
う
場
合
は
、
就
業
の
場
所
に
つ
い
て
の
柔
軟
性

が
あ
る
と
は
い
え
ま
す
が
、
雇
用
者
で
あ
る
以
上
当
然

に
、労
働
時
間
法
制
の
規
律
の
も
と
に
あ
り
ま
す
の
で
、

勤
務
時
間
に
つ
い
て
の
柔
軟
性
が
あ
る
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
勤
務
時
間
の
柔
軟
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
通
常

勤
務
の
場
合
と
同
様
に
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
裁
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が
残
る
人
事
制
度
に
お
い
て
、
継
続
雇
用
に
お
け
る
待

遇
決
定
を
、
人
件
費
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
方
策
の
一

つ
と
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
必
要
性
は
、
生
活
の
安
定
の
た
め
に
継
続
雇

用
を
希
望
す
る
就
業
者
の
望
む
と
こ
ろ
と
は
逆
の
も
の

と
な
り
得
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
事
業
主
と
し
て
は
、
継
続
雇
用
に
お

け
る
労
働
条
件
を
定
め
る
う
え
で
、
高
齢
者
の
多
様
性

を
ふ
ま
え
、
か
つ
前
述
の
就
業
者
と
し
て
の
視
点
に
も

配
慮
し
な
が
ら
、
労
働
力
確
保
の
必
要
性
と
コ
ス
ト
の

削
減
の
必
要
性
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
取
る
の

か
の
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。 

柔
軟
な
就
業
体
制
・
制
度
構
築
の
必
要
性

ま
た
、
継
続
雇
用
制
度
の
構
築
に
お
い
て
は
、
人
件

費
コ
ス
ト
の
問
題
で
あ
る
待
遇
の
問
題
と
並
行
し
て
、

ど
の
よ
う
な
内
容
の
業
務
を
担
当
し
て
も
ら
う
の
か
、

ま
た
そ
の
勤
務
形
態
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
の
か
に
つ

い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
ま
す
。
そ
し
て
業
務
の

内
容
や
勤
務
形
態
に
つ
い
て
は
、
業
務
上
の
必
要
性
か

ら
の
観
点
お
よ
び
就
業
者
の
意
欲
と
体
力
や
家
庭
環
境

な
ど
へ
の
配
慮
を
ふ
ま
え
て
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
業
務
内
容
や
勤
務
形
態
を
決
め
る
う
え

で
は
、
本
人
や
家
族
の
健
康
問
題
の
制
約
な
ど
も
あ
る

量
労
働
制
、
事
業
場
外
み
な
し
労
働
な
ど
の
制
度
を
利

用
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク
で
も
請
負
・
業
務
委

託
の
よ
う
な
形
で
行
う
場
合
は
、
就
業
の
場
所
だ
け
で

な
く
時
間
に
つ
い
て
も
自
由
に
な
る
の
が
原
則
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
請
負
・
業
務
委
託
で
あ
っ
て
も
、
例

外
的
に
時
間
に
関
す
る
指
定
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
し
も
契
約
の
形
態
だ
け
で
は
っ
き
り
区

別
が
さ
れ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、
契
約
形
態
に
よ
る
境
界

が
不
明
確
な
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
簡
単
な
図

表
を
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
。

こ
の
図
表
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
も
そ

も
雇
用
契
約
関
係
と
請
負
・
業
務
委
託
契
約
関
係
と
の

境
界
は
、
契
約
の
名
称
な
ど
に
よ
り
明
確
な
線
引
き
が

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、現
実
に
、（
指
揮
命
令
や
評
価・

賃
金
決
定
シ
ス
テ
ム
な
ど
）
ど
の
よ
う
な
就
業
管
理
が

行
わ
れ
る
か
な
ど
の
、
事
実
問
題
に
よ
り
決
ま
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
図
の
な
か
に
テ
レ
ワ
ー

ク
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、裁
量
労
働
制
度
な
ど
が
、

時
間
や
場
所
に
ど
の
よ
う
な
柔
軟
性
を
も
た
ら
す
の
か

と
い
う
関
係
を
、
概
念
的
に
示
し
て
み
ま
し
た
。
こ
れ

ら
の
関
係
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
や

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
裁
量
労
働
制
な
ど
は
、
雇
用

契
約
の
枠
組
み
の
な
か
で
の
柔
軟
化
措
置
で
は
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
ら
を
拡
大
し
て
い
け
ば
、
そ
の
実
態
と
し

て
雇
用
契
約
関
係
が
請
負
・
業
務
委
託
契
約
関
係
に
近

づ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
雇
用
の
場
合
と
異
な
り
、
請
負
・
業
務
委

託
で
は
、
契
約
関
係
の
継
続
性
に
お
け
る
安
定
性
に
欠

け
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
、
高
齢
法
に
お
い
て
は
、
雇
用
確
保
措
置
と
、
就
業

確
保
措
置
や
創
業
支
援
等
措
置
と
を
別
に
規
定
し
、
雇

用
確
保
の
義
務
履
行
の
方
策
と
し
て
、
当
然
に
代
替
で

き
る
も
の
と
は
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

請
負
・
業
務
委
託
制
度
の
活
用

一
方
、
も
と
も
と
雇
用
と
請
負
・
業
務
委
託
と
の
関

係
は
明
確
な
線
引
き
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
実
態

に
よ
り
境
界
が
曖
昧
と
な
り
得
る
も
の
で
す
の
で
、
当

事
者
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
契
約
を
し
て
い
る
か
は
別

と
し
て
、
就
業
の
柔
軟
性
を
ど
ん
ど
ん
と
高
め
て
い
く

こ
と
は
、
事
実
上
、
雇
用
関
係
を
離
れ
、
請
負
・
業
務

委
託
の
関
係
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。
そ
こ
で
、
逆
説
的
に
は
な
り
ま
す
が
、
就
業

の
場
所
や
時
間
の
柔
軟
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
雇
用
で
は
な
く
、
請
負
・
業
務
委
託
の
選
択
を
就

業
者
が
自
発
的
に
行
う
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
合
理
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、就
業
者
の
選
択
を
う
な
が
す
た
め
に
は
、

安
定
性
に
つ
い
て
の
問
題
を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

一
つ
は
、
請
負・業
務
委
託
関
係
と
は
い
い
な
が
ら
、

一
定
期
間
の
契
約
関
係
の
存
続
を
契
約
上
保
障
す
る
こ

と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
契
約
条
項
の
工
夫
が
必

要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
例
え
ば
、「
65
歳
ま
で

の
契
約
の
継
続
を
保
証
す
る
」
と
端
的
に
決
め
て
し
ま

図表　就業の場所・時間の柔軟性

出典：�筆者作成

低い　　　　　　就業場所の柔軟性　　　　　　高い

低い　　　　　　就業時間の柔軟性　　　　　　高い

テレワーク

裁量労働制・事業場外みなし時間制度

フレックスタイム制度

短時間勤務制度

変形労働時間制度

雇 

用
請
負
・
業
務
委
託
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う
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
し
、「
契
約
を
打
ち

切
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
労
働
契
約
法
第
16
条
に

定
め
る
要
件
を
満
た
す
場
合
と
す
る
」
な
ど
と
の
規
定

と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
で
き
れ
ば
専
門
家
の
助
言
も
得
な
が
ら
、
当

事
者
間
で
も
十
分
な
理
解
に
基
づ
い
た
合
意
を
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

他
方
で
は
、
そ
の
よ
う
な
安
定
性
に
つ
い
て
は
保
証

し
な
い
代
わ
り
に
、
そ
れ
以
外
の
契
約
の
内
容
や
条
件

な
ど
を
、
雇
用
の
場
合
よ
り
も
優
遇
さ
れ
た
も
の
と
し

て
、
そ
の
選
択
を
う
な
が
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
優
遇
措
置
が
十
分
に
合
理
的
で
あ
れ
ば
、
契
約
関

係
の
安
定
性
の
程
度
が
低
い
に
し
て
も
、
就
業
者
に
お

い
て
、
就
業
条
件
の
柔
軟
性
と
あ
わ
せ
、
こ
の
よ
う
な

就
業
形
態
を
望
む
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
。

定
年
後
の
再
雇
用
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
株

式
会
社
タ
ニ
タ
（
東
京
都
板
橋
区
）
に
お
い
て
、
正
社

員
の
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
化
の
制
度
を
導
入
し
て
い
る
こ
と

が
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
述
の
通
り
、
高
齢
者
の
状

況
は
多
様
化
し
て
い
ま
す
の
で
、
人
に
よ
り
、
請
負
・

業
務
委
託
と
す
る
こ
と
へ
の
ハ
ー
ド
ル
は
、
こ
の
よ
う

な
正
社
員
の
場
合
よ
り
さ
ら
に
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
就
業
者
が
こ
の
よ
う
な
条
件
に
満
足
で
き
る

な
ら
ば
、
請
負
・
業
務
委
託
の
自
発
的
選
択
は
、
高
齢

法
上
の
雇
用
確
保
措
置
と
の
関
係
で
も
問
題
の
な
い
制

度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

雇
用
確
保
措
置
の
内
容
と
の
関
係

現
行
法
上
の
雇
用
確
保
義
務
を
果
た
す
た
め
に
、
請

負
・
業
務
委
託
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
法
律
上
の
義

務
の
限
界
が
ど
の
辺
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
理
解
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
関
係
で
見
て
お
く
べ
き
判
決
の
一
つ
は
ト
ヨ
タ

自
動
車
事
件（
名
古
屋
高
裁
平
成
28
年
9
月
28
日
判
決
）

で
あ
り
、
定
年
前
の
業
務
内
容
と
異
な
っ
た
業
務
内
容

を
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
継
続
雇
用
の
実

質
を
欠
く
よ
う
な
、
大
幅
な
変
更
は
認
め
ら
れ
な
い
と

す
る
も
の
で
す
。
他
方
で
長
澤
運
輸
事
件
（
最
高
裁
平

成
30
年
6
月
1
日
判
決
）
で
は
、
定
年
後
の
有
期
雇
用

労
働
者
と
無
期
契
約
労
働
者
の
労
働
条
件
の
相
違
の
許

容
範
囲
を
考
え
る
う
え
で
、
定
年
後
再
雇
用
で
あ
る
こ

と
を
そ
の
他
の
事
情
と
し
て
考
慮
で
き
る
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
山
梨
県
民
信
用
組
合
事
件
（
最
高
裁
平
成

28
年
2
月
19
日
判
決
）
で
は
、
重
要
な
労
働
条
件
の
変

更
に
つ
い
て
は
、「
不
利
益
の
内
容
及
び
程
度
、
労
働

者
に
よ
り
当
該
行
為
が
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
及
び
そ

の
態
様
、
当
該
行
為
に
先
立
つ
労
働
者
へ
の
情
報
提
供

又
は
説
明
の
内
容
等
に
照
ら
し
て
、
当
該
行
為
が
労
働

者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る

に
足
り
る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
」
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

柔
軟
な
勤
務
制
度
構
築
に
つ
い
て

以
上
を
ふ
ま
え
、
定
年
後
の
就
業
形
態
を
考
え
る
う

え
で
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
テ
レ
ワ
ー
ク
だ
け
で

は
な
く
、請
負
・
業
務
委
託
ま
で
を
含
め
、
検
討
が
可
能

で
あ
り
、
ま
た
そ
の
待
遇
な
ど
に
関
し
て
も
、
ど
の
よ

う
な
提
案
で
あ
れ
ば
継
続
雇
用
の
実
質
が
維
持
で
き
て

い
る
の
か
、
就
業
者
が
納
得
の
う
え
で
そ
の
条
件
に
合

意
し
て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
の
慎
重
な
考
慮
が
必

要
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
業
務

の
内
容
や
事
業
の
状
況
に
よ
っ
て
も
変
わ
り
得
る
と
こ

ろ
で
す
の
で
、
多
面
的
多
角
的
な
検
討
お
よ
び
規
則
の

整
備
な
ど
の
具
体
的
制
度
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要

に
応
じ
て
、
法
律
専
門
家
の
適
切
な
助
言
を
得
る
こ
と

な
ど
も
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、
こ
の
具
体
的
な
適
用
に
関
し
て
は
、
事

業
規
模
が
小
さ
な
と
こ
ろ
で
は
、
就
業
者
一
人
ひ
と
り

の
個
別
状
況
に
応
じ
て
協
議
・
決
定
す
る
と
の
対
応
も

可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
大
規
模
事
業
所

の
場
合
に
つ
い
て
は
（
適
用
に
つ
い
て
は
個
別
の
配
慮

が
必
要
で
あ
る
に
し
て
も
）、
制
度
運
用
上
お
よ
び
公

平
性
の
観
点
か
ら
、
選
択
で
き
る
制
度
を
事
前
に
構
築

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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高
齢
者
と
テ
レ
ワ
ー
ク

少
子
高
齢
化
が
進
む
な
か
、
労
働
者
不
足
や
年
金
制

度
へ
の
不
安
解
消
の
た
め
、
高
齢
者
の
就
労
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
自
身
も
「
人
生
１
０
０

年
時
代
」
と
い
わ
れ
る
現
代
社
会
の
な
か
で
、
や
り
が

い
を
持
っ
て
生
き
て
い
く
た
め
、
生
涯
働
き
続
け
た
い

と
願
う
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
体
力
的
な
不

安
や
配
偶
者
な
ど
の
介
護
問
題
を
抱
え
る
こ
と
も
多
い

こ
と
か
ら
、
通
勤
時
間
や
移
動
時
間
に
よ
る
時
間
と
疲

労
を
削
減
し
、時
間
の
有
効
活
用
が
で
き
る「
テ
レ
ワ
ー

ク
」
が
非
常
に
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
は
、「
情
報
通
信
技
術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
を

活
用
し
た
、
時
間
や
場
所
を
有
効
に
活
用
で
き
る
柔
軟

な
働
き
方
」
と
定
義
さ
れ
お
り
、
就
業
形
態
と
し
て
は

雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
ク
と
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
に
分
類
さ

れ
ま
す
。
雇
用
契
約
に
よ
り
労
働
者
と
し
て
働
く
雇
用

型
テ
レ
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
働
く
場
所
に
よ
っ
て
、

在
宅
勤
務
、
モ
バ
イ
ル
勤
務
、
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス

勤
務
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
４
月
７
日
に
発
令
さ
れ
た

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
緊
急
事
態
宣
言
に
お
い
て
は
、
日

本
全
国
に
外
出
自
粛
が
呼
び
か
け
ら
れ
、
各
企
業
に
お

い
て
は
在
宅
勤
務
の
推
進
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

50
歳
以
上
の
シ
ニ
ア
人
材
に
特
化
し
た
人
材
派
遣
と

人
材
紹
介
を
提
供
す
る
株
式
会
社
シ
ニ
ア
ジ
ョ
ブ
（
東

京
都
新
宿
区
）
が
２
０
２
０
年
３
月
27
日
～
４
月
５
日

に
行
っ
た
調
査
※１
に
よ
る
と
、
同
社
が
紹
介
・
派
遣
し

て
い
る
シ
ニ
ア
人
材
が
勤
務
す
る
企
業
で
、「
在
宅
勤

務
・
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
施
」
を
コ
ロ
ナ
対
策
に
取
り
入

れ
て
い
る
企
業
は
、
10
・
７
％
と
1
割
程
度
と
い
う
結

果
で
し
た
。こ
れ
は
調
査
対
象
の
回
答
企
業
の
業
界
が
、

自
動
車
整
備
や
医
療
・
介
護
、
保
育
、
建
設
・
不
動
産

な
ど
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
む
ず
か
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
業
界
が
多
い
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
特
段
高
齢

者
に
向
け
た
対
策
と
し
て
は
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い

な
い
企
業
が
ま
だ
ま
だ
多
い
状
況
が
う
か
が
え
ま
す
。

一
方
、
ウ
イ
ン
グ
ア
ー
ク
１
ｓ
ｔ
株
式
会
社
（
東
京

都
港
区
）
が
２
０
２
０
年
５
月
７
日
～
15
日
に
行
っ
た

調
査
※２
で
は
、
製
造
業
の
４
社
に
１
社
は
工
場
ま
で
テ

レ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
て
い
た
と
答
え
て
お
り
、
そ
の
対

象
者
の
一
例
と
し
て
、感
染
に
よ
る
リ
ス
ク
の
高
い「
妊

婦
や
高
齢
の
嘱
託
社
員
」が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

内
閣
府
が
５
月
25
日
～
6
月
５
日
に
行
っ
た
調
査
※ 3

で
は
、
緊
急
事
態
宣
言
の
発
令
下
に
お
い
て
、
全
国
で

34
・
６
％
、
東
京
23
区
で
は
55
・
５
％
も
の
人
が
テ
レ

ワ
ー
ク
を
経
験
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
予

期
せ
ぬ
事
態
で
の
緊
急
避
難
的
な
テ
レ
ワ
ー
ク
で
あ
っ

た
た
め
、
通
常
勤
務
と
比
較
す
る
と
効
率
性
や
生
産
性

に
関
し
て
は
47
・
７
％
の
人
が
減
少
し
た
と
答
え
て
い

テ
レ
ワ
ー
ク
の
始
め
方

社
会
保
険
労
務
士
法
人
Ｎ
Ｓ
Ｒ
テ
レ
ワ
ー
ク
推
進
室
Ｃ
Ｗ
Ｏ
社
会
保
険
労
務
士　

武
田
か
お
り

※１　 株式会社シニアジョブ「シニア人材を雇用する企業に対する新型コロナウイルス感染防止対策の
状況調査」 https://corp.senior-job.co.jp/news/2020/04/07/100000

※２　 ウイングアーク1st 株式会社「新型コロナウイルス対策としてのテレワークの実態調査」
https://www.wingarc.com/public/202005/news1270.html

※３　 内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活意識・行動の変化に関する調査」
https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/pdf/shiryo2.pdf
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ま
す
。
し
か
し
、こ
の
よ
う
な
緊
急
事
態
の
な
か
で
も
、

平
常
時
か
ら
一
部
で
も
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
企

業
は
、
大
き
な
支
障
な
く
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ま
た
効
率
や
生
産
性
が
下
が
っ
た
と
感
じ

て
い
る
企
業
も
、テ
レ
ワ
ー
ク
が
実
施
で
き
な
け
れ
ば
、

多
く
の
方
が
感
染
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
自
宅
待
機
や

休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
後

の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
※4
対
策
と
し
て
も
、
労
働
力
確
保
の
た
め
の

高
齢
者
の
就
業
促
進
の
た
め
に
も
、
平
常
時
か
ら
ス

ム
ー
ズ
に
活
用
で
き
る
本
格
的
な
テ
レ
ワ
ー
ク
の
制
度

を
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
の
効
果

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
に
よ
り
、
企
業
・
就
業
者
・
社
会

の
３
者
に
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

高
齢
者
の
働
き
方
と
し
て
は
、
定
年
を
迎
え
体
力
的

に
自
信
の
な
い
シ
ニ
ア
世
代
や
、
障
害
が
あ
り
毎
日
の

通
勤
が
困
難
な
人
で
も
、
在
宅
で
の
業
務
が
可
能
と
な

れ
ば
、
働
く
機
会
が
増
大
し
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
を
導

入
す
る
こ
と
で
企
業
は
労
働
力
を
確
保
で
き
る
う
え

に
、
働
き
方
や
雇
用
形
態
に
よ
っ
て
は
コ
ス
ト
削
減
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
高
齢
者
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
、
仕
事
を
継
続
す
る
こ
と
で

収
入
を
確
保
で
き
、
企
業
も
高
齢
者
も
互
い
に
Ｗ
ｉ
ｎ

︲
Ｗ
ｉ
ｎ
の
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
ま
す（
図
表
１
）。

一
般
社
団
法
人
日
本
テ
レ
ワ
ー
ク
協
会
主
催
「
テ
レ

ワ
ー
ク
推
進
賞
」
に
お
い
て
、
２
０
０
４
（
平
成
17
）

年
度
に
第
５
回
「
会
長
賞
」、
２
０
１
５
年
度
に
第
16

回
「
優
秀
賞
」
を
受
賞
し
た
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ム 

チ
ェ
オ
株

式
会
社
（
本
社
・
東
京
都
港
区
）
は
、
人
口
減
社
会
に

お
け
る
労
働
力
確
保
な
ど
の
解
決
に
貢
献
で
き
る
事
業

モ
デ
ル
と
し
て
、
早
い
時
期
か
ら
高
齢
者
雇
用
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。

２
０
１
７
年
度
第
18
回
「
会
長
賞
」
に
加
え
、
２
０

１
８
年
に
テ
レ
ワ
ー
ク
推
進
企
業
等
厚
生
労
働
大
臣
表

彰
（
輝
く
テ
レ
ワ
ー
ク
賞
）「
優
秀
賞
」
を
受
賞
し
た

味
の
素
株
式
会
社
（
本
社
・
東
京
都
中
央
区
）
で
は
、

多
様
な
人
材
の
活
躍
を
推
進
す
る
な
か
で
、
テ
レ
ワ
ー

ク
の
対
象
と
し
て
定
年
退
職
後
の
シ
ニ
ア
社
員
の
利
用

を
推
奨
し
て
い
ま
す
。
こ
の
結
果
、
２
０
１
６
年
度
比

で
定
年
退
職
後
の
シ
ニ
ア
社
員
利
用
者
は
２
・
４
倍

（
20
人
か
ら
48
人
）
と
な
り
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
総
実
施

回
数
は
１
・
２
倍
と
な
り
ま
し
た
。

２
０
１
５
年
度
に
第
16
回
「
優
秀
賞
」、
２
０
１
８

年
度
に
第
19
回
「
奨
励
賞
」
を
受
賞
し
た
株
式
会
社
タ

ツ
ミ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
東
京
都
中
央
区
）
で
は
、

出
産
・
育
児
・
介
護
・
定
年
な
ど
の
理
由
で
退
職
し
た

Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
に
在
宅
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
業
務
委
託
し
、

経
験
を
要
す
る
「
水
回
り
部
門
」
の
見
積
り
作
成
業
務

を
独
自
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
っ
て
も
ら
う
こ
と

で
、
人
材
不
足
の
課
題
を
解
消
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
２
年
度
に
第
13
回
「
優
秀
賞
」
を
受
賞
し
、

２
０
１
８
年
に
総
務
省
テ
レ
ワ
ー
ク
先
駆
者
百
選
総
務

大
臣
賞
に
選
ば
れ
た
向こ

う

洋よ
う

電
気
土
木
株
式
会
社
（
神
奈

川
県
横
浜
市
）
で
は
、
経
験
の
浅
い
現
場
作
業
員
が
Ｗ

ｅ
ｂ
カ
メ
ラ
を
携
帯
し
、
70
歳
の
高
齢
社
員
を
は
じ
め

と
す
る
ベ
テ
ラ
ン
社
員
が
Ｗ
ｅ
ｂ
カ
メ
ラ
か
ら
の
現
場

の
映
像
を
元
に
、
遠
隔
地
か
ら
作
業
指
示
を
し
て
い
ま
※4　BCP…… 事業継続計画（Business Continuity Plan）。自然災害や感染症などの有事の際に、事業を中断させない、あるいは中断しても可能なかぎり短い

期間で復旧させるための手順等をマニュアル化した計画のこと

図表１　テレワークのさまざまな効果
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社 会
社会への効果 

・労働力の確保
 (高齢者・女性の活用）
・雇用の創出
・地方・地域の活性化
・環境負荷の低減
・交通混雑の回避

企 業
企業へのメリット

・事業継続性確保（BCP）
・意思決定の迅速化
・業務効率の向上
・離職防止（育児、介護）
・障がい者雇用促進
・オフィスコスト、交通費削減

就業者
就業者へのメリット

・ワーク・ライフ・バランス向上
・育児、介護と仕事の両立
・業務効率の向上
・移動削減による時間創出
・障がい者の就業
・病気の治療との両立

■テレワークとは
　「情報通信技術（ICT）を活用した、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」
　※テレワーク：「tele ＝離れたところで」と「work ＝働く」をあわせた造語

企業、社会、就業者の３者にとってプラスの効果
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す
。
作
業
現
場
は
夏
は
暑
く
冬
は
寒
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

障
害
物
が
あ
る
な
ど
体
力
の
消
耗
が
激
し
い
場
所
で

す
。
こ
の
よ
う
な
遠
隔
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

確
立
さ
せ
る
こ
と
で
、
高
齢
社
員
が
現
場
に
行
か
な
く

て
も
、
そ
の
長
年
の
技
術
伝
承
が
実
現
可
能
と
な
り
ま

す
。テ

レ
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
高
齢
社
員
は
雇

用
と
自
分
の
や
り
が
い
の
確
保
が
で
き
、
企
業
は
次
世

代
育
成
の
た
め
の
能
力
開
発
を
、
貴
重
な
知
識
と
経
験

を
持
つ
高
齢
者
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
の
始
め
方

■
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
の
ポ
イ
ン
ト

１　
推
進
体
制
と
ル
ー
ル
策
定

社
内
の
各
部
署
が
推
進
の
意
義
を
理
解
し
、「
い
つ

か
は
全
社
員
が
活
用
で
き
る
制
度
を
目
ざ
す
」
と
い
う

目
標
を
掲
げ
て
推
進
し
ま
す
。
経
営
企
画
部
門
、
人
事

総
務
部
門
、
情
報
シ
ス
テ
ム
部
門
が
中
心
と
な
り
、
対

象
部
門
の
代
表
者
な
ど
も
加
え
た
推
進
チ
ー
ム
を
結
成

す
る
な
ど
全
社
横
断
的
な
体
制
づ
く
り
が
有
効
で
す

（
図
表
２
）。

２　
テ
レ
ワ
ー
ク
中
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

周
り
に
人
が
い
な
い
環
境
で
業
務
が
で
き
る
こ
と
は

テ
レ
ワ
ー
ク
の
メ
リ
ッ
ト
で
す
が
、
在
宅
勤
務
中
の
報

連
相
（
報
告
・
連
絡
・
相
談
）
や
、
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
が

孤
独
感
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
量
を
保
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
メ
ー

ル
や
電
話
だ
と
、
相
手
の
状
態
が
わ
か
ら
ず
声
を
か
け

に
く
い
の
で
、
気
軽
に
声
か
け
が
で
き
る
チ
ャ
ッ
ト

ツ
ー
ル
が
便
利
で
す
。
ま
た
、
仮
想
オ
フ
ィ
ス
ツ
ー
ル

の
利
用
や
、
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
ツ
ー
ル
を
常
時
接
続
し
、
オ

フ
ィ
ス
で
働
く
メ
ン
バ
ー
全
体
の
様
子
を
カ
メ
ラ
で
配

信
す
る
こ
と
で
、
離
れ
て
い
て
も
一
緒
に
働
い
て
い
る

空
気
感
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
際
、
オ

フ
ィ
ス
側
の
カ
メ
ラ
、
マ
イ
ク
、
ス
ピ
ー
カ
ー
は
す
べ

て
Ｏ
Ｎ
に
、
在
宅
勤
務
側
は
ス
ピ
ー
カ
ー
の
み
Ｏ
Ｎ
に

し
て
お
き
、
声
を
か
け
ら
れ
た
ら
マ
イ
ク
と
カ
メ
ラ
を

つ
け
て
対
応
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
に
し
て
お
く
と
便
利

で
す
。

３　
テ
レ
ワ
ー
ク
の
対
象
者

テ
レ
ワ
ー
ク
（
特
に
在
宅
勤
務
）
の
対
象
者
は
、
希

望
者
全
員
を
対
象
と
す
る
場
合
で
も
、
自
宅
の
就
業
環

境
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
通
信
環
境
、
家
族
環
境
な
ど
）

に
つ
い
て
は
、
申
請
書
な
ど
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
ま
す
。

対
象
者
を
限
定
す
る
場
合
は
、
勤
続
年
数
（
勤
続
1

年
以
上
な
ど
）、
個
人
的
理
由
（
育
児
・
介
護
・
遠
距

離
通
勤
・
傷
病
な
ど
）、
部
門
・
業
種
（
営
業
部
門
、

管
理
部
門
な
ど
）、
雇
用
形
態
（
正
社
員
、
契
約
社
員
、

パ
ー
ト
社
員
な
ど
）
な
ど
、
客
観
的
理
由
を
示
す
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

目的 トライアル 導入調査 導入計画策定 風土
醸成

図表２　テレワーク本格導入までの全体像
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業務分析 ③ルールの検討

IT環境整備 ④ ICT環境の構築と
　セキュリティの検討

社内制度・
ルール構築 ⑤制度・規定の検討

教育
⑥ 管理職ワークショップに
よる意見交換や全社員か
らアイデア募集

業
務
棚
卸

Ｉ
Ｃ
Ｔ

環
境
確
認

制
度
確
認

ト
ッ
プ
の

意
思
確
認

セ
ミ
ナ
ー

座
談
会
等

ア
ン
ケ
ー
ト

☆
本
格
導
入
準
備

①
導
入
目
的
・
方
針
・
推
進
体
制
の
確
認
︵
現
状
分
析
︶

②
導
入
︵
改
善
︶
計
画
の
策
定
／
プ
レ
ト
ラ
イ
ア
ル
実
施

⑦
利
用
者
、
管
理
職
、
同
僚
、
全
社
員
へ
の
周
知
・
教
育

⑧
ト
ラ
イ
ア
ル

⑨
ト
ラ
イ
ア
ル
結
果
分
析

　
︵
ア
ン
ケ
ー
ト
等
︶

⑩
ト
ラ
イ
ア
ル
の
検
証
・
評
価

⑪ルール・
　制度の改善
　見直し
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４　
テ
レ
ワ
ー
ク
の
頻
度

テ
レ
ワ
ー
ク
（
特
に
在
宅
勤
務
）
の
実
施
頻
度
は
、

導
入
の
段
階
や
導
入
目
的
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍
以
前
、
政
府
は
、
週
に
１
日
で
も
い
い
の
で
テ

レ
ワ
ー
ク
を
導
入
す
る
企
業
と
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
増
加

を
目
標
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ

り
多
く
の
人
が
テ
レ
ワ
ー
ク
を
経
験
し
た
現
在
は
、
よ

り
高
い
頻
度
で
の
テ
レ
ワ
ー
ク
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
頻
度
が
低
い
テ
レ
ワ
ー
ク
で
も
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

や
勤
怠
管
理
は
必
須
と
な
り
ま
す
が
、
実
施
頻
度
が
多

く
な
る
ほ
ど
、
費
用
負
担
、
教
育
訓
練
、
評
価
な
ど
、

労
務
管
理
に
お
け
る
検
討
項
目
は
増
加
し
ま
す
。

５　
テ
レ
ワ
ー
ク
中
の
業
務

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
に
あ
た
っ
て
対
象
業
務
を
選
定
す

る
際
に
は
、
ま
ず
業
務
の
棚
卸
し
が
必
要
で
す
。
①
業

務
に
か
か
る
時
間
、
②
使
用
す
る
書
類
、
③
使
用
す
る

シ
ス
テ
ム
や
ツ
ー
ル
、
④
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
業
務
上
の

情
報
漏
洩
リ
ス
ク
、
⑤
関
係
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
確
認
し
て
、
い
ま
す
ぐ
実
施
で
き
る
業
務
と

で
き
な
い
業
務
を
整
理
し
ま
す
。
い
ま
す
ぐ
実
施
で
き

な
い
業
務
で
あ
っ
て
も
、
ツ
ー
ル
の
導
入
や
ル
ー
ル
を

新
た
に
策
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
レ
ワ
ー
ク
が
で
き

る
業
務
の
幅
を
広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

６　
テ
レ
ワ
ー
ク
に
お
け
る
時
間
管
理

テ
レ
ワ
ー
ク
中
で
あ
っ
て
も
、
オ
フ
ィ
ス
と
同
様
に

始
業
終
業
時
間
の
確
認
・
記
録
が
必
要
で
す
。「
職
場

の
タ
イ
ム
カ
ー
ド
を
打
刻
で
き
な
い
」
な
ど
物
理
的
な

問
題
に
つ
い
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
、
電
話
、
チ
ャ
ッ
ト

な
ど
に
よ
る
方
法
で
代
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、
パ
ソ
コ

ン
の
ロ
グ
記
録
、
ク
ラ
ウ
ド
の
勤
怠
管
理
ツ
ー
ル
を
利

用
し
て
ど
こ
か
ら
で
も
打
刻
が
で
き
る
ツ
ー
ル
を
利
用

す
る
と
個
別
に
報
告
す
る
手
間
が
省
け
、
記
録
を
共
有

し
や
す
く
便
利
で
す
。
業
務
に
専
念
し
て
い
る
か
ど
う

か
が
心
配
で
導
入
に
ふ
み
切
れ
な
い
場
合
は
、
顔
認
証

や
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
を
ラ
ン
ダ
ム
に
キ
ャ
プ
チ
ャ
で
き

る
ツ
ー
ル
な
ど
、
在
席
確
認
が
で
き
る
ツ
ー
ル
を
試
し

て
み
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

７　
就
業
規
則
と
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
規
定

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
に
あ
た
り
場
所
が
変
わ
る
だ
け
で
、

労
働
時
間
や
賃
金
を
変
更
し
な
い
場
合
、
就
業
規
則
の

変
更
は
不
要
で
す
。
し
か
し
、
切
り
分
け
の
む
ず
か
し

い
水
道
光
熱
費
な
ど
を
労
働
者
に
負
担
さ
せ
る
場
合
や

労
働
時
間
、
手
当
の
変
更
を
す
る
場
合
は
、
就
業
規
則

を
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
労
働
時
間
を
変
更
す

る
場
合
も
、
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
ト
ラ
イ
ア
ル
中
だ
か
ら

と
い
っ
て
労
働
基
準
法
を
免
除
・
猶
予
す
る
特
例
は
あ

り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
を
機
に
「
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
」
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
な

ど
、
緊
急
テ
レ
ワ
ー
ク
や
ト
ラ
イ
ア
ル
中
で
あ
っ
て
も

就
業
規
則
を
変
更
し
て
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
規
定
を
作
成
し
た
場
合
も
、

す
べ
て
の
規
定
は
就
業
規
則
の
一
部
と
な
り
ま
す
の

で
、
労
働
者
の
意
見
を
聞
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督

署
へ
の
届
出
、
周
知
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

８　
本
格
導
入
に
際
し
て

ト
ラ
イ
ア
ル
の
検
証
に
よ
り
作
成
し
た
就
業
規
則（
テ

レ
ワ
ー
ク
勤
務
規
定
）
や
ル
ー
ル
の
周
知
を
行
う
と
と

も
に
、
導
入
の
た
め
の
教
育
・
研
修
を
行
い
ま
す
。
特

に
高
齢
社
員
の
場
合
、
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
が
低
い
と
テ

レ
ワ
ー
ク
に
馴
染
ま
ず
、
制
度
を
批
判
的
に
と
ら
え
る

例
も
多
い
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
パ
ソ
コ
ン
の
知
識
・

操
作
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
な
ど
を
強
化
し
継
続
的
に

実
施
し
ま
す
。

導
入
に
際
し
て
は
、
最
初
か
ら
完
璧
な
ル
ー
ル
を
つ

く
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
相
談
窓
口
・
会
議
・
ア

ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
よ
り
課
題
を
抽
出
し
、
試
行
錯
誤
を

く
り
返
し
な
が
ら
、
自
社
に
合
っ
た
制
度
を
育
て
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。

お
わ
り
に

テ
レ
ワ
ー
ク
の
普
及
は
、
高
齢
社
員
の
働
き
や
す
さ

や
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
叶か

な

え
る
だ
け
で
は

な
く
、
高
齢
社
員
の
能
力
を
活
か
し
、
さ
ら
な
る
活
躍

の
場
を
広
げ
る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
働
き
方
の

多
様
性
を
実
現
し
、
新
し
い
時
代
を
生
き
抜
く
企
業
戦

略
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
う
次
第
で
す
。
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押
さ
え
て
お
き
た
い
、

再
雇
用
時
の
適
用
要
件

健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
、
雇
用
保
険
に
お
け
る

被
保
険
者
の
適
用
要
件
は
、
時
短
勤
務
者
、
短
日
勤
務

者
と
し
て
の
再
雇
用
締
結
時
の
所
定
労
働
時
間
数
と
雇

用
期
間
に
応
じ
て
判
断
し
ま
す
。

【
時
短
勤
務
者
ま
た
は
短
日
勤
務
者
の
健
康
保
険
・

20

Ｑ
＆
Ａ
で
学
ぶ
柔
軟
な
勤
務
制
度
に
お
け
る

労
務
管
理
の
ポ
イ
ン
ト

髙
山
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所
所
長
　
髙
山
英え

い

哲て

つ

当
社
は
定
年
後
の
希
望
者
に
対
し
て
、
健
康
な

者
を
嘱
託
社
員
と
し
て
再
雇
用
を
し
て
い
ま
す
。

雇
用
形
態
は
、
時
短
勤
務
ま
た
は
短
日
勤
務
と
な

り
ま
す
。
雇
用
形
態
を
変
更
し
て
も
社
会
保
険
は

適
用
さ
れ
ま
す
か
。

定
年
後
の
再
雇
用
時
に
お
け
る
社
会
保
険

適
用
の
有
無
は
、
所
定
労
働
時
間
数
と
雇

用
期
間
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。
な
お
健
康
保

険
・
厚
生
年
金
保
険
の
場
合
、
従
業
員
数
に
よ
っ

て
被
保
険
者
の
適
用
要
件
は
異
な
り
ま
す
。

A
時
短
勤
務
者
、
短
日
勤
務
者
に
社
会

保
険
は
適
用
さ
れ
る
か

Q1

図表　時短勤務者・短日勤務者における社会保険の適用要件

出典：筆者作成

保険の種類 所定労働時間数等における
労働・社会保険の適用要件

健康保険
厚生年金保険

１週間の所定労働時間および１カ月の所定労働日数

が通常の労働者（正社員）の４分の３以上である者

雇用保険 ①１週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

労災保険 所定労働時間数、雇用期間を問わず適用

解　  説

3

厚
生
年
金
保
険
の
適
用
要
件
︼
︵
図
表
︶

　

１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
お
よ
び
１
カ
月
の
所
定
労

働
日
数
が
通
常
の
労
働
者
︵
正
社
員
︶
の
４
分
の
３
以

上
で
あ
る
者
は
︑
引
き
続
き
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保

険
と
も
に
被
保
険
者
の
適
用
と
な
り
ま
す
︒

　

ま
た
４
分
の
３
未
満
で
あ
っ
て
も
、
次
の
五
つ
の
条

件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
被
保
険
者
の
適
用
と
な
り
ま

す
。
①
週
の
所
定
労
働
時
間
が 　

時
間
以
上
で
あ
る
こ

と
、
②
月
額
賃
金
が
８
・
８
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
、

③
勤
務
期
間
が
１
年
以
上
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
④
学
生

で
は
な
い
こ
と
、
⑤
従
業
員
数
５
０
１
人
以
上
の
企
業

に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
５
０
０
人
以
下
の
企
業
で

も
労
使
合
意
が
あ
れ
ば
適
用
対
象
と
な
り
ま
す
）
。
た
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だ
し
、
従
業
員
数
に
つ
い
て
は
、
年
金
制
度
改
正
法
※

に
よ
り
２
０
２
２
年
10
月
に
１
０
１
人
以
上
、
さ
ら
に

２
０
２
４
年
10
月
に
は
51
人
以
上
の
企
業
に
ま
で
拡
大

さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し
た
。

【
時
短
勤
務
者
ま
た
は
短
日
勤
務
者
の
雇
用
保
険
の

適
用
要
件
】

時
短
勤
務
者
、
短
日
勤
務
者
で
も
、
次
の
二
つ
の
適

用
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
変
わ
ら
ず

雇
用
保
険
被
保
険
者
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

①
１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
で
あ
る

こ
と
、
②
31
日
以
上
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
。

時
短
勤
務
者
が
対
象
と
な
る

労
働
法
令
と
は

時
短
勤
務
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
時
短
勤
務
者
は
「
１
週
間
の
所
定
労
働
時

間
が
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の

１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
に
比
べ
て
短
い
労
働
者
」
と

定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
雇
用
形
態
に
お
け
る

名
称
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

「
嘱
託
社
員
」、「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
」、「
ア
ル
バ
イ
ト
」

な
ど
、
呼
び
方
は
異
な
っ
て
も
、
条
件
に
あ
て
は
ま
る

労
働
者
で
あ
れ
ば
、
同
法
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
ぜ
、
時
短
勤
務
者
の
各
種
手
当
は
、

容
易
に
減
額
で
き
な
い
の
か

２
０
２
０
年
4
月
1
日
（
中
小
企
業
は
２
０
２
１
年

4
月
1
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

法
の
第
８
条
で
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
明
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
事
業
主
が
、
雇
用
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

待
遇
と
通
常
の
労
働
者
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
、
職
務
の
内

容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
（
人
材
活
用
の
仕
組
み
や
運

用
な
ど
）、
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
」

端
的
に
い
え
ば
、
時
短
勤
務
者
で
あ
っ
て
も
「
個
々

の
待
遇
（
各
種
手
当
）
ご
と
に
、
当
該
待
遇
の
性
質
お

よ
び
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
事
情
を
考

慮
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
」、
と
読
み
取
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
同
法
第
９
条
で
は
、「
事
業
主
は
、
職
務

の
内
容
、
職
務
の
内
容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
（
人
材

活
用
の
仕
組
み
や
運
用
な
ど
）
が
通
常
の
労
働
者
と
同

一
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
待
遇

に
つ
い
て
、
差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

明
示
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
次
の
二
つ
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

時
短
勤
務
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
す
べ
て
の
待
遇

に
つ
い
て
、
差
別
的
に
取
り
扱
う
こ
と
を
禁
止
す
る
こ

と
が
明
確
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
職
務
の
内
容
が
同
じ

②
職
務
の
内
容
・
配
置
の
変
更
の
範
囲
（
人
材
活
用

の
仕
組
み
や
運
用
な
ど
）
が
同
じ

こ
の
よ
う
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
の

第
８
条
、
第
９
条
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
時
短
勤
務
者
の
各

種
手
当
は
、
容
易
に
減
額
は
で
き
ま
せ
ん
。

※　「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（2020年5月成立）

重
ね
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
「
同
一
労
働

同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
指
針
）」
に
し
た
が
っ

て
、
手
当
ご
と
に
不
合
理
か
否
か
を
判
断
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
す
。

病
気
や
介
護
な
ど
の
理
由
で
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務

か
ら
時
短
勤
務
へ
の
変
更
を
希
望
す
る
正
社
員
が

い
ま
す
。
労
働
条
件
を
時
短
勤
務
に
変
更
す
る
と

同
時
に
、
い
ま
支
給
を
し
て
い
る
各
種
手
当
を
減

額
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。

雇
用
形
態
を
時
短
勤
務
に
変
更
し
た
と
い

う
理
由
だ
け
で
は
、
各
種
手
当
を
減
額
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。こ
れ
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・

有
期
雇
用
労
働
法
（
以
下
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
法
」）
に
抵
触
す
る
か
否
か
、
労
使
で
協
議
を

A
時
短
勤
務
者
の
各
種
手
当
は
、

減
額
で
き
る
か

Q2
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時
短
勤
務
者
が
対
象
と
な
る

労
働
法
令
と
は

時
短
勤
務
者
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
時
短
勤
務
者
は
「
１
週
間
の
所
定
労
働
時

間
が
同
一
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
通
常
の
労
働
者
の

１
週
間
の
所
定
労
働
時
間
に
比
べ
て
短
い
労
働
者
」
と

定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
雇
用
形
態
に
お
け
る

名
称
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

「
嘱
託
社
員
」、「
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
」、「
ア
ル
バ
イ
ト
」

な
ど
、
呼
び
方
は
異
な
っ
て
も
、
条
件
に
あ
て
は
ま
る

労
働
者
で
あ
れ
ば
、
同
法
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
ぜ
、
時
短
勤
務
者
の
各
種
手
当
は
、

容
易
に
減
額
で
き
な
い
の
か

２
０
２
０
年
4
月
1
日
（
中
小
企
業
は
２
０
２
１
年

4
月
1
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
た
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

法
の
第
８
条
で
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
明
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
事
業
主
が
、
雇
用
す
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の

待
遇
と
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
を
相
違
さ
せ
る
場
合

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
も
た
ら
す
、

手
当
額
の
影
響

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
よ
る

と
待
遇
差
が
存
在
す
る
場
合
、
各
種
手
当
が
不
合
理
か

否
か
の
考
え
方
は
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
役
職
手
当
等
：
労
働
者
の
役
職
の
内
容
に
対
し
て
支

給
す
る
も
の
は
、
正
社
員
と
同
一
の
役
職
に
就
く
時

短
勤
務
者
に
は
、
同
一
の
手
当
を
支
給
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
役
職
の
内
容
に
一
定
の
違
い

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
相
違
に
応
じ
た
手

当
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
通
勤
手
当
等
：
時
短
勤
務
者
に
も
、
正
社
員
と
同
一

の
支
給
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

③
家
族
手
当
・
住
宅
手
当
：
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
示
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
均
衡
・
均
等
待
遇
の
対
象

と
な
っ
て
い
ま
す
。
労
使
で
事
情
に
応
じ
て
の
協
議

が
必
要
で
す
。

④
賞
与
：
会
社
の
業
績
な
ど
に
対
す
る
労
働
者
の
貢
献

に
応
じ
て
の
支
給
は
、
正
社
員
と
同
一
の
貢
献
で
あ

る
時
短
勤
務
者
に
は
、貢
献
に
応
じ
た
部
分
に
つ
き
、

同
一
の
支
給
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
貢
献
に

一
定
の
違
い
が
あ
る
場
合
、
そ
の
相
違
に
応
じ
た
支

給
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

⑤
時
間
外
労
働
割
増
賃
金
等
：
正
社
員
と
同
一
の
時
間

外
労
働
、
深
夜
労
働
、
休
日
労
働
を
行
っ
た
時
短
勤

務
者
に
は
、
同
一
の
割
増
率
な
ど
で
支
給
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

パ
ー
ト
社
員
、
契
約
社
員
の
テ
レ
ワ
ー
ク

テ
レ
ワ
ー
ク
の
対
象
者
と
し
て
パ
ー
ト
社
員
、
契
約

社
員
を
含
め
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
雇
用
時
に
締
結
し

た
労
働
契
約
書
の
就
業
場
所
に
在
宅
勤
務
場
所
で
あ
る

「
自
宅
」が
な
い
場
合
は
、労
働
条
件
を
変
更
す
る
た
め
、

改
め
て
労
働
契
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
パ
ー
ト
社
員
、
契
約
社
員
に
適
用
さ
れ
る
就

業
規
則
で
、「
通
常
勤
務
」
と
「
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
」

の
労
働
時
間
な
ど
の
労
働
条
件
が
同
じ
で
あ
る
場
合

は
、就
業
規
則
の
変
更
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
に
か
ぎ
っ
て
生
じ
る
、
通
信
費
用
お

よ
び
光
熱
費
の
負
担
割
合
、
パ
ソ
コ
ン
や
周
辺
機
器
の

貸
与
な
ど
の
明
示
が
な
い
場
合
は
、
就
業
規
則
の
変
更

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

派
遣
社
員
の
テ
レ
ワ
ー
ク
対
応
は

「
就
業
場
所
」
の
変
更
か
ら

す
で
に
就
業
し
て
い
る
派
遣
社
員
が
、
初
め
て
テ
レ

ワ
ー
ク
を
実
施
す
る
に
は
「
就
業
場
所
」
な
ど
の
労
働

者
派
遣
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

変
更
例
は
、
次
の
通
り
で
す
。

【
変
更
例
】

●
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
労
働
者
派
遣
契
約

と
同
内
容
で
、
○
○
株
式
会
社
は
、
□
□
株
式
会

社
に
対
し
、
労
働
者
派
遣
を
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
就
業
の
場
所
は
、
□
□
株
式
会
社
の
△

△
事
業
所
（
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
す
る
場
合
に
は

派
遣
労
働
者
の
自
宅
）
と
す
る
。

こ
の
契
約
変
更
は
、
緊
急
事
案
の
場
合
に
は
、
事
前

に
書
面
契
約
変
更
を
要
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
派
遣
元
事
業
主
と
派
遣
先
と
の
間
で
十
分

な
協
議
を
重
ね
て
の
合
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

当
社
で
は
、時
短
勤
務
者
、短
日
勤
務
者
の
パ
ー

ト
社
員
、契
約
社
員
、派
遣
社
員
に
対
し
て
テ
レ

ワ
ー
ク
勤
務
を
検
討
し
て
い
ま
す
。運
用
す
る
前
に
、

確
認
す
べ
き
事
項
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

テ
レ
ワ
ー
ク
の
対
象
者
を
選
定
す
る
う
え

で
、
法
律
上
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ト
社
員
、
契
約

社
員
、
派
遣
社
員
の
テ
レ
ワ
ー
ク
は
原
則
可
能
で

す
。
し
か
し
派
遣
社
員
の
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
は
、

派
遣
元
事
業
主
と
派
遣
先
と
の
間
で
協
議
を
重
ね

て
の
合
意
が
必
要
で
す
。

A
パ
ー
ト
社
員
、
契
約
社
員
、
派
遣
社

員
に
テ
レ
ワ
ー
ク
（
在
宅
勤
務
）
は

適
用
可
能
か
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派
遣
元
事
業
主
お
よ
び
派
遣
先
に
よ
る

派
遣
社
員
の
自
宅
巡
回
は
、
必
要
な
の
か

派
遣
元
事
業
主
お
よ
び
派
遣
先
の
「
講
ず
べ
き
措
置

に
関
す
る
指
針
」
で
、
定
期
的
に
派
遣
元
事
業
主
お
よ

び
派
遣
先
は
、
派
遣
労
働
者
の
就
業
場
所
を
巡
回
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
派
遣
労
働
者

の
就
業
の
状
況
が
労
働
者
派
遣
契
約
に
反
し
て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
す
。

こ
の
指
針
に
対
し
て
厚
生
労
働
省
は
、
電
話
や
メ
ー

ル
で
就
業
状
況
を
確
認
で
き
れ
ば
派
遣
労
働
者
の
自
宅

ま
で
巡
回
す
る
必
要
は
な
い
、
と
の
見
解
を
２
０
２
０

（
令
和
２
）
年
４
月
10
日
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し

て
い
ま
す
。

事
業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制
で
、

考
え
る
こ
と
は
、
一
つ
だ
け

事
業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制
と
は
、「
事
業
場
外

勤
務
で
労
働
時
間
の
算
定
が
困
難
な
場
合
、
一
定
の
労

働
時
間
を
働
い
た
も
の
と
み
な
す
」
制
度
で
す
。
運
用

し
て
い
る
会
社
は
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
導
入
に
向

け
考
え
る
こ
と
は
、一
つ
だ
け
で
す
。そ
れ
は
テ
レ
ワ
ー

ク
が
「
使
用
者
の
具
体
的
な
指
揮
監
督
が
お
よ
ば
ず
、

労
働
時
間
を
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
」
と
判
断
さ
れ
る

か
ど
う
か
で
す
。
適
用
に
は
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
み
え
ま

す
。
次
の
二
つ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
可
能
か
否
か

を
、
労
使
で
検
討
し
ま
す
。

①�

情
報
通
信
機
器
が
、
使
用
者
の
指
示
に
よ
り
常
時

通
信
可
能
な
状
態
に
お
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
。

②�

随
時
使
用
者
の
具
体
的
な
指
示
に
基
づ
い
て
業
務

を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

つ
ま
り
テ
レ
ワ
ー
ク
の
場
合
、
大
半
の
ケ
ー
ス
で
事

業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制
を
適
用
す
る
こ
と
は
困
難

と
な
り
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
で
、
業
務
報
告
書
の
作
成
・

提
出
を
見
直
す
三
つ
の
理
由

導
入
当
初
、
多
く
の
企
業
は
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
者
が

定
期
的
に
作
成
す
る
業
務
報
告
書
な
ど
で
、「
始
業
・

終
業
の
時
刻
」、「
業
務
内
容
の
報
告
」
な
ど
を
記
載
し

て
の
提
出
を
義
務
化
し
て
い
ま
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
業
務
報
告
書
の
作
成
・
提
出
見
直
し
を
す
る
企
業

が
顕
著
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
３
点
で
す
。

①�

通
常
、業
務
報
告
書
は
社
内
業
務
で
は
作
成
し
て
い

な
い

②�

厳
格
な
管
理
体
制
を
整
備
す
る
と
、
テ
レ
ワ
ー
ク

を
利
用
し
に
く
い
状
況
に
つ
な
が
る

③�

安
価
で
利
便
性
の
あ
る
ツ
ー
ル
が
充
実
し
て
い
る

活
用
し
た
い
、
勤
怠
状
況
、

労
働
時
間
管
理
に
お
け
る
二
つ
の
ツ
ー
ル

現
在
で
は
業
務
報
告
書
の
作
成
に
代
わ
り
、
次
の
よ

う
な
二
つ
の
ツ
ー
ル
の
利
用
で
、
勤
怠
管
理
、
労
働
時

間
管
理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

①�

勤
怠
管
理
ツ
ー
ル
：
社
員
が
働
い
た
時
間
、
働
い
た

場
所
を
把
握
し
、
そ
の
デ
ー
タ
の
管
理
が
可
能
。

②�

在
席
管
理
ツ
ー
ル：テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
中
の
社
員
が
、

就
業
場
所
で
在
席
か
否
か
な
ど
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

表
示
す
る
こ
と
が
可
能
。

る
労
働
時
間
の
実
態
把
握
が
主
流
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
次
第
に
、
勤
怠
管
理
機
能
、
在
席
管
理
機

能
等
の
ツ
ー
ル
（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
な

ど
）
が
注
目
さ
れ
、
次
々
と
優
れ
た
機
能
が
生
み

出
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
社
は
テ
レ
ワ
ー
ク
導
入
を
決
定
し
ま
し
た
。

勤
怠
管
理
、
労
働
時
間
管
理
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
、
具
体
的
な
運
用
方
法
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

事
業
場
外
み
な
し
労
働
時
間
制
は
、
慎
重

な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
か
つ
て
、
テ

レ
ワ
ー
ク
導
入
に
向
け
て
の
勤
怠
管
理
・
労
働
時

間
管
理
は
、
社
員
側
か
ら
の
業
務
報
告
な
ど
に
よ

A
テ
レ
ワ
ー
ク
（
在
宅
勤
務
）
の
勤
怠

管
理
・
労
働
時
間
管
理
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
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「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
は

単
な
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
は
な
い

数
年
前
か
ら
「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
、
多
く
の
人

は
こ
の
言
葉
は
単
に
長
寿
化
社
会
を
象
徴
す
る
言
葉
に

過
ぎ
ず
、
実
際
に
自
分
が
１
０
０
歳
ま
で
生
き
る
と
い

う
こ
と
は
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
た
し

か
に
現
実
の
平
均
寿
命
は
男
性
で
81
・
４
歳
、
女
性
は

87
・
５
歳
︵
厚
生
労
働
省
「
令
和
元
年
簡
易
生
命
表
」

よ
り
︶
で
あ
り
、
ま
だ
ま
だ
１
０
０
歳
ま
で
は
遠
い
よ

う
に
思
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
在
で
の
平

均
寿
命
で
す
。
過
去
30
年
間
の
平
均
寿
命
の
伸
び
を
計

算
す
る
と
、
１
年
あ
た
り
０
・
19
歳
ず
つ
延
び
て
き
て

い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
現
在
50
歳
の
人
が
い
ま
の
平
均

寿
命
に
達
す
る
こ
ろ
に
は
男
性
の
平
均
寿
命
は
87
・
４

歳
、
女
性
で
あ
れ
ば
94
・
６
歳
と
い
う
計
算
に
な
り
ま

す
。
ま
た
一
方
で
、「
寿
命
中
位
数
」
と
い
う
デ
ー
タ

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
同
じ
年
に
生
ま
れ
た
人
が
50
％

生
存
し
て
い
る
年
齢
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
で
予
測

し
て
み
る
と
、
い
ま
の
50
歳
の
人
た
ち
が
現
在
の
平
均

寿
命
ま
で
生
存
す
る
と
仮
定
し
た
31
～
37
年
後
の
50
％

生
存
年
齢
は
、
男
性
が
90
・
４
歳
、
女
性
が
97
・
４
歳

と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
人
生
１
０
０
年
と
い
う

の
は
決
し
て
大
げ
さ
な
数
字
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
60
歳
で
定
年
を
迎
え

た
後
の
人
生
は「
老
後
」で
も
「
余
生
」
で
も
な
く
、
人

生
の
第
二
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ

う
。
そ
も
そ
も「
人
生
１
０
０
年
時
代
」と
い
う
言
葉
が

は
や
り
出
し
た
き
っ
か
け
は
、ロ
ン
ド
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス
ス

ク
ー
ル
教
授
の
リ
ン
ダ
・
グ
ラ
ッ
ト
ン
氏
の
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー﹃
ラ
イ
フ
シ
フ
ト
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︶か
ら
で
す
。

同
書
で
は
、
こ
れ
か
ら
長
寿
社
会
に
入
る
こ
と
に
よ
り
、

人
生
に
お
い
て
何
度
か
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
を
す
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
60
歳
以
後
を
単
に

「
老
後
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
仕
事
や
生
活
に
お

い
て
は
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
フ
ェ
ー
ズ
に
入
る
と
考
え

る
べ
き
な
の
で
す
。
実
際
、
私
は
60
歳
ま
で
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
を
や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
退
職
し
た
後
、
会
社
に

残
る
こ
と
は
せ
ず
、
自
分
で
新
し
い
道
を
歩
き
始
め
て

今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
私
自
身
の
経
験
を
ふ

ま
え
て
、
60
歳
以
降
の
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
の
仕
方
、
充

実
し
た
“
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
”
を
つ
く
る
た
め
に
大
切
な

こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
自
由
」

私
は
60
歳
か
ら
の
働
き
方
と
生
き
方
の
キ
ー
ワ
ー
ド

充
実
し
た＂
シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
＂の
つ
く
り
方

株
式
会
社
オ
フ
ィ
ス
・
リ
ベ
ル
タ
ス 

代
表
取
締
役
　
大
江 

英
樹

解　  説
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は
「
自
由
」
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
「
自
由
」

に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
自
分
の
や

り
た
い
こ
と
を
や
る
」
と
い
う
意
味
、
そ
し
て
も
う
一

つ
は
「
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
」
と
い
う
意
味
で

す
。
こ
の
う
ち
、「
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
や
る
」

と
い
う
の
は
簡
単
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

現
代
で
は
働
く
人
の
約
9
割
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
※
で
す

が
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
の
は
「
会
社
に
自
分
の
自

由
を
売
り
渡
す
代
わ
り
に
身
分
の
安
定
を
得
る
」
と
い

う
職
業
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。私
自
身
、サ
ラ
リ
ー

マ
ン
を
定
年
ま
で
や
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
こ
の
感
覚
は

よ
く
わ
か
り
ま
す
。
私
の
場
合
は
定
年
後
に
起
業
し
ま

し
た
の
で
、
だ
れ
か
ら
も
指
示
さ
れ
た
り
強
制
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
い
か
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
を
実
感
し
ま
し

た
。も
ち
ろ
ん
働
く
か
働
か
な
い
か
も
自
由
で
す
か
ら
、

多
く
の
人
が
定
年
後
に
憧
れ
る
の
は
「
好
き
な
こ
と
が

で
き
る
」
と
い
う
自
由
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
の
意
味
、「
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
」

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
別
な

い
い
方
を
す
れ
ば
「
呪じ

ゅ

縛ば
く

か
ら
逃
れ
る
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
れ
ば
会
社
の
な
か
の
人
間

関
係
や
取
引
先
と
の
し
が
ら
み
な
ど
、
な
か
な
か
逃
れ

ら
れ
な
い
呪
縛
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
会

社
を
離
れ
れ
ば
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
多
く
の

人
が
な
か
な
か
逃
れ
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
大
き
な

呪
縛
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
何
か
と
い
う
と
、「
お
金
」

で
す
。

一
般
的
に
老
後
の
三
大
不
安
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が

「
健
康
」、「
お
金
」、「
孤
独
」
で
す
が
、
だ
れ
に
と
っ

て
も
等
し
く
重
要
な
の
が
健
康
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
多
く
の
人
は
真
っ
先
に

「
お
金
」
の
心
配
を
し
ま
す
。
昨
年
、「
２
０
０
０
万
円

問
題
」が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

多
く
の
人
が
老
後
の
お
金
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
大
き

な
不
安
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
れ
も

が
不
安
に
思
う
ほ
ど
お
金
は
深
刻
な
問
題
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
図
表
１
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
れ
は
総
務
省
が
5
年
に
一
度
実
施
し
て
い
る
「
全
国

消
費
実
態
調
査
」
の
２
０
１
４
年
版
の
デ
ー
タ
か
ら
作

成
し
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
世
帯
区
分
別
の
貯
蓄
額
が

出
て
い
ま
す
。注
目
す
べ
き
な
の
は「
高
齢
者
夫
婦
世
帯
」

で
こ
の
層
が
持
っ
て
い
る
貯
蓄
額
は
平
均
２
１
５
８
万

円
で
、
ほ
か
の
層
に
比
べ
て
際
立
っ
て
多
い
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
「
２
０
０
０
万
円
問
題
」
は
、“
老
後

に
２
０
０
０
万
円
足
り
な
い
”
な
ど
と
い
う
話
で
は

ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
逆
で
す
。
毎
月
５
万

５
０
０
０
円
の
赤
字
だ
か
ら
累
計
で
２
０
０
０
万
円
足

り
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
２
０
０
０
万
円
以
上

も
貯
蓄
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
う
支
出
で
生
活

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
冷
静
に
考
え
て
、
こ
こ
か
ら
の
自
分
の
将
来

の
収
支
を
見
つ
め
直
せ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

「
貯
蓄
」
よ
り
も
「
減
蓄
」

私
は
60
歳
か
ら
の
生
き
方
で
大
切
な
こ
と
は「
貯
蓄
」

で
は
な
く
、「
減
蓄
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
減
蓄
と

い
う
の
は
、「
蓄
え
を
減
ら
す
」
と
書
き
ま
す
か
ら
、

ど
ん
ど
ん
お
金
を
使
っ
て
貯
蓄
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
と

い
う
意
味
に
と
ら
え
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
意
味
も
※　総務省「労働力調査（基本集計） 2019（令和元）年平均（速報）」https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index1.pdf

図表１　世帯区分別の貯蓄額（2014年）

出典： 総務省「平成26年全国消費実態調査」より株式会社オフィス・リベルタ
スが作成。なお、同調査は5年ごとに実施

世帯区分 貯蓄額

夫婦共働き世帯 1,088 万円

単身者世帯 837 万円

高齢者夫婦世帯
（夫65歳以上、妻60歳以上の

夫婦のみの世帯）
2,158 万円

母子世帯 310 万円
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の
収
支
を
見
つ
め
直
せ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

「
貯
蓄
」
よ
り
も
「
減
蓄
」

私
は
60
歳
か
ら
の
生
き
方
で
大
切
な
こ
と
は「
貯
蓄
」

で
は
な
く
、「
減
蓄
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
減
蓄
と

い
う
の
は
、「
蓄
え
を
減
ら
す
」
と
書
き
ま
す
か
ら
、

ど
ん
ど
ん
お
金
を
使
っ
て
貯
蓄
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
と

い
う
意
味
に
と
ら
え
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
意
味
も

多
少
は
あ
り
ま
す
が
、
よ
り
大
切
な
の
は
、「
い
ま
ま

で
自
分
が
身
に
つ
け
て
き
た
も
の
、
蓄
え
て
き
た
も
の

を
人
生
の
後
半
で
少
し
ず
つ
処
分
し
て
い
こ
う
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
減
蓄
」
と
い
う
言
葉
は
「
リ
ン

ボ
ウ
先
生
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
作
家
・
国
文

学
者
で
あ
る
林は

や
し

望の
ぞ
む

氏
の
著
書
の
な
か
に
出
て
き
た
言
葉

で
す
。

さ
ら
に
い
え
ば
、処
分
す
る
と
い
う
の
は
“
捨
て
る
”

と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
自
分
の
手
を
離
れ
て
、

世
の
中
に
広
く
公
開
し
、
共
有
し
て
も
ら
う
、
そ
し
て

そ
れ
を
後
進
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
つ
ま
で
も
自
分
の
も
の

と
し
て
手
元
に
置
い
て
お
く
の
で
は
な
く
、
広
く
世
の

中
の
役
に
立
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
若
い
世
代
に
も
引

き
継
い
で
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
述
の
林
氏
の

場
合
、
職
業
柄
膨
大
な
書
物
や
貴
重
な
資
料
を
持
っ
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
と
て
も
価
値

の
高
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
彼
の
主
張
は
そ
れ
ら
を
い

つ
ま
で
も
自
分
の
手
元
に
囲
い
込
ん
で
お
く
の
で
は
な

く
、
若
い
世
代
の
研
究
者
な
ど
で
有
効
に
活
用
し
て
く

れ
る
人
に
は
ど
ん
ど
ん
譲
っ
て
い
け
ば
い
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
れ
が
「
減
蓄
」
な
の
で
す
。

財
産
は
モ
ノ
だ
け
で
は
な
い

私
は
お
金
と
か
物
と
い
っ
た
形
あ
る
も
の
だ
け
で
は

な
く
、
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
と
い
っ
た
目
に
見
え
な
い
知

見
も
減
蓄
す
る
対
象
の
な
か
に
含
ま
れ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
に
自
分
が
つ
ち
か
っ
た
仕

事
上
で
の
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ど
ん
ど
ん
若
い
人
た
ち

に
移
転
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
な
か

に
は
自
分
の
持
っ
て
い
る
ノ
ウ
ハ
ウ
や
知
見
を
大
事
に

抱
え
込
ん
で
部
下
や
後
輩
に
渡
さ
な
い
と
い
う
人
も
い

ま
す
。
こ
れ
は
人
に
教
え
な
い
こ
と
で
業
務
を
ブ
ラ
ッ

ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
、
自
分
の
存
在
感
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ

う
と
す
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
こ
れ
は
実
に
馬

鹿
げ
た
話
で
す
。

か
つ
て
80
年
代
の
バ
ブ
ル
期
に
ゴ
ッ
ホ
や
ル
ノ
ア
ー

ル
の
絵
を
買
っ
た
某
大
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
経
営
者
が

「
自
分
が
死
ん
だ
ら
、
こ
れ
ら
の
絵
を
棺
桶
に
入
れ
て

一
緒
に
焼
い
て
く
れ
」
と
発
言
し
て
物
議
を
醸
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
が
持
っ
て
い
る
「
知
見
」
を

減
蓄
に
よ
っ
て
後
進
に
譲
ら
な
い
と
い
う
の
は
ま
さ
に

こ
れ
と
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
は
い

ず
れ
定
年
が
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
迎

え
る
前
に
、
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
引
き
継
が
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
ま
さ
に
棺
桶
に
名
画
を
入
れ
る
の
と
同
じ
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
そ
う
い
う
ノ
ウ

ハ
ウ
は
い
ま
の
会
社
で
仕
事
を
し
て
い
て
こ
そ
役
に
立

つ
も
の
で
す
か
ら
、
い
く
ら
大
事
に
抱
え
込
ん
で
い
て

も
会
社
を
辞
め
た
ら
そ
ん
な
も
の
は
何
の
役
に
も
立
ち

ま
せ
ん
。
で
も
そ
れ
を
後
輩
に
伝
え
る
こ
と
で
、
そ
れ

は
永
遠
に
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

企
業
も
む
し
ろ
こ
う
し
た
知
見
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
移
転

と
い
う
こ
と
に
も
っ
と
関
心
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
い
ま
で
は
60
歳
以
降
も
定
年
延
長
や
再
雇

用
で
多
く
の
企
業
で
は
65
歳
ま
で
働
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
再

雇
用
で
働
い
て
い
る
人
た
ち
に
取
材
を
し
て
み
る
と
、

仕
事
に
対
す
る
権
限
と
責
任
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
そ
ん
な
場
合
に
は
、
な
か
な

か
前
向
き
に
仕
事
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
状
況
の
よ

う
で
す
。
会
社
は
も
う
少
し
積
極
的
に
高
齢
社
員
が
自

分
の
持
っ
て
い
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
後
輩
へ
の
移
転
＝
「
減

蓄
」
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
た
め
の
業
務
体
制
の
構
築

や
支
援
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
貯
金
」
よ
り
も
「
貯
人
」

お
金
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
さ
ら
に
は
自
分
の
持
っ
て

い
る
無
形
資
産
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
お
話
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
、
私
が
60
歳
以
降
に
心
が

け
る
べ
き
だ
と
思
い
、
い
ま
で
も
ず
っ
と
実
行
し
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
貯
金
」
よ
り
も
「
貯

人
」
に
勤い

そ

し
む
べ
し
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
意
味

は
「
お
金
を
貯
め
る
こ
と
よ
り
も
人
と
の
つ
な
が
り
を

大
切
に
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
い
や
、や
っ

ぱ
り
お
金
を
貯
め
る
こ
と
の
方
が
大
事
で
は
な
い
か
」
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と
思
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
実
は
定
年
時
に
そ
れ

ほ
ど
お
金
を
持
っ
て
い
な
く
て
も
、
生
活
し
て
い
け
な

い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
事
実
、
私
は
自
分

が
定
年
に
な
っ
た
と
き
に
貯
金
は
１
５
０
万
円
し
か
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
は
紙
幅
の
関
係
で
、
年
金
に
つ
い
て
は
詳
し
く

触
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
自
営
業
で
は
な
く
、

普
通
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
や
っ
て
定
年
ま
で
迎
え
た
人

で
あ
れ
ば
、
公
的
年
金
で
も
生
活
し
て
い
く
こ
と
は
可

能
で
す
。
図
表
２
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
お
わ
か
り
の
よ

う
に
、
高
齢
者
世
帯
で
公
的
年
金
だ
け
で
生
活
し
て
い

る
割
合
は
半
数
以
上
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
公
的
年
金

だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
と
い
う
人
も
約
半
数
で
す
か

ら
、
定
年
後
に
働
く
人
の
割
合
は
増
え
て
い
ま
す
。
ま

た
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
に
よ
る
「
70
歳
ま

で
の
就
業
確
保
措
置
の
努
力
義
務
化
」
や
、
年
金
改
革

法
で
在
職
老
齢
年
金
も
見
直
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
今
後

も
60
歳
以
降
働
く
人
は
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
で
一
定
の

収
入
は
確
保
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
60
歳
以
降
の
仕
事
や
生
活
で
大
切
な

こ
と
は
、“
お
金
を
貯
め
る
”
こ
と
を
第
一
に
考
え
る

の
で
は
な
く
“
人
と
の
つ
な
が
り
”
を
第
一
に
考
え
る

べ
き
だ
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
な
ぜ
な
ら
前
述

し
た
老
後
の
三
つ
の
不
安
の
う
ち
、
私
自
身
の
経
験
か

ら
い
え
ば
最
も
深
刻
な
の
は
実
は
「
孤
独
」
だ
か
ら
で

す
。
こ
れ
は
現
役
時
代
に
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
こ

と
な
の
で
す
が
、
実
際
に
会
社
を
辞
め
る
と
「
孤
独
」

は
容
赦
な
く
襲
い
か
か
っ
て
き
ま
す
。
会
社
の
な
か
に

お
け
る
地
位
を
失
っ
た
人
に
は
だ
れ
も
声
を
か
け
て
く

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
場
合
に
よ
っ
て
は
家
族
か

ら
で
す
ら
疎う

と

ん
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
実
際
に

私
自
身
の
例
で
い
え
ば
、
38
年
間
勤
め
た
会
社
の
元
同

僚
や
上
司
、
部
下
と
い
っ
た
人
た
ち
で
い
ま
も
交
流
が

あ
る
の
は
せ
い
ぜ
い
3
～
4
人
で
す
。
と
こ
ろ
が
定
年

以
降
に
知
り
合
っ
て
付
き
合
い
始
め
た
人
た
ち
の
数
は

多
く
、
数
百
人
は
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
単
に

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
は
セ
ミ
ナ
ー
や
食
事
会
、
趣
味
の
集
ま
り

な
ど
で
リ
ア
ル
に
つ
な
が
っ
て
い
る
人
た
ち
ば
か
り
で

す
。さ

ら
に
い
え
ば
、
人
と
の
つ
な
が
り
が
多
く
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
単
に
遊
び
や
趣
味
の
世
界
で
仲
間
が
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
仕
事
を
す
る
場
合
で
も
大
い
に
役

に
立
ち
ま
す
。
私
も
起
業
し
た
初
め
の
こ
ろ
は
、
い
た

だ
い
た
仕
事
の
多
く
が
、紹
介
を
通
じ
た
も
の
で
し
た
。

会
社
の
看
板
が
な
く
な
っ
て
仕
事
を
す
る
わ
け
で
す
か

ら
、
人
同
士
の
信
用
と
い
う
の
は
こ
の
う
え
な
く
大
切

な
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
貯
人
」
は
あ
ら
ゆ

る
面
に
お
い
て
定
年
後
の
人
生
を
支
え
て
く
れ
る
も
の

だ
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

定
年
後
の
充
実
し
た
ラ
イ
フ
を
つ
く
る
た
め
に
最
も

大
切
な
こ
と
は
、「
自
由
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
自
分
フ
ァ
ー
ス
ト
で
は
な
く
、「
減
蓄
」

に
よ
っ
て
自
分
の
持
っ
て
い
る
知
恵
を
人
に
分
け
与
え

る
、そ
し
て
そ
ん
な
気
持
ち
や
行
動
で
も
っ
て
「
貯
人
」

に
励
む
こ
と
が
重
要
な
キ
ー
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

図表２　公的年金を受給している高齢者世帯

出典： 厚生労働省　「平成30年国民生活基礎調査の概況」より株式会社オフィス・リベルタスが
作成

総所得に占める
公的年金の割合が
100％の世帯

20％未満

公的年金を
受給している
高齢者世帯

20～ 40％未満

51%

11%

13%

12%

9%
4%

40 ～ 60％未満

80～ 100％未満

60～ 80％未満
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日本史にみる長寿食

食文化史研究家● 永山久夫

縄文人も食べていたサトイモ

「ウモ」から「イモ」へ
サトイモは、野山に自生する「山のイモ」に対

して、人家の近くで栽培される「里のイモ」とい
う意味があります。
サトイモはサトイモ科の植物で、東南アジアが

原産地。原産地では、サトイモを「ウビ」と呼び
ますが、日本に渡来して「ウモ」となり、「イモ」
になったようです。日本には、稲よりも早く、ざっ
と 5千年ほど前、縄文時代の中期に渡来したと
みられています。稲と違って、水分の多いイモ類
は、土中で分解されてしまうために、遺跡からの
発見は困難だそうです。
稲作が渡来して、米飯が普及する前は、サトイ

モはカロリー源として主食に近い重要な存在でし
た。
また、サトイモは歴史が古いこともあり、日本

人の生活の節目節目に登場します。旧暦の８月
15 日の中秋の名月は、「いも名月」と呼ばれ、
三
さん

方
ぼう

にゆでたサトイモを山盛りにして、お供えす
るのがならわし。家族みんなで満月を見上げなが
ら、サトイモを食べて、子孫繁栄をお祈りします。

サトイモは長寿効果高し
「イモの煮ころがし」といったら、おふくろの
味として、現在でも居酒屋などでは不動の人気。
皮をむいたサトイモをだし汁、醤油、砂糖でコ
トコト弱火で煮含めるのがコツ。「笑顔を絶やさ
ずに、感謝の心持ちで煮なさい」と母親が子ども
に伝えてきた家庭の味です。
古くからの料理にイモ田楽があります。ゆでた
サトイモを串に刺し、ユズ味噌、サンショウ味噌、
ショウガ味噌などを塗って、香ばしく焼いたもの。
朝夕、涼風が吹くころになると、無性に口にした
くなります。
サトイモ独特のぬめりの成分はムチンやガラク
タンなどで、糖質とタンパク質が結合したものが
中心となった成分。ムチンが主として腸内の善玉
菌を増やし、ガラクタンは腸内環境をよくする働
きをし、結果として、ウイルスや病気などに対す
る免疫力を高めてくれます。食物繊維も豊富です
から、便通の改善にもつながります。若返り効果
があるというビタミンＥが含まれているのも、う
れしいですね。

323

サトイモに含まれる成分を「ムチン」と表記しておりましたが、誤りであることが判明しましたので、お詫びいた
します。なお、当該表記につきましては、当時の執筆者の見解であることをお断りいたします。
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〈
先
月
号
ま
で
の
あ
ら
す
じ
〉  「
希
望
者
全
員
70
歳
ま
で
の
雇
用
」
を
目
ざ
す
こ
と
に
な
っ
た
株
式
会
社
エ
ル
ダ
ー
。

新
た
な
仕
組
み
の
整
備
に
向
け
て
、
高
齢
者
雇
用
に
精
通
し
た
65
歳
超
雇
用
推
進
プ
ラ
ン
ナ
ー
（
※
）・
是
石
の
支
援
を
受
け
て
い
る
。

※　 65 歳超雇用推進プランナー……高齢者雇用に関する専門知識や経験などをもつ専門家。当機構からの委嘱により、事業主に対し高齢
者雇用にかかわる具体的な制度改善提案や相談・助言などを行っている

★　 この物語に登場する企業・人物は架空のものです。

「仕事の変化に、高齢社員が抵抗感」第5回

マンガ で見る高齢者雇用
短期連載
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第 1回～第 4回はホームページでご覧になれます。 エルダー 2020 年 マンガ 検 索

マンガで見る高齢者雇用



2020.9 30



エルダー31

マンガで見る高齢者雇用

※　就業意識向上研修…… 定年後のキャリア形成について、社員自身の考えや構想を引き出したうえ、モチベーションを高め、それらを
会社側に示すことで両者の調整を図る機会を提供するもの。研修にかかる経費の 1/2 を当機構が負担する研修
プラン。中高年齢従業員研修の「生涯現役エキスパート研修」は、40 代半ば～ 50 代のうちから定年後のキャ
リアプランを考えてもらうための研修となっている。
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つ
づ
く
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40代半ばからのキャリア研修で60歳以降の活躍を支える

2019（令和元）年の「労働力調査」によると、60歳以上の就業者数は約 1435万人で、
就業者全体の 20.8％を占めています。また、高年齢者雇用安定法の改正より、2021年 4
月からは 70歳までの就業機会の確保が努力義務となり、企業には、70歳まで働ける新
たな仕組みを整え、高齢者がより長く活躍できる環境づくりが求められることになります。

 法改正で高齢者の就業期間が延長

高齢社員により長く活躍してもらうためには、60歳以降も働きやすい職場環境を整え
ることはもちろんのこと、高齢者自身も、変化に対応し、新たな知識や技術を学び続ける
必要があります。そのためには、定年前からのキャリア研修などを通して、中高年社員の
キャリア形成を会社がサポートしていくことが重要です。

当機構では、40代半ば～50代の社員を対象
に、定年後のキャリアプランを考えてもらうた
めの「就業意識向上研修〈生涯現役エキスパー
ト研修〉」を実施しています。各企業の事情や
課題に応じたカリキュラムの設定が可能です
ので、ぜひご活用ください。

 60 歳以降も活躍できる準備のための「就業意識向上研修」

　70歳までの就業機会の確保が努力義務化されたいま、職場においては、高齢者が持つ豊富な知
識や経験を活かして活躍してもらう一方で、変化が激しい現代のビジネスシーンに対応していく
ために、高齢者に新たな知識や技術を身につけてもらうことも必要になるでしょう。高齢者のな
かには、変化に抵抗感を覚える人も少なくありません。高齢になってからも変化に対応できる人
材になってもらうために、40代半ばごろから、キャリア研修などを通して準備を始めておくこと
が重要です。

就業意識向上研修 検 索

「仕事の変化に、高齢社員が抵抗感」第5回

マンガ で見る高齢者雇用解説
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［第94回］

夏
目
漱
石
は
口
の
悪
い
作
家
で
、『
坊

ち
ゃ
ん
』の
な
か
で
も
阿あ

波わ

（
徳
島
県
）

人
と
日
向
（
宮
崎
県
）
人
に
触
れ
て
い

る
。
よ
く
は
書
い
て
い
な
い
。
特
に
日

向
に
つ
い
て
は
、
教
師
の
転
勤
先
と
し

て
〝
猿
の
支
配
す
る
国
〞
の
よ
う
な
扱

い
を
し
て
い
る
。

日
向
は
そ
の
国
名
の
通
り
太
陽
に
向

か
う
明
る
い
地
域
だ
っ
た
が
、
江
戸
時

代
は
そ
れ
ぞ
れ
名
君
を
出
し
合
う
小
さ

な
藩
が
並
ん
で
い
た
。
延の

べ

岡お
か

・
高
鍋
・

飫お

肥び

藩
な
ど
の
各
藩
は
、
全
部
と
は
い

わ
な
い
が
、
歴
代
の
藩
主
が
善
政
を

競
っ
た
。

特
に
高
鍋
の
秋
月
家
で
は

「
民
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
藩
も
豊

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
藩
是
（
方
針
）
を
樹た

て
、
歴

代
の
藩
主
が
工
夫
努
力
し
た
。
産
業
振

興
も
目
覚
ま
し
く
、
七
代
の
種た

ね

茂し
げ

の
と

き
の
主
要
産
業
は
、
年
貢
の
米
を
除
く

と
、
和
紙
・
ロ
ウ
ソ
ク
・
炭
、
そ
し
て

牧
畜
だ
っ
た
。
成
果
は
上
が
り
秋
月
家

は
〝
天
下
の
３
富
裕
大
名
〞
の
一
人
に

あ
げ
ら
れ
た
。
種
茂
の
実
弟
が
〝
な
せ

ば
成
る
〞
で
有
名
な
上
杉
鷹よ

う

山ざ
ん

だ
。
子

ど
も
の
と
き
か
ら
の
賢
才
ぶ
り
が
評
価

さ
れ
て
養
子
に
入
っ
た
の
だ
。
鷹
山
の

手
腕
の
な
か
に
は
か
な
り
兄
と
秋
月
家

の
伝
統
が
影
響
し
て
い
る
、
と
思
う
。

歴
代
の
な
か
に
は
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想

を
す
る
者
も
い
た
。
四
代
目
の
秋
月
種

政
は
そ
の
典
型
だ
。
か
れ
は
１
６
８
９

（
元
禄
２
）年
に
藩
主
に
な
り
、
１
７
１

０（
宝
永
７
）
年
、
53
歳
で
隠
居
し
た
。

「
ま
だ
お
若
こ
う
ご
ざ
い
ま
す
の
に
」

重
役
が
と
め
た
。
が
、
種
政
は

「
年
齢
は
若
か
ろ
う
と
、
21
年
藩
主

日ひ
ゅ
う
が
の
く
に

向
国
は
名
君
ぞ
ろ
い
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た
」と

い
う
う
わ
さ
が
流
れ
た
。
ビ
ッ
ク

リ
し
た
種
弘
が
真
偽
を
た
し
か
め
に

行
っ
た
。
種
政
は
平
然
と

「
あ
あ
、
や
っ
て
い
る
よ
。
だ
が
、
た

だ
金
を
貸
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ

の
借
金
が
聖せ

い

賢け
ん

※
の
教
え
に
か
な
っ
て

い
る
の
か
ど
う
か
を
、
キ
チ
ン
と
た
し

か
め
て
か
ら
貸
し
て
い
る
の
だ
」

「
借
金
が
聖
賢
の
教
え
に
か
な
う
と

は
？
」

「
貸
す
側
の
〝
怒
〞
や
〝
譲
〞
の
気

持
ち
を
ゆ
る
が
す
か
ど
う
か
だ
。
金
を

必
要
と
す
る
理
由
が
、
だ
」

「
ど
の
よ
う
な
理
由
な
ら
、
父
上
の
怒

と
譲
の
お
気
持
ち
を
ゆ
る
が
せ
ま
す
か
」

「
自
分
の
ぜ
い
た
く
の
た
め
で
な
く
、

困
っ
て
い
る
他
人
の
た
め
で
あ
る
こ

と
。
そ
れ
は
仁
で
あ
り
義
で
も
あ
る
か

ら
だ
。
そ
う
い
う
人
間
は
必
ず
約
束
を

守
っ
て
借
り
た
金
は
返
す
。即す

な
わ

ち
信
だ
」

「
利
子
は
お
取
り
に
な
ら
な
い
、
と

聞
き
ま
し
た
が
」

「
あ
あ
、
取
ら
な
い
。
し
か
し
敢あ

え

て
置
い
て
い
く
奴
も
い
る
」

「
そ
の
と
き
は
？
」

「
も
ら
っ
て
お
く
。
人
の
行
為
を
無

に
す
る
の
は
義
に
反
す
る
」

「
な
る
ほ
ど
」

種
弘
は
知
っ
て
い
た
。
種
政
の
温
か

い
扱
い
に
、
そ
れ
を
受
け
た
藩
民
は
種

政
に
礼
を
い
う
。
そ
の
た
び
に
種
政
は

こ
う
応
ず
る
。

「
す
べ
て
御
当
代
（
現
藩
主
）
の
お

か
げ
だ
。
わ
し
が
こ
ん
な
暮
ら
し
が
で

き
る
の
も
、
御
当
代
の
政

ま
つ
り
ご
と

が
行
き
届

い
て
い
る
か
ら
だ
。
親
孝
行
な
息
子
を

持
っ
て
わ
し
は
本
当
に
幸
せ
だ
。
そ
う

思
う
だ
ろ
う
？　
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
」

種
弘
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
フ
ッ
と

思
っ
た
。

（
父
は
金
を
貸
す
た
め
に
隠
居
し
た

の
で
は
な
く
、
息
子
を
ホ
メ
る
た
め
に

現
職
か
ら
退
い
た
の
で
は
な
い
か
）

と
。

日
向
の
陽
光
は
い
つ
も
温
か
か
っ
た
。

を
勤
め
た
」

「
お
疲
れ
で
ご
ざ
い
ま
す
な
」

「
疲
れ
た
が
そ
ん
な
こ
と
は
い
っ
て

い
ら
れ
な
い
。
や
り
残
し
た
こ
と
が
沢た

く

山さ
ん

あ
る
。現
職
で
は
や
り
に
く
い
。が
、

隠
居
な
ら
や
れ
る
」

「
し
か
し
ご
隠
居
後
の
大
名
は
、
江

戸
に
住
む
の
が
幕
府
の
定じ

ょ
う

法ほ
う

で
ご
ざ
い

ま
す
が
」

「
そ
こ
を
何
と
か
し
て
こ
い
。
高
鍋
に

住
め
る
よ
う
に
し
ろ
。
そ
の
く
ら
い
の

こ
と
は
江
戸
家
老
な
ら
で
き
る
だ
ろ
う
」

普
段
温
和
な
種
政
が
最
後
に
な
っ
て

駄
々
を
コ
ネ
た
。
し
か
し
重
役
は
種
政

を
尊
敬
し
て
い
た
の
で
懸
命
に
努
力
し

て
要
路
に
働
き
か
け
、許
可
を
も
ら
っ
た
。

高
鍋
で
隠
居
を
認
め
ら
れ
た
種
政

は
、
城
を
出
て
〝
上う

わ

江え

の
お
茶
屋
〞
と

呼
ば
れ
て
い
る
別
荘
に
住
ん
だ
。
高
鍋

藩
の
藩
士
た
ち
が
秘
密
の
会
議
を
行
っ

て
き
た
建
物
だ
。
そ
の
こ
と
を
重
役
が

早
期
隠
居
の
理
由

話
す
と
種
政
は

「
会
議
は
城
で
行
え
。
公
務
に
秘
密

は
な
い
。
襖ふ

す
ま

も
取
り
払
っ
て
、
城
中
に

話
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
し
ろ
」

重
役
は
胸
の
な
か
で

（
現
職
時
代
は
ご
自
分
だ
っ
て
茶
屋

で
秘
密
会
議
を
な
さ
っ
て
い
た
癖
に
）

と
思
っ
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
口
に

出
せ
ば

「
だ
か
ら
隠
居
し
た
の
だ
」

と
い
わ
れ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。
そ

し
て
重
役
も
種
政
の
考
え
に
賛
成
だ
っ

た
。
種
政
は
茶
屋
を
農
民
や
町
人
た
ち

と
の
、茶
飲
み
話
の
集
会
所
に
し
た
。話

に
出
た
要
望
や
不
平
不
満
は
公
正
に
後

を
継
い
だ
息
子
の
種
弘
に
話
し
た
。
し

か
し
種
政
は
自
分
な
り
の
原
則
を
持
っ

て
い
た
。

「
タ
ダ
は
よ
く
な
い
。
た
め
に
な
ら
な

い
。
金
も
与
え
る
の
は
よ
く
な
い
。
貸

し
て
や
れ
」

と
口
癖
の
よ
う
に
い
っ
た
。
そ
の
た

め
か「

茶
屋
の
ご
隠
居
が
金
貸
し
を
始
め

※　聖賢……知識・人格にすぐれた人物
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
、

当
機
構
の
65
歳
超
雇
用
推
進
プ
ラ
ン
ナ
ー

（
以
下
「
プ
ラ
ン
ナ
ー
」）
の
協
力
を
得
て
、

高
齢
者
雇
用
に
理
解
の
あ
る
経
営
者
や
人
事
・
労
務
担
当
者
、

そ
し
て
活
き
活
き
と
働
く
高
齢
者
本
人
の
声
を
紹
介
し
ま
す
。

第99回
山形県

健康と事故防止の意識を高めて
75歳までの雇用を明文化

株式会社山
や ま

形
が た

包
ほ う

徳
と く

（山形県山形市）

本社は、山形城跡・霞
か

城
じょう

公園そばに
立地

▶創業　2011（平成23）年
▶業種　 建築物環境衛生総合管理業・

警備業・障害者福祉サービス
▶従業員数　133人（うち正規従業員数 40人）
（60歳以上男女内訳） 男性（18人）、女性（53人）
（年齢内訳） 60～64歳 12人 （9.0％）
 65～69歳 34人 （25.6％）
 70歳以上 25人 （18.8％）
▶定年・継続雇用制度
定年70歳。健康状態、就業意欲を確認し、
引き続き75歳まで継続雇用

山
形
県
は
、
東
北
地
方
の
南
西
部
に
位
置
し
、
蔵ざ

王お
う

、

鳥ち
ょ
う

海か
い

、
西に

し

吾あ

妻づ
ま

や
出で

羽わ

三
山
（
羽は

黒ぐ
ろ

山さ
ん

、
月が

っ

山さ
ん

、
湯ゆ

殿ど
の

山さ
ん

）

な
ど
の
名
峰
や
、
南
か
ら
連
な
る
米
沢
、
山
形
、
新
庄
の

各
盆
地
、
一
級
河
川
最
上
川
な
ど
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ

て
い
ま
す
。
さ
く
ら
ん
ぼ
、
西
洋
な
し
、
メ
ロ
ン
な
ど
の

果
物
や
、
枝
豆
、
米
、
牛
肉
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
お

り
、「
全
国
と
比
較
し
て
、
農
業
、
製
造
業
な
ど
の
割
合

が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
」
と
当
機
構
の
山
形
支
部
高
齢
・

障
害
者
業
務
課
の
井
上
健た

け

彦ひ
こ

課
長
は
話
し
、
山
形
県
の
製

造
業
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
紹
介
し
ま
す
。

「
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
が
盛
ん
で
す
。

も
と
も
と
は
１
９
６
０
年
代
後
半
以
降
、
工
業
団
地
の
整

備
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
食
料

品
や
金
属
、
電
気
機
械
、
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
な
ど
の

基
盤
技
術
の
産
業
が
進
展
し
、
近
年
の
高
度
情
報
社
会
の

到
来
を
先
取
り
す
る
か
た
ち
で
、
高
付
加
価
値
化
に
向
け

た
飽
く
な
き
努
力
を
続
け
た
結
果
、
素
材
・
部
品
加
工
技

術
を
中
心
と
し
て
技
術
力
が
高
く
、
か
つ
裾
野
の
広
い
産

業
集
積
と
し
て
成
長
を
遂
げ
て
い
ま
す
」

２
０
１
９（
令
和
元
）年「
高
年
齢
者
の
雇
用
状
況
」（
山

形
労
働
局
）
に
よ
る
と
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
の

あ
る
山
形
県
内
の
企
業
は
99
・
９
％
で
あ
る
の
に
対
し
、

66
歳
以
上
で
働
け
る
制
度
が
あ
る
企
業
は
29
・
８
％
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
同
課
に
は
65
歳

を
超
え
た
継
続
雇
用
制
度
な
ど
に
関
す
る
相
談
や
、
高
齢

者
を
雇
用
す
る
た
め
の
具
体
的
な
業
務
内
容
な
ど
に
つ
い

て
の
相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
課
で
は
、
65

歳
以
上
へ
の
定
年
年
齢
の
引
上
げ
な
ど
の
提
案
を
は
じ

め
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
の
改
正
に
よ
る
70
歳
ま
で
の

就
業
機
会
の
確
保
に
つ
い
て
、
企
業
が
考
え
る
う
え
で
直

面
す
る
高
齢
者
の
賃
金
や
処
遇
、
評
価
制
度
の
導
入
、
管

理
者
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
を
支
援
す
る
た
め
の
研
修
の

山形県山形市

★
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［佐藤プランナーから］
「事業所訪問では、一方的な情報伝達・提案
にならないよう、訪問先事業所に合った有
益な情報を提供できるように心がけていま
す。そのためには、情報収集に努め、話し

やすい雰囲気づくりをしたうえで傾聴し、先進事例の紹介や説
明の際にも、訪問先事業所で実際にその情報を活用するイメー
ジを持てるようにお話しするようにしています」

高齢者雇用の相談・助言活動を行っています
◆山形支部高齢・障害者業務課の井上課長は、佐藤プランナーを次
のように紹介します。「社会保険労務士としての知識・経験はもち
ろん、大手化粧品会社での勤務経験に基づく視点から、事業主の
方々からニーズや本音を聞き出し、的確できめ細かな助言・提案
をすることに長

た
けています。また、山形県の女性・高齢者就業促

進支援セミナーの講師を務めるなど、当機構にかぎらず、多方面
から信頼を寄せられています」
◆当課は JR 漆

うるし
山
やま
駅より徒歩約15分の「山形職業能力開発促進セン

ター」内に設けられています。自然豊かな立地ながら、国道13号
に隣接し、多種多様な事業所・施設が所在しています。
◆当課には7人のプランナー・アドバイザーが在籍し、県内の事業所
訪問を通じて高齢者雇用に関する相談・援助業務を行っています。
2019年度は454件の事業所を訪問し、65歳以上への定年年齢の
引上げ、あるいは65歳を超えた継続雇用延長の提案を114件実施
しています。
◆相談・助言を無料で行います。お気軽にお問い合わせください。

●山形支部高齢・障害者業務課
住所：山形県山形市漆山1954　山形職業能力開発促進センター内
電話：023（674）9567

アドバイザー・プランナー歴 :4年

佐藤由香里 プランナー  （47歳）
案
内
な
ど
に
も
注
力
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
山
形
支
部
で
活
躍
す
る
65
歳
超
雇
用
推
進
プ

ラ
ン
ナ
ー
・
佐
藤
由
香
里
さ
ん
の
案
内
で
、「
株
式
会
社

山
形
包
徳
」
の
高
齢
者
雇
用
の
取
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

障
害
者
の
就
労
支
援
に
も
力
を
入
れ
る

株
式
会
社
山
形
包
徳
は
、
ビ
ル
管
理
業
を
営
む
株
式
会

社
包
徳
（
本
社
：
宮
城
県
仙
台
市
）
の
山
形
営
業
所
と
し

て
、
１
９
９
０
（
平
成
２
）
年
に
開
設
し
た
こ
と
が
起
点

と
な
っ
て
い
ま
す
。２
０
０
４
年
に
同
山
形
支
店
と
な
り
、

２
０
１
１
年
１
月
、同
支
店
の
事
業
を
引
き
継
い
で
分
離・

独
立
し
ま
し
た
。
山
形
市
に
拠
点
を
置
き
、
ビ
ル
管
理
業

を
中
心
に
警
備
業
、
福
祉
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

全
従
業
員
の
８
割
近
く
が
就
い
て
い
る
ビ
ル
管
理
業
で

は
、
建
物
内
外
な
ら
び
に
施
設
設
備
全
般
の
保
守
管
理
業

務
を
手
が
け
、
地
元
密
着
型
の
サ
ー
ビ
ス
と
た
し
か
な
技

術
を
提
供
し
て
、
お
客
さ
ま
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
し
て

い
ま
す
。
福
祉
事
業
で
は
障
害
者
の
就
労
支
援
に
力
を
入

れ
、
市
街
地
の
ビ
ル
内
に
水
耕
栽
培
の
「
街
な
か
野
菜
工

場
『
フ
レ
ッ
シ
ュ 

フ
ァ
ク
ト
リ
ー
』」
を
開
設
。
雇
用
契

約
を
結
ん
だ
障
害
者
が
毎
日
野
菜
を
生
産
し
、
出
荷
し
て

い
ま
す
。
生
産
し
て
い
る
の
は
、レ
タ
ス
類
、ベ
ビ
ー
リ
ー

フ
な
ど
の
葉
野
菜
で
す
。
ま
た
、
地
域
の
小
学
校
や
特
別

支
援
学
校
な
ど
の
課
外
研
修
や
食
育
指
導
の
一
環
と
し
て

工
場
見
学
を
受
け
入
れ
る
な
ど
、
地
域
貢
献
に
も
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

定
年
70
歳
、
75
歳
ま
で
働
け
る
制
度
を
整
備

佐
藤
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
２
０
１
７
年
７
月
、
プ
ラ
ン
ナ
ー

活
動
で
初
め
て
同
社
を
訪
問
し
、
同
社
が
当
時
、
定
年
65

歳
、
会
社
基
準
該
当
者
を
70
歳
ま
で
継
続
雇
用
す
る
制
度 菅井薫専務取締役
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菅
井
専
務
は
、
竹
田
さ
ん
の
働
き
ぶ
り
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
話
し
ま
す
。

「
竹
田
さ
ん
は
技
術
職
を
長
く
経
験
さ
れ
、
機
械
の
扱

い
に
詳
し
い
う
え
、
気
さ
く
な
人
柄
で
受
付
業
務
に
も
は

つ
ら
つ
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
健
康
で
働
け
る
か

ぎ
り
、
当
社
に
力
を
貸
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
」

常つ
ね

松ま
つ

久ひ
さ

子こ

さ
ん
（
75
歳
）
は
、
66
歳
の
と
き
に
入
社
し

て
、勤
続
９
年
。
当
初
か
ら
ビ
ル
管
理
事
業
部
に
所
属
し
、

ホ
テ
ル
で
の
清
掃
業
務
に
就
い
て
い
ま
す
。
長
年
、
山
形

市
内
の
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
や
化
粧
室
な
ど
の
共
用
部
を
清

掃
す
る
業
務
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
と
し
て
勤
務
し
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

を
受
け
て
業
務
が
変
更
と
な
り
、
取
材
時
（
７
月
）
は
ほ

経
験
や
知
識
も
豊
富
で
、
人
生
の
先
輩
と
し
て
学
ぶ
こ
と

が
多
い
の
で
、
社
員
の
よ
き
手
本
と
な
っ
て
い
ま
す
」

今
回
は
、
そ
う
し
た
社
員
の
な
か
か
ら
70
代
の
お
２
人

に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

長
く
働
き
続
け
て
ほ
し
い
存
在

竹
田
富と

み

雄お

さ
ん
（
74
歳
）
は
、
建
設
機
械
を
扱
う
会
社

に
技
術
職
と
し
て
定
年
ま
で
勤
め
た
後
、
ホ
テ
ル
で
の
警

備
を
経
て
、70
歳
の
と
き
に
山
形
包
徳
に
入
社
し
ま
し
た
。

同
社
の
ビ
ル
管
理
事
業
部
に
所
属
し
て
、
現
在
は
温
泉
と

プ
ー
ル
の
あ
る
地
域
健
康
増
進
施
設
で
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。
担
当
し
て
い
る
の
は
、
受
付
業
務
と
、
バ
ッ
ク
ヤ
ー

ド
で
温
泉
・
プ
ー
ル
を
稼
働
す
る
機
械
の
運
転
操
作
や
温

泉
の
温
度
管
理
な
ど
で
す
。

竹
田
さ
ん
は
ご
自
身
の
年
齢
を
ふ
ま
え
て
、
現
在
は
働

く
こ
と
を
通
し
て
健
康
維
持
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
勤
務
は
週
２
〜

３
日
、
1
日
５
時
間
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

「
こ
れ
ま
で
の
仕
事
経
験
が
活
か
せ
て
い
ま
す
し
、
機

械
に
触
れ
る
こ
と
が
好
き
な
の
で
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
受
付
業
務
で
は
お
客
さ
ま
と
会
話
す
る
機
会
も

あ
り
、
楽
し
い
ん
で
す
。
仕
事
は
２
人
で
担
当
し
て
い
る

の
で
、
無
理
な
く
で
き
て
い
ま
す
。
な
る
べ
く
長
く
続
け

ら
れ
る
よ
う
、
健
康
の
た
め
に
、
食
事
に
気
を
つ
け
、
体

を
動
か
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」（
竹
田
さ
ん
）

を
整
え
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

「
当
時
か
ら
条
件
に
よ
っ
て
は
、
70
歳
を
超
え
て
の
雇

用
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
高
齢
に
な
る
と
、
ご
本
人
の
健

康
状
態
に
加
え
、
ご
家
族
の
介
護
を
す
る
よ
う
に
な
る
な

ど
突
然
の
環
境
変
化
に
直
面
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま

す
の
で
配
慮
が
求
め
ら
れ
ま
す
が
、
同
社
で
は
、
70
歳
以

上
は
短
い
ス
パ
ン
で
ご
本
人
と
の
面
談
機
会
を
つ
く
る
と

い
っ
た
取
組
み
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
お
聞
き
し
、

山
形
支
部
開
催
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
好
事
例
と
し
て
紹

介
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」（
佐
藤
プ
ラ
ン
ナ
ー
）

そ
の
後
、
同
社
で
は
高
齢
者
雇
用
を
さ
ら
に
推
進
し
、

２
０
１
８
年
５
月
、
定
年
を
70
歳
に
引
き
上
げ
、
健
康
状

態
や
就
業
意
欲
を
確
認
し
た
う
え
で
75
歳
ま
で
継
続
雇
用

す
る
こ
と
を
就
業
規
則
に
定
め
ま
し
た
。
同
社
の
菅
井
薫

専
務
取
締
役
は
、
そ
の
ね
ら
い
と
成
果
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
話
し
ま
す
。

「
当
社
は
『
地
域
社
会
貢
献
企
業
を
目
指
す
』
を
企
業

理
念
に
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
、『
地
域
の
高
齢
者
の

力
を
お
借
り
し
た
い
、
知
識
や
経
験
を
当
社
で
活
か
し
て

い
た
だ
き
た
い
』
と
の
思
い
か
ら
、
就
業
を
希
望
さ
れ
て

い
る
元
気
な
方
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
定
年
を
70
歳
に
し

た
の
は
、
長
く
安
心
し
て
働
い
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て

の
こ
と
で
す
が
、
健
康
や
安
全
面
を
考
慮
し
、
75
歳
ま
で

の
基
準
を
設
け
ま
し
た
。

ま
た
、
60
歳
以
上
の
方
や
長
年
勤
務
し
た
会
社
を
定
年

退
職
さ
れ
た
方
も
採
用
し
て
い
ま
す
。就
業
姿
勢
が
よ
く
、

健
康
増
進
施
設
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
で

温
泉
の
温
度
管
理
を
行
う

竹
田
富
雄
さ
ん
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か
の
ホ
テ
ル
で
週
２
日
、
1
日
7
時
間
程
度
の
勤
務
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

「
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
の
な
か
、
毎
日
元
気

に
働
か
せ
て
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
。
い
ま
は
就
業
先
が

変
わ
り
、
勤
務
日
数
が
減
っ
て
い
ま
す
が
、
ホ
テ
ル
に
お

越
し
に
な
る
お
客
さ
ま
に
気
持
ち
よ
く
ご
利
用
い
た
だ
け

る
よ
う
、
そ
の
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
仕
事
を
し
て
い
ま

す
」（
常
松
さ
ん
）

階
段
清
掃
で
は
気
が
つ
く
と
１
階
か
ら
12
階
ま
で
昇
っ

て
い
て
、
勤
務
の
あ
る
日
は
１
日
１
万
歩
も
歩
い
て
い
る

そ
う
。
仕
事
が
元
気
の
素
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

菅
井
専
務
は
、「
ま
と
め
役
と
し
て
も
活
躍
し
て
く
れ

て
い
ま
す
し
、
安
心
し
て
仕
事
を
任
せ
ら
れ
る
存
在
」
と

常
松
さ
ん
を
評
価
し
、今
後
に
も
期
待
を
寄
せ
て
い
ま
す
。

「
超
え
な
い
・
飛
ば
な
い
・
焦
ら
な
い
」

高
齢
者
雇
用
に
取
り
組
む
な
か
で
、
同
社
が
特
に
配
慮

し
て
い
る
こ
と
は
、
大
き
く
次
の
３
点
で
す
。

① 

高
齢
者
の
年
齢
に
合
わ
せ
て
定
期
的
な
面
談
を
行
い
、

健
康
状
態
や
就
業
意
欲
、
身
体
の
衰
え
な
ど
を
把
握
し

な
が
ら
継
続
雇
用
の
可
否
を
決
定
す
る
。

② 

労
働
災
害
防
止
の
た
め
、
２
０
１
９
年
12
月
よ
り
高
齢

社
員
の
２
ｍ
以
上
の
高
所
作
業
（
天
井
や
窓
拭
き
作
業

な
ど
）
の
実
施
を
禁
止
と
し
た
。

③ 

身
体
的
衰
え
は
あ
る
も
の
の
就
業
意
欲
の
あ
る
高
齢
社

員
に
つ
い
て
は
、
就
業
日
数
、
就
業
時
間
の
軽
減
化
や

配
置
転
換
を
行
っ
て
い
る
。

定
年
70
歳
、
75
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
を
制
度
化
し
た
こ

と
に
よ
り
、
高
齢
社
員
の
健
康
・
安
全
確
保
が
特
に
重
要

に
な
っ
て
い
る
と
菅
井
専
務
は
話
し
ま
す
。

「
高
齢
者
に
は
と
り
わ
け
勤
勉
な
人
が
多
く
、
が
ん
ば

り
す
ぎ
が
事
故
や
ケ
ガ
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
事
故
の
防
止
に
向
け
て
、
予
防
啓
発
活
動
や
巡

回
指
導
な
ど
を
継
続
し
て
い
ま
す
が
、
自
身
の
身
体
能
力

の
低
下
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
無
理
な
作
業
を
す
る

ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
継
続
し
た

指
導
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
」

ビ
ル
管
理
業
の
就
業
現
場
で
は
、
高
さ
２
ｍ
以
上
の
作

業
の
実
施
を
禁
止
と
し
て
い
る
ほ
か
、「
急
が
ば
回
れ
」

の
姿
勢
を
徹
底
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

「
電
気
コ
ー
ド
を
超
え
よ
う
と
し
て
転
倒
し
た
り
、

ち
ょ
っ
と
し
た
段
差
を
飛
ん
だ
り
、
焦
っ
た
り
す
る
と
ケ

ガ
を
し
が
ち
で
す
。
最
近
は
、『
超
え
な
い
・
飛
ば
な
い
・

焦
ら
な
い
』
の
三
つ
を
み
ん
な
に
覚
え
て
も
ら
う
よ
う
に

努
め
て
い
ま
す
」（
菅
井
専
務
）

努
力
次
第
で
給
与
ア
ッ
プ
の
シ
ス
テ
ム
へ

同
社
で
は
現
在
、
従
来
の
職
能
給
を
基
準
と
し
た
給
与

体
系
の
見
直
し
を
図
り
、
来
年
度
か
ら
職
務
給
を
中
心
に

し
た
新
た
な
体
系
と
す
る
た
め
の
整
備
を
進
め
て
い
ま

す
。
全
社
員
に
適
用
す
る
予
定
で
、
60
歳
以
降
で
あ
っ
て

も
、
ビ
ル
管
理
に
関
す
る
資
格
を
取
得
す
る
な
ど
、
本
人

の
努
力
次
第
で
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
給
料
ア
ッ
プ
が
可

能
と
な
る
給
与
体
系
の
構
築
を
目
ざ
し
て
い
ま
す
。

「
こ
の
改
革
と
同
時
に
、
前
述
し
た
労
働
災
害
の
防
止
、

社
員
の
健
康
対
策
が
よ
り
重
要
に
な
る
と
考
え
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
も
新
た
な
基
準
づ
く
り
を
検
討
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
佐
藤
プ
ラ
ン
ナ
ー
か
ら
ま
た
、
ア
ド
バ
イ
ス

を
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
」（
菅
井
専
務
）

佐
藤
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
、「
同
社
の
き
め
細
か
な
配
慮
の

あ
る
高
齢
者
雇
用
の
取
組
み
を
高
く
評
価
す
る
と
と
も

に
、今
後
も
支
援
を
続
け
て
い
き
た
い
」
と
語
り
ま
し
た
。

 

（
取
材
・
増
山
美
智
子
）

お
客
さ
ま
の
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
、

ホ
テ
ル
共
用
部
の
清
掃
に
励
む

常
松
久
子
さ
ん
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は
じ
め
に

〜
な
ぜ
基
礎
理
論
が
必
要
か
〜

1前
回
は
、「
賃
金
の
前
に
活
用
戦
略
を
明
確
に
す
る

こ
と
が
必
要
」
の
視
点
に
立
っ
て
、
活
用
戦
略
を
検
討

す
る
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
は
賃
金
を
ど
う
設
計
す
る
か
を
考

え
る
こ
と
に
し
ま
す
。

今
回
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
賃
金
を
設
計
す
る
際

に
準
拠
す
べ
き
「
賃
金
決
定
の
基
礎
理
論
」
に
つ
い
て

説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
基
礎
理
論
と
い
う
と
む
ず

か
し
く
聞
こ
え
ま
す
が
、
賃
金
を
合
理
的
に
設
計
す
る

に
あ
た
っ
て
採
る
べ
き
考
え
方
や
手
順
の
こ
と
で
す
。

高
齢
社
員
の
活
用
戦
略
は
企
業
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

の
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
あ
る
べ
き
賃
金
」
の
具
体

的
な
形
態
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
し
か
し
基
礎
理
論
は
そ

れ
を
超
え
て
ど
の
企
業
で
も
活
用
で
き
ま
す
。
例
え
ば

以
下
の
よ
う
な
場
合
に
頼
り
に
な
り
ま
す
。

高
齢
社
員
の
賃
金
は
基
礎
理
論
か
ら
す
る
と
応
用
問

題
の
一
つ
で
す
。
で
す
の
で
、
基
礎
理
論
を
学
習
し
て

お
け
ば
、
高
齢
社
員
の
賃
金
を
ど
う
設
計
す
べ
き
か
を

体
系
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
経
営
状
況

が
変
わ
り
「
あ
る
べ
き
賃
金
」
が
変
わ
っ
て
も
対
応
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
基
礎
理
論

を
学
習
す
る
こ
と
な
く
賃
金
を
設
計
す
る
と
、
設
計
さ

れ
た
賃
金
が
合
理
的
で
あ
る
の
か
、
合
理
的
で
な
い
と

す
る
と
何
に
問
題
が
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
む

ず
か
し
く
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
基
礎
理
論
を
学
習
す
る
と
、「
な
ぜ
、
そ

の
賃
金
な
の
か
」
を
高
齢
社
員
に
説
明
す
る
力
が
つ
き

ま
す
。
連
載
の
第
1
回
※
で
も
説
明
し
た
よ
う
に
、
正

社
員
と
非
正
社
員
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
是
正
を
求
め
※　2020年7月号に掲載 JEED  エルダー  2020 年 7 月号 検 索

　
高
齢
者
雇
用
を
推
進
す
る
う
え
で
重
要
な
課
題
と
な
る
の
が

高
齢
社
員
の
賃
金
制
度
で
す
。
豊
富
な
知
識
や
経
験
を
持
つ
高

齢
社
員
に
戦
力
と
し
て
活
躍
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
高
齢
社

員
の
能
力
や
貢
献
を
適
切
に
評
価
・
処
遇
し
、
高
い
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
持
っ
て
働
い
て
も
ら
う
こ
と
が
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

本
連
載
で
は
、
高
齢
社
員
戦
力
化
の
た
め
の
賃
金
戦
略
に
つ
い

て
、
今
野
浩
一
郎
氏
が
解
説
し
ま
す
。

高
齢
社
員
の

学
習
院
大
学
名
誉
教
授
　
学
習
院
さ
く
ら
ア
カ
デ
ミ
ー
長
　
今
野
浩
一
郎

い
ま
　 

の

第
３
回

賃
金
決
定
の
基
礎
理
論
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る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
が
施
行
さ
れ
、

企
業
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
「
な
ぜ
、そ
の
賃
金
な
の
か
」

を
社
員
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
理

論
武
装
の
た
め
に
も
、
基
礎
理
論
を
理
解
し
て
お
く
こ

と
は
大
切
で
す
。

賃
金
決
定
の
第
一
の
原
則

〜「
同
じ
価
値
に
は
同
じ
賃
金
」の
内
部
公
平
性
原
則
〜

2ま
ず
会
社
は
賃
金
を
ど
う
決
め
て
い
る
か
を
、
改
め

て
考
え
て
み
ま
す
。
社
員
は
賃
金
を
生
計
費
に
み
あ
っ

て
決
め
て
ほ
し
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
会
社

は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
社
長
に
な
っ
た
つ
も
り
で
、

あ
る
社
員
に
多
く
の
賃
金
を
、
ほ
か
の
社
員
に
少
な
い

賃
金
を
払
う
の
は
な
ぜ
か
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

会
社
の
経
営
を
考
え
る
と
、
経
営
に
と
っ
て
価
値
の

大
き
い
社
員
に
は
多
く
の
賃
金
を
、
価
値
の
小
さ
い
社

員
に
は
少
な
い
賃
金
を
払
う
こ
と
が
合
理
的
な
賃
金
の

決
め
方
に
な
る
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、
賃
金
は
、
社
員

の
会
社
に
と
っ
て
の
価
値
の
金
銭
的
表
現
な
の
で
す
。

そ
の
た
め
同
じ
価
値
の
社
員
に
は
同
じ
賃
金
を
払
う
と

い
う
「
同
一
︵
価
値
︶
労
働
同
一
賃
金
」
が
原
則
に
な

り
、
そ
れ
は
人
事
管
理
で
は
「
内
部
公
平
性
原
則
」
と

呼
ば
れ
ま
す
。
い
ま
「
同
一
（
価
値
）
労
働
同
一
賃
金
」

が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
人
事
管
理
か
ら
す
る
と

「
何
を
い
ま
さ
ら
」
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

そ
う
な
る
と
次
に
、
社
員
の
会
社
に
と
っ
て
の
価
値

は
ど
う
決
ま
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
社
員

の
会
社
に
対
す
る
貢
献
の
大
き
さ
︵
貢
献
度
︶
で
決
ま

り
ま
す
。
問
題
は
そ
こ
か
ら
先
で
、
貢
献
度
を
ど
う
測

る
か
で
す
。

次
の
２
人
の
営
業
ス
タ
ッ
フ
に
つ
い
て
考
え
て
み
て

く
だ
さ
い
。
Ａ
さ
ん
は
顧
客
と
の
長
期
的
な
信
頼
関
係

を
築
く
こ
と
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
今
期
は
大
き
な

売
上
げ
を
あ
げ
て
い
ま
す
。そ
れ
に
対
し
て
Ｂ
さ
ん
は
、

今
期
の
売
上
げ
は
た
い
し
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
が
、
長

期
的
な
視
点
に
立
っ
て
顧
客
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ

と
に
は
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
が
社
長
で
あ

れ
ば
、
ど
ち
ら
の
社
員
を
会
社
に
と
っ
て
価
値
の
大
き

い
社
員
と
し
ま
す
か
。
短
期
の
貢
献
度
か
ら
み
る
と
Ａ

さ
ん
が
、
長
期
の
貢
献
度
か
ら
み
る
と
Ｂ
さ
ん
が
価
値

の
大
き
い
社
員
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
貢

献
度
に
は
短
期
の
貢
献
度
と
長
期
の
貢
献
度
が
あ
り
、

ど
ち
ら
の
貢
献
度
を
と
る
か
に
よ
っ
て
社
員
の
価
値
つ

ま
り
賃
金
の
決
め
方
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
も
、
ど
ち
ら
が
正
解
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ど

ち
ら
を
選
択
す
る
か
は
経
営
の
考
え
方
に
依
存
し
ま

す
。
例
え
ば
、
社
長
で
あ
る
あ
な
た
が
、
社
員
に
い
ま

の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
短
期

の
貢
献
度
に
よ
っ
て
、
長
期
的
な
成
果
を
期
待
す
る
の

で
あ
れ
ば
長
期
の
貢
献
度
に
よ
っ
て
社
員
の
価
値
を
決

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
「
内
部
公
平
性
原
則
」（
つ
ま
り
「
同

一
（
価
値
）
労
働
同
一
賃
金
」）
と
い
う
原
則
は
一
つ

で
も
、
貢
献
度
を
測
る
方
法
が
多
様
で
あ
る
た
め
、
こ

の
原
則
に
沿
っ
て
決
ま
る
賃
金
に
は
唯
一
最
善
は
な

く
、
賃
金
の
合
理
的
な
決
め
方
に
は
多
様
な
方
法
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
賃
金
に
対
す
る
こ
う
し
た

見
方
は
た
い
へ
ん
重
要
で
す
。
こ
れ
を
「
賃
金
決
定
方

法
の
多
様
性
の
視
点
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

価
値
と
貢
献
度
と

賃
金
決
定
方
法
の
多
様
性

3貢
献
度
を
測
る
方
法
は
多
様
で
あ
る
と
い
い
ま
し
た

が
、
多
様
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
賃
金
を
設
計
で
き

ま
せ
ん
。
先
に
説
明
し
た
短
期
の
貢
献
か
長
期
の
貢
献

か
は
あ
く
ま
で
も
例
示
な
の
で
、
な
ぜ
方
法
が
多
様
に

な
り
、
多
様
な
方
法
に
は
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
の
か
を

体
系
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に

用
意
し
た
の
が
次
頁
の
図
表
で
す
。
こ
れ
は
仕
事
の
プ

ロ
セ
ス
と
貢
献
度
（
つ
ま
り
社
員
の
価
値
）
と
の
関
係

を
整
理
し
た
も
の
で
す
。

社
員
が
能
力
を
持
ち
、
会
社
の
指
示
に
従
っ
て
そ
の

能
力
を
仕
事
に
投
入
し
、
仕
事
を
遂
行
し
、
成
果
を
あ

げ
る
。こ
れ
が
図
表
に
示
し
た
仕
事
の
プ
ロ
セ
ス
で
す
。

こ
の
な
か
の
「
成
果
」
は
会
社
に
対
す
る
貢
献
そ
の
も

の
な
の
で
、「
成
果
の
大
き
さ
」
が
社
員
の
価
値
を
決

高齢社員の
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め
る
基
準
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、「
成
果
」
は
仕
事
の

プ
ロ
セ
ス
を
経
て
す
で
に
実
現
し
た
貢
献
（
つ
ま
り
実

現
し
た
価
値
）
で
あ
る
の
で
、
図
表
で
は
、「
成
果
の

大
き
さ
」
で
表
す
価
値
を
「
結
果
価
値
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

社
員
の
価
値
を
表
す
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。会
社
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
に
就
く
社
員
ほ
ど
、

ま
た
、
能
力
の
高
い
社
員
ほ
ど
、
将
来
、
大
き
な
成
果

を
あ
げ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
、「
仕
事
の
重
要

度
」
も
「
能
力
レ
ベ
ル
」
も
価
値
を
決
め
る
基
準
に
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
、会
社
に
と
っ
て
み
る
と
、業
務
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
て
働
け
る
（
つ
ま
り
、
能
力
を
仕
事
に
投

入
で
き
る
）
社
員
は
生
活
な
ど
の
事
情
か
ら
働
け
な
い

社
員
に
比
べ
て
価
値
の
大
き
い
社
員
に
な
る
の
で
、「
労

働
給
付
能
力
レ
ベ
ル
」
も
価
値
を
決
め
る
基
準
に
な
り

ま
す
。

こ
こ
で
注
意
し
て
ほ
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
仕

事
の
重
要
度
」、「
能
力
レ
ベ
ル
」、「
労
働
給
付
能
力
レ

ベ
ル
」は
成
果
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ら
が
大
き
い
ほ
ど
大
き
な
成
果
を
将
来
期
待
で
き

る
と
い
う
観
点
か
ら
価
値
の
大
き
さ
を
み
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
図
表
で
は
そ
れ
ら
を
「
期
待
価
値
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
「
価
値
を
決
め
る
基
準
」

の
ど
れ
を
選
択
す
る
か
に
よ
っ
て
賃
金
の
決
め
方
が
異

な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
ど
の
基
準
に
基
づ
く
賃
金

で
あ
っ
て
も
、
社
員
の
価
値
に
基
づ
く
賃
金
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、「
内
部
公
平
性
原
則
」（
つ
ま
り
「
同
一

（
価
値
）
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
」）
に
基
づ
く
合
理
的

な
賃
金
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
企

業
は
ど
の
選
択
を
す
べ
き
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
こ

こ
で
登
場
し
て
く
る
の
が
、
社
員
に
何
を
期
待
す
る
の

か
に
か
か
わ
る
活
用
戦
略
で
す
。
社
長
で
あ
る
あ
な
た

が
、
将
来
に
わ
た
っ
て
能
力
や
「
会
社
の
た
め
に
」
意

識
を
高
め
て
い
く
社
員
を
大
切
に
し
た
い
と
思
う
の
で

あ
れ
ば
「
能
力
」
を
重
視
す
れ
ば
い
い
で
す
し
、
い
ま

経
営
に
貢
献
し
て
い
る
社
員
を
大
切
に
し
た
い
と
思
う

の
で
あ
れ
ば
「
仕
事
」
や
「
成
果
」
を
重
視
す
る
と
い

う
選
択
を
採
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
賃
金
決

定
方
法
の
多
様
性
の
視
点
」の
背
景
に
あ
る
こ
と
で
す
。

で
は
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
賃
金
が
考
え
ら
れ

る
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
と
き
に
重
要
な
こ
と
が
も
う

一
つ
あ
り
ま
す
。
ど
の
国
で
も
同
じ
な
の
で
す
が
、
賃

金
は
安
定
的
な
賃
金
要
素
と
、
短
期
的
な
成
果
に
対
応

し
て
決
ま
る
、
変
動
の
大
き
い
賃
金
要
素
か
ら
構
成
さ

れ
ま
す
。
前
者
は
一
般
的
に
基
本
給
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
後
者
は
業
績
給
な
ど
と
呼
ば
れ
、
日
本
で
あ
れ
ば

賞
与
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
れ
ば
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
給
に
あ

た
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
と
図
表
と
の
関
係
を
み
る
と
、
賞
与
や

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
給
は
「
成
果
の
大
き
さ
」
に
対
応
す

る
賃
金
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
基
本
給
に
つ
い
て
は
、

「
仕
事
の
重
要
度
」
の
基
準
を
と
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で

主
流
を
占
め
る
職
務
給
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
わ
が
国

で
広
ま
り
つ
つ
あ
る
役
割
給
も
こ
の
タ
イ
プ
に
あ
た
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
で
主
流
を
占
め
て
き
た
職
能

給
は
「
能
力
レ
ベ
ル
」
に
対
応
す
る
賃
金
で
す
し
、
い

わ
ゆ
る
年
功
給
も
勤
続
や
年
齢
と
と
も
に
高
ま
る
能
力

に
対
応
し
て
決
ま
る
賃
金
と
と
ら
え
る
と
、
こ
の
タ
イ

※筆者作成

図表　仕事のプロセスからみた価値の基準

仕事の
プロセス

価値を
決める
基準

期待価値 結果価値

能力
能力の

仕事への
投入

仕事の
遂行 成果

能力
レベル

労働給付
能力

レベル

仕事の
重要度

成果の
大きさ
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プ
に
該
当
し
ま
す
。
最
後
の「
労
働
給
付
能
力
レ
ベ
ル
」

に
対
応
す
る
賃
金
は
、
業
務
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
機
動

的
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
社
員
に
多
く
払
う
と
い
う
趣

旨
の
賃
金
な
の
で
、
会
社
の
指
示
に
従
っ
て
転
勤
す
る

社
員
に
払
う
全
国
社
員
手
当
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま

す
。

賃
金
決
定
の
第
二
の
原
則

〜
人
材
確
保
に
関
わ
る
外
部
競
争
性
原
則
〜

4こ
の
よ
う
に
し
て
賃
金
の
決
め
方
が
決
ま
っ
て
も
、

実
は
賃
金
は
決
ま
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
仕
事
の
重
要

度
」
を
基
準
と
す
る
職
務
給
を
採
っ
た
と
す
る
と
、
ま

ず
「
仕
事
の
重
要
度
」
を
測
る
た
め
に
職
務
評
価
を
行

い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
仕
事
Ａ
の
重
要
度
が
10
点
、
仕

事
Ｂ
が
５
点
で
あ
る
と
す
る
と
、
仕
事
Ａ
に
就
く
社
員

の
賃
金
は
仕
事
Ｂ
に
就
く
社
員
よ
り
高
く
し
ま
す
。
こ

れ
が
職
務
給
の
決
め
方
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
賃

金
額
か
ら
み
た
社
員
の
序
列
は
決
ま
り
ま
す
が
、
各
仕

事
、
社
員
に
い
く
ら
の
賃
金
額
を
払
う
か
が
決
ま
り
ま

せ
ん
。

つ
ま
り
内
部
公
平
性
原
則
は
賃
金
か
ら
み
た
社
員
序

列
を
決
め
る
原
則
で
あ
り
、
そ
の
序
列
に
い
く
ら
の
金

額
を
つ
け
る
か
に
は
別
の
原
則
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
が
、
賃
金
額
は
人
材
を
確
保
で
き
る
水
準
と
す
る

と
い
う
「
外
部
競
争
性
原
則
」
で
す
。
先
の
例
で
い
え

ば
、
仕
事
Ａ
を
10
円
、
仕
事
Ｂ
を
７
円
に
す
る
と
市
場

相
場
に
比
べ
て
低
す
ぎ
て
人
材
が
採
れ
な
い
の
で
、
市

場
相
場
を
み
て
仕
事
Ａ
を
20
円
、
仕
事
Ｂ
を
15
円
に
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
内
部
公
平
性
原
則
は
、
同

じ
価
値
の
社
員
の
賃
金
は
同
じ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

社
内
に
お
け
る
社
員
間
の
バ
ラ
ン
ス
（
つ
ま
り
内
部
均

衡
）
を
と
る
原
則
、
外
部
競
争
性
原
則
は
市
場
相
場
と

の
バ
ラ
ン
ス
（
外
部
均
衡
）
を
と
る
原
則
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
か
ら
み
た
賃
金
額

が
同
じ
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
普
通
に
起
こ
り
ま

す
。
全
国
展
開
す
る
、
職
務
給
を
と
る
会
社
を
考
え
て

み
て
く
だ
さ
い
。
職
務
給
な
の
で
、
同
じ
仕
事
に
就
く

社
員
は
、
社
内
で
は
同
じ
価
値
の
社
員
に
な
る
の
で
同

じ
賃
金
に
な
る
は
ず
で
す
。
ま
さ
に
「
同
一
労
働
同
一

賃
金
」
で
す
。

こ
こ
で
、
そ
の
仕
事
に
就
く
地
方
事
業
所
の
社
員
Ａ

と
東
京
事
業
所
の
社
員
Ｂ
を
想
定
し
て
く
だ
さ
い
。
社

員
Ａ
は
そ
の
地
方
で
、
社
員
Ｂ
は
東
京
で
採
用
さ
れ
ま

す
。
こ
の
と
き
に
は
、
た
と
え
仕
事
が
同
じ
で
あ
っ
て

も
、
同
じ
賃
金
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
地
方
の
労
働
市
場
と
東
京
の
労
働
市
場
で
は
相
場
が

異
な
る
の
で
、
人
材
を
確
保
す
る
に
は
異
な
る
賃
金
額

に
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
賃
金
額
を

決
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
労
働
市
場
か
ら
人
材
を

確
保
す
る
か
が
重
要
に
な
る
の
で
、
内
部
均
衡
と
と
も

に
市
場
と
の
外
部
均
衡
も
み
て
総
合
的
に
考
え
る
こ
と

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
市
場
均
衡
の
視
点
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
内
部
公
平
性
原
則
に
関
わ
る
「
賃
金
決
定

方
法
の
多
様
性
の
視
点
」
と
、
外
部
競
争
性
原
則
に
関

わ
る
「
市
場
均
衡
の
視
点
」
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
合
理
的
な
賃
金

決
定
方
法
を
設
計
す
る
際
に
注
意
す
べ
き
あ
た
り
前
の

こ
と
な
の
で
す
が
、往
々
に
し
て
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
。

例
え
ば
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
議
論
を
聞
い
て
、

同
じ
仕
事
は
同
じ
賃
金
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
唯

一
最
善
の
決
め
方
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
か
。
も

し
、そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、も
う
一
度
、

「
賃
金
決
定
方
法
の
多
様
性
の
視
点
」
と
「
市
場
均
衡

の
視
点
」
の
意
味
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。

今
回
は
賃
金
を
合
理
的
に
設
計
す
る
際
の
原
則
と
視

点
、
さ
ら
に
は
賃
金
決
定
方
法
の
多
様
性
に
つ
い
て
説

明
し
ま
し
た
。
会
社
に
と
っ
て
高
齢
社
員
は
ど
の
よ
う

に
活
用
す
る
社
員
で
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
活
用
の
面
か

ら
み
る
と
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
社
員
で
あ
る
の
か
を

明
確
に
し
た
う
え
で
、
そ
れ
に
合
う
賃
金
決
定
方
法
を

原
則
と
視
点
を
ふ
ま
え
て
多
様
な
賃
金
決
定
方
法
の
な

か
か
ら
選
択
す
る
。
こ
れ
が
「
あ
る
べ
き
賃
金
」
を
決

め
る
手
順
に
な
る
の
で
、
高
齢
社
員
の
場
合
に
も
、
社

員
タ
イ
プ
特
性
と
賃
金
決
定
方
法
の
関
係
を
考
え
る
こ

と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

高齢社員の



休
職
制
度
は
、
法
律
上
の
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
く
、
就
業
規
則
ま
た
は
労
働
契
約
に
基
づ
き
制

度
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
自
社
の
就
業
規
則

な
ど
に
基
づ
き
解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
過

去
の
裁
判
例
な
ど
を
ふ
ま
え
て
、
留
意
事
項
を
整
理

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

休
職
時
の
判
断
に
つ
い
て

2休
職
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
就
業
規
則
な
ど
に
定

め
た
休
職
事
由
に
該
当
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
お

お
む
ね
、
連
続
欠
勤
が
１
カ
月
な
い
し
６
カ
月
程
度

継
続
す
る
場
合
に
は
、
休
職
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
方
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
よ
る
欠
勤
は
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に

起
因
す
る
休
職
に
つ
い
て

1近
年
、
休
職
制
度
の
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
起
因
す
る
も
の
が
増
え
て
き
て

い
ま
す
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
起
因
す
る
休
職
の
特
徴

と
し
て
は
、
休
職
開
始
時
の
就
労
不
能
の
判
断
が
困

難
で
あ
る
こ
と
、
休
職
期
間
が
長
期
化
し
や
す
い
傾

向
に
あ
る
こ
と
、
復
職
時
の
判
断
が
休
職
開
始
の
判

断
と
同
様
に
困
難
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。ま

た
、
復
職
の
際
に
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
も
っ

て
復
職
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
課

題
と
な
り
ま
す
。 復

職
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
者
か
ら
復
職
可
能
で
あ
る
旨
の
情
報
提
供
と
し
て
診
断
書

な
ど
の
提
出
を
求
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

診
断
書
を
ふ
ま
え
て
、
元
の
職
務
に
復
職
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
困
難
で
あ
る
場
合
は

ほ
か
の
業
務
を
用
意
で
き
る
か
な
ど
の
復
職
判
断
を
下
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

復
職
前
に
「
試
し
出
勤
」
を
実
施
し
た
り
、
復
職
後
に
は
短
時
間
勤
務
か
ら
慣
ら
し
た
り
し

て
い
く
こ
と
で
、
復
職
に
向
け
た
配
慮
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

A
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　人事労務担当者にとって労務管理上、労働法の理解は重要です。一方、今後も労働法制は
変化するうえ、ときには重要な判例も出されるため、日々情報収集することは欠かせません。
本連載では、こうした法改正や重要判例の理解をはじめ、人事労務担当者に知ってもらいたい
労働法などを、Q＆A形式で解説します。
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休
職
し
て
い
た
従
業
員
の
復
職
時
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
知
り
た
い

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
起
因
に
休
職
し
て
い
る
従
業
員
が
、
復
職
を
希
望
し
て
い
ま
す
。

復
職
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
う
い
っ
た
手
続
き
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
復
職
さ

せ
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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連
続
欠
勤
と
は
な
ら
ず
、
断
続
的
な
出
勤
不
良
（
欠

勤
の
み
で
は
な
く
、
遅
刻
、
早
退
が
増
加
す
る
）
が

継
続
す
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。そ
の
た
め
、

就
業
規
則
な
ど
に
は
、
連
続
欠
勤
だ
け
を
休
職
事
由

と
す
る
の
で
は
な
く
、
断
続
的
な
欠
勤
も
休
職
事
由

と
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

断
続
的
な
欠
勤
を
休
職
事
由
に
定
め
て
い
な
い
場

合
に
は
、「
通
常
の
業
務
に
堪た

え
な
い
と
き
」
な
ど

の
抽
象
的
な
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る

必
要
が
生
じ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
場
合

に
は
、
専
門
家
で
あ
る
医
師
の
診
断
書
の
提
出
を
求

め
て
、
当
該
診
断
書
に
記
載
さ
れ
た
療
養
期
間
な
ど

を
ふ
ま
え
て
、
休
職
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

復
職
時
の
判
断
に
つ
い
て

3復
職
時
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
就
業
規
則
な
ど
に

は
、
傷
病
が
「
治
癒
」
さ
れ
た
と
き
や
、「
従
前
の

業
務
を
通
常
に
行
え
る
程
度
に
回
復
す
る
こ
と
」
が

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。

復
職
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を

い
か
に
解
釈
す
る
か
が
、
裁
判
例
で
は
争
点
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
の
際
に
使
用
者
に
ど
の
程
度
の
配

慮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
と
は
異
な
る
事
例
で
す

が
、
慢
性
腎
不
全
を
原
因
と
す
る
休
職
か
ら
の
復
帰

が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
、
運
転
手
に
職
種

を
特
定
さ
れ
て
採
用
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
ほ
か
に

現
実
に
配
置
可
能
な
部
署
な
い
し
担
当
で
き
る
業
務

が
存
在
し
、
会
社
の
経
営
上
も
そ
の
業
務
を
担
当
さ

せ
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
問
題
が
な
い
と
き
は
、
通
常

程
度
に
業
務
が
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
も
の
と
判

断
し
て
お
り
、
従
前
の
職
務
と
同
じ
業
務
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
配
置
転
換
や
軽
易
業
務
へ
の
従
事
な

ど
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
大
阪
高
裁
平
成

14
年
６
月
19
日
判
決
）。

一
方
、
職
種
な
ど
の
限
定
が
な
い
労
働
者
の
復
職

判
断
に
あ
た
っ
て
、
妄
想
性
障
害
と
い
う
傷
病
の
特

性
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
配
置
転
換
、
在
宅
勤
務
な

ど
に
よ
っ
て
も
就
労
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た

こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
配
置
転
換
な
ど
の
実
施
が
な

か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
休
職
期
間
満
了
に
基
づ

く
退
職
を
有
効
と
判
断
し
て
い
ま
す
（
東
京
高
裁
平

成
28
年
２
月
25
日
判
決
）。

し
た
が
っ
て
、
復
職
時
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、

原
則
と
し
て
、
元
の
職
務
の
み
で
は
な
く
、
配
置
転

換
、軽
易
作
業
へ
の
転
換
な
ど
を
検
討
し
た
う
え
で
、

復
職
の
可
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、例
外
的
に
、

傷
病
の
程
度
な
ど
か
ら
、
配
置
転
換
な
ど
の
実
施
に

支
障
が
あ
り
実
施
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
休
職

期
間
満
了
に
よ
る
退
職
が
有
効
と
な
る
と
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
復
職
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
者
の
治
療
や

回
復
に
関
す
る
情
報
は
、
労
働
者
の
個
人
情
報
で
あ

り
そ
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
者
が
復
職

可
能
で
あ
る
こ
と
を
使
用
者
に
示
す
必
要
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
前
記
東
京
高
裁
平
成
28
年
２

月
25
日
判
決
）。し
か
し
な
が
ら
、労
働
者
に
対
し
て
、

休
職
期
間
の
満
了
時
に
退
職
扱
い
と
な
る
こ
と
や
必

要
な
診
断
書
の
提
出
を
う
な
が
す
こ
と
な
ど
は
、
労

働
者
と
の
紛
争
回
避
の
観
点
か
ら
は
重
要
と
考
え
ら

れ
ま
す
の
で
、
診
断
書
等
の
提
出
が
な
い
状
態
を
放

置
す
る
こ
と
な
く
、
働
き
か
け
は
行
っ
て
お
く
べ
き

で
し
ょ
う
。

復
職
後
の
配
慮
に
つ
い
て

4復
職
後
の
職
場
復
帰
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

や
具
体
的
な
方
策
に
つ
い
て
は
、厚
生
労
働
省
か
ら
、

「
改
訂　

心
の
健
康
問
題
に
よ
り
休
業
し
た
労
働
者

の
職
場
復
帰
支
援
の
手
引
き
」が
公
表
さ
れ
て
お
り
、

参
考
に
な
り
ま
す
。

正
式
な
職
場
復
帰
前
に
行
う
、「
試
し
出
勤
」
制

度
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、①
模
擬
出
勤（
生

活
リ
ズ
ム
を
勤
務
時
間
と
合
わ
せ
る
た
め
、
自
宅
で

過
ご
す
）、
②
通
勤
訓
練
（
自
宅
か
ら
職
場
付
近
ま

で
移
動
し
た
う
え
で
、
一
定
時
間
過
ご
し
て
帰
宅
す

る
）、
③
試
し
出
勤
（
職
場
に
試
験
的
に
出
勤
し
て

み
る
）
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
ま
す
。
③
が
最
も
復

帰
に
近
づ
け
た
状
況
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
「
試
し
出
勤
」
制
度
は
、原
則
と
し
て
、

労
務
提
供
を
受
け
る
も
の
で
は
な
く
、
賃
金
を
発
生

さ
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
労
働

時
間
と
し
て
判
断
さ
れ
る
か
否
か
は
、
使
用
者
の
指

揮
命
令
下
に
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
た

め
、使
用
者
と
し
て
は
、「
試
し
出
勤
」
の
実
施
中
に
、
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賃
金
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
指
揮
命
令
に
基

づ
く
労
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
例
の
な
か
で
も
、

た
と
え
無
給
で
あ
る
旨
の
合
意
が
あ
り
、
試
し
出
勤

中
の
軽
作
業
で
あ
っ
て
も
、
使
用
者
の
指
揮
に
基
づ

き
作
業
成
果
を
享
受
し
て
い
る
場
合
に
は
、
最
低
賃

金
相
当
額
の
賃
金
が
発
生
す
る
と
判
断
さ
れ
て
い
ま

す
（
名
古
屋
高
裁
平
成
30
年
６
月
26
日
判
決
）。

そ
の
ほ
か
、「
試
し
出
勤
」の
間
は
、
労
務
に
従
事
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
通
勤
災
害
お
よ

び
業
務
災
害
の
適
用
が
な
い
こ
と
な
ど
は
あ
ら
か
じ

め
労
使
間
で
共
有
し
て
お
く
こ
と
が
適
切
で
し
ょ
う
。

正
式
な
復
職
後
に
お
い
て
は
、
配
慮
が
不
要
と
な

る
わ
け
で
は
な
く
、
就
業
上
の
配
慮
が
必
要
に
な
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
使
用
者
が
負
っ

て
い
る
安
全
配
慮
義
務
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

例
と
し
て
は
、
短
時
間
勤
務
、
軽
作
業
や
定
型
業

務
へ
の
従
事
、
残
業
・
深
夜
業
務
の
禁
止
、
出
張
制

限
、
交
代
勤
務
制
限
、
危
険
作
業
な
ど
の
制
限
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
制
限
ま
た
は
適
用
、
転
勤
に

つ
い
て
の
配
慮
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
な
か
で
い
つ
で
も
使
え
る
配
慮
は
、
短

時
間
勤
務
で
し
ょ
う
。
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
か
ら

の
復
帰
の
際
に
は
、
リ
ズ
ム
を
取
り
戻
す
こ
と
と
、

仕
事
を
す
る
こ
と
に
徐
々
に
慣
れ
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
に
も
短
時
間
に
し
す
ぎ

る
と
、受
領
で
き
る
賃
金
が
低
く
な
り
す
ぎ
る
た
め
、

短
け
れ
ば
よ
い
と
も
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

社
内
貸
付
制
度
と

労
働
基
準
法
の
規
制
の
関
係

1コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
っ
て
、
賞
与
の
支
給
停
止

ま
た
は
支
給
額
を
抑
制
す
る
企
業
も
あ
り
ま
す
が
、

一
方
で
労
働
者
の
生
計
を
維
持
す
る
必
要
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
対
応
に
苦
慮
さ
れ
た
企
業
も
多
い
よ
う
で

す
。 例

え
ば
、
初
週
は
４
時
間
、
次
週
は
６
時
間
、
そ

の
後
８
時
間
勤
務
に
戻
す
こ
と
を
計
画
し
、
そ
の
間

の
様
子
を
見
な
が
ら
計
画
通
り
に
進
め
て
い
け
る
か

見
守
る
ほ
か
、
１
カ
月
経
過
時
点
に
お
い
て
産
業
医

の
面
談
を
設
定
し
た
う
え
で
、
復
帰
後
の
労
働
者
の

状
況
を
把
握
し
な
が
ら
、
復
職
後
の
配
慮
を
尽
く
し

て
い
く
こ
と
が
適
切
で
し
ょ
う
。

企
業
の
な
か
に
は
、
賞
与
支
給
に
代
え
て
、
社
内

貸
付
制
度
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
で
、
生
活
の
維
持

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
ざ
し
た
企
業
も
あ
り
ま
す
。

労
働
者
の
生
計
維
持
の
た
め
に
、
企
業
か
ら
の
貸

付
を
行
う
と
い
う
目
的
自
体
は
、
労
働
者
の
利
益
の

た
め
の
配
慮
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
禁
止
す
べ
き
も
の

と
ま
で
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
労
働
基
準
法
の
規
制

を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

労
働
基
準
法
が
規
制
す
る
違
約
金
お
よ
び
賠
償
予
定
の
禁
止
、
前
借
金
相
殺
の
禁
止
に
該
当

し
な
い
よ
う
に
制
度
設
計
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

貸
付
金
の
返
済
に
つ
い
て
、
不
履
行
に
対
す
る
制
裁
を
与
え
る
な
ど
身
体
拘
束
や
足
止
め
に

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
ほ
か
、
賃
金
か
ら
の
控
除
に
つ
い
て
は
、
労
使
協
定
の
締

結
と
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
同
意
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

A
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従
業
員
の
生
活
維
持
の
た
め
、
従
業
員
へ
の
貸
付
を
行
う
こ
と
は
で
き
る
の
か

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
り
、
賞
与
の
支
給
を
停
止
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
な
ど
特
別
の
事
情
が
あ
る
従
業
員
に
対
し
て
は
、
賞
与
相
当
額
の

貸
付
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

会
社
か
ら
、
従
業
員
に
対
し
て
貸
付
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
返
済
を
受

け
る
方
法
は
賃
金
か
ら
の
控
除
を
実
施
し
て
も
問
題
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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社
内
貸
付
制
度
と
違
約
金
・

賠
償
予
定
の
禁
止

2ま
ず
、
労
働
基
準
法
第
16
条
は
、
損
害
賠
償
の
予

定
を
禁
止
し
て
、労
働
者
の
保
護
を
図
っ
て
い
ま
す
。

典
型
例
と
し
て
は
、
欠
勤
や
遅
刻
ご
と
に
一
定
額
の

金
額
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
な
ど
で
す
が
、
そ
の
趣
旨

は
、
金
銭
賠
償
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
で
身
体
拘
束
を

図
る
こ
と
な
ど
を
防
止
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

一
見
す
る
と
、
貸
付
と
は
無
関
係
の
規
定
に
も
見

え
ま
す
が
、
例
え
ば
、
一
度
支
給
し
た
賃
金
を
、
契

約
違
反
な
ど
が
あ
っ
た
と
き
に
返
還
を
求
め
る
約
束

も
規
制
対
象
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
貸

付
も
実
質
的
に
こ
れ
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
場
合
に

は
、
規
制
対
象
に
入
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

貸
付
金
で
あ
る
か
、
違
約
金
の
設
定
で
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
制
度
の
実
態
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
業
務
と
の
関
連
性
が
強
く
労
働
者
の
利

益
が
小
さ
い
場
合
な
ど
は
、
本
来
使
用
者
が
負
担
す

べ
き
費
用
と
し
て
違
約
金
の
設
定
と
判
断
さ
れ
や
す

く
、
業
務
と
の
関
連
性
が
薄
く
労
働
者
の
利
益
が
大

き
い
場
合
に
は
、
貸
付
金
と
し
て
許
容
さ
れ
や
す
い

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
社
内
貸
付
制
度
を
設
計
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
ま
ず
は
、
労
働
者
の
利
益
と
し
て
の
位

置
づ
け
を
守
る
た
め
に
、
労
働
者
の
自
主
的
な
判
断

で
貸
付
が
申
込
み
可
能
で
あ
る
こ
と
や
使
途
に
つ
い

て
限
定
す
る
こ
と
な
く
労
働
者
が
受
け
る
利
益
の
程

度
を
大
き
く
し
て
お
き
、
業
務
と
の
関
連
性
を
薄
く

し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
い
え
ま
す
。

社
内
貸
付
制
度
と

前
借
金
相
殺
の
禁
止

3労
働
基
準
法
は
、
賠
償
予
定
の
禁
止
の
み
で
は
な

く
、
前
借
金
と
賃
金
を
相
殺
す
る
こ
と
も
禁
止
し
て

い
ま
す
（
同
法
第
17
条
）。
こ
の
条
文
で
は
、
前
借

金
つ
ま
り
会
社
か
ら
の
貸
付
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る

の
で
は
な
く
、
賃
金
と
の
相
殺
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
趣
旨
は
、前
借
金
を
発
生
さ
せ
た
う
え
で
、

賃
金
を
相
殺
し
て
、手
取
額
を
低
額
に
す
る
こ
と
で
、

身
体
拘
束
や
不
当
な
足
止
め
が
生
じ
る
こ
と
を
防
止

す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
労
働
基
準
法
第
24
条
は
、
賃
金
の
全
額
払

い
の
原
則
を
定
め
て
お
り
、こ
の
規
定
の
趣
旨
に
は
、

相
殺
禁
止
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
生
活
経
済
を
脅

か
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
そ
の
保
護
を
図
る
も
の
と

解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。

相
殺
禁
止
に
関
し
て
、
判
例
は
、「
労
働
者
が
そ

の
自
由
な
意
思
に
基
づ
き
右
相
殺
に
同
意
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
右
同
意
が
労
働
者
の
自
由
な
意
思
に

基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る

合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
き
は
、
右

同
意
を
得
て
し
た
相
殺
は
右
規
定
に
違
反
す
る
も
の

と
は
い
え
な
い
」
と
判
断
し
て
お
り
、
労
働
者
の
同

意
が
あ
れ
ば
、相
殺
が
可
能
と
判
断
し
て
い
ま
す（
最

高
裁
平
成
２
年
11
月
26
日
判
決
）。
た
だ
し
、
当
該

労
働
者
の
同
意
に
つ
い
て
、「
労
働
者
の
自
由
な
意

思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
認
定
判
断
は
、
厳
格

か
つ
慎
重
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
」
と
も
注
記
し
て
お
り
、
使

用
者
か
ら
の
押
し
つ
け
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

ま
た
、
労
働
基
準
法
第
24
条
は
、
賃
金
か
ら
の
控

除
の
前
提
と
し
て
、
労
働
者
の
過
半
数
代
表
者
と
の

労
使
協
定
の
締
結
を
求
め
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
賃
金
か
ら
貸
付
金
を
控
除
し
て
、

返
済
に
充
て
る
場
合
に
は
、
規
制
の
趣
旨
に
し
た

が
っ
て
、
控
除
額
が
労
働
者
の
生
計
を
脅
か
す
ほ
ど

の
も
の
と
は
な
ら
な
い
範
囲
に
と
ど
め
た
う
え
で
、

賃
金
か
ら
の
控
除
に
関
す
る
労
使
協
定
の
締
結
を
行

い
、
該
当
す
る
労
働
者
と
の
間
で
自
由
な
意
思
に
よ

る
同
意
を
得
て
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

留
意
事
項
の
ま
と
め

4こ
れ
ら
の
労
働
基
準
法
に
基
づ
く
規
制
を
ふ
ま
え

る
と
、
制
度
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
①
労
働
者
か
ら

の
申
込
み
を
受
け
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
、
②
使

途
に
つ
い
て
は
制
限
す
る
こ
と
な
く
生
活
資
金
と
し

て
貸
付
を
行
う
こ
と
、
③
契
約
違
反
な
ど
に
基
づ
く

一
括
返
済
の
規
定
は
で
き
る
か
ぎ
り
設
け
ず
、
設
け

る
場
合
で
あ
っ
て
も
退
職
を
心
理
的
に
制
限
す
る
よ

う
な
条
件
と
し
な
い
こ
と
、
④
賃
金
か
ら
の
控
除
を

行
う
場
合
に
は
、
控
除
額
は
生
活
を
脅
か
さ
な
い
程

度
に
抑
制
し
、
労
使
協
定
の
締
結
と
本
人
の
同
意
を

整
え
る
こ
と
、
な
ど
に
配
慮
し
て
お
く
こ
と
が
必
要

と
な
る
で
し
ょ
う
。
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今
回
で
連
載
４
回
目
と
な
り
ま
す
。第
２
回「
定
年
」、

第
３
回
「
退
職
金
」
と
、
60
歳
以
降
に
大
き
く
か
か
わ

る
も
の
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
少
し
視

野
を
広
げ
て
職
業
人
生
や
働
き
方
全
般
に
か
か
わ
る

「
キ
ャ
リ
ア
」
と
、
関
連
す
る
用
語
に
つ
い
て
解
説
し

て
い
き
ま
す
。

「
キ
ャ
リ
ア
」
の
定
義
は
む
ず
か
し
い

「
キ
ャ
リ
ア
」
と
い
う
用
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
目
に
す
る
機
会
が
多
い
用
語
で
す
。
た
だ
し
あ
ら
た

め
て
定
義
を
問
わ
れ
る
と
、
な
か
な
か
明
確
に
は
答
え

に
く
い
用
語
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
を
見
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
が
出
て
き
ま
す
。

少
し
古
い
資
料
で
す
が
、
２
０
０
２
（
平
成
14
）
年

に
厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援

す
る
労
働
市
場
政
策
研
究
会
」
報
告
書
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
キ
ャ
リ
ア
を
一
般
に
「
経
歴
」、

「
経
験
」、「
発
展
」
さ
ら
に
は
、「
関
連
し
た
職
務
の
連

鎖
」
な
ど
と
表
現
し
、「
時
間
的
持
続
性
な
い
し
継
続

性
を
持
っ
た
概
念
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
少
々
回
り

く
ど
い
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
端
的
に
は
「
職
務

や
関
連
す
る
活
動
に
よ
る
経
験
」と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト
は
報
告
書
の
定
義
に
あ
る
よ
う
に
時
間
的

な
継
続
性
が
含
ま
れ
る
点
で
す
。
こ
の
た
め
、
理
想
的

な
キ
ャ
リ
ア
の
積
み
方
を
企
画
す
る
「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ

イ
ン
」
や
、
職
務
経
験
な
ど
を
通
し
て
個
人
の
能
力
開

発
を
う
な
が
し
て
い
く
「
キ
ャ
リ
ア
形
成
」
は
、
中
長

期
的
な
時
間
軸
が
必
要
な
要
素
と
な
っ
て
き
ま
す
。
個

人
が
歩
ん
で
き
た
職
業
や
ス
キ
ル
習
得
も
含
め
た
経
験

が
、
将
来
の
生
き
方
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
実
際
に

あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
筆
者
の
話
で
恐
縮
で
す
が
、
大
学
卒
業
直

後
に
入
社
し
た
の
は
出
版
社
で
、
８
年
経
っ
て
か
ら

ま
っ
た
く
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
事
関
連
の
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
に
入
社
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
直
接
的

に
は
職
業
経
験
は
一
度
途
切
れ
て
い
ま
す
が
、
日
常
的

に
文
章
を
書
く
こ
と
が
多
い
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
を

す
る
う
え
で
、
出
版
社
時
代
の
文
章
の
書
き
方
や
、
校

正
の
経
験
が
非
常
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
ず
い
ぶ
ん
関

係
な
い
と
こ
ろ
で
影
響
す
る
も
の
だ
と
自
分
で
も
思
い

ま
す
が
、
キ
ャ
リ
ア
の
中
長
期
的
な
時
間
軸
か
ら
す
る

と
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

キ
ャ
リ
ア
へ
の
関
心
の
高
ま
り

以
前
か
ら
働
く
人
に
と
っ
て
キ
ャ
リ
ア
は
関
心
事
の

一
つ
で
し
た
が
、
近
年
「
人
生
１
０
０
年
時
代
」
を
背

景
と
し
て
、
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
の
関
心
が
さ
ら
に
高

ま
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
か
つ
て
は
若
年
層
が
い
か

に
よ
い
会
社
に
入
る
か
、
希
望
の
仕
事
を
す
る
か
と

い
っ
た
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す

「キャリア」第4回
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が
、
近
年
は
定
年
や
寿
命
の
延
び
に
関
連
し
て
、
職
業

人
生
を
含
め
た
人
生
全
体
を
、
い
か
に
充
実
し
た
も
の

に
す
る
か
と
い
う
広
い
と
ら
え
方
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。例

え
ば
、
会
社
の
選
び
方
も
「
就
社
か
ら
就
職
へ
」

と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の「
就
社
」

は
、
終
身
雇
用
を
前
提
に
安
定
性
や
将
来
性
の
あ
る
会

社
に
入
社
す
る
こ
と
に
関
心
が
も
た
れ
て
い
ま
す
が
、

「
就
職
」
は
就
い
た
職
務
に
よ
り
、
経
験
や
ス
キ
ル
を

積
み
、
そ
れ
を
活
か
し
て
自
身
が
望
む
仕
事
や
生
き
方

が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
転
職
や
独
立
も
選
択
肢
に
含

ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
平
成
31
年
度
新
入
社
員
『
働
く
こ
と
の
意
識
』
調

査
結
果
」（
図
表
１
）
に
よ
る
と
、
特
徴
的
な
の
は
会

社
の
選
択
理
由
と
し
て
「
能
力
・
個
性
を
生
か
せ
る
」、

「
仕
事
が
面
白
い
」
が
半
数
超
の
回
答
で
、「
会
社
の
将

来
性
」
と
い
う
回
答
は
長
期
に
わ
た
っ
て
減
少
傾
向
を

示
し
て
い
る
う
え
に
、
も
っ
と
も
低
い
回
答
に
な
っ
て

い
ま
す
。各
社
の
採
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
見
て
も
、

会
社
の
素
晴
ら
し
さ
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
経
験
を
積

め
る
か
、
自
身
を
活
か
せ
る
か
と
い
う
点
で
訴
求
し
て

い
ま
す
。

こ
れ
は
高
齢
者
雇
用
で
も
同
様
で
す
。
経
済
産
業
省

が
作
成
し
た
「『
人
生
１
０
０
年
時
代
』
の
企
業
の
在

り
方
」（
２
０
１
７
年
）
と
い
う
資
料
で
、
よ
く
ま
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
要
旨
は
、
従
来
の
キ
ャ
リ
ア
は
終

身
雇
用
を
前
提
に
会
社
が
つ
く
る
も
の
で
し
た
が
、
こ

れ
か
ら
は
社
員
が
自
律
的
に
キ
ャ
リ
ア
を
つ
く
り
、
独

立
や
転
職
な
ど
の
社
外
転
身
も
視
野
に
入
れ
る
と
い
う

も
の
で
す
。
本
資
料
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す

が
、
社
内
の
ほ
か
の
だ
れ
か
に
代
替
が
利
き
や
す
い
仕

事
を
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
高
齢
者
雇
用
で
は
定
型
作
業

や
雑
用
な
ど
の
「
低
付
加
価
値
労
働
」
の
に
な
い
手
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
社
外
も
見
据
え
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
し
て
い

く
の
で
あ
れ
ば
、
社
外
で
も
通
用
す
る
ス
キ
ル
や
専
門

性
を
習
得
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
武
器

と
す
れ
ば
社
内
で
継
続
的
に
働
く
場
合
で
も
、
60
歳
以

前
と
同
じ
よ
う
な
働
き
方
を
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

本
連
載
第
２
回
に
も
記
載
し
た
通
り
、
法
改
正
に
よ

る
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
確
保
の
努
力
義
務
（
２
０
２

１
年
４
月
施
行
）
で
、
定
年
廃
止
・
定
年
延
長
・
再
雇

用
に
加
え
て
、「
他
企
業
へ
の
再
就
職
支
援
」、「
継
続

的
な
業
務
委
託
」、「
社
会
活
動
へ
の
従
事
」
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
選
択
肢
が
広
が
る
一
方
で
、
特
に

他
企
業
へ
の
再
就
職
や
業
務
委
託
は
同
一
会
社
で
の
継

続
雇
用
よ
り
も
よ
り
難
易
度
が
高
く
、
キ
ャ
リ
ア
に
対

す
る
意
識
を
変
え
て
自
身
の
得
意
領
域
を
明
確
に
し
て

い
か
な
い
と
、
現
実
的
に
は
む
ず
か
し
い
領
域
と
な
り

ま
す
。
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図表1　会社の選択理由（主な項目の経年変化）
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会
社
と
し
て
の

キ
ャ
リ
ア
開
発
支
援
が
重
要

た
だ
し
、誤
解
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、

キ
ャ
リ
ア
形
成
を
本
人
任
せ
に
す
る
と
い
う
意
味
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
会
社
と
し
て
支
援
す
る
こ
と
は
引
き
続

き
重
要
で
す
。
従
来
は
会
社
が
最
適
な
視
点
で
社
員
へ

職
務
を
付
与
し
、
60
歳
や
65
歳
で
雇
用
関
係
が
終
了
す

れ
ば
後
は
関
係
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
一
般
的
で
し

た
が
、
今
後
は
長
い
就
業
期
間
や
雇
用
関
係
の
終
了
後

も
見
据
え
て
、
ど
の
よ
う
な
ス
キ
ル
や
能
力
を
習
得
し

て
働
く
こ
と
が
会
社
に
と
っ
て
も
本
人
に
と
っ
て
も
よ

い
の
か
を
、
と
も
に
考
え
て
い
く
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
に

変
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
会
社
が
施
策
を
打
っ

て
習
得
を
支
援
す
る
場
合
は
「
キ
ャ
リ
ア
開
発
支
援
」

と
呼
び
ま
す
。

キ
ャ
リ
ア
開
発
支
援
に
は
い
く
つ
も
の
方
法
が
あ
り

ま
す
。
一
般
的
な
施
策
と
し
て
、ま
ず
は「
ジ
ョ
ブ
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
」
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
社
員
に
複
数
の
職

務
を
経
験
さ
せ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
日
本
企
業
の
人

材
活
用
の
特
徴
と
し
て
、
か
な
り
昔
か
ら
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

近
年
は
い
く
つ
も
の
職
務
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
は
専

門
的
な
ス
キ
ル
習
得
の
妨
げ
に
な
る
と
し
て
否
定
さ
れ

る
向
き
も
あ
り
ま
す
が
、
本
人
の
適
性
を
見
極
め
、
ま

た
仕
事
や
視
野
の
広
が
り
を
持
た
せ
る
た
め
に
も
重
要

な
施
策
で
す
。
自
身
が
向
い
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
こ

と
と
、
実
際
に
で
き
る
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ず
乖か

い

離り

が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
際
に
経
験
し
て
み
な
い
と
わ
か

ら
な
い
こ
と
で
す
。
ま
た
、
長
年
同
一
職
務
し
か
行
っ

て
い
な
い
場
合
、ど
う
し
て
も
視
野
が
狭
く
な
り
ま
す
。

製
造
系
の
会
社
で
本
社
の
管
理
部
門
の
社
員
を
工
場
に

一
定
期
間
配
属
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
目

的
は
現
場
目
線
の
獲
得
に
あ
り
ま
す
。
ジ
ョ
ブ
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
が
〝
無
駄
な
も
の
〞
と
し
て
感
じ
ら
れ
る

場
合
は
、
無
計
画
に
行
っ
て
い
る
か
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
の
意
図
を
本
人
に
伝
え
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
理
由

と
し
て
想
定
さ
れ
ま
す
。

次
に
あ
げ
ら
れ
る
施
策
に
は
「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
」

が
あ
り
ま
す
。
業
務
に
関
す
る
取
組
み
や
行
動
に
つ
い

て
、
よ
か
っ
た
点
や
改
善
点
を
明
ら
か
に
し
て
、
本
人

に
伝
え
る
こ
と
で
す
。
人
事
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
上

司
が
部
下
に
伝
え
る
の
が
、
多
く
の
会
社
に
あ
る

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
機
会
で
す
。

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
目
的
は
、
本
人
の
行
動
改
善
や

動
機
づ
け
を
す
る
こ
と
で
成
長
を
う
な
が
す
こ
と
に
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
一
方
的
に
伝
え
る
だ
け
で
は
成
長

に
つ
な
が
ら
な
い
、
お
説
教
の
よ
う
に
な
り
か
え
っ
て

逆
効
果
と
い
う
声
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
近
年
で
は

上
司
・
部
下
間
で
本
人
の
キ
ャ
リ
ア
や
成
長
に
つ
い
て

定
期
的
に
話
し
合
う
「
１ワ

ン
オ
ン
ワ
ン

ｏ
ｎ
１
」
と
い
う
取
組
み
を

行
っ
て
い
る
会
社
も
あ
り
ま
す
。

キ
ャ
リ
ア
開
発
に
お
い
て
話
合
い
は
重
要
で
、
先
ほ

ど
の
工
場
へ
の
異
動
の
例
を
と
っ
て
み
て
も
、
異
動
の

意
義
が
本
人
に
し
っ
か
り
伝
わ
っ
て
い
れ
ば
、
工
場
勤

務
は
視
野
を
広
げ
る
た
め
に
重
要
な
経
験
に
な
り
ま
す

し
、
意
図
が
伝
わ
ら
ず
本
人
の
意
に
も
沿
っ
て
い
な
い

図表2　ジョブローテーションとキャリアパス

出典：筆者作成

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

＜等級＞

職種 営 業 事 務 製 造

　  ジョブローテーション期間　 
（職種間異動を含めさまざまな仕事を経験）

キャリア選択期間
（職種内異動が主）

総合職／専門職分岐
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場
合
は
、
本
人
に
と
っ
て
は
無
駄
な
期
間
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

会
社
が
考
え
る
適
性
配
置
や
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
と
、
本
人
の
希
望
が
か
み
合
わ
な
い
こ
と
は
多
々
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
溝
を
埋
め
て
い
く
の
は
対
話
に
よ
る

意
識
の
す
り
合
わ
せ
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

施
策
の
最
後
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
「
キ
ャ
リ
ア

パ
ス
」
の
設
定
で
す
。
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
は
社
内
で
社

員
が
目
ざ
す
こ
と
の
で
き
る
役
職
や
職
務
な
ど
を
明
ら

か
に
し
て
、
そ
こ
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
経
験
や
ス
キ

ル
が
必
要
か
過
程
を
示
す
も
の
で
す
。

わ
か
り
や
す
い
の
が
、
人
事
制
度
で
「
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
職
（
管
理
職
）」
と
「
専
門
職
」
の
二
つ
を
目
ざ
せ

る
と
し
て
「
複
線
型
の
コ
ー
ス
制
度
」
を
用
い
て
い
る

会
社
で
す
。

こ
の
場
合
は
管
理
職
に
な
り
課
長
・
部
長
と
職
位
を

上
げ
て
い
く
ほ
か
に
、
自
身
の
職
務
の
専
門
性
を
磨
け

ば
、
部
課
長
と
同
等
の
処
遇
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
「
等
級
」

と
い
う
複
数
段
階
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
り
、
等
級
ご
と
に

ど
の
よ
う
な
能
力
を
身
に
つ
け
役
割
を
果
た
せ
ば
よ
い

か
な
ど
定
義
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
し
な
い
と

上
の
ス
テ
ッ
プ
に
上
が
れ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま

す
（
図
表
２
）。
特
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
職
に
は
適
性
が

あ
り
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
は
優
秀
だ
が
課
長
と
し
て

組
織
運
営
や
部
下
サ
ポ
ー
ト
を
や
ら
せ
た
ら
向
い
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
ケ
ー
ス
で
す
。
こ
の

た
め
、
課
長
に
就
任
さ
せ
る
前
に
小
規
模
組
織
の
運
営

や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
を
経
験
さ
せ
て
、
適
性
を

見
極
め
る
と
い
う
取
組
み
を
し
て
い
る
会
社
も
あ
り
ま

す
。

セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
を
意
識
す
る

人
生
１
０
０
年
時
代
を
見
据
え
た
キ
ャ
リ
ア
を
考
え

た
場
合
、
会
社
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
策
を
た
だ
受
け
止
め

る
だ
け
で
は
な
く
、
加
え
て
「
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
」

を
意
識
し
て
自
身
の
武
器
と
な
る
ス
キ
ル
や
能
力
を
高

め
て
い
く
こ
と
を
、
本
人
が
主
体
的
に
行
う
こ
と
が
必

要
で
す
。

セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
と
は
、〝
第
二
の
職
業
人
生
〞

と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
よ
り
長
い
期
間

で
考
え
る
と
〝
生
き
方
を
ど
う
す
る
か
〞
と
い
う
、
よ

り
広
い
視
野
に
立
つ
も
の
に
な
り
ま
す
。
か
つ
て
は
セ

カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
と
い
っ
た
場
合
、
55
歳
あ
た
り
か
ら

考
え
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近

年
で
は
遅
く
と
も
40
代
か
ら
意
識
す
る
も
の
と
い
う
認

識
が
広
ま
っ
て
い
ま
す
。
書
店
で
よ
く
見
か
け
る
〝
○

歳
か
ら
考
え
る
キ
ャ
リ
ア
〞
と
い
っ
た
書
籍
も
、
対
象

年
齢
が
早
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

人
生
が
長
く
な
っ
た
の
に
、
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
を

考
え
る
の
が
早
ま
っ
て
い
る
の
は
一
見
矛
盾
し
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
考
え
る
内
容
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま

す
。55
歳
あ
た
り
か
ら
考
え
る
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
は
、

退
職
ま
で
の
働
き
方
や
退
職
後
の
過
ご
し
方
、
資
金
計

画
な
ど
が
お
も
な
内
容
で
し
た
。
一
方
で
近
年
の
内
容

は
、
い
か
に
長
く
活
躍
す
る
か
、
充
実
し
た
人
生
を
生

き
る
か
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
じ
会
社
で
働
き
続
け
る
、

違
う
会
社
で
活
躍
す
る
、
起
業
し
て
働
け
る
か
ぎ
り
働

く
、働
く
だ
け
で
な
く
地
域
や
社
会
に
貢
献
す
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
視
野
に
入
り
ま
す
。
退
職
後
、

喪
失
感
に
よ
り
や
る
気
を
な
く
す
、
や
る
こ
と
が
な
く

な
る
な
ど
の
声
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
自
身
に

と
っ
て
最
適
な
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
、
準
備
が

で
き
て
い
れ
ば
、
退
職
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
充
実
し

た
人
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。そ

の
た
め
、「
セ
カ
ン
ド
キ
ャ
リ
ア
研
修
」
を
実
施

し
て
意
識
づ
け
を
し
た
り
、
他
社
で
の
豊
富
な
キ
ャ
リ

ア
を
持
つ
就
業
意
欲
の
あ
る
方
を
積
極
的
に
採
用
し
、

活
躍
の
場
を
提
供
す
る
な
ど
、
会
社
と
し
て
の
役
割
も

高
ま
っ
て
い
ま
す
。

☆　
　
☆

今
回
は
「
キ
ャ
リ
ア
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。

次
回
は
、雇
用
延
長
と
も
密
接
に
関
連
す
る「
賃
金
カ
ー

ブ
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。
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調
査
結
果
の
概
要

１
． 企
業
が
予
測
す
る

「
人
生
１
０
０
年
時
代
」の
イ
メ
ー
ジ

⑴  

人
生
１
０
０
年
時
代
の
予
測

（
図
表
１
）

﹁
人
生
１
０
０
年
時
代
﹂
と
い
わ
れ
、

人
々
の
長
寿
化
が
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
も
と
で
人
々

の
働
き
方
や
従
業
員
と
会
社
の
関
係

は
、
今
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く

と
予
測
し
て
い
る
か
、
企
業
に
た
ず
ね

た
と
こ
ろ
、
従
業
員
の
勤
続
年
数
の
長

期
化
（
73
・
０
％
）、
介
護
負
担
な
ど

働
き
方
へ
の
配
慮
（
62
・
３
％
）
な
ど

が
多
か
っ
た
。企
業
規
模
別
に
み
る
と
、

こ
れ
ら
に
加
え
、
３
０
０
人
以
上
の
大

企
業
で
は
、転
職
の
増
加
（
42・５
％
）、

兼
業
・
副
業
の
増
加
（
40
・
５
％
）、

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
が

「
人
生
１
０
０
年
時
代
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
と

雇
用
管
理
の
課
題
に
関
す
る
調
査
」
を
公
表

　
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
は
、
人
生
１
０
０
年
時
代
に
お
け

る
企
業
の
雇
用
管
理
の
動
向
や
今
後
に
向
け
た
課
題
把
握
を
目
的
に
、
従
業
員
規

模
30
人
以
上
の
企
業
を
対
象
に
﹁
人
生
１
０
０
年
時
代
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
雇
用

管
理
の
課
題
に
関
す
る
調
査
﹂※
を
実
施
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
ま
し
た
。
本
稿

で
は
そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

（
編
集
部
）

※　公表資料全体は下記 URL よりご確認ください。
　　https://www.jil.go.jp/press/documents/20200529.pdf

図表1　「人生100年時代」で企業が予測していること
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勤
続
年
数
の
長
期
化

介
護
負
担
な
ど

働
き
方
へ
の
配
慮

短
時
間
就
業
希
望
の

増
加

転
職
の
増
加

兼
業
・
副
業
の
増
加

キ
ャ
リ
ア
設
計
へ
の

関
心
の
高
ま
り

社
会
貢
献
活
動
へ
の

関
心
の
高
ま
り

就
学
意
欲
の
高
ま
り

72.9

73.0

62.3

37.6 37.3 37.1

21.4

8.1 6.7

74.7

61.5
70.4

38.0
33.4 36.8

42.5
36.8

40.5

20.3

32.2

7.9 10.7 6.5 8.2

規模計

300人以上規模

30～299人規模

注 1   企業に対する調査で複数回答。
 2   表章事項は簡略化しており、調査では、従業員の勤続年数が長くなる／介護を担

う従業員が増え働き方への配慮がより求められる／労働時間の短い仕事への就業
希望が強まる／従業員の転職が多くなる／兼業・副業など他の企業で働く従業員
が増える／職業能力開発など従業員の自らのキャリア設計への関心が高まる／ボ
ランティアなど社会貢献活動への参加に関心が強まる／従業員の就学意欲が強ま
る、とされている。
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30
～
２
９
９
人
規
模
の
中
小
企
業
で

は
、
短
時
間
就
業
希
望
の
増
加
（
38
・

０
％
）
な
ど
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
キ
ャ
リ
ア
設
計
へ
の
関
心
の
高
ま

り
は
大
企
業
で
32
・
２
％
、
中
小
企
業

で
20
・
３
％
と
、
差
が
大
き
か
っ
た
。

⑵  

人
生
１
０
０
年
時
代
に
求
め
ら
れ

る
能
力
（
図
表
２
）

人
生
１
０
０
年
時
代
の
予
測
を
も
と

に
、
企
業
が
﹁
こ
れ
ま
で
重
視
し
て
き

た
能
力
﹂
と
﹁
人
生
１
０
０
年
時
代
で

求
め
ら
れ
る
能
力
﹂
を
比
較
し
て
み
る

と
、
こ
れ
ま
で
重
視
し
て
き
た
能
力
で

は
、
経
験
を
も
と
に
着
実
に
仕
事
を
行

う
能
力
（
67
・
３
％
）、
チ
ー
ム
の
一

員
と
し
て
自
ら
の
役
割
を
果
た
す
能
力

（
64
・
６
％
）
な
ど
の
割
合
が
高
か
っ

た
の
に
対
し
、
人
生
１
０
０
年
時
代
に

求
め
ら
れ
る
能
力
と
し
て
は
、
自
ら
考

え
、
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力

（
55
・
３
％
）、
柔
軟
な
発
想
で
新
し
い

考
え
を
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
能
力

（
53
・
５
％
）
な
ど
の
割
合
が
高
ま
っ

て
い
る
。
特
に
、
柔
軟
な
発
想
で
新
し

い
考
え
を
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
能

力
は
、
こ
れ
ま
で
重
視
し
て
き
た
能
力

で
は
20
・
８
％
で
あ
り
、
32
・
７
％
ポ

イ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
。

（
一
部
省
略
）

２
． 日
本
企
業
の
雇
用
管
理
と

長
期
勤
続
化
の
課
題 

⑴  

依
然
と
し
て
高
い
長
期
雇
用
へ
の

志
向
性
（
図
表
３
）

採
用
、
配
置
、
昇
進
管
理
な
ど
に
つ

い
て
、異
な
る
二
つ
の
考
え
方
を
示
し
、

ど
ち
ら
に
近
い
か
を
た
ず
ね
る
こ
と
に

よ
っ
て
企
業
の
考
え
方
を
調
べ
て
み
る

と
、全
員
長
期
雇
用
か
一
部
精
鋭
化
か
、

図表2　これまで重視してきた能力と人生100年時代に求められる能力
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発
想
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い
考
え
を
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み
出
す
こ
と
の
で
き
る
能
力

困
難
に
立
ち
向
か
う
こ
と
の

で
き
る
精
神
的
な
能
力

特
定
の
分
野
に
お
け
る

専
門
的
・
技
術
的
な
能
力

自
ら
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
の

で
き
る
能
力

チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
自
ら
の

役
割
を
果
た
す
能
力

経
験
を
も
と
に
着
実
に

仕
事
を
行
う
能
力

67.3

46.3

64.6

43.8

54.4 55.3

38.9
47.1

30.3 28.4
20.8

53.5

人生100年時代で求められる能力

これまで重視してきた能力

図表3　採用・配置・昇進管理に関する企業の考え方

▲1.0

▲0.5

0.0

0.5

1.0

1.5
（ポイント）

全
員
長
期
雇
用
か

一
部
精
鋭
化
か

幹
部
は

内
部
登
用
か
外
部
登
用
か

能
力
開
発
は

会
社
主
体
か
個
人
主
体
か

異
動
は

会
社
主
導
か
個
人
主
導
か

職
務
は

総
合
性
重
視
か
専
門
性
重
視
か

採
用
は

新
卒
重
視
か
中
途
重
視
か

昇
進
は

勤
続
重
視
か
抜
擢
重
視
か

教
育
投
資
は

長
期
回
収
か
短
期
回
収
か

前
者
の
考
え
に
近
い

後
者
の
考
え
に
近
い

1.21.2

1.21.2 1.31.3

0.80.8 0.70.7
0.40.4 0.60.6

0.20.2

0.60.6

-0.1-0.1 0.00.0
-0.4-0.4

0.60.6

-0.5-0.5
-0.3-0.3

-0.5-0.5
-0.3-0.3

0.80.8

0.40.4
0.30.3

-0.1-0.1

-0.3-0.3

-0.5-0.5 -0.5-0.5

規模計

300人以上規模

30～299人規模

注　企業に対する調査で複数回答。

注1   企業に対する調査で、二つの対になる考え方（前者と後者）を示し、前者に近い、どちら
かというと前者に近い、どちらかというと後者に近い、後者に近い、のいずれかの回答
をえた。集計にあたっては、前者に近いに2ポイント、どちらかというと前者に近いに1
ポイント、どちらかというと後者に近いに▲1ポイント、後者に近いに▲2ポイントを与
え加重平均値をとった。

 2   表章事項は簡略化しており、調査における前者と後者の表現は、正社員全員の長期雇用
に努める・正社員の一部を精鋭として残す／高い職位には生え抜き社員を登用する・高
い職位には外部人材を登用する／従業員の能力開発の責任は企業側にある・従業員の能
力開発の責任は従業員個人にある／異動は会社主導で行う・異動には従業員の意見・希
望をできるだけ反映させる／職務にとらわれず広く仕事を経験させる・特定の職務内で
仕事を経験させる／新卒採用に力を入れている・中途採用に力を入れている／勤続年数
を重んじて昇進させる・勤続年数に関係なく抜擢する／従業員への教育投資の回収は10
年以上かけて行う・従業員への教育投資の回収は10年未満で行う、とされている。
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幹
部
は
内
部
登
用
か
外
部
登
用
か
、
能

力
開
発
は
会
社
主
体
か
個
人
主
体
か
な

ど
に
お
い
て
、
全
員
長
期
雇
用
、
内
部

登
用
、会
社
主
体
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
採
用
は
新
卒
重
視
か
中
途
重
視

か
で
は
、
３
０
０
人
以
上
の
大
企
業
で

は
新
卒
重
視
、
30
～
２
９
９
人
の
中
小

企
業
で
は
中
途
重
視
の
志
向
性
が
み
ら

れ
る
。
な
お
、
昇
進
に
つ
い
て
は
抜
擢

重
視
、
教
育
投
資
に
つ
い
て
は
短
期
回

収
の
考
え
の
方
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

⑵  

従
業
員
の
活
用
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
で

重
視
す
る
事
項
（
図
表
４
）

従
業
員
の
活
用
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
に

あ
た
っ
て
、
重
視
し
て
い
る
事
項
を
調

べ
て
み
る
と
、
働
き
や
す
い
職
場
の
実

現
（
70
・
３
％
ポ
イ
ン
ト
）
で
ポ
イ
ン

ト
が
高
く
、
自
主
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成

支
援
（
29
・
２
％
ポ
イ
ン
ト
）、
生
涯

を
通
じ
た
職
業
能
力
開
発
（
27
・
７
％

ポ
イ
ン
ト
）
な
ど
が
、
そ
れ
に
次
い
で

い
る
。
一
方
、
３
０
０
人
以
上
の
大
企

業
に
つ
い
て
み
る
と
、
労
働
組
合
等
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
38
・
２
％

ポ
イ
ン
ト
）
の
ポ
イ
ン
ト
が
高
い
。

⑶  

正
社
員
の
意
欲
・
能
力
・
キ
ャ
リ
ア

形
成
の
現
状
と
課
題
（
図
表
５
）

企
業
に
対
し
、
自
社
の
正
社
員
で
意

欲
を
持
っ
て
働
い
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
割
合
を
た
ず
ね
て
み
る
と
、
男
性
正

社
員
で
も
女
性
正
社
員
で
も
、
年
齢
が

上
が
る
に
つ
れ
低
下
す
る
傾
向
が
あ

図表4　従業員の活用やキャリア形成にあたって企業が重視する事項

▲80

▲60

▲40

▲20

0

20

40

60

80

100
D.I.（当てはまる（％）－当てはまらない（％））

働
き
や
す
い
職
場
の
実
現

自
主
的
な

キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援

生
涯
を
通
じ
た

職
業
能
力
開
発

高
齢
者
の
能
力
発
揮

労
働
組
合
等
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

非
正
社
員
の
戦
力
化

社
会
貢
献
活
動
の
経
験

学
び
直
し
へ
の
支
援

兼
業
・
副
業
の
経
験

重
視
す
る
事
項
と
し
て
当
て
は
ま
る

重
視
す
る
事
項
と
し
て
当
て
は
ま
ら
な
い

69.3 79.6

70.3

29.2 27.7
18.8 18.3

0.4
-10.7

-16.5

-70.6

28.8 33.8 26.8 36.9 19.1 16.2 16.2
38.2

-0.9
12.8

-11.7 -0.6 -15.8-22.4

-70.8 -70.8

規模計

300人以上規模

30～299人規模

図表5　正社員の意欲・能力・キャリア形成の現状

0

40

50

60

70

80
（％）

意欲をもって
働いている人の割合

十分能力発揮できている人の
割合

積極的にキャリア形成に
取り組んでいる人の割合

20歳台 30歳台 40歳台 50歳台 60歳台 20歳台 30歳台 40歳台 50歳台 60歳台 20歳台 30歳台 40歳台 50歳台 60歳台

女性管理職
女性正社員（非管理職）
男性管理職
男性正社員（非管理職）

注1   企業に対する調査で、調査で示された事項を重視する考えに、当てはまる、やや当てはまる、あ
まり当てはまらない、当てはまらない、をたずねている。前2者を当てはまる、後2者を当てはま
らないとして、それぞれの構成比の差（当てはまる（％）－当てはまらない（％））をD.I.として示した。

 2   表章事項は簡略化しており、調査では、働き方改革などによる働きやすい職場の実現を重視して
いる／従業員の自主的なキャリア形成への支援を重視している／従業員の生涯を通じた職業能力
開発を重視している／高齢者の能力発揮を重視している／従業員組織（組合・社員会など）とのコ
ミュニケーションを重視している／正社員以外の従業員の戦力化を重視している／ボランティア
や社会貢献活動は従業員のパフォーマンスやキャリア形成にプラスの効果がある／従業員の学び
直しへの支援を重視している／兼業・副業は従業員のパフォーマンスやキャリア形成にプラスの
効果がある、とされている。

注1   企業に対する調査で、企業からみて「いきいきと意欲をもって仕事に取り組んでいるように見え
る正社員の割合」「自身の能力を十分に発揮して仕事に取り組んでいる正社員の割合」「自身の能力
向上やキャリア形成に積極的に取り組んでいる正社員の割合」をたずねた。数値の試算にあたっ
ては、8割以上の回答を90％、5～7割を60％、3～4割を35％、2割以下を10％とみなして計算
した。

 2   60歳台の値は65歳以上を除いている。
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る
。
特
に
、
男
性
正
社
員
で
は
、
40
歳

台
以
降
、
急
速
に
低
下
し
て
い
る
。
一

方
、
管
理
職
に
昇
進
し
た
場
合
に
つ
い

て
み
る
と
、
30
歳
台
や
40
歳
台
で
意
欲

を
持
っ
て
働
く
人
の
割
合
が
高
ま
り
、

40
歳
台
以
降
の
低
下
も
緩
や
か
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
40
歳
台
以
降

は
、
男
性
管
理
職
に
比
べ
女
性
管
理
職

の
方
が
、
意
欲
を
持
っ
て
働
く
人
の
割

合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。 

次
に
、
十
分
能
力
発
揮
で
き
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
割
合
を
み
る
と
、
男
性

で
も
女
性
で
も
管
理
職
に
昇
進
し
た
場

合
は
40
歳
台
ま
で
割
合
が
高
ま
っ
て
い

る
。
ま
た
、
40
歳
台
以
降
は
男
性
管
理

職
に
比
べ
女
性
管
理
職
の
方
が
割
合
は

高
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
非
管
理
職

層
の
男
性
正
社
員
に
つ
い
て
は
、
40
歳

台
以
降
、
能
力
を
発
揮
で
き
て
い
る
人

の
割
合
が
低
下
し
て
お
り
、
そ
の
低
下

テ
ン
ポ
は
女
性
正
社
員
よ
り
大
き
い
。

な
お
、
能
力
が
発
揮
で
き
て
い
る
人
の

割
合
は
、
総
じ
て
意
欲
を
持
っ
て
働
い

て
い
る
人
の
割
合
よ
り
高
い
。 

最
後
に
積
極
的
に
キ
ャ
リ
ア
形
成
に

取
り
組
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
割
合

を
み
る
と
、
男
性
で
は
30
歳
台
に
ピ
ー

ク
が
あ
り
、
そ
の
後
、
年
齢
と
と
も
に

低
下
し
て
い
る
。
女
性
管
理
職
で
は
40

歳
台
に
ピ
ー
ク
が
あ
り
、
そ
の
後
の
水

準
も
相
対
的
に
高
い
。 

こ
れ
ら
よ
り
、
昇
進
し
な
か
っ
た
男

性
正
社
員
の
意
欲
、
能
力
、
キ
ャ
リ
ア

形
成
な
ど
に
つ
い
て
、
特
に
40
歳
台
以

降
層
で
課
題
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。（

一
部
省
略
）

３
． キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の

諸
制
度
と
そ
の
動
向 

（
一
部
省
略
）

⑷  

キ
ャ
リ
ア
形
成
の
た
め
の

人
事
制
度
の
効
果
（
図
表
６
）

制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
企
業
に
お

い
て
、
若
年
層
（
39
歳
ま
で
）、
中
壮

年
層
（
40
～
59
歳
）、
高
年
齢
層
（
60

歳
以
上
）
の
年
齢
階
層
別
に
制
度
と
し

て
の
効
果
を
試
算
し
て
み
る
と
、
総
じ

て
、
ど
の
制
度
も
若
年
層
ほ
ど
効
果
が

現
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、

若
年
層
で
は
特
に
、
メ
ン
タ
ー
制
度
の

導
入
効
果
が
高
い
。 

一
方
、
高
年
齢
層
は
総
じ
て
制
度
導

入
の
効
果
は
小
さ
い
が
、
調
査
し
た
制

度
の
中
で
は
、
社
会
貢
献
参
加
の
効
果

が
相
対
的
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

（
以
下
省
略
）

図表6　キャリア形成のための人事制度とその効果

-0.1
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（ポイント）

キ
ャ
リ
ア

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

社
内
公
募
制
度

社
会
貢
献
参
加

兼
業
・
副
業

復
職
支
援

メ
ン
タ
ー
制
度

キ
ャ
リ
ア
面
談

キ
ャ
リ
ア
研
修

目
標
管
理
制
度

自
己
申
告
制
度

自
己
啓
発
支
援

39歳まで
40～59歳
60歳以上

0.9 0.9

0.8
0.9

0.8

1.0

0.6

0.1

0.5 0.5

0.3
0.2

0.3

0.5

0.1

0.50.5

0.60.60.6
0.5

0.6

0.1

0.0
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注1   企業に対する調査で、制度の効果は大変効果があるに2ポイント、やや効果があるに1ポイント、あまり効果がないに▲1ポイント、ほとんど効果
がないに▲2ポイントを与え加重平均値をとった。

 2   調査対象としたキャリア形成のための人事制度は11で表章は簡略化しており、調査では、自己啓発支援（資格取得やリカレント教育）への補助・
勤務時間面での配慮／自己申告制度（従業員の今後の仕事・キャリアへの意向を把握する制度）／目標管理制度（従業員が自律的に設定した目標
に基づく評価制度）／ Off-JT で行うキャリア研修（従業員のキャリア形成を支援する制度で外注・委託も含む）／人事部門担当者によるキャリア
に関する従業員との個別面談／メンター制度（キャリア形成に関し先輩社員が相談役となって後輩社員を支援する制度）／一旦離職した従業員の
復職支援・制度／兼業・副業の容認／従業員のボランティア・社会貢献活動への参加の推進／社内公募制度・社内 FA（フリーエージェント）制度
／キャリアコンサルタントの資格を持つ者によるカウンセリング、とされている。
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パーソル総合研究所 編／
労務行政／
2300 円＋税

今
いま

野
の

浩一郎、
佐藤博

ひろ

樹
き

 著／
日経BP日本経済新聞

出版本部／
3000円＋税

ミ
ド
ル
・
シ
ニ
ア
の
脱だ

つ

年ね
ん

功こ
う

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

40
〜
50
代
「
年
上
部
下
」
の
躍
進
行
動
支
援
の
勘か

ん

所ど
こ
ろ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
テ
キ
ス
ト

人
事
管
理
入
門　
第
3
版

「
人
事
管
理
の
仕
組
み
を
知
ら
な
く
て
も
、
企
業
で

働
く
う
え
で
困
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
考
え
方
も
あ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
高
齢
者
雇
用
の
進
展
と
と
も
に

終
身
雇
用
制
が
ほ
こ
ろ
び
を
見
せ
始
め
、
同
一
の
企
業

で
定
年
ま
で
働
き
続
け
る
こ
と
が
あ
た
り
前
で
は
な
く

な
っ
た
現
在
、
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
自
分
で
考
え
た
い

人
に
と
っ
て
、
人
事
管
理
の
機
能
や
仕
組
み
を
知
る
こ

と
は
不
可
欠
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書

は
、
そ
う
し
た
目
的
の
た
め
に
も
役
立
つ
、
本
格
的
な

入
門
テ
キ
ス
ト
だ
と
思
わ
れ
る
。

本
書
の
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
２
０
０
２
年
。「
あ

ま
り
理
論
的
な
こ
と
に
偏か
た
よ

ら
ず
に
、（
企
業
に
お
け
る
）

人
事
管
理
の
実
際
と
そ
の
背
景
を
知
っ
て
も
ら
う
」
こ

と
を
目
的
に
、
人
事
管
理
の
基
本
的
な
機
能
と
仕
組
み

が
体
系
的
に
網
羅
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
好
評
を
博

し
て
き
た
。
今
回
の
改
訂
で
は
、
統
計
デ
ー
タ
な
ど
を

最
新
の
情
報
に
改
め
る
と
と
も
に
、「
い
ま
の
状
況
」

を
正
確
に
伝
え
る
た
め
に
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」、

「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」、「
ジ
ョ
ブ
型

雇
用
」な
ど
、人
事
管
理
上
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
テ
ー

マ
の
解
説
が
「
ト
ピ
ッ
ク
ス
編
」
と
し
て
追
加
さ
れ
て

い
る
。
著
者
の
２
人
は
、
高
齢
者
の
雇
用
管
理
に
も
詳

し
く
、
本
誌
で
も
執
筆
い
た
だ
い
て
い
る
（
今
号
で
は

７
〜
10
頁
、
40
〜
43
頁
に
掲
載
）。

日
本
的
経
営
の
象
徴
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
「
年
功

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」。
か
つ
て
は
日
本
企
業
の
強
み
と
さ

れ
て
い
た
が
、65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
が
義
務
化
さ
れ
、

さ
ら
に
70
歳
雇
用
時
代
の
幕
開
け
が
迫
る
な
か
で
、
そ

の
限
界
を
指
摘
す
る
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
と
り

わ
け
難
問
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
年
功
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
範は
ん

疇ち
ゅ
う

に
収
ま
ら
な
い
「
年
上
部
下
」
と
「
年
下
上
司
」

の
関
係
性
が
も
た
ら
す
問
題
だ
ろ
う
。

高
齢
者
雇
用
の
進
展
と
と
も
に
あ
た
り
前
と
な
っ
た

「
年
上
部
下
・
年
下
上
司
」
が
、
多
く
の
企
業
で
組
織

の
停
滞
を
招
い
て
い
る
状
況
を
ふ
ま
え
、
本
書
で
は
70

歳
雇
用
時
代
に
求
め
ら
れ
る
人
事
労
務
管
理
の
処
方
箋

と
し
て
、「
年
上
部
下
」
を
戦
力
化
す
る
た
め
の
「
脱

年
功
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
調
査
研
究
で
実
績
を
あ
げ
て
き
た
編
者

な
ら
で
は
の
知
見
を
も
と
に
、「
年
上
部
下
」
と
な
っ

た
ミ
ド
ル
・
シ
ニ
ア
社
員
と
、
そ
の
「
年
下
上
司
」
に

向
け
て
、
現
場
で
の
苦
労
や
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た

め
に
必
要
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
ポ
イ
ン
ト
を
わ
か
り
や

す
く
提
示
し
て
い
る
。
と
く
に
、
第
4
章
「
役
職
定
年

制
の
功
罪
と
運
用
の
留
意
点
」
や
第
5
章
「
環
境
変
化

に
伴
い
様
変
わ
り
す
る
職
場
」
は
、
ミ
ド
ル
・
シ
ニ
ア

社
員
の
戦
力
化
に
本
気
で
取
り
組
ん
で
い
る
担
当
者
に

お
す
す
め
の
内
容
で
あ
る
。

70歳雇用時代に不可欠な人事労務管理の処
し ょ

方
ほ う

箋
せ ん

を提示

基本的な機能から最新情報まで漏れなく学べる、本格的な入門テキスト
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橘
たちばな

大
ひろ

樹
き

、吉
よし

田
だ

寿
ひさし

、
野
の

原
はら

蓉
よう

子
こ

 著／
経団連出版／
1400 円＋税

荒
あら

金
かね

雅
まさ

子
こ

 著／
日本規格協会／
1500 円＋税

髙橋秀
ひで

実
みね

 著／
文藝春秋／
1500 円＋税

本
書
は
、「
ス
ポ
ー
ツ
が
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
」
と

い
う
著
者
が
、
人
生
の
熟
練
者
（
マ
ス
タ
ー
ズ
）
で
あ

る
現
役
ア
ス
リ
ー
ト
を
取
材
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
競
技

と
の
か
か
わ
り
や
練
習
方
法
、
勝
負
へ
の
姿
勢
、
競
技

生
活
を
続
け
ら
れ
て
い
る
背
景
な
ど
を
綴
っ
て
い
る
。

登
場
す
る
の
は
、
71
歳
の
体
操
と
馬
術
の
選
手
か
ら

89
歳
の
棒
高
跳
び
の
選
手
ま
で
、
24
競
技
の
24
組
。

棒
高
跳
び
選
手
の
鳥と
り

谷や

宗む
ね

弘ひ
ろ

さ
ん
は
65
歳
か
ら
マ
ス

タ
ー
ズ
大
会
に
出
場
し
、
70
代
に
な
っ
て
か
ら
記
録
を

伸
ば
し
た
。
体
力
に
合
わ
せ
て
跳
び
方
を
変
え
て
い
る

そ
う
だ
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
は
、
大
腸
が
ん
の
手
術
や

腰
痛
を
乗
り
越
え
て
毎
朝
練
習
に
励
ん
で
い
る
と
話
し

て
い
る
。
競
泳
選
手
の
西
岡
政
恵
さ
ん（
86
歳
）は
、「
去

年
と
同
じ
な
ら
記
録
は
伸
び
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
」

と
自
身
の
記
録
を
語
る
。
ほ
か
の
選
手
も
、「
昨
日
と

今
日
は
そ
ん
な
に
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
変
わ
ら
な
さ
を

継
続
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
」、「
現
役
に
戻
る
こ
と
で
、

体
力
を
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
」
な
ど
熟
練
者
な
ら
で
は

の
挑
み
方
や
胸
の
内
を
明
か
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
気
迫
に
満
ち
た
と
い
う
感
じ
で
は
な
く
、

い
ず
れ
も
晴
れ
や
か
で
、「
俺
も
や
っ
て
み
よ
う
か
な
、

と
つ
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
」
と
著
者
。
高

齢
期
の
生
き
方
や
、
職
場
の
年
長
者
の
気
持
ち
を
想
像

す
る
う
え
で
も
参
考
に
な
る
一
冊
だ
。

本
書
か
ら
引
用
す
る
と
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
経
営
と

は
、「
人
の
多
様
性
を
受
け
入
れ
、
活
か
す
こ
と
で
、
組

織
の
成
長
や
活
性
化
、
企
業
価
値
の
向
上
を
図
る
こ

と
」。
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
は
日
本
語
で
「
包
括
」、「
包

含
」を
意
味
し
、著
者
は「
多
様
性
か
ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
や
新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
た
め
の
重
要
な
カ
ギ
と

な
る
も
の
」
と
説
い
て
い
る
。

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
経
営
は
、
女
性
や
外
国
人
、
障
害

者
、
高
齢
者
な
ど
組
織
の
な
か
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
焦

点
を
あ
て
、
働
き
や
す
さ
な
ど
を
求
め
て
き
た
印
象
が

強
い
が
、
最
近
は
こ
う
し
た
属
性
だ
け
で
な
く
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
や
キ
ャ
リ
ア
志
向
、
働
き
方
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
多
様
性
へ
の
取
組
み
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
。
ま

た
、
日
本
で
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
経
営
は
大
企
業
か
ら

中
小
企
業
へ
と
広
が
っ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
「
効
果

が
見
え
な
い
」、「
か
え
っ
て
対
立
を
生
ん
で
い
る
」
と

い
っ
た
問
題
を
抱
え
る
企
業
も
あ
る
と
い
う
。

本
書
は
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
＆
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

（
Ｄ
＆
Ｉ
）
経
営
の
基
本
や
推
進
す
る
意
味
、ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
経
営
推
進
企
業
が
抱
え
る
問
題
点
と
解
決
の
方

策
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
Ｄ
＆
Ｉ
経
営
な
ど
を
解
説
。
コ
ロ
ナ

禍
で
多
様
な
働
き
方
が
よ
り
注
目
さ
れ
る
な
か
、
Ｄ
＆

Ｉ
を
学
び
た
い
人
や
、
組
織
の
成
長
に
つ
な
げ
た
い
と

考
え
る
人
た
ち
に
お
す
す
め
の
書
で
あ
る
。

職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す
る
、

い
わ
ゆ
る「
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
」（
労
働
施
策
総
合
推
進

法
）
が
、
２
０
２
０（
令
和
２
）
年
６
月
１
日
に
施
行

さ
れ
た
。
法
改
正
に
と
も
な
い
、
厚
生
労
働
省
は
「
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
指
針
」も
公
表
し
、

パ
ワ
ハ
ラ
防
止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
企
業
に
義
務
づ

け
た
（
中
小
企
業
で
は
２
０
２
２
年
４
月
１
日
か
ら
）。

本
書
は
、
著
者
で
あ
る
弁
護
士
、
人
事
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
３
者
が
、
パ
ワ
ハ
ラ
指
針
の

概
要
や
企
業
の
と
る
べ
き
対
応
策
、
過
去
の
裁
判
例
、

人
事
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
、
相
談
対
応
と
ト
ラ
ブ
ル
防
止

の
具
体
策
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
た
一
冊
。

例
え
ば
第
１
章
で
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
が
示
し
た

パ
ワ
ハ
ラ
３
要
素
の
意
味
と
具
体
例
や
、
パ
ワ
ハ
ラ
行

為
に
該
当
す
る
例
・
し
な
い
例
な
ど
を
説
明
。
第
２
章

で
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
を
誘
発
さ
せ
な
い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

テ
ー
マ
に
、
パ
ワ
ハ
ラ
対
策
に
効
果
的
な
取
組
み
や

リ
ー
ダ
ー
の
条
件
、
コ
ー
チ
ン
グ
な
ど
に
つ
い
て
説
い

て
い
る
。
第
３
章
で
は
、
訴
え
を
受
け
た
と
き
の
初
動

対
応
や
、
相
談
者
・
行
為
者
と
さ
れ
た
人
へ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
も
触
れ
て
い
る
。

パ
ワ
ハ
ラ
防
止
法
へ
の
対
応
を
進
め
て
い
る
企
業
の

経
営
者
や
人
事
担
当
者
ら
に
と
っ
て
、
必
読
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
生
勝
負

マ
ス
タ
ー
ズ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
＆
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
経
営

こ
れ
か
ら
の
経
営
戦
略
と
働
き
方

パ
ワ
ハ
ラ
防
止
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

判
断
基
準
、
人
事
管
理
、
相
談
対
応
が
わ
か
る

人生の熟練者に学ぶ、晴れやかな挑み方

多様性を包
ほ う

含
が ん

し、組織の成長に活かすには？

改正法の内容から対応のポイント、トラブル解決の具体策までわかりやすく解説
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行
政
・
関
係
団
体 

労
働
災
害
発
生
状
況（
確
定
値
）を
公
表

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省
が
ま
と
め
た
２
０
１
９
（
平
成
31
年
１
月

〜
令
和
元
年
12
月
）
の
労
働
災
害
発
生
状
況
に
よ
る
と
、

昨
年
１
年
間
の
労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
者
数
は
８
４
５
人

と
な
っ
て
お
り
、
前
年
（
９
０
９
人
）
と
比
べ
64
人
（
７
・

０
％
）
減
少
し
２
年
連
続
で
過
去
最
少
と
な
っ
た
。

死
亡
者
数
を
業
種
別
に
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は
建
設

業
の
２
６
９
人
（
全
体
の
31
・
８
％
）、
次
い
で
、
第
三
次

産
業
２
４
０
人
（
同
28
・
４
％
）、
製
造
業
１
４
１
人
（
同

16・７
％
）、陸
上
貨
物
運
送
事
業
１
０
１
人
（
同
12・０
％
）

の
順
と
な
っ
て
い
る
。
事
故
の
型
別
に
み
る
と
、
最
も
多

い
の
は
「
墜
落
・
転
落
」
の
２
１
６
人
で
前
年
に
比
べ
40

人
（
15
・
６
％
）
減
、
次
い
で
、「
交
通
事
故
（
道
路
）」

が
１
５
７
人
で
同
18
人
（
10
・
３
％
）
減
、「
は
さ
ま
れ
・

巻
き
込
ま
れ
」
が
１
０
４
人
で
同
９
人
（
８
・
０
％
）
減

の
順
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
死
傷
災
害
（
死
亡
災
害
及
び
休
業
４
日
以
上
の

災
害
）
に
つ
い
て
み
る
と
、
死
傷
者
数
は
12
万
５
６
１
１

人
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
（
12
万
７
３
２
９
人
）
と
比
べ

１
７
１
８
人
（
１
・
３
％
）
の
減
少
と
な
っ
た
。
業
種
別

に
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は
第
三
次
産
業
の
６
万
２
０
８

人
（
全
体
の
47
・
９
％
）、
次
い
で
、
製
造
業
２
万
６
８
７

３
人
（
同
21
・
４
％
）、
陸
上
貨
物
運
送
事
業
１
万
５
３
８

２
人
（
同
12
・
２
％
）、
建
設
業
１
万
５
１
８
３
人
（
同

12
・
１
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

年
齢
別
で
は
、
全
死
傷
者
数
の
う
ち
60
歳
以
上
の
占
め

る
割
合
が
年
々
増
加
し
て
26
・
8
％
と
な
り
、
前
年

（
26
・
１
％
）
と
比
べ
０
・
７
％
増
と
な
っ
て
い
る
。

「
過
重
労
働
解
消
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
の

実
施
結
果

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省
は
、
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
11
月
に
実

施
し
た
「
過
重
労
働
解
消
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
に
お
け
る
重

点
監
督
の
実
施
結
果
を
ま
と
め
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
監
督
を
行
っ
た
事
業
場
の
う
ち
、
75
・

３
％
に
労
働
基
準
関
係
法
令
違
反
が
認
め
ら
れ
た
。
今
回

の
重
点
監
督
は
、
長
時
間
の
過
重
労
働
に
よ
る
過
労
死
な

ど
に
関
す
る
労
災
請
求
の
あ
っ
た
事
業
場
や
若
者
の
「
使

い
捨
て
」
が
疑
わ
れ
る
事
業
場
な
ど
を
含
め
、
労
働
基
準

関
係
法
令
の
違
反
が
疑
わ
れ
る
事
業
場
を
対
象
に
行
っ
た
。

監
督
を
行
っ
た
８
９
０
４
事
業
場
の
う
ち
、
６
７
０
７

事
業
場
（
75
・
３
％
）
に
労
働
基
準
関
係
法
令
違
反
が
認

め
ら
れ
た
。

お
も
な
違
反
内
容
を
み
る
と
、
違
法
な
時
間
外
労
働
が

あ
っ
た
も
の
が
３
６
０
２
事
業
場
（
全
体
の
40
・
５
％
）、

賃
金
不
払
残
業
が
あ
っ
た
も
の
が
６
５
４
事
業
場
（
同
７
・

３
％
）、
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
措
置
が
未
実
施

の
も
の
が
１
８
３
２
事
業
場
（
同
20
・
６
％
）
と
な
っ
て

い
る
。

お
も
な
業
種
の
違
反
率
を
み
る
と
、
製
造
業
78
・
８
％
、

建
設
業
80・２
％
、運
輸
交
通
業
78・８
％
、商
業
73・６
％
、

接
客
娯
楽
業
80
・
７
％
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
事
業
場
規
模
別
の
監
督
指
導
実
施
事
業
場
数
を

み
る
と
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
10
〜
29
人
」
の
３
６
７

５
事
業
場
（
全
体
の
41
・
３
％
）、
次
い
で
、「
１
〜
９
人
」

の
２
６
１
０
事
業
場
（
同
29
・
３
％
）、「
30
〜
49
人
」
の

１
１
９
１
事
業
場
（
同
13
・
４
％
）、「
50
〜
99
人
」
の
６

７
８
事
業
場
（
同
７
・
６
％
）、「
１
０
０
〜
２
９
９
人
」

の
５
２
０
事
業
場
（
同
５
・
８
％
）、「
３
０
０
人
以
上
」

の
２
３
０
事
業
場
（
同
２
・
６
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

「
能
力
開
発
基
本
調
査
」
結
果
を
公
表

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省
は
、
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
度
「
能
力

開
発
基
本
調
査
」
の
結
果
を
ま
と
め
た
。

こ
の
調
査
は
、
企
業
が
実
施
し
た
教
育
訓
練
、
キ
ャ
リ

ア
形
成
支
援
な
ど
に
つ
い
て
、
常
用
労
働
者
30
人
以
上
の

企
業
、
事
業
所
、
ま
た
そ
こ
で
働
く
労
働
者
を
対
象
に
毎

年
行
っ
て
い
る
。

調
査
結
果
を
み
る
と
、
教
育
訓
練
の
実
施
状
況
は
、
Ｏ

Ｆ
Ｆ-

Ｊ
Ｔ
を
実
施
し
た
事
業
所
割
合
は
、
正
社
員
で
は

75
・
１
％
（
前
回
調
査
75
・
７
％
）、
正
社
員
以
外
で
は

39
・
５
％
（
同
40
・
４
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
計
画
的
な

Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
実
施
し
た
事
業
所
の
割
合
は
、
正
社
員
で
は

64
・
５
％
（
前
回
62
・
９
％
）、
正
社
員
以
外
で
は
29
・
０
％

（
同
28
・
３
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

教
育
訓
練
に
支
出
し
た
費
用
の
労
働
者
１
人
当
た
り
の

平
均
額
（
費
用
を
支
出
し
て
い
る
企
業
の
平
均
額
）
を
み

る
と
、
Ｏ
Ｆ
Ｆ-

Ｊ
Ｔ
は
１
万
９
０
０
０
円
（
前
回
１
万

４
０
０
０
円
）、
自
己
啓
発
支
援
は
３
０
０
０
円
（
同
３
０

０
０
円
）
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
技
能
継
承
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
割

合
は
84
・
６
％
と
高
く
、
産
業
別
に
み
る
と
、「
建
設
業
」

（
96
・
３
％
）、「
製
造
業
」（
91
・
９
％
）、「
電
気
・
ガ
ス
・

熱
供
給
・
水
道
業
」（
91
・
６
％
）、「
学
術
研
究
、
専
門
・

技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」（
91
・
５
％
）
で
は
９
割
を
超
え
て
い

る
。
取
組
み
内
容
の
内
訳
を
み
る
と
、「
退
職
者
の
中
か
ら

必
要
な
者
を
選
抜
し
て
雇
用
延
長
、
嘱
託
に
よ
る
再
雇
用

を
行
い
、
指
導
者
と
し
て
活
用
し
て
い
る
」（
64
・
２
％
）

が
最
も
多
く
、「
中
途
採
用
を
増
や
し
て
い
る
」（
51・１
％
）、

「
新
規
学
卒
者
の
採
用
を
増
や
し
て
い
る
」（
30
・
９
％
）

と
続
い
て
い
る
。

「
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
調
査
」
の

概
況

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省
は
、２
０
１
９（
令
和
元
）年「
労
使
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
調
査
」
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
。
こ
の

調
査
は
５
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
お
り
、
前
回
は
２
０
１
４

（
平
成
26
）
年
。
対
象
は
常
用
労
働
者
30
人
以
上
を
雇
用

す
る
民
営
事
業
所
お
よ
び
そ
の
常
用
労
働
者
で
、
今
回
は

２
０
１
９
年
６
月
30
日
現
在
に
つ
い
て
調
査
し
て
お
り
、

２
９
９
９
事
業
所
と
３
２
８
８
人
が
有
効
回
答
を
寄
せ
た
。

調
査
結
果
の
労
使
関
係
の
維
持
に
つ
い
て
事
業
所
の
認

識
を
み
る
と
、「
安
定
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
」
29
・
７
％

（
前
回
調
査
33
・
０
％
）、「
お
お
む
ね
安
定
的
に
維
持
さ
れ

て
い
る
」
52
・
２
％
（
同
54
・
０
％
）、「
ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い
」
12
・
１
％
（
同
９
・
７
％
）、「
や
や
不
安
定
で

あ
る
」
２
・
４
％
（
同
１
・
２
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
事
業
所
で
の
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
の

程
度
良
好
で
あ
る
か
に
つ
い
て
労
働
者
の
認
識
を
み
る
と
、

「
良
い
」
60
・
５
％
（
前
回
調
査
55
・
３
％
）、「
ど
ち
ら
と

も
い
え
な
い
」
28
・
６
％
（
同
33
・
３
％
）、「
悪
い
」
９
・

６
％
（
同
11・３
％
）
と
な
っ
て
お
り
、良
好
度
指
数
（『
良

い
』
―
『
悪
い
』）
で
み
る
と
、
50
・
９
ポ
イ
ン
ト
（
同

44
・
０
ポ
イ
ン
ト
）
と
な
っ
て
い
る
。

労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
内
容
（
複
数

回
答
）
を
み
る
と
、
事
業
所
で
は
「
日
常
業
務
改
善
」

75
・
３
％
（
前
回
調
査
75
・
３
％
）
が
最
も
多
く
、
次
い

で
「
作
業
環
境
改
善
」
72
・
９
％
（
同
68
・
５
％
）、「
職

場
の
人
間
関
係
」
69
・
５
％
（
同
65
・
１
％
）
な
ど
と
な
っ

て
お
り
、労
働
者
で
は
「
職
場
の
人
間
関
係
」
66・２
％
（
同

62
・
４
％
）
が
最
も
多
く
、
次
い
で
「
日
常
業
務
改
善
」

57
・
７
％
（
同
53
・
１
％
）、「
賃
金
、
労
働
時
間
等
労
働

条
件
」
53
・
０
％
（
同 

47
・
９
％
）
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
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「
能
力
開
発
基
本
調
査
」
結
果
を
公
表

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省
は
、
２
０
１
９
（
令
和
元
）
年
度
「
能
力

開
発
基
本
調
査
」
の
結
果
を
ま
と
め
た
。

こ
の
調
査
は
、
企
業
が
実
施
し
た
教
育
訓
練
、
キ
ャ
リ

ア
形
成
支
援
な
ど
に
つ
い
て
、
常
用
労
働
者
30
人
以
上
の

企
業
、
事
業
所
、
ま
た
そ
こ
で
働
く
労
働
者
を
対
象
に
毎

年
行
っ
て
い
る
。

調
査
結
果
を
み
る
と
、
教
育
訓
練
の
実
施
状
況
は
、
Ｏ

Ｆ
Ｆ-

Ｊ
Ｔ
を
実
施
し
た
事
業
所
割
合
は
、
正
社
員
で
は

75
・
１
％
（
前
回
調
査
75
・
７
％
）、
正
社
員
以
外
で
は

39
・
５
％
（
同
40
・
４
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
計
画
的
な

Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
実
施
し
た
事
業
所
の
割
合
は
、
正
社
員
で
は

64
・
５
％
（
前
回
62
・
９
％
）、
正
社
員
以
外
で
は
29
・
０
％

（
同
28
・
３
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

教
育
訓
練
に
支
出
し
た
費
用
の
労
働
者
１
人
当
た
り
の

平
均
額
（
費
用
を
支
出
し
て
い
る
企
業
の
平
均
額
）
を
み

る
と
、
Ｏ
Ｆ
Ｆ-

Ｊ
Ｔ
は
１
万
９
０
０
０
円
（
前
回
１
万

４
０
０
０
円
）、
自
己
啓
発
支
援
は
３
０
０
０
円
（
同
３
０

０
０
円
）
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
技
能
継
承
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
割

合
は
84
・
６
％
と
高
く
、
産
業
別
に
み
る
と
、「
建
設
業
」

（
96
・
３
％
）、「
製
造
業
」（
91
・
９
％
）、「
電
気
・
ガ
ス
・

熱
供
給
・
水
道
業
」（
91
・
６
％
）、「
学
術
研
究
、
専
門
・

技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」（
91
・
５
％
）
で
は
９
割
を
超
え
て
い

る
。
取
組
み
内
容
の
内
訳
を
み
る
と
、「
退
職
者
の
中
か
ら

必
要
な
者
を
選
抜
し
て
雇
用
延
長
、
嘱
託
に
よ
る
再
雇
用

を
行
い
、
指
導
者
と
し
て
活
用
し
て
い
る
」（
64
・
２
％
）

が
最
も
多
く
、「
中
途
採
用
を
増
や
し
て
い
る
」（
51・１
％
）、

「
新
規
学
卒
者
の
採
用
を
増
や
し
て
い
る
」（
30
・
９
％
）

と
続
い
て
い
る
。

発
行
物 

高
齢
者
の
雇
用
に
関
す
る

二
つ
の
調
査
結
果
の
ま
と
め
を
刊
行

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ

Ｐ
Ｔ
）
は
、『
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
１
９
８ 

高

年
齢
者
の
雇
用
に
関
す
る
調
査
（
企
業
調
査
）』
と
『
Ｊ
Ｉ

Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
１
９
９ 

60
代
の
雇
用
・
生
活
調

査
』
を
刊
行
し
た
。

『
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
１
９
８ 

高
年
齢
者
の

雇
用
に
関
す
る
調
査
（
企
業
調
査
）』
は
、
企
業
の
高
年
齢

者
の
雇
用
状
況
や
雇
用
管
理
、
今
後
の
意
向
に
関
す
る
実

態
を
把
握
す
る
た
め
、
常
用
労
働
者
50
人
以
上
を
雇
用
し

て
い
る
企
業
２
万
社
を
対
象
と
し
て
、
２
０
１
９
年
５
月

１
日
時
点
の「
高
年
齢
者
の
雇
用
に
関
す
る
調
査
」を
行
い
、

こ
の
調
査
結
果
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
。
２
０
１
５
年

に
も
こ
の
調
査
と
ほ
ぼ
同
様
の
質
問
紙
を
用
い
て
調
査
を

実
施
し
て
お
り
、
全
体
の
分
布
や
傾
向
に
つ
い
て
４
年
間

の
変
化
も
把
握
さ
れ
て
い
る
。

調
査
結
果
の
一
部
を
み
る
と
、
60
代
前
半
層
（
60
歳
以

上
64
歳
以
下
）
の
継
続
雇
用
者
の
雇
用
形
態
は
、「
嘱
託
・

契
約
社
員
」
が
57・９
％
で
最
多
。「
正
社
員
」
は
41・６
％

だ
が
、
４
年
前
の
調
査
時
（
34
・
２
％
）
よ
り
増
加
し
て

い
る
。
ま
た
、
46
・
０
％
の
企
業
は
、
65
歳
〜
69
歳
の
高

年
齢
者
を
対
象
と
し
た
雇
用
確
保
措
置
を
実
施
ま
た
は
予

定
し
て
い
る
。
特
に
、
運
輸
業
（
57
・
７
％
）、
医
療
・
福

祉
（
55
・
８
％
）、
建
設
業
（
53
・
７
％
）
の
割
合
が
高
い
。

60
代
後
半
の
雇
用
確
保
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に
必
要
と

な
る
取
組
み
に
つ
い
て
は
、
37
・
０
％
の
企
業
が
「
継
続

雇
用
者
の
処
遇
改
定
」
を
、
32
・
８
％
が
「
高
年
齢
者
の

健
康
確
保
措
置
」
を
あ
げ
て
い
る
。

『
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
１
９
９ 

60
代
の
雇
用
・

生
活
調
査
』
は
、
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実
施
状
況

や
高
齢
者
の
就
業
・
生
活
に
関
す
る
実
態
を
把
握
す
る
た

め
、
60
歳
〜
69
歳
の
５
０
０
０
人
を
対
象
と
し
て
、
２
０

１
９
年
６
月
１
日
時
点
に
つ
い
て
「
60
代
の
雇
用
・
生
活

調
査
」を
行
い
、こ
の
調
査
結
果
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
。

調
査
項
目
の
一
部
は
、
２
０
１
４
年
に
実
施
し
た
「
60
代

の
雇
用
・
生
活
調
査
」
を
引
き
継
い
で
い
る
。

調
査
結
果
の
一
部
を
み
る
と
、
調
査
時
点
で
仕
事
を
し

て
い
た
高
齢
者
が
59
・
０
％
で
、
２
０
１
４
年
の
同
様
の

調
査
よ
り
４
ポ
イ
ン
ト
上
昇
。
仕
事
を
し
て
い
る
理
由（
複

数
回
答
）
は
、「
経
済
上
の
理
由
」
が
76
・
４
％
（
前
回
比

５
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）、「
い
き
が
い
、
社
会
参
加
の
た
め
」

が
33
・
４
％
（
同
２
ポ
イ
ン
ト
程
度
上
昇
）、「
健
康
上
の

理
由
」
が
20
・
６
％
（
同
３
ポ
イ
ン
ト
程
度
低
下
）
な
ど
。

ま
た
、
60
歳
〜
64
歳
で
働
い
て
い
る
人
を
対
象
に
65
歳
以

降
の
働
く
予
定
を
た
ず
ね
る
と
、「
採
用
し
て
く
れ
る
職
場

が
あ
る
な
ら
、
ぜ
ひ
働
き
た
い
」
が
30
・
５
％
（
同
17
ポ

イ
ン
ト
上
昇
）、「
す
で
に
働
く
こ
と
が
（
ほ
ぼ
）
決
ま
っ

て
い
る
」
が
25
・
６
％
（
同
10
ポ
イ
ン
ト
程
度
上
昇
）
で
、

こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
50
％
を
超
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
調
査
報
告
書
は
、
今
後
の
高
齢
者
雇
用
を
考

え
る
う
え
で
、
企
業
経
営
者
や
人
事
担
当
者
、
労
働
者
、

政
策
担
当
者
を
は
じ
め
、
高
齢
者
雇
用
・
就
業
問
題
に
直

面
し
、
解
決
策
を
検
討
し
て
い
る
人
々
に
参
考
資
料
と
し

て
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

左
記
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
。
購
入
す

る
際
の
価
格
は
『
№
１
９
８
』
は
１
３
０
０
円
、『
№
１
９

９
』
は
１
２
０
０
円
（
と
も
に
税
別
）。

https://w
w
w
.jil.go.jp/publication/reports/

research.htm
l
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●
読
者
の
み
な
さ
ま
は
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」

と
聞
い
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
か
。

日
本
で
は
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
」
と
訳
さ
れ
、
残
業
を

減
ら
し
、
仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の

取
組
み
と
し
て
、
官
民
を
あ
げ
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
や
テ
レ
ワ
ー

ク
の
推
進
、
育
児
休
暇
、
介
護
休
暇
な
ど
、
み
な
さ
ま
の

会
社
で
も
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
一
方
で
、「〝
高
齢
社
員
の
〞ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
」
と
な
る
と
、
現
役
世
代
を
対
象
と
し
た
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
と
は
、
少
し
意
味
合
い
が
異
な
り
ま
す
。

家
族
の
介
護
や
本
人
の
健
康
問
題
な
ど
、
高
齢
者
が
抱
え

る
問
題
は
現
役
世
代
以
上
に
多
様
化
し
て
い
く
ほ
か
、
働

く
ペ
ー
ス
を
落
と
し
て
社
会
貢
献
・
地
域
貢
献
活
動
を
す

る
高
齢
者
も
い
る
な
ど
、
働
き
方
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
多

様
化
し
て
い
き
ま
す
。

　
そ
こ
で
今
回
の
特
集
は
、「
高
齢
社
員
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
を
テ
ー
マ
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら

有
識
者
の
方
に
解
説
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
現
役
時

代
か
ら
の
生
活
改
革
の
重
要
性
な
ど
、
働
き
方
改
革
の
あ

る
べ
き
姿
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
佐
藤
博
樹
先

生
の
総
論
を
は
じ
め
、
高
齢
者
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
設
計
の
ポ
イ
ン
ト
や
、

シ
ニ
ア
ラ
イ
フ
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に

つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
来
春
よ
り
70
歳
ま
で
の
就

業
機
会
の
確
保
が
努
力
義
務
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
、

高
齢
社
員
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
考

え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

●
10
月
は
高
年
齢
者
雇
用
支
援
月
間
で
す
。
全
国
各
地
で

「
生
涯
現
役
社
会
の
実
現
に
向
け
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」、「
地

域
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
な
ど
を
開
催
し
ま
す
。
み
な
さ
ま

の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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10月号

飯島勝矢さん（東京大学高齢社会総合研究機構 機構長）

高齢者が働く職場の創意工夫が集結！
高年齢者雇用開発コンテストⅠ
厚生労働大臣表彰受賞企業事例から

リーダーズトーク
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持
久
力
、
柔
軟
性
、
筋
力
を
向
上
さ
せ
る
に
は

前
回
は「
加
齢
に
よ
る
筋
力
低
下
」が
テ
ー
マ
で
し
た
。

健
康
を
守
り
、
病
気
を
予
防
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
と

し
て
は
、
①
体
の
状
態
を
理
解
す
る
こ
と
、
②
筋
力
を

維
持
す
る
た
め
に
運
動
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
、
を
中

心
に
お
伝
え
し
ま
し
た
。
２
回
目
と
な
る
今
回
は
、
健

康
の
維
持
や
向
上
を
目
的
と
し
た
運
動
を
も
う
少
し
掘

り
下
げ
、
そ
の
種
類
と
方
法
、
ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
す
。

体
力
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
あ
り
ま
す
が
、
健
康

の
維
持
や
向
上
の
た
め
に
は
「
持
久
力・柔
軟
性・筋
力
」

の
三
つ
の
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
を
高
め
る
た

め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
運
動
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く

取
り
入
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

● 

持
久
力
の
向
上
に
は
、
有
酸
素
運
動
で
あ
る
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
や
水
泳
、
自
転
車
な
ど
、
10
分
以
上
続
け
る

運
動
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

● 
柔
軟
性
の
向
上
に
は
、
ス
ト
レ
ッ
チ
ン
グ
が
大
切
で

す
。
ス
ト
レ
ッ
チ
ン
グ
と
は
筋
肉
を
伸
ば
し
関
節
の

動
き
を
広
げ
る
運
動
で
す
。
体
の
柔
軟
性
を
あ
げ
、

急
な
伸
長
ス
ト
レ
ス
か
ら
体
を
守
り
ケ
ガ
を
防
ぐ
効

果
と
、
体
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

● 

筋
力
の
向
上
に
は
、抵
抗
運
動
い
わ
ゆ
る
筋
力
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
抵
抗
を
か
け
な
が
ら
筋

肉
を
収
縮
さ
せ
る
こ
と
で
、
筋
肉
の
細
胞
を
太
く
強

く
し
ま
す
。
筋
力
の
向
上
は
正
し
い
動
き
を
誘
導
し
、

体
を
重
力
や
外
力
か
ら
守
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

柔
軟
性
と
筋
力
は
一
見
相
反
す
る
要
素
で
す
が
、
強

く
し
な
や
か
な
筋
肉
は
ケ
ガ
を
防
ぎ
、
血
流
を
ス
ム
ー

ズ
に
す
る
た
め
、
肩
こ
り
や
腰
痛
を
予
防
改
善
し
ま
す
。

ま
た
、
ス
ト
レ
ッ
チ
と
抵
抗
運
動
を
行
う
際
に
、
呼
吸

を
積
極
的
に
意
識
し
て
行
う
こ
と
で
、
持
久
力
を
養
う

有
酸
素
運
動
と
同
じ
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。
そ
の
ほ

か
、こ
れ
ら
を
高
め
る
こ
と
で
、瞬
発
力
や
バ
ラ
ン
ス
力
、

免
疫
力
な
ど
ほ
か
の
体
力
も
向
上
す
る
こ
と
が
報
告
さ

れ
て
い
ま
す
。

継
続
は
力
な
り

健
康
運
動
を
行
う
う
え
で
大
切
な
の
は
、
何
よ
り
も

「
ケ
ガ
を
し
な
い
で
続
け
る
こ
と
」
で
す
。
少
し
ず
つ
、

で
き
れ
ば
毎
日
続
け
る
こ
と
で
、
効
果
が
高
ま
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
簡
単
に
ま
と
め
ま
し
た
の

で
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
ケ
ガ
を
し
な
い
で
運
動
を
続
け
る
ポ
イ
ン
ト

　
① 

運
動
中
は
呼
吸
を
意
識
し
、
痛
み
や
違
和
感
が
出
な
い

運
動
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

　
② 

準
備
体
操
、
整
理
体
操
を
行
い
ま
し
ょ
う

　
③ 

ゆ
っ
く
り
と
し
た
正
し
い
動
き
で
行
い
ま
し
ょ
う
（
鏡
を

見
な
が
ら
）

　
④ 

食
事
は
穀
類
、
肉
、
魚
、
野
菜
、
果
物
、
乳
製
品
を
バ

ラ
ン
ス
よ
く
食
べ
ま
し
ょ
う

　
⑤ 

水
分
は
口
の
中
を
潤
す
よ
う
に
、
こ
ま
め
に
取
り
ま
し
ょ

う
。
経
口
補
水
液
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

　
く
れ
ぐ
れ
も
「
や
り
過
ぎ
や
無
茶
・
無
理
」
は
厳
禁
で
す
。

初
め
は
「
少
し
物
足
り
な
い
程
度
」
か
ら
始
め
て
く
だ
さ
い
。

運
動
に
体
が
慣
れ
て
き
た
ら
、
少
し
ず
つ
負
荷
や
回
数
を
増
や

し
て
い
き
ま
す
が
（
３
週
間
ご
と
に
変
更
）、
速
い
動
き
は
ケ

ガ
の
リ
ス
ク
を
高
め
て
し
ま
う
の
で
、
動
き
は
「
ゆ
っ
く
り
」

が
基
本
で
す
。

次
頁
か
ら
ス
ト
レ
ッ
チ
を
紹
介
！

　みなさんは日ごろから運動をしていますか？　加齢による身体機
能の低下はさまざまな影響をもたらし、場合によっては日常生活や
仕事に影響が出てくることも考えられます。そこで本企画では、職
場で気軽に、短時間でできるストレッチやトレーニングを紹介します。
ぜひ職場のみなさんでチャレンジしてください。

第 2 回 身体機能の維持・向上

柔道整復師／
八王子整骨院 院長

山﨑 由
ゆ

紀
き

也
や

ストレッチ体操ストレッチ体操
短期連載

Ｌ
Ｅ
Ｔ‘
Ｓ 

Ｔ
Ｒ
Ｙ
!
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両足をそろえて、まっすぐに立ちます

できるかぎり大股で２歩進み、両足をそろえて止まります

スタート位置のつま先からゴールのつま先（両足がそろっていない場合は後ろ側のつま先）までの
距離を測ります

下記の計算式に当てはめて計算してみましょう
２歩の歩幅（cm）÷ 身長（cm）＝２歩幅

❶
❷
❸

❹

参考資料　◆今村貴幸ほか「自重を用いた在宅レジスタンストレーニングが慢性期心疾患患者の運動耐容能に及ぼす効果」https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspfsm/ 
60/2/60_2_177/_pdf　◆まえだ循環器内科Webサイト「糖尿病の運動療法」（林理恵氏講演より）http://www.m-junkanki.com/lectures/0410reg/0411-reg1.html　◆青木純一郎
「ウォームアップ、クールダウンの意義」https://doi.org/10.20693/jspeconf.44A.0_79　◆日本健康運動研究所「健康運動の知識と実践」http://www.jhei.net/exer/basics/ba01.
html　◆日本整形外科学会公式ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト「ロコモONLINE」https://locomo-joa.jp　◆フィットモ！「バックランジのやり方！ フロントランジと
の効果の違いとは？」https://oliva.style/1910/　◆GDO「お尻＆太もものストレッチ」https://lesson.golfdigest.co.jp/lesson/stretch/article/70317/1/　◆msnライフスタイル
「オーバーヘッド・ダンベルランジ」https://www.msn.com/ja-jp/health/exercise/strength/オーバーヘッド・ダンベルランジ/ss-BBtSQMq

２ステップテスト
はじめに「柔軟性と筋力」のテストを行います。下記の要領で現在の状態を確認してみましょう。

　いかがでしたか？　結果がよかった方は、いまよりもさらに「しなやかで強い」体を目ざしましょう。平均
よりも低かった方も心配無用です。しっかりと動くことで必ず効果が出ます。大切なのはあきらめないことです。
　これをふまえて、今回は体幹の安定性、下肢の柔軟性と筋力をあげるための運動、臀部の柔軟性を高める運
動をご紹介します。１カ月後に再度、２ステップテストで評価してみてください。きちんと運動すれば必ず効
果があらわれます。

２ステップ基準値

年 齢 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上
２歩幅 1.65 1.6 1.55 1.55 1.5 1.4

身長

最大2歩幅
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椅子に腰を掛け、背筋を伸ばします

あぐらを組む要領で、片方の足をひざの上に
乗せます

背筋を伸ばしながらゆっくり前に
体を曲げていきます

痛くなく、伸びきったところで体を止めます

その状態で、呼吸を深く保ちながら
30秒キープします

左右交互に２回ずつ行います

❶
❷

❸

❹
❺

❻

両手を真っすぐに上げ、足は肩幅ぐらいに広げ
左右の足先をそろえて立ちます

片足を大きく後ろへ下げます

重心をお尻の下に落とすように、前のひざを
90°までゆっくり曲げます

ゆっくり元の姿勢に戻ります

❶～❹を左右交互に５回くり返します

❶

❷
❸

❹
❺
　オーバーヘッド・バックランジは手を万歳しながら、しゃがみこむ運
動です。見た目は楽そうですが、実際にやってみるとかなり辛いと思い
ます。ゆっくり動く運動はスロートレーニングといわれ、関節への負担
は少ないですが、筋肉トレーニングとしての効果が高い運動になります。
ゆっくりとしゃがみ込みと立ち上がりをくり返すことで、お尻や太もも
に刺激が入ります。また手を上げることで背中の筋肉や肩の筋肉、お腹
周りの体幹筋などを総動員させるため、筋力、柔軟性、バランスを総
合的に鍛える運動になります。呼吸を意識しながら行ってください。

　足先が真っすぐ前を向くように足を下げてください。背中や太もも、お尻の筋肉に力を入れ
てゆっくり体を上下させましょう。手が下がらないように、背中が丸くならないように注意し
ます。後ろ足のかかとは浮かし、ひざが床に着かないギリギリのところまで重心を落とします。
※痛みや違和感を感じたら中止してください。持病のある方は主治医と相談のうえ行ってください。

ポイント

お尻のストレッチ

（筋肉を総動員させて体幹と下半身を鍛える運動）
オーバーヘッド・バックランジ

　ストレッチには筋肉を伸長させる効果のほかに、自律神経を整える効果もあります。特にお尻、骨盤周りには、副交感
神経という体の緊張をほぐしリラックスをうながす神経が集まっています。体と対話をするように、筋肉が伸びているこ
とを意識しながら行います。ゆっくりと呼吸をし、脱力しながら行うことが大切です。痛みが強く出るほど伸ばすのは逆
効果で、かえって筋肉が緊張してしまいます。“痛気持ちいい”ぐらいの感覚で行ってください。日ごろ緊張を強いられて
いる方、寝つきが悪い方、冷え性、腰痛や肩こりなどにも効果的です。



脳
力
ア
ッ
プ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
！

働くための

篠原菊紀（しのはら・きくのり）

1960（昭和 35）年、長野県生まれ。公立諏訪東京
理科大学医療介護健康工学部門長。健康教育、脳
科学が専門。脳計測器多チャンネルNIRSを使っ
て、脳活動を調べている。『中高年のための脳トレー
ニング』（NHK出版）など著書多数。

❶

❸

❷

❹
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【問題の答え】

目標
4分

第39回
それぞれのマスの中に一つだけ違う漢字が紛れています。
さてその漢字はなんでしょう。見つけたら〇をつけてください。

仲間はずれを探せ

　注意力には、対象だけをしっかり見る選択的注意と、全体を俯
ふ

瞰
かん

する分散的注意
があります。今日の問題ではこの両方を使います。しかもその注意力の持続がポイ
ント。あきらめずにチャレンジしてください。

今回のような脳トレ問題では、集中して違う漢字を見つ
けようとすればするほど、一つずつ目で追いかけてしまい
がちになり、結果的に視野がかなり狭くなってしまいます。
寄りの視点にこだわり過ぎると、答えはなかなか見つから
ないものです。
そのようなときは意識的に視点を変えて、視野を広く
とって見ることがコツです。ほかとは違う漢字が自然と浮

かび上がってくるでしょう。全体を俯瞰的に見ることがで
きるようになると、一度にたくさんの情報をとらえられる
ようになり、情報処理力や理解力の向上につながります。
また、もし自力で答えを見つけられなくても、答え合わ
せをして「あっ！」とわかった瞬間にも脳は活性化されま
す。視野を広げるトレーニングとしても、仕事や家事や勉
強などの合間の息抜きとしてもちょうどいい脳トレです。

視野を広げてみましょう
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戌
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❶
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冑

冑

冑
冑
冑
冑
冑
冑
冑

冑
冑
冑
冑
冑
冑
冑
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（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　各都道府県支部高齢・障害者業務課　所在地等一覧
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、各都道府県支部高齢・障害者業務課等において高齢者・障害
者の雇用支援のための業務（相談・援助、給付金・助成金の支給、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受
付、啓発等）を実施しています。� 2020年9月１日現在

名称 所在地 電話番号（代表）
北海道支部高齢・障害者業務課 〒063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1  北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351
青森支部高齢・障害者業務課 〒030-0822 青森市中央3-20-2  青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125
岩手支部高齢・障害者業務課 〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18  盛岡菜園センタービル３階 019-654-2081
宮城支部高齢・障害者業務課 〒985-8550 多賀城市明月2-2-1  宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288
秋田支部高齢・障害者業務課 〒010-0101 潟上市天王字上北野４-143  秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801
山形支部高齢・障害者業務課 〒990-2161 山形市漆山1954  山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567
福島支部高齢・障害者業務課 〒960-8054 福島市三河北町7-14  福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510
茨城支部高齢・障害者業務課 〒310-0803 水戸市城南1-4-7  第５プリンスビル５階 029-300-1215
栃木支部高齢・障害者業務課 〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23  栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226
群馬支部高齢・障害者業務課 〒379-2154 前橋市天川大島町130-1  ハローワーク前橋３階 027-287-1511
埼玉支部高齢・障害者業務課 〒336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8  埼玉職業能力開発促進センター内 048-813-1112
千葉支部高齢・障害者業務課 〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3  ハローワーク千葉５階 043-204-2901

東京支部高齢・障害者業務課 〒130-0022 墨田区江東橋2-19-12  ハローワーク墨田５階 03-5638-2794
東京支部高齢・障害者窓口サービス課 　〃　 〃 03-5638-2284

神奈川支部高齢・障害者業務課 〒241-0824 横浜市旭区南希望が丘78  関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010
新潟支部高齢・障害者業務課 〒951-8061 新潟市中央区西堀通6-866  NEXT21ビル12階 025-226-6011
富山支部高齢・障害者業務課 〒933-0982 高岡市八ケ55  富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881
石川支部高齢・障害者業務課 〒920-0352 金沢市観音堂町へ1  石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001
福井支部高齢・障害者業務課 〒915-0853 越前市行松町25-10  福井職業能力開発促進センター内 0778-23-1021
山梨支部高齢・障害者業務課 〒400-0854 甲府市中小河原町403-1  山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723
長野支部高齢・障害者業務課 〒381-0043 長野市吉田4-25-12  長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001
岐阜支部高齢・障害者業務課 〒500-8842 岐阜市金町5-25  G-frontⅡ７階 058-265-5823
静岡支部高齢・障害者業務課 〒422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35  静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622
愛知支部高齢・障害者業務課 〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-1  MIテラス名古屋伏見４階 052-218-3385
三重支部高齢・障害者業務課 〒514-0002 津市島崎町327-1  ハローワーク津２階 059-213-9255
滋賀支部高齢・障害者業務課 〒520-0856 大津市光が丘町3-13  滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214
京都支部高齢・障害者業務課 〒617-0843 長岡京市友岡1-2-1  京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481

大阪支部高齢・障害者業務課 〒566-0022 摂津市三島1-2-1  関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0782
大阪支部高齢・障害者窓口サービス課 〃 〃 06-7664-0722

兵庫支部高齢・障害者業務課 〒661-0045 尼崎市武庫豊町３-1-50  兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201
奈良支部高齢・障害者業務課 〒634-0033 橿原市城殿町433  奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232
和歌山支部高齢・障害者業務課 〒640-8483 和歌山市園部1276  和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900
鳥取支部高齢・障害者業務課 〒689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11  鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803
島根支部高齢・障害者業務課 〒690-0001 松江市東朝日町267  島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677
岡山支部高齢・障害者業務課 〒700-0951 岡山市北区田中580  岡山職業能力開発促進センター内 086-241-0166
広島支部高齢・障害者業務課 〒730-0825 広島市中区光南5-2-65  広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150
山口支部高齢・障害者業務課 〒753-0861 山口市矢原1284-1  山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050
徳島支部高齢・障害者業務課 〒770-0823 徳島市出来島本町1-5  ハローワーク徳島５階 088-611-2388
香川支部高齢・障害者業務課 〒761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3  香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791
愛媛支部高齢・障害者業務課 〒791-8044 松山市西垣生町2184  愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780
高知支部高齢・障害者業務課 〒780-8010 高知市桟橋通4-15-68  高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160
福岡支部高齢・障害者業務課 〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17  しんくみ赤坂ビル６階 092-718-1310
佐賀支部高齢・障害者業務課 〒849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2  佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117
長崎支部高齢・障害者業務課 〒854-0062 諫早市小船越町1113  長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721
熊本支部高齢・障害者業務課 〒861-1102 合志市須屋2505-3  熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888
大分支部高齢・障害者業務課 〒870-0131 大分市皆春1483-1  大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255
宮崎支部高齢・障害者業務課 〒880-0916 宮崎市大字恒久4241  宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556
鹿児島支部高齢・障害者業務課 〒890-0068 鹿児島市東郡元町14-3  鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132
沖縄支部高齢・障害者業務課 〒900-0006 那覇市おもろまち1-3-25  沖縄職業総合庁舎４階 098-941-3301
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１０月は「高年齢者雇用支援月間」です

お問合せ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構　雇用推進・研究部 研究開発課
TEL：043‒297‒9527　FAX：043‒297‒9550　https://www.jeed.or.jp/

主催●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構    後援●厚生労働省

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、開催日時などに変更が生じる場合があります。当機構ホームページで
随時お知らせしますので、ご確認ください。

申込方法につきましては、当機構ホームページで随時お知らせしますので、ご確認ください。

日　時  令和２年１０月１４日（水）　13：30～15：30
場　所  朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター） ４階 国際会議室

新
潟

日　時  令和２年１１月１２日（木）　午後
場　所  ホテルエルセラーン大阪

大
阪

日　時  令和２年１１月１９日（木）　午後
場　所  JR 九州ホール

福
岡

日　時  令和２年１２月１７日（木）　午後
場　所  日経ホール

東
京

日　時  令和２年１０月２２日（木）　13：30～15：20
場　所  名古屋市公会堂４階ホール

※愛知開催の名称は「高年齢者雇用推進セミナー」です

愛
知

定価（本体 458 円＋税）

　毎年ご好評をいただいている「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」を本年度も開催します。
　本年度は、高齢社員の戦力化を図るための「評価・報酬体系」、「職場環境改善」などをテーマとし
て10月～12月にかけて全国５都市の会場で開催します。
　高齢者が活躍できる環境整備の必要性や今後の高齢者雇用
について、みなさまとともに考える機会にしたいと思います。

～生涯現役社会の実現に向けた～ 
シンポジウムのご案内

日時／場所  10月～12月　全国5都市
  （新潟・愛知・大阪・福岡・東京）

 ●高年齢者雇用安定法改正について
  ●学識経験者による講演
  ●事例発表　　など

参 加 費  無料（事前の申込みが必要となります）
開催スケジュール  下記をご参照ください

カリキュラム
（予 定）

JEED  シンポジウム 検索


	表紙
	高齢者雇用に取り組む事業主のみなさまへ
	リーダーズトーク
	もくじ
	高齢社員のワーク・ライフ・バランス
	日本史にみる長寿食
	マンガで見る高齢者雇用
	江戸から東京へ
	北から、南から
	高齢社員の賃金戦略
	知っておきたい労働法Q&A
	いまさら聞けない人事用語辞典
	TOPIC
	BOOKS
	ニュースファイル
	次号予告/編集後記
	職場でできるストレッチ体操
	イキイキ働くための脳力アップトレーニング！
	高齢・障害者業務課一覧
	１０月は「高年齢者雇用支援月間」です



