


10月は「高年齢者就業支援月間」です
生涯現役社会の実現に向けたシンポジウムのご案内

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

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.go.jp/

高齢者雇用に取り組む事業主のみなさまへ
　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、令和3年4月からの改正高年齢者雇用安定法施行
により、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」
になったことにともない、高年齢者雇用安定法改正をテーマと
して、10月～11月にかけて全国５都市（東京・宮崎・岩手・
岐阜・大阪）で開催します。
　内容は、学識経験者による講演をはじめ、高齢社員の戦力化に取り組んでいる企業や継続雇用・
定年延長を行った企業の事例発表、学識経験者をコーディネーターとしたパネルディスカッション
が中心です。
　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ので、ぜひご参加ください。

開催スケジュールは、以下の通りです（主な内容は、54、55ページをご覧ください）。
他会場のスケジュールは、次号でお知らせします。
なお、ご不明な点は、当機構 雇用推進・研究部 研究開発課までお問い合わせください。

▲昨年度の様子

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、開催日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。

※ シンポジウムについては、開催当日のライブ配信のほか、後日 YouTube においてオンデマンド配信を行います。
当機構ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。

※ 東京開催のシンポジウムでは、第一部（11：00～11：40）として、高年齢者活躍企業フォーラム（高年齢者活躍
企業コンテスト表彰式）を開催します。

日　時  令和3年10月6日（水）　13：00～16：00
場　所  日本教育会館一ツ橋ホール

 東京都千代田区一ツ橋2⊖6⊖2
詳　細  今号の54ページをご覧ください

東
京

日　時  令和3年10月14日（木）　13：30～16：35
場　所  宮崎市民文化ホール

 宮崎市花山手東3⊖25⊖3
詳　細  今号の55ページをご覧ください

日　時  令和3年10月28日（木）　13：00～16：00
場　所  いわて県民情報交流センター（アイーナ）

 盛岡市盛岡駅西通1⊖7⊖1　
詳　細  今号の55ページをご覧ください

参加無料

宮
崎

岩
手
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Leaders Talk

1990年、京葉銀行稲毛支店に入行。翌年より人
事部に異動し、人事管理業務に従事。2015年に
発足した女性活躍推進チームのチームリーダー、
人事部副部長などを経て、2020（令和2）年に
人事部長、2021年より執行役員に就任。

わたなべ・さとこ

　
女
性
の
活
躍
推
進
や
男
性
の
育
児

休
業
取
得
を
は
じ
め
、
働
き
や
す
い

職
場
づ
く
り
に
注
力
し
て
い
る
京
葉

銀
行
。
高
齢
者
雇
用
で
も
先
進
的
な

取
組
み
を
行
っ
て
お
り
、
１
９
９
３

（
平
成
５
）
年
に
60
歳
以
降
の
継
続

雇
用
制
度
を
い
ち
早
く
導
入
し
、
２

０
１
８
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
運
用
に

よ
り
行
っ
て
い
た
65
歳
以
降
の
雇
用

を
制
度
化
し
、「
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ

行
員
制
度
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
今

回
は
、
渡
辺
聡
子
人
事
部
長
に
、
同

行
の
高
齢
者
雇
用
に
つ
い
て
、
お
話

を
う
か
が
い
ま
す
。

京
葉
銀
行 

執
行
役
員 

人
事
部
長

渡
辺
聡
子
さ
ん

激
動
の
時
代
を
乗
り
越
え
て
き
た

シ
ニ
ア
の
知
識
・
経
験
を
確
実
に
次
世
代
へ
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り
組
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
き
っ
か
け
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

渡
辺　
そ
の
背
景
に
は
、
平
成
初
期
に
新
卒
者
の
大

量
採
用
が
続
き
、
指
導
者
が
足
り
な
い
と
い
う
声
が

各
部
署
か
ら
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
60

歳
定
年
を
迎
え
る
年
代
の
行
員
は
、
業
務
経
験
が
長

く
、
ま
た
役
職
定
年
制
に
よ
り
55
歳
で
役
職
を
離
れ

て
お
り
、
若
手
の
指
導
を
お
願
い
す
る
に
は
う
っ
て

つ
け
の
条
件
を
備
え
て
い
た
の
で
す
。

　
ス
タ
ッ
フ
行
員
制
度
は
、
60
歳
の
誕
生
月
の
翌
月

か
ら
１
年
ご
と
に
契
約
を
更
新
し
、
65
歳
に
到
達
す

る
ま
で
と
い
う
年
齢
上
限
を
設
け
て
は
い
ま
し
た

が
、
実
際
に
は
配
属
部
署
か
ら
の
要
請
が
あ
る
場
合

に
、
個
別
対
応
で
65
歳
以
降
も
継
続
雇
用
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
運
用
を
部
署
ご
と
の
判

断
に
委
ね
る
こ
と
で
不
公
平
感
が
生
ま
れ
る
懸
念
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
継
続
雇
用
の
基
準
や
、
65
歳
以

上
の
ス
タ
ッ
フ
に
期
待
す
る
役
割
、
そ
の
ほ
か
の
勤

務
条
件
な
ど
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
70
歳
ま
で
の

「
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
行
員
制
度
」
と
し
て
制
度
化
し

―
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
７
月
か
ら
、
70
歳

を
上
限
と
す
る
新
た
な
継
続
雇
用
制
度
「
シ
ニ
ア
ス

タ
ッ
フ
行
員
制
度
」
を
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
導
入
の

ね
ら
い
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

渡
辺
　
当
行
の
定
年
は
60
歳
で
す
が
、
継
続
雇
用
制

度
は
１
９
９
３
年
か
ら
導
入
し
て
い
ま
し
た
。「
ス

タ
ッ
フ
行
員
制
度
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
導
入
後
に

上
限
年
齢
を
徐
々
に
延
ば
し
、
法
律
が
定
め
た
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
よ
り
早
く
、
希
望
者
全
員
を
65
歳
ま
で
継

続
雇
用
し
て
い
ま
し
た
。

　
か
つ
て
の
銀
行
業
界
で
は
、
60
歳
定
年
制
度
下
で

も
、
55
歳
前
後
で
他
社
に
転
籍
さ
せ
る
前
提
で
人
事

管
理
を
行
う
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
当

行
に
は
そ
う
し
た
慣
行
が
な
く
、
ほ
ぼ
全
員
が
定
年

ま
で
勤
め
上
げ
、
そ
の
後
も
ス
タ
ッ
フ
行
員
と
し
て

働
き
続
け
る
の
が
あ
た
り
前
と
い
う
風
土
が
定
着
し

て
い
ま
し
た
。

―
希
望
者
全
員
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
を

義
務
と
す
る
法
改
正
が
行
わ
れ
た
の
は
２
０
１
２
年

（
２
０
１
３
年
4
月
施
行
）
で
す
が
、
先
駆
的
に
取

た
の
で
す
。

　
制
度
化
さ
れ
る
前
に
65
歳
以
降
も
継
続
雇
用
さ
れ

て
い
た
シ
ニ
ア
は
「
Ｏ
Ｂ
パ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
が
、
制
度
発
足
時
に
そ
の
方
々
も
シ
ニ
ア
ス

タ
ッ
フ
行
員
に
移
行
で
き
る
こ
と
と
し
、
か
つ
、
す

で
に
当
行
を
退
職
し
た
70
歳
未
満
の
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
も

こ
の
制
度
の
対
象
と
し
ま
し
た
。

―
65
歳
以
降
、
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
行
員
と
し
て
再

雇
用
さ
れ
る
際
の
基
準
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
し
ょ
う
か
。

渡
辺
　
基
準
と
し
て
７
項
目
を
明
示
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
「
ス
タ
ッ
フ
行
員
と
し
て
65
歳
の
雇
用
契
約

期
間
満
了
ま
で
勤
務
実
績
が
あ
る
こ
と
」、「
継
続
し

て
勤
務
す
る
希
望
が
あ
る
こ
と
」、「
前
年
の
評
定
が

一
定
以
上
の
評
価
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
の
ほ
か
、
健

康
状
態
や
出
勤
率
と
い
っ
た
内
容
で
、
ほ
と
ん
ど
の

人
が
達
成
可
能
な
レ
ベ
ル
で
す
。
こ
れ
ま
で
継
続
勤

務
を
希
望
さ
れ
た
方
の
ほ
ぼ
１
０
０
％
が
シ
ニ
ア
ス

タ
ッ
フ
行
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

―
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
行
員
は
ど
の
よ
う
な
業
務
を

担
当
し
、
ど
の
よ
う
な
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す

か
。

渡
辺
　
60
歳
か
ら
の
ス
タ
ッ
フ
行
員
も
、
65
歳
か
ら

の
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
行
員
も
、
業
務
内
容
は
原
則
と

し
て
そ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
現
場
も
、
業
務

運
用
で
行
っ
て
い
た
65
歳
以
降
の
雇
用
を
制
度
化
、

再
雇
用
基
準
と
期
待
役
割
を
明
確
に
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い
ま
の
60
代
後
半
の
方
々
は
、
１
９
７
０
年
代
後

半
に
入
行
し
、
そ
の
後
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の

急
速
な
発
展
、
バ
ブ
ル
崩
壊
と
不
良
債
権
問
題
へ
の

対
応
、
規
制
緩
和
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
業
界
の
再
編

な
ど
、
目
ま
ぐ
る
し
く
厳
し
い
「
変
化
」
を
く
ぐ
り

抜
け
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
大
き
な
環
境
変
化
を

背
景
に
、
融
資
判
断
や
回
収
手
段
な
ど
の
業
務
知
識

に
も
、常
に
新
し
い
も
の
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
例
え
ば
融
資
の
可
否
に
つ
い
て
、
近
年
は
、
ス
コ

ア
リ
ン
グ
※
な
ど
外
見
の
指
標
を
重
視
し
て
判
断
す

る
傾
向
が
強
い
で
す
が
、
経
験
豊
富
な
シ
ニ
ア
は
そ

れ
以
外
の
観
点
か
ら
も
若
手
に
助
言
を
す
る
な
ど
、

後
輩
の
育
成
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
銀
行
業
務
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
進
み
、
お

客
さ
ま
と
対
面
で
接
す
る
頻
度
が
以
前
ほ
ど
で
は
な

く
な
っ
て
い
ま
す
が
、そ
ん
な
世
の
中
に
な
っ
て
も
、

や
は
り
直
接
お
客
さ
ま
の
お
話
を
う
か
が
い
、
ニ
ー

ズ
を
理
解
し
、
最
適
な
提
案
を
す
る
と
い
う
対
面
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
銀
行
業
務
の
基
本
で

す
。
シ
ニ
ア
が
つ
ち
か
っ
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
ス
キ
ル
は
、
若
手
に
も
し
っ
か
り
伝
え
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、業
務
上
の
必
要
性
か
ら
、フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ

ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
や
中
小
企
業
診
断
士
、
社
会
保
険
労

務
士
の
よ
う
な
高
度
な
資
格
を
持
っ
て
い
る
方
も
多

く
在
籍
し
て
い
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
専
門
知
識
を

活
か
し
た
仕
事
に
就
い
て
、
銀
行
の
競
争
力
の
維
持

に
努
め
て
ほ
し
い
。
こ
う
し
た
役
割
も
期
待
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
変
化
の
大
き
な
時
代
を
乗
り
越
え

て
き
た
シ
ニ
ア
の
経
験
や
高
度
な
知
識
・
技
能
を
、

確
実
に
次
の
世
代
に
伝
承
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
先
に

あ
げ
た
三
つ
の
役
割
に
込
め
た
思
い
で
す
。
こ
れ
か

ら
も
銀
行
を
取
り
巻
く
環
境
は
変
わ
っ
て
い
く
と
思

い
ま
す
が
、
過
去
の
変
化
を
ど
う
受
け
と
め
、
ど
の

よ
う
に
理
解
し
、
行
動
し
て
き
た
か
。
そ
の
先
輩
た

ち
の
知
見
に
学
ぶ
こ
と
は
、
次
世
代
を
に
な
う
行
員

が
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
複
雑
化
す
る
時
代
を
乗
り
越

え
て
い
く
う
え
で
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。

の
経
験
を
活
か
し
て
貢
献
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望

を
持
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
本
人
に
と
っ
て
も
、

経
験
の
あ
る
仕
事
の
ほ
う
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
上

げ
や
す
く
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
し
や
す
い
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
行
員
に
期
待
す
る
役
割
と
し
て

は
、
①
経
験
豊
富
な
行
員
と
し
て
業
務
面
で
後
輩
の

よ
き
手
本
と
な
る
、
②
つ
ち
か
っ
た
知
識
・
技
能
伝

承
の
に
な
い
手
と
な
る
、
そ
し
て
③
金
融
市
場
に
お

け
る
競
争
力
を
維
持
す
る
た
め
の
高
度
専
門
家
と
し

て
の
貢
献
―
―
こ
の
３
点
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

変
化
の
激
し
い
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
た
シ
ニ
ア
の

知
識
・
ス
キ
ル
を
、

若
手
に
し
っ
か
り
と
伝
え
て
ほ
し
い

※　スコアリング……企業の決算書の数値や市場動向などをもとに信用を採点・格付けしたもの
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―
ス
タ
ッ
フ
行
員
も
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
行
員
も
、

業
務
内
容
は
原
則
と
し
て
定
年
前
と
変
わ
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
働
き
方
や
賃
金
な
ど
は
ど
う
な

り
ま
す
か
。

渡
辺
　
ス
タ
ッ
フ
行
員
は
原
則
と
し
て
フ
ル
タ
イ
ム

勤
務
（
月
１
５
０
時
間
）
で
す
が
、
業
務
内
容
ま
た

は
本
人
の
希
望
に
よ
り
ミ
ド
ル
タ
イ
ム
勤
務
（
月
１

０
５
時
間
）
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
シ
ニ
ア
ス

タ
ッ
フ
行
員
は
、
原
則
が
ミ
ド
ル
タ
イ
ム
勤
務
と
な

り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
シ
ョ
ー
ト
タ
イ
ム
勤
務
（
月

75
時
間
）
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
時
間
数
の
違

い
は
出
勤
日
数
の
違
い
で
あ
り
、
月
の
所
定
労
働
時

間
が
短
く
て
も
、
１
日
の
勤
務
時
間
は
フ
ル
タ
イ
ム

と
変
わ
ら
な
い
の
で
、
期
待
す
る
役
割
の
遂
行
に
影

響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
店
舗
間
異
動
は
あ
り
ま
す
が
、
転
居
を
と

も
な
う
転
勤
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
当
行
で
は

現
役
行
員
で
も
、
転
居
を
と
も
な
う
転
勤
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
は
お
客
さ
ま
と
の
長
い
お
付

き
合
い
を
重
視
す
る
地
域
密
着
型
の
営
業
が
重
要
に

な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
短
期
で
の
店
舗
間
異
動

は
減
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
賃
金
面
で
は
、
ス
タ
ッ
フ
行
員
と
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ

フ
行
員
の
給
与
は
職
務
給
だ
け
に
な
り
ま
す
。
６
〜

７
ラ
ン
ク
の
等
級
が
あ
り
、
業
務
内
容
に
応
じ
て
ラ

ン
ク
を
決
め
ま
す
が
、
ラ
ン
ク
が
異
な
っ
て
も
、
水

準
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
能
力
評
価
は
行
い
ま
す
が
、
職
務
給
な
の
で
、

仕
事
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
評
価
の
結
果
で
ラ
ン
ク

が
上
下
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
給
与
形
態
は
、
ス
タ
ッ
フ
行
員
は
月
給
制

で
、シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
行
員
は
時
給
制
に
な
り
ま
す
。

職
務
給
の
ラ
ン
ク
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
時
給
換
算
し

た
給
与
額
は
、
ス
タ
ッ
フ
行
員
も
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ

行
員
も
同
水
準
で
す
。

　
定
年
退
職
後
の
継
続
雇
用
期
間
に
つ
い
て
は
、
退

職
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
現
役
時
代
に
支
給
し

て
い
た
業
績
評
価
に
基
づ
く
賞
与
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
代
わ
り
に
、
ス
タ
ッ
フ
行
員
・
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ

フ
行
員
の
仕
事
の
成
果
に
対
す
る
処
遇
と
し
て
「
メ

リ
ッ
ト
配
分
」
と
呼
ぶ
報
奨
制
度
が
あ
り
ま
す
。
金

融
商
品
の
販
売
、
新
規
法
人
の
開
拓
実
績
な
ど
の
成

果
に
対
し
て
、
１
回
50
万
円
を
上
限
に
年
２
回
支
給

す
る
仕
組
み
で
す
。

―
シ
ニ
ア
ス
タ
ッ
フ
行
員
制
度
を
導
入
し
て
３
年

が
経
ち
ま
し
た
。
成
果
と
今
後
の
課
題
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

渡
辺
　
65
歳
を
過
ぎ
て
も
職
場
で
役
割
を
持
ち
、
期

待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
シ
ニ
ア
の
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
向
上
の
効
果
が
表
れ
て
い
ま
す
。
職
場
か
ら

も
、
指
導
員
と
し
て
若
手
行
員
と
ペ
ア
を
組
ま
せ
る

こ
と
で
渉
外
業
務
な
ど
の
技
能
継
承
が
効
果
的
に
行

わ
れ
て
い
る
と
好
評
で
す
。

　
今
後
の
課
題
は
、
人
事
評
価
に
よ
っ
て
仕
事
の
成

果
が
給
与
に
反
映
さ
れ
な
い
現
状
を
ど
う
考
え
る
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
65
歳
を
超
え
る
と
、
健
康
状
態

や
キ
ャ
リ
ア
観
な
ど
に
つ
い
て
個
人
差
が
目
立
っ
て

き
ま
す
。
そ
れ
に
基
づ
く
仕
事
へ
の
熱
量
の
違
い
な

ど
が
、
成
果
の
違
い
に
も
表
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

成
果
の
差
を
処
遇
に
反
映
さ
せ
る
か
ど
う
か
も
、
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
か
ら
、
今
後

の
検
討
課
題
で
す
。

「
期
待
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
向
上

成
果
の
評
価
を
処
遇
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
課
題

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

撮
影
／
中
岡
泰
博
）



●表紙のオブジェ　名執一雄（なとり・かずお）

エルダー（elder）は、英語のoldの比較級で、”年長の人、目上の人、尊敬
される人”などの意味がある。1979（昭和54）年、本誌発刊に際し、（財）
高年齢者雇用開発協会初代会長・花村仁八郎氏により命名された。
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6 “働き続ける”ための　
仕事と介護の両立支援

7 総    論 介護離職を防止するために
独立行政法人労働政策研究・研修機構 主任研究員　池田 心豪

11 解説① Q & Aで学ぶ育児・介護休業法
社会保険労務士（社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング） 上野香織

15 解説② 仕事と介護の両立支援のポイント
特定社会保険労務士（社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング） 池田直子

19 事例① 日本ユニシス株式会社（東京都江東区）
ダイバーシティ施策の一環として
仕事と介護の両立を支援

23 事例② 有限会社COCO-LO（群馬県桐生市）
独自の休暇や意識改革の教育などにより
仕事を続けたい従業員の思いに応える

特  

集

44 知っておきたい労働法Q&A《第40回》
退職金の支払い根拠、喫煙防止と
職務専念義務・労働時間管理 家永 勲

48 生涯現役で働きたい人のための
NPO法人活動事例
【第4回】   特定非営利活動法人100万人のふるさと

回帰・循環運動推進・支援センター
50 いまさら聞けない人事用語辞典 第16回
「役員」　吉岡利之

52 TOPIC　50代からは「社会参加」で生きがい
若者世代を応援する存在に
人生100年時代未来ビジョン研究所レポートより 

54 お知らせ 生涯現役社会の実現に向けたシンポジウムのご案内
56 お知らせ 65歳超雇用推進助成金のご案内
58 BOOKS
59 ニュース ファイル
60 次号予告・編集後記
61 目ざせ生涯現役！ 健康づくり企業に注目！
【第2回】  株式会社ローソン（東京都品川区）

64 イキイキ働くための脳力アップトレーニング！
［第51回］ 穴埋め問題　篠原菊紀

1 リーダーズトーク   No.76
京葉銀行 執行役員 人事部長　渡辺聡子さん
激動の時代を乗り越えてきた
シニアの知識・経験を確実に次世代へ

27 日本史にみる長寿食  vol.335
サツマイモを食べて長生き　永山久夫

28 短期連載  マンガで見る高齢者雇用
エルダの70歳就業企業訪問記
《第5回》株式会社きむら

34 江戸から東京へ   第106回
楽しきかな、隠居の城造り・街づくり　佐竹義重
作家　童門冬二

36 高齢者の職場探訪  北から、南から　第111回 
石川県　株式会社森八

40 高齢社員のための安全職場づくり 〔第9回〕
 腰痛災害の防止②
高木元也



人手不足、多様性の時代にある昨今、社員が長く安心して働ける職場環境を

整えるためには、「仕事と家庭の両立」を支援する制度の整備が欠かせません。

特に家族の「介護」の問題を抱える社員は、働き盛りで経験豊富な40～60代が

多く、少子高齢化による人手不足が懸念されるなか、介護疲れによる生産性の

低下や介護離職を予防するためにも、「仕事と介護の両立支援」は、企業にとって

欠かせない取組みです。

そこで今回は、介護離職から社員を守り、“働き続ける”ための「仕事と介護の

両立支援」について解説します。

特 集
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特集  “ 働き続ける ”ための仕事と介護の両立支援

介
護
は
育
児
と
違
う

1
介
護
離
職
防
止
策
の
柱
と
し
て
、
育
児
・
介
護
休
業

法
は
、
介
護
休
業
を
企
業
に
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
実
際
は
、
多
く
の
介
護
者
が
介
護
休
業
は
取
ら

ず
に
仕
事
を
続
け
て
い
ま
す
。
反
対
に
、
介
護
休
業
の

必
要
性
と
は
別
の
理
由
で
離
職
す
る
介
護
者
も
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
介
護
休
業
の
取
得
者
が
一
人
も
い
な
い

企
業
で
、
あ
る
日
突
然
、
従
業
員
が
介
護
離
職
を
申
し

出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起

き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

育
児
・
介
護
休
業
法
は
、
１
９
９
１
（
平
成
３
）
年

制
定
の
育
児
休
業
法
に
介
護
の
規
定
を
加
え
て
１
９
９

５
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
介
護
の
た
め
の
制
度
は
先

行
し
て
つ
く
ら
れ
た
育
児
の
た
め
の
制
度
を
ひ
な
形
に

し
て
い
ま
す
。
育
児
休
業
と
同
じ
よ
う
に
、
介
護
に
も

長
期
休
業
が
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
類
推
の
も
と
に
介
護

休
業
制
度
は
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
勤
務
時
間
短
縮
等

の
措
置
も
、
も
と
も
と
育
児
の
た
め
に
あ
っ
た
制
度
で

す
。
年
５
日
の
介
護
休
暇
も
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
子
の

看
護
休
暇
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
介
護
は
育
児
と
似
て
非
な
る
も
の
で
す
。

家
族
の
ケ
ア
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
も
、
乳
幼
児
の

ケ
ア
と
高
齢
者
介
護
は
か
な
り
性
質
が
異
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、育
児
と
同
じ
発
想
で
つ
く
ら
れ
た「
仕
事
と

介
護
の
両
立
支
援
制
度
」は
、働
き
な
が
ら
介
護
を
に
な

う
当
事
者
の
ニ
ー
ズ
と
し
ば
し
ば
乖か

い

離り

し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
育
児
に
お
い
て
は
産
後
に
子
ど
も
を
預
け

る
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
で
き
な
け
れ
ば
復
職
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
が
法
定
の
１

歳
に
達
す
る
ま
で
に
保
育
所
が
決
ま
ら
な
か
っ
た
場

合
、
１
歳
６
カ
月
さ
ら
に
は
２
歳
ま
で
育
児
休
業
（
育

休
）
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
、
高
齢
者

介
護
に
お
い
て
は
、
介
護
保
険
制
度
に
基
づ
く
サ
ー
ビ

ス
（
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
）
の
利
用
開
始
ま
で
に
、
法

総 論

定
の
93
日
（
３
カ
月
）
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
時
間
の
経
過
に
と
も
な
い
、
在
宅
介
護
か

ら
施
設
介
護
へ
の
移
行
、
新
た
な
疾
患
の
発
症
に
と
も

な
う
入
院
、
最
期
が
近
づ
い
て
き
た
と
き
の
ホ
ス
ピ
ス

へ
の
入
所
な
ど
、
改
め
て
介
護
休
業
を
取
る
必
要
が
複

数
回
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
育
児
の
場
合
は
、
時

間
の
経
過
と
と
も
に
子
ど
も
は
自
立
し
て
親
の
手
を
離

れ
て
い
き
ま
す
が
、
反
対
に
高
齢
者
介
護
は
、
時
間
の

経
過
と
と
も
に
要
介
護
状
態
が
重
く
な
り
、
依
存
を
強

め
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
違
い
を
考
慮
し
て
、
２
０

１
６
年
改
正
の
育
児
・
介
護
休
業
法
は
、
介
護
開
始
時

（
始
期
）
に
1
回
と
い
う
想
定
で
つ
く
ら
れ
た
介
護
休

業
を
３
回
に
分
け
て
取
得
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
育
児
・
介
護
休
業
法
で
は
、
介
護
の
終
わ

り
ま
で
所
定
外
労
働
の
免
除
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
短

時
間
勤
務
は
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
育
児
に
お
い

て
は
、
３
歳
未
満
の
子
育
て
の
た
め
の
短
時
間
勤
務
制

度
を
企
業
に
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
介
護
に

介
護
離
職
を
防
止
す
る
た
め
に

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構 

主
任
研
究
員
　
池
田 

心し
ん

豪ご
う
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※　 池田（2021）は著者『仕事と介護の両立』にて「介護は育児と違う」という視点から、育児・介護休業法を体系的に解説しています

お
い
て
は
選
択
的
措
置
義
務
で
あ
り
、
企
業
は
短
時
間

勤
務
の
代
わ
り
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
や
時
差
出
勤
あ

る
い
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
補
助
の
制
度
を
導
入
し

て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
育
児
と
異
な
る
介
護
の
性
質
を
ふ
ま
え
て
い

ま
す
。
近
年
、
独
身
の
介
護
者
が
増
え
て
い
ま
す
が
、

彼
（
女
）
ら
の
多
く
は
自
ら
の
収
入
で
家
計
を
支
え
な

が
ら
介
護
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
短
時
間
勤
務
の

よ
う
に
収
入
の
減
少
を
と
も
な
う
両
立
支
援
制
度
は
、

家
計
に
や
さ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
こ
と
は
一
人
親

世
帯
に
も
い
え
ま
す
が
、
育
児
よ
り
介
護
の
方
が
、
ケ

ア
に
費
や
す
時
間
の
確
保
と
家
計
維
持
の
た
め
の
収
入

の
確
保
と
い
う
問
題
は
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
な
る
べ
く
所
定
労
働
時
間
は
働
け
る

方
が
よ
い
と
い
う
発
想
で
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
や
時

差
出
勤
制
度
を
利
用
す
る
選
択
肢
を
残
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
、
所
定
外
の
残
業
や
休
日
労
働
は
免
除
さ

れ
て
介
護
の
時
間
を
確
保
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で

す
。長

期
休
業
や
大
幅
な
労
働
時
間
の
短
縮
は
、
所
得
の

減
少
（
所
得
ロ
ス
）
だ
け
で
な
く
、
仕
事
の
責
任
を
果

た
し
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す
る
機
会
を
制
約
す
る
こ
と

（
キ
ャ
リ
ア
ロ
ス
）
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
の
意
味

で
も
、
な
る
べ
く
普
段
通
り
に
勤
務
し
な
が
ら
介
護
に

対
応
で
き
た
方
が
よ
い
と
い
え
ま
す
。
介
護
に
費
や
す

時
間
を
な
る
べ
く
多
く
す
る
の
で
は
な
く
、
な
る
べ
く

仕
事
を
し
な
が
ら
柔
軟
に
介
護
に
対
応
す
る
と
い
う
考

え
方
の
も
と
、
２
０
１
６
年
の
育
児
・
介
護
休
業
法
改

正
に
お
い
て
は
仕
事
と
介
護
の
両
立
の
実
態
を
検
討
し

直
し
、
図
表
１
の
よ
う
な
制
度
設
計
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
介
護
は
育
児
と
は
違
う
と
い

う
こ
と
で
す
※
。

図表1　2016年改正育児・介護休業法における仕事と介護の両立支援制度

出典： 厚生労働省 Web サイト「平成 28 年改正法の概要」
（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132033.pdf）

要介護状態
（制度利用の申出が可能な状態）

介護休業（93日）

家族を介護する労働者に関して、介護休業制度又は週若しくは月の所定労働時間の短縮等の
措置に準じて、その介護を必要とする時間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務

所定外労働の免除

３年間の間で少なくとも２回以上利用が可能

選択的措置義務★
（介護休業をしない期間利用可能）

★と措置内容は同様（いずれか一つを事業主が選択して措置）
1週又は月の所定労働時間の短縮措置（短時間勤務）
2フレックスタイム制度
3始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ（時差出勤の制度）
4  介護サービスを利用する場合、労働者が負担する費用を
助成する制度その他これに準ずる制度

介護終了
（対象家族の死亡）※ 要介護状態にある対象家族

ごとに以下の制度が利用可能

選択的措置義務

介護休業② 介護休業③

時間外労働・深夜業の制限

介護休暇

介護休業①

介護休業①＋②＋③＝93日

93日間

：現行制度
：努力義務
：改正部分

半日単位の取得
（所定労働時間の二分の一）（対象家族1人につき年5日、2人以上の場合に10日付与される）



特集  “ 働き続ける ” ための仕事と介護の両立支援

エルダー9

出
勤
し
て
い
れ
ば
問
題
な
い
と
い
え
る
か

2
介
護
に
お
い
て
は
、
育
児
と
異
な
り
、
両
立
支
援
制

度
を
利
用
し
な
い
で
通
常
勤
務
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
介
護
休
業
や
介
護
休
暇
の
代
わ

り
に
年
次
有
給
休
暇
（
年
休
）
を
取
り
、
わ
ざ
わ
ざ
所

定
外
労
働
免
除
を
申
請
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
裁
量

で
残
業
調
整
を
し
て
介
護
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
い
う
と
、
介
護
は
仕
事
と
両
立
し
や
す

い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
仕
事
を
休
ま
ず
、
短
時
間
勤
務
も
し

な
い
で
、
普
段
通
り
に
出
勤
し
て
い
て
も
思
う
よ
う
に

働
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
介
護
で
は
起
き
ま
す
。
勤
務

時
間
外
の
介
護
負
担
が
仕
事
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
あ
る
の
で
す
。

典
型
は
介
護
疲
労
の
問
題
で
す
。
通
常
勤
務
で
出
退

勤
が
で
き
て
も
、
帰
宅
後
や
休
日
の
介
護
を
継
続
的
に

に
な
う
こ
と
で
心
身
の
疲
労
が
蓄
積
し
て
い
く
の
で

す
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
仕
事
と
介
護
の
疲
労
が
二
重

に
蓄
積
す
る
生
活
が
続
け
ば
、
体
力
や
集
中
力
の
低
下

は
避
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
結
果
と
し
て
、
仕
事
の

能
率
が
低
下
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
好
ま
し
く
な

い
健
康
状
態
で
出
勤
し
て
仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
を
、

一
般
に
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ィ
ー
ズ
ム
」
と
い
い
ま
す
が
、

介
護
疲
労
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ィ
ー
ズ
ム
と
い
う
問
題

に
視
野
を
広
げ
る
と
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
は
決
し
て

容
易
で
は
な
い
と
い
え
ま
す
。

特
に
深
夜
の
介
護
は
睡
眠
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
深

刻
な
問
題
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
深
夜
介

護
に
よ
る
睡
眠
不
足
か
ら
仕
事
中
に
居
眠
り
を
し
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
業
務
中
の
居
眠
り

運
転
に
よ
る
事
故
、つ
ま
り
労
働
災
害（
労
災
）を
も
た

ら
し
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。
特
に
近
年
は
、
認
知
症
に

よ
る
昼
夜
逆
転
が
介
護
者
の
睡
眠
に
影
響
す
る
例
が
目

立
ち
ま
す
。
介
護
疲
労
は
要
介
護
者
へ
の
暴
力
や
介
護

者
の
自
殺
な
ど
痛
ま
し
い
事
件
の
原
因
と
し
て
語
ら
れ

ま
す
が
、そ
の
よ
う
な
介
護
生
活
の
な
か
で
、仕
事
だ
け

は
普
段
通
り
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
、
こ
の
問
題
が
示
唆
す
る
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
は
、
介
護
離
職
を
し
て
い
な
け
れ
ば
問
題
が
な
い
と

は
い
え
な
い
こ
と
で
す
。
介
護
に
よ
る
健
康
状
態
の
悪

化
が
就
業
を
困
難
に
し
、
介
護
離
職
に
つ
な
が
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、介
護
疲
労
が
蓄
積
し
、思
わ
し

く
な
い
健
康
状
態
で
あ
っ
て
も
、
多
く
の
介
護
者
は
何

と
か
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
努
力
し
ま
す
。
そ
の

努
力
と
格
闘
の
過
程
で
仕
事
の
能
率
低
下
と
い
う
事
態

を
招
く
の
で
す
。
つ
ま
り
、
離
職
に
は
至
っ
て
い
な
い

状
態
で
起
き
て
い
る
問
題
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
介
護
離
職
が
ゼ
ロ
に
な
っ
て

も
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
困
難
を
抱
え
る
介
護
者
が
ゼ

ロ
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
た
、
介
護
離
職

を
ゼ
ロ
に
す
る
た
め
に
は
、
介
護
疲
労
が
仕
事
に
及
ぼ

す
悪
影
響
に
留
意
し
、
離
職
に
至
る
健
康
状
態
の
悪
化

を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
普
段
通
り
に
出
勤
し
て
い
る
と
、
そ
の
疲

労
に
上
司
や
同
僚
も
気
づ
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

特
に
育
児
と
同
じ
発
想
で
介
護
を
考
え
て
い
る
と
、
介

護
者
の
健
康
問
題
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

育
児
・
介
護
休
業
法
は
育
児
の
発
想
を
介
護
に
応
用
し

て
い
る
と
前
述
し
ま
し
た
が
、
そ
の
根
幹
に
あ
る
の
は

仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
生
活
時
間
配
分
の
問
題
と
し
て

と
ら
え
る
発
想
で
す
。
出
勤
日
や
勤
務
時
間
に
家
庭
の

責
任
を
果
た
す
必
要
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
休
暇
や
休

業
、
短
時
間
勤
務
に
よ
っ
て
時
間
調
整
を
行
う
必
要
が

あ
る
と
い
う
発
想
で
す
。

図
表
２
の
白
い
ボ
ッ
ク
ス
が
示
す
よ
う
に
、
育
児
・

介
護
休
業
法
に
お
け
る
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
制
度

は
、
や
は
り
仕
事
と
介
護
の
生
活
時
間
配
分
の
観
点
か

ら
設
計
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
介
護
に
お
い
て
は

生
活
時
間
配
分
と
は
別
の
次
元
で
健
康
問
題
が
生
じ
ま

す
。
仕
事
と
介
護
の
時
間
調
整
の
必
要
が
な
く
て
も
、

勤
務
時
間
外
の
介
護
負
担
の
蓄
積
に
よ
っ
て
心
身
の
疲

労
が
蓄
積
し
、
介
護
者
の
健
康
状
態
が
悪
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
思
う
よ
う
に
働
け
な
く
な
る
と
い
う
問
題

が
生
じ
得
る
の
で
す
。
そ
れ
が
図
表
２
の
グ
レ
ー
の

ボ
ッ
ク
ス
で
す
。
こ
れ
ら
の
要
因
は
、
育
児
と
の
関
係

で
は
問
題
に
さ
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
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も
介
護
は
育
児
と
違
う
と
い
う
考
え
方
を
持
つ
必
要
が

あ
り
ま
す
。

望
ま
し
い
介
護
の
多
様
化

3
介
護
は
育
児
と
違
っ
て
、
先
行
き
の
見
通
し
を
立
て

に
く
い
、
そ
の
こ
と
が
介
護
者
の
負
担
感
を
大
き
く
し

て
い
ま
す
。

生
活
時
間
配
分
の
問
題
と
し
て
、
介
護
休
業
や
短
時

間
勤
務
制
度
は
、
一
時
的
な
事
態
に
対
応
す
る
手
段
と

し
て
は
有
効
で
す
が
、
日
常
的
な
介
護
を
継
続
的
に
に

な
う
た
め
の
利
用
は
望
ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
終
わ
り

の
み
え
な
い
介
護
に
お
い
て
は
、「
い
つ
に
な
っ
た
ら

通
常
の
働
き
方
に
戻
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
が
起
き

る
か
ら
で
す
。
健
康
と
の
関
係
で
も
、
心
身
に
疲
労
を

抱
え
た
生
活
が
続
く
と
、
介
護
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か

と
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

い
つ
ま
で
続
く
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い

つ
ま
で
も
続
け
ら
れ
る
方
法
で
仕
事
と
介
護
の
両
立
を

図
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
要
介
護
者
と

適
切
な
距
離
を
取
り
、
息
抜
き
を
す
る
こ
と
も
必
要
で

す
。
生
活
時
間
配
分
に
お
い
て
も
仕
事
と
介
護
で
時
間

を
埋
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
時
間
を
持
つ
こ
と
が

重
要
で
す
。

近
年
の
高
齢
者
介
護
に
お
い
て
は
、
乳
幼
児
の
育
児

の
よ
う
な
つ
き
っ
き
り
の
ケ
ア
を
献
身
的
に
行
う
の
で

は
な
く
、
ケ
ア
が
必
要
で
あ
っ
て
も
要
介
護
者
自
身
に

で
き
る
こ
と
は
自
分
で
さ
せ
る
、
と
い
う
意
味
で
要
介

護
者
の
自
立
を
重
視
す
る
考
え
方
が
広
が
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
要
介
護
者
と
適
切
な
距
離

を
取
る
こ
と
で
、
生
活
時
間
配
分
の
面
で
も
健
康
管
理

の
面
で
も
、
仕
事
と
介
護
を
両
立
し
や
す
く
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
（（
独
）
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構 

２

０
２
０
）。
献
身
的
な
介
護
を
よ
い
こ
と
と
す
る
考
え

方
も
あ
り
ま
す
が
、
望
ま
し
い
ケ
ア
の
あ
り
方
が
多
様

化
し
て
い
る
の
で
す
。

仕
事
と
家
庭
の
両
立
に
関
す
る
議
論
は
、
ケ
ア
の
に

な
い
手
に
焦
点
を
あ
て
、
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
の
使
い
や

す
さ
や
、
家
族
と
の
分
担
を
問
題
に
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
介
護
に
お
い
て
は
、
要
介
護
者
を
ど
の
よ
う

に
ケ
ア
を
す
る
か
と
い
う
問
題
に
も
目
を
向
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。生
活
時
間
配
分
と
健
康
問
題
の
基
底
に
、

ケ
ア
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
の
問
題
が
あ
る
こ
と
も
育
児

と
異
な
る
介
護
の
特
徴
だ
と
い
え
ま
す
。

〔
参
考
文
献
〕

● 

池
田
心
豪
（
２
０
２
１
）『
仕
事
と
介
護
の
両
立
』
佐
藤
博
樹
・
武
石

恵
美
子
責
任
編
集
、
シ
リ
ー
ズ 

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
経
営
、 

中
央
経
済
社

● 

（
独
）労
働
政
策
研
究・研
修
機
構（
２
０
１
５
）『
仕
事
と
介
護
の
両
立
』

労
働
政
策
研
究
報
告
書
Ｎ
ｏ
．
１
７
０

● 

（
独
）労
働
政
策
研
究・
研
修
機
構（
２
０
２
０
）『
再
家
族
化
す
る
介
護
と

仕
事
の
両
立
』
労
働
政
策
研
究
報
告
書
Ｎ
ｏ
．
２
０
４

出典：（独）労働政策研究・研修機構（2015）『仕事と介護の両立』労働政策研究報告書 No.170

図表2　仕事と介護の両立相関図

身体介助の必要 緊急対応と態勢づくり 連続休暇の必要

退職

介護休業

通院介助

介護サービスの供給制約

勤務時間
調整の必要

健康状態悪化疲労

ストレス認知症

介護休暇・
短時間勤務

仕事の
能率低下
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本
稿
で
は
、育
児
・
介
護
休
業
法（
育
児
休
業
、介
護

休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に

関
す
る
法
律
）で
定
め
る
基
本
的
な
従
業
員
の
勤
務
に
か

か
わ
る
ル
ー
ル
に
つ
い
て
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
解
説
し
ま
す
。

介
護
休
業
と
は
ど
ん
な
制
度
で
す
か
？

Q1
介
護
休
業
は
、
要
介
護
状
態
の
家
族
を
介
護
す
る
た

め
に
、
労
働
者
の
緊
急
的
な
対
応
措
置
と
し
て
一
定
期

間
の
休
み
を
取
得
で
き
る
制
度
で
す
。
例
え
ば
、
入
社

１
年
以
上
な
ど
労
使
協
定
等
に
定
め
た
基
準
を
満
た
し

た
者
が
取
得
で
き
ま
す
。

対
象
と
な
る
家
族
の
範
囲
は
、
配
偶
者
（
事
実
婚
を

含
む
）、
父
母
、
配
偶
者
の
父
母
、
子
、
祖
父
母
、
兄
弟

姉
妹
、
孫
で
す（
図
表
１
）。
ま
た
、
要
介
護
状
態
と
は
、

負
傷
、
疾
病
、
身
体
、
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
２
週

間
以
上
の
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
を
い
い
、
目

安
は
介
護
保
険
で
い
う
要
介
護
２
以
上
と
な
り
ま
す
。

休
業
期
間
の
上
限
日
数
は
家
族
１
人
に
つ
き
93
日
で

す
。
こ
の
日
数
に
達
す
る
ま
で
は
、
対
象
家
族
一
人
に

つ
き
分
割
し
て
３
回
ま
で
休
業
の
申
し
出
が
で
き
ま

す
。
申
出
は
原
則
、
休
業
開
始
予
定
日
の
２
週
間
前
ま

で
に
書
面
等
で
行
い
、
会
社
と
し
て
も
申
出
を
受
領
し

た
こ
と
な
ど
を
従
業
員
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

な
お
、
休
業
中
に
賃
金
が
支
払
わ
れ
な
く
て
も
、
年

齢
に
関
係
な
く
雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
る
従
業
員
で

あ
れ
ば
、
後
で
述
べ
る
介
護
休
業
給
付
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
可
能
で
す
。

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば

介
護
休
業
等
の
対
象
家
族
と
は

な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

Q2
育
児
・
介
護
休
業
法
と
介
護
保
険
法
で
は
、
要
介
護

の
認
定
の
基
準
が
異
な
る
た
め
、
介
護
保
険
の
要
介
護

認
定
を
受
け
な
く
て
も
対
象
家
族
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

ま
ず
、
介
護
保
険
法
の
要
介
護
状
態
は
「
身
体
上
又

は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
、
入
浴
、
排
せ
つ
、

解説1

本人

祖父母

父 配偶者
の父

子

孫

※厚生労働省の公表資料をもとに筆者作成

図表１　対象家族の範囲

祖父母

母 配偶者
の母

兄弟
姉妹 配偶者

介護関係の「子」の範囲は、法律上の
親子関係がある子（養子含む）のみ

Q 

& 

A
で
学
ぶ
育
児
・
介
護
休
業
法

社
会
保
険
労
務
士　

上
野
香
織︵
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所
あ
お
ぞ
ら
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
︶
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食
事
等
の
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
全
部

又
は
一
部
に
つ
い
て
、
原
則
６
カ
月
に
わ
た
り
継
続
し

て
、
常
時
介
護
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
状
態
で
あ
っ

て
、
そ
の
介
護
の
必
要
の
程
度
に
応
じ
て
、
要
介
護
状

態
区
分
に
該
当
す
る
も
の
（
要
支
援
区
分
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
）」と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
の
介
護

保
険
の
認
定
で
は
、
要
支
援
も
含
め
て
、
軽
い
順
か
ら

重
い
順
に
要
支
援
１
か
ら
要
介
護
５
の
い
ず
れ
か
に
区

分
さ
れ
ま
す
。
状
態
の
目
安
は
図
表
２
の
通
り
で
す
。

一
方
、育
児
・
介
護
休
業
法
の
要
介
護
状
態
は
、２
週

間
以
上
の
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
を
い
い
ま
す
。

介
護
保
険
で
は
要
介
護
２
以
上
が
相
当
す
る
も
の
の
、

育
児・介
護
休
業
法
で
の
要
介
護
状
態
の
基
準（
図
表
３
）

に
該
当
す
れ
ば
、
要
介
護
状
態
と
判
断
で
き
ま
す
。
こ

の
場
合
、
会
社
は
従
業
員
を
通
じ
て
状
態
の
確
認
を
行

う
こ
と
で
、対
象
家
族
か
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

定
年
後
の
再
雇
用
で
１
年
更
新
の
嘱
託
社
員
は

介
護
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

Q3
１
年
な
ど
の
契
約
期
間
に
定
め
が
あ
る
場
合
で
も
介

護
休
業
の
取
得
は
可
能
で
す
。
た
だ
し
、申
出
時
点
で
、

引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
１
年
未
満
で
あ
る
者

（
※
２
０
２
２
〔
令
和
４
〕
年
４
月
よ
り
開
始
の
休
業

で
本
要
件
は
撤
廃
予
定
）、
ま
た
は
取
得
予
定
日
か
ら

起
算
し
て
93
日
を
経
過
す
る
日
か
ら
６
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
労
働
契
約
の
期
間
満
了
が
決
ま
っ
て

※あおぞらコンサルティング作成

図表２　介護保険で認定を受けた場合の状態目安

介護区分 心身状態・運動能力の例

軽  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重

要支援
１

介護状態とは認められないが、社会的支援は
必要とする状態
掃除などの家事で介助が必要。食事やトイ
レは自分でできる。

要支援
２

部分的に介護を必要とする状態
（ただし、状態の維持や改善見込みあり）
立ち上がりや歩行が不安定で一部介助が必
要。トイレや入浴に一部介助が必要。問題
行動や理解の低下が見られることがあり、
介護予防サービスを提供すれば状態の維
持、または回復が見込まれる。

要介護
１

部分的に介護を要する状態
立ち上がりや歩行が不安定で一部介助が必
要。トイレや入浴に一部介助が必要。問題
行動や理解の低下が見られることがある。

要介護
２

軽度の介護を要する状態
立ち上がりや歩行が自力ではできない場合
がある。トイレや入浴などに一部または全
介助が必要。問題行動や理解の低下が見ら
れることがある。

要介護
３

中等度の介護を要する状態
立ち上がりや歩行が自力ではできない。トイ
レ、入浴、衣服の着脱などに全介助が必要。問
題行動や理解の低下が見られることがある。

要介護
４

重度の介護を要する状態
トイレ、入浴、衣服の着脱などの日常生活の
ほとんどに介助を必要とする。多くの問題
行動や理解の低下が見られることがある。

要介護
５

最重度の介護を要する状態
トイレ、衣服の着脱、食事など生活全般に
介助を必要とする。多くの問題行動や理解
の低下が見られることがある。

次の状態1～12のうち、Aが２つ以上またはBが１つ以上該当し、
かつ、その状態が継続すると認められること。

図表３　常時介護を必要とする状態に関する判断基準

項目／状態 A B

1 座位保持（10分間一人で
座っていることができる）

支えてもらえれば
できる できない

2
歩行（立ち止まらず、座り
込まずに5ｍ程度歩くこと
ができる）

何かにつかまれば
できる

できない

3
移乗（ベッドと車いす、
車いすと便座の間を移る
などの乗り移りの動作）

一部介助、
見守り等が必要

全面的介助が必要

4 水分・食事摂取
一部介助、
見守り等が必要

全面的介助が必要

5 排せつ
一部介助、
見守り等が必要

全面的介助が必要

6 衣類の着脱 一部介助、
見守り等が必要 全面的介助が必要

7 意思の伝達 ときどきできない できない

8 外出すると戻れない ときどきある ほとんど毎回ある

9 物を壊したり衣類を破く
ことがある ときどきある ほとんど毎日ある

10
周囲の者が何らかの対応
をとらなければならない
ほどの物忘れがある

ときどきある ほとんど毎日ある

11 薬の内服 一部介助、
見守り等が必要 全面的介助が必要

12 日常の意思決定
本人に関する
重要な意思決定は
できない

ほとんどできない

※厚生労働省の公表資料をもとに筆者作成
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食
事
等
の
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
全
部

又
は
一
部
に
つ
い
て
、
原
則
６
カ
月
に
わ
た
り
継
続
し

て
、
常
時
介
護
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
状
態
で
あ
っ

て
、
そ
の
介
護
の
必
要
の
程
度
に
応
じ
て
、
要
介
護
状

態
区
分
に
該
当
す
る
も
の
（
要
支
援
区
分
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
）」と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
の
介
護

保
険
の
認
定
で
は
、
要
支
援
も
含
め
て
、
軽
い
順
か
ら

重
い
順
に
要
支
援
１
か
ら
要
介
護
５
の
い
ず
れ
か
に
区

分
さ
れ
ま
す
。
状
態
の
目
安
は
図
表
２
の
通
り
で
す
。

一
方
、育
児
・
介
護
休
業
法
の
要
介
護
状
態
は
、２
週

間
以
上
の
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
を
い
い
ま
す
。

介
護
保
険
で
は
要
介
護
２
以
上
が
相
当
す
る
も
の
の
、

育
児・介
護
休
業
法
で
の
要
介
護
状
態
の
基
準（
図
表
３
）

に
該
当
す
れ
ば
、
要
介
護
状
態
と
判
断
で
き
ま
す
。
こ

の
場
合
、
会
社
は
従
業
員
を
通
じ
て
状
態
の
確
認
を
行

う
こ
と
で
、対
象
家
族
か
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

定
年
後
の
再
雇
用
で
１
年
更
新
の
嘱
託
社
員
は

介
護
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

Q3
１
年
な
ど
の
契
約
期
間
に
定
め
が
あ
る
場
合
で
も
介

護
休
業
の
取
得
は
可
能
で
す
。
た
だ
し
、申
出
時
点
で
、

引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
１
年
未
満
で
あ
る
者

（
※
２
０
２
２
〔
令
和
４
〕
年
４
月
よ
り
開
始
の
休
業

で
本
要
件
は
撤
廃
予
定
）、
ま
た
は
取
得
予
定
日
か
ら

起
算
し
て
93
日
を
経
過
す
る
日
か
ら
６
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
労
働
契
約
の
期
間
満
了
が
決
ま
っ
て

い
る
場
合
に
は
原
則
取
得
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ほ

か
に
労
使
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
は
契
約
期
間

の
定
め
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
出
日
時
点
で
入
社

１
年
未
満
の
者
、
申
出
の
日
か
ら
93
日
以
内
に
雇
用
期

間
が
終
了
す
る
者
、
週
所
定
労
働
日
数
が
２
日
以
下
の

者
は
介
護
休
業
取
得
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
実
務
上
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
算
契
約
期
間

が
短
い
場
合
や
労
働
契
約
満
了
を
も
っ
て
雇
用
の
終
了

が
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
な
ど
の
場
合
に
は
、
対
象
者

と
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

契
約
期
間
の
定
め
が
あ
る
従
業
員
で
も
誤
解
な
く
介
護

休
業
が
取
得
で
き
る
よ
う
に
ル
ー
ル
の
整
備
を
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

介
護
休
業
の
と
き
に
受
給
で
き
る
介
護
休
業

給
付
金
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

Q4
介
護
休
業
給
付
金
は
、
介
護
休
業
期
間
で
あ
る
最
大

93
日
間
（
３
回
ま
で
）
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
雇
用

保
険
の
給
付
金
で
す
。
１
日
分
の
給
付
額
は
、
お
よ
そ

１
日
分
の
給
与
（
休
業
開
始
前
の
給
与
６
カ
月
分
を
１

８
０
で
除
し
た
休
業
開
始
時
賃
金
日
額
）の
67
％
で
す
。

例
え
ば
、
平
均
的
な
給
与
が
20
万
円
の
人
が
１
カ
月
の

介
護
休
業
を
取
得
す
る
場
合
、
１
支
給
単
位
期
間
（
１

カ
月
を
30
日
と
し
た
期
間
）
あ
た
り
13
・
４
万
円
程
度

が
受
給
で
き
ま
す
。

な
お
、
受
給
に
あ
た
り
、
雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い

る
こ
と
以
外
に
も
、
原
則
休
業
開
始
前
の
２
年
間
に
賃

金
が
11
日
以
上
支
払
わ
れ
て
い
る
月
が
12
カ
月
以
上
あ

る
こ
と
、
１
支
給
単
位
期
間
で
の
就
労
日
数
が
10
日
以

下
で
あ
る
こ
と
、
介
護
休
業
期
間
中
に
休
業
開
始
時
賃

金
日
額
の
８
割
以
上
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
な
ど
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
賃
金
が
支
払

わ
れ
る
場
合
、
一
定
以
上
支
払
い
が
あ
る
と
そ
の
分
給

付
は
減
額
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
１
支
給
単
位
期
間
の
上

限
額
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
２
０
２
１
年
８
月
１
日
以

降
は
33
万
２
２
５
３
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
介
護
休
業
給
付
金
で
す
が
、
従
業
員
に

と
っ
て
は
非
課
税
で
所
得
税
な
ど
が
差
し
引
か
れ
ず
に

受
給
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
、
活
用
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

介
護
休
暇
と
は
ど
ん
な
制
度
で
す
か
？

Q5
介
護
休
暇
は
、
要
介
護
状
態
に
あ
る
家
族
の
介
護
や

世
話
を
す
る
労
働
者
が
取
得
で
き
る
休
暇
制
度
で
す
。

介
護
休
業
制
度
と
要
介
護
状
態
の
基
準
や
家
族
の
範
囲

は
同
じ
で
す
が
、
対
象
家
族
の
通
院
な
ど
の
付
添
い
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
な
手
続
き
の
代
行
に
も
利
用
で

き
る
点
が
異
な
り
ま
す
。
手
続
き
も
、
休
暇
当
日
の
電

話
で
の
事
前
申
出
も
可
能
と
す
る
な
ど
、
利
便
性
が
高

い
の
が
特
徴
で
す
。

介
護
休
暇
の
取
得
可
能
日
数
は
、
対
象
と
な
る
家
族

が
１
人
の
場
合
１
年
度
に
つ
き
５
日
、
２
人
以
上
の
場

合
に
10
日
で
す
。
介
護
休
暇
の
有
給
、
無
給
は
会
社
が

定
め
ま
す
。
原
則
、
す
べ
て
の
労
働
者
が
取
得
で
き
ま

す
が
、
労
使
協
定
で
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
入
社
６

カ
月
未
満
や
週
所
定
労
働
日
数
が
２
日
以
下
の
者
は
取

得
で
き
ま
せ
ん
。

従
業
員
か
ら
見
た
介
護
休
暇
の
利
便
性
は
、
２
０
２

１
年
１
月
施
行
の
法
改
正
に
よ
り
時
間
単
位
の
利
用
が

可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
さ
ら
に
高
ま
っ
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
時
間
単
位
で
利
用
す
れ
ば
、
始
業
・
終
業
時

間
で
労
働
時
間
を
短
縮
で
き
る
ほ
か
、
始
業
と
終
業
時

刻
の
間
に
取
得
す
る
こ
と
（
中
抜
け
）
も
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
中
抜
け
を
認
め
る
制
度
と
す
る
か
は
、
従
業

員
の
使
い
勝
手
の
よ
さ
と
業
務
上
の
影
響
な
ど
か
ら
会

社
が
判
断
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
１
時
間
単
位
の
利
用

は
会
社
側
の
管
理
も
煩
雑
に
な
り
や
す
い
の
で
こ
の
点

に
も
注
意
し
て
ル
ー
ル
を
決
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
業
務
の
性
質
や
実
施
体
制
に
照
ら
し
て
時
間
単

位
で
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
た
業
務
に

就
く
従
業
員
が
い
る
場
合
に
、
時
間
単
位
の
利
用
の
対

象
外
と
す
る
と
き
は
、
労
使
協
定
を
締
結
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

休
業
や
休
暇
以
外
に
勤
務
で
利
用
で
き
る

制
度
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

Q6
従
業
員
が
継
続
的
に
仕
事
と
介
護
を
両
立
す
る
た
め
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に
は
、
勤
務
に
も
一
定
の
柔
軟
さ
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
育
児
・
介
護
休
業
法
で
は
休
業
・
休
暇
以
外

に
、
要
介
護
状
態
に
あ
る
対
象
家
族
を
介
護
す
る
従
業

員
を
対
象
と
し
て
、次
の
よ
う
な
勤
務
制
度
（
図
表
４
）

を
定
め
て
い
ま
す
。

①
所
定
外
労
働
の
制
限
（
残
業
免
除
）

②
時
間
外
労
働
の
短
縮

③
深
夜
業
の
制
限

④
所
定
労
働
時
間
短
縮
等
の
措
置

次
の
い
ず
れ
か
も
し
く
は
複
数
か
ら
会
社
が
選
択

・�

短
時
間
勤
務
制
度
（
１
日
の
所
定
労
働
時
間
を
短
縮

す
る
制
度
や
所
定
労
働
日
数
を
少
な
く
す
る
制
度
な

ど〈
所
定
労
働
時
間
が
８
時
間
の
場
合
２
時
間
／
日
、

７
時
間
以
上
の
場
合
１
時
間
／
日
が
目
安
〉）

・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度

・
始
業
・
終
業
時
刻
の
繰
上
げ
、
繰
下
げ

・�

従
業
員
が
利
用
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
の
助
成

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
制
度
（
従
業
員
が
直
接
介
護

す
る
の
に
代
わ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
、
会
社

が
所
定
労
働
日
数
１
日
あ
た
り
２
時
間
、
料
金
の
半

額
相
当
を
負
担
す
る
も
の
が
目
安
）

な
お
、
①
か
ら
③
は
、
利
用
回
数
な
ど
の
制
限
は
な

い
の
に
対
し
て
、
④
の
措
置
は
利
用
開
始
日
か
ら
３
年

以
上
の
期
間
で
利
用
で
き
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
会
社
と
し
て
、
少
な
く
と
も
利
用
開
始

日
か
ら
３
年
以
上
の
間
、
い
ず
れ
か
の
制
度
を
従
業
員

が
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
３
年
の

間
に
介
護
休
業
も
取
得
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
を
想
定

し
、
２
回
以
上
の
利
用
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必

要
も
あ
り
ま
す
。
勤
務
制
度
は
、
仕
事
を
続
け
一
定
の

収
入
を
確
保
し
な
が
ら
介
護
を
す
る
従
業
員
に
と
っ
て

大
切
で
す
。
会
社
が
仕
事
と
介
護
の
両
立
を
支
え
る
べ

く
利
用
で
き
る
制
度
は
、
わ
か
り
や
す
く
「
育
児
・
介

護
休
業
規
程
」
等
で
定
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

図表４　仕事と介護の両立のための勤務制度（介護休業・介護休暇以外）

制度 概要と対象者 手続き

①
所定外労働の
制限

（残業免除）

●残業を免除することができる
● 要介護状態の対象家族を介護する者が対象だが、

労使協定で定めた場合に次の者は対象外
・入社１年未満の者 
・週所定労働日数が２日以下の者

・ １回の請求につき、１カ月
以上１年以内の期間

・ 開始日の１カ月前までに、
書面等により申出

② 時間外労働の
短縮

● 時間外労働（労働基準法で定める時間を超えた
時間外労働）を１カ月24時間、1年150時間に
短縮できる

● 要介護状態の対象家族を介護する者が対象だが、
次の者は対象外

・入社１年未満の者
・週所定労働日数が２日以下の者

・ １回の請求につき、１カ月
以上１年以内の期間

・ 開始日の１カ月前までに、
書面等により申出

③ 深夜業の制限

●深夜業（22時から翌5時の勤務）を免除できる
● 要介護状態の対象家族を介護する者が対象だが、

次の者は対象外
・入社１年未満の者 
・ 介護ができる（深夜業に従事していない、産休中

でない等の）16歳以上の同居の家族がいる者
・週所定労働日数が２日以下の者 
・所定労働時間の全部が深夜にある者

・ １回の請求につき、１カ月
以上6か月以内の期間

・ 開始日の１カ月前までに、
書面等により申出

④ 所定労働時間
短縮等の措置

● 短時間勤務制度／フレックスタイム制度／始業・
終業時刻の繰上げ、繰下げ／従業員が利用する
介護サービスの費用の助成その他これに準ずる
制度のうちいずれか（あるいは複数）を利用できる

● 要介護状態の対象家族を介護する者が対象だが、
労使協定で定めた場合に次の者は対象外

・入社１年未満の者 
・週所定労働日数が２日以下の者

・ 利用開始日から起算して
3年以上。2回以上申出
可能

※あおぞらコンサルティング作成
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特集  “ 働き続ける ”ための仕事と介護の両立支援

は
じ
め
に

1
企
業
が
介
護
離
職
防
止
の
た
め
に
両
立
支
援
を
考
え

る
と
き
、
介
護
す
る
従
業
員
す
べ
て
に
適
し
た
支
援
策

は
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
介
護
は

介
護
さ
れ
る
人
の
状
況
や
介
護
す
る
人
の
事
情
が
多
岐

に
わ
た
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
ふ
ま
え
て
、
企

業
が
仕
事
と
介
護
を
両
立
す
る
た
め
の
支
援
を
検
討
す

る
う
え
で
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

両
立
支
援
の
必
要
性

2
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
は
、
企
業
と
従
業
員
そ
れ

ぞ
れ
に
と
っ
て
意
味
が
あ
り
ま
す
。

企
業
に
と
っ
て
は
、
従
業
員
が
離
職
す
る
こ
と
で
労

働
力
が
不
足
す
る
の
を
回
避
す
る
だ
け
で
な
く
、
技
術

や
技
能
の
承
継
や
、
管
理
職
が
突
然
離
職
す
る
こ
と
に

よ
る
職
場
全
体
の
生
産
性
の
低
下
な
ど
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

介
護
す
る
従
業
員
は
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
疲

弊
し
ま
す
。
ま
た
、
介
護
離
職
を
す
る
と
収
入
が
途
絶

え
経
済
的
に
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
ほ
か
、
キ
ャ

リ
ア
の
断
絶
に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
企
業
が
仕
事

と
介
護
の
両
立
支
援
を
す
る
こ
と
で
、
介
護
す
る
従
業

員
を
肉
体
的
、
精
神
的
、
経
済
的
に
守
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。両

立
支
援
の
策
定
手
順

3
両
立
支
援
の
策
定
の
手
順
は
図
表
１
の
よ
う
に
進
め

て
い
き
ま
す
。
ま
ず
、
両
立
支
援
の
目
的
は
、
最
近
で

は
、
介
護
離
職
防
止
だ
け
で
は
な
く
、
介
護
す
る
従
業

員
の
働
き
や
す
さ
に
重
点
を
お
く
企
業
、
事
前
の
準
備

に
力
を
入
れ
円
滑
な
両
立
を
目
ざ
す
こ
と
を
目
的
に
す

る
企
業
も
あ
り
ま
す
。

解説2

次
に
、
自
社
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
の
把
握
を
し
ま
す
。

す
で
に
一
度
、現
状
把
握
を
し
た
企
業
で
あ
っ
て
も
状
況

は
変
わ
り
ま
す
。
前
回
か
ら
一
定
の
期
間
が
経
過
し
て

い
る
場
合
は
、
実
施
し
た
支
援
策
の
効
果
を
含
め
て
現

図表1　両立支援策定の手順

仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
の
ポ
イ
ン
ト

特
定
社
会
保
険
労
務
士
　
池
田
直
子︵
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所
あ
お
ぞ
ら
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
︶

※あおぞらコンサルティング作成

目
的
の
検
討
・
決
定

・実際の介護経験者
・全員…介護での不安や直面の状況
※ 介護に関する情報提供を実施後に

アンケートを行う場合もある
・現状での職場満足度

現
状
把
握

ニ
ー
ズ
の
把
握

支
援
策
決
定

実
施

支
援
策
の
策
定
作
業

「情報提供」
「環境整備」
「勤務支援」

介
護
施
策
等
の
方
向
性
の
決
定

支
援
策
の
検
討
・
決
定

ニ
ー
ズ
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ

PDCAで見ること
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状
と
ニ
ー
ズ
を
再
度
把
握
し
ま
し
ょ
う
。
現
状
把
握
を

し
て
お
き
た
い
項
目
の
例
は
図
表
２
の
通
り
で
す
。
最

近
で
は
、
介
護
を
隠
す
よ
う
な
雰
囲
気
が
少
な
く
な
っ

て
き
ま
し
た
が
、
個
人
差
も
あ
る
の
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト

を
と
る
際
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
情
報
に
配
慮
し
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
最
初
に
現
在
の
介
護
の
状
況
、
介

護
の
可
能
性
に
つ
い
て
確
認
し
、
そ
の
介
護
の
状
況
に

あ
わ
せ
て
設
問
を
変
え
て
設
定
す
る
と
効
果
的
で
す
。

ま
た
、
介
護
の
可
能
性
は
あ
っ
て
も
具
体
的
な
介
護
の

イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
な
い
人
が
多
い
場
合
は
、
ア
ン
ケ
ー

ト
だ
け
で
は
な
く
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
つ
い
て
の

セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
た
う
え
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し

て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

次
に
、
把
握
し
た
現
状
や
ニ
ー
ズ
か
ら
両
立
支
援
の

方
向
性
を
決
め
ま
す
。
両
立
支
援
の
方
向
性
は
、
法
律

で
決
め
ら
れ
た
支
援
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
利
用
を
促

進
す
る
運
用
重
視
の
方
針
、
法
律
を
超
え
る
制
度
を
策

定
し
制
度
の
充
実
を
図
る
方
針
、
法
律
の
支
援
制
度
に

と
ら
わ
れ
ず
予
防
か
ら
両
立
ま
で
柔
軟
な
制
度
を
導
入

す
る
方
針
な
ど
、
把
握
し
た
現
状
や
ニ
ー
ズ
と
ほ
か
の

人
事
施
策
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
決
め
て
い
き
ま

す
。支

援
策
に
は
そ
れ
ぞ
れ
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
の
で
、
方
針
に
そ
っ
て
導
入
を
検
討
し
決
定
し
ま

す
。
そ
の
後
、
導
入
を
決
め
た
支
援
策
の
策
定
作
業
を

し
、
従
業
員
へ
周
知
し
、
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

支
援
の
種
類
と

そ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

4
図
表
３
は
主
な
支
援
策
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト

を
企
業
と
従
業
員
の
立
場
で
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

勤
務
支
援
は
、
従
業
員
に
と
っ
て
は
選
択
肢
が
多
い

と
両
立
す
る
際
に
、
柔
軟
な
働
き
方
が
で
き
る
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す
が
、
企
業
か
ら
み
る
と
制
度
を
運
用

す
る
む
ず
か
し
さ
や
周
囲
の
従
業
員
の
納
得
度
な
ど
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
休
暇
を
有
給
に
す
れ
ば
人

件
費
の
増
加
な
ど
に
も
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
未
消
化
分
の
年
次
有
給
休
暇
を
積
み
立
て

る
積
立
年
次
有
給
休
暇
は
、
介
護
に
か
ぎ
ら
ず
私
傷
病

な
ど
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
比
較
的
公
平

性
が
保
た
れ
、
納
得
度
も
高
く
な
り
ま
す
。
介
護
休
業

を
法
律
で
定
め
ら
れ
た
期
間
よ
り
長
く
す
る
場
合
は
、

法
律
を
超
え
た
期
間
分
は
雇
用
保
険
の
介
護
休
業
給
付

金
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
せ
っ
か
く
介
護

休
業
を
長
く
し
て
も
思
い
の
ほ
か
活
用
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
法
律
で
定
め
た
介
護
休
業
期
間

に
会
社
が
給
与
を
全
額
支
給
す
る
と
、
雇
用
保
険
か
ら

給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

在
宅
勤
務
は
、
介
護
も
仕
事
も
両
立
し
や
す
い
と
思

わ
れ
が
ち
で
す
が
、実
際
は
問
題
も
あ
り
ま
す
。
本
来
、

在
宅
勤
務
は
勤
務
す
る
場
所
が
会
社
で
は
な
く
自
宅
で

仕
事
を
す
る
こ
と
を
い
い
、
仕
事
中
に
介
護
を
し
て
よ

い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
仕
事
中
に

介
護
を
す
る
こ
と
で
、
業
務
が
捗は

か
ど

ら
ず
深
夜
に
仕
事
を

す
る
な
ど
、
本
人
が
無
理
を
し
て
健
康
を
害
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
在
宅
勤
務
は
あ
く
ま
で
、
通
勤
時
間
が

な
い
こ
と
を
メ
リ
ッ
ト
と
と
ら
え
、
勤
務
時
間
中
は
、

自
宅
で
も
し
っ
か
り
働
く
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
つ
く

る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

介
護
す
る
従
業
員
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
支

援
策
を
検
討
す
る
場
合
、
導
入
時
点
で
は
対
象
者
が
少

な
く
て
も
将
来
的
に
は
対
象
者
が
増
え
る
こ
と
も
想
定

し
て
導
入
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。
今
後
は
介
護
を
す

る
従
業
員
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
慎
重

に
検
討
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

図表2　介護に関する実態把握の項目例

従
業
員
の
状
況
把
握

従業員の介護の
可能性や状況

□従業員の属性　　　□親の年齢
□親と同居か別居か　□現状の介護状況
□介護の将来の可能性

自社の両立支援

□現状の両立支援の認知度
□両立支援の利用予定
□両立支援を利用するうえでの不安
□両立支援への要望

介護について □介護に関する基礎知識の有無
□介護全般に関する不安・要望

介護経験者への
確認

□現状の両立支援の利用経験
□現状の両立支援の使い勝手
□必要だと思う両立支援

自社の状況把握 □現状の両立支援の利用率
□介護離職の状況

※あおぞらコンサルティング作成
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次
に
、
把
握
し
た
現
状
や
ニ
ー
ズ
か
ら
両
立
支
援
の

方
向
性
を
決
め
ま
す
。
両
立
支
援
の
方
向
性
は
、
法
律

で
決
め
ら
れ
た
支
援
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
利
用
を
促

進
す
る
運
用
重
視
の
方
針
、
法
律
を
超
え
る
制
度
を
策

定
し
制
度
の
充
実
を
図
る
方
針
、
法
律
の
支
援
制
度
に

と
ら
わ
れ
ず
予
防
か
ら
両
立
ま
で
柔
軟
な
制
度
を
導
入

す
る
方
針
な
ど
、
把
握
し
た
現
状
や
ニ
ー
ズ
と
ほ
か
の

人
事
施
策
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
決
め
て
い
き
ま

す
。支

援
策
に
は
そ
れ
ぞ
れ
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
の
で
、
方
針
に
そ
っ
て
導
入
を
検
討
し
決
定
し
ま

す
。
そ
の
後
、
導
入
を
決
め
た
支
援
策
の
策
定
作
業
を

し
、
従
業
員
へ
周
知
し
、
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

支
援
の
種
類
と

そ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

4
図
表
３
は
主
な
支
援
策
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト

を
企
業
と
従
業
員
の
立
場
で
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

勤
務
支
援
は
、
従
業
員
に
と
っ
て
は
選
択
肢
が
多
い

と
両
立
す
る
際
に
、
柔
軟
な
働
き
方
が
で
き
る
可
能
性

が
高
く
な
り
ま
す
が
、
企
業
か
ら
み
る
と
制
度
を
運
用

す
る
む
ず
か
し
さ
や
周
囲
の
従
業
員
の
納
得
度
な
ど
の

問
題
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
休
暇
を
有
給
に
す
れ
ば
人

件
費
の
増
加
な
ど
に
も
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
未
消
化
分
の
年
次
有
給
休
暇
を
積
み
立
て

る
積
立
年
次
有
給
休
暇
は
、
介
護
に
か
ぎ
ら
ず
私
傷
病

な
か
で
も
注
意
が
必
要
な
の
が
、
介
護
休
業
中
の
本

人
負
担
分
の
社
会
保
険
料
を
、
本
人
に
代
わ
り
会
社
が

負
担
す
る
支
援
で
す
。
基
本
的
に
介
護
休
業
中
は
給
与

が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
本
人
は
社
会
保
険
料
を
負
担

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
本
人
か
ら
保
険
料

を
徴
収
せ
ず
、
会
社
が
負
担
す
る
支
援
で
す
。
企
業
に

よ
っ
て
は
、
こ
れ
を
介
護
支
援
制
度
と
意
識
せ
ず
、
社

会
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
ま
す
。
介

護
す
る
従
業
員
に
と
っ
て
、
給
与
が
支
給
さ
れ
ず
、
収

入
が
雇
用
保
険
の
介
護
休
業
給
付
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
き

に
会
社
が
社
会
保
険
料
を
負
担
し
て
く
れ
る
と
「
助
か

る
」、「
あ
り
が
た
い
」
と
考
え
る
人
は
多
い
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
社
会
保
険
料
の
負
担
の
仕
組
み
を
よ
く

理
解
し
て
い
な
い
従
業
員
も
多
く
、
保
険
料
が
徴
収
さ

れ
な
い
の
は
あ
た
り
前
だ
と
誤
解
し
て
い
た
り
、
会
社

の
負
担
の
わ
り
に
介
護
す
る
従
業
員
は
効
果
を
感
じ
な

い
ケ
ー
ス
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
支
援
は
、
平
均

的
に
対
象
者
の
給
与
水
準
が
高
い
場
合
が
多
く
、
標
準

報
酬
月
額
50
万
円
の
場
合
、
協
会
け
ん
ぽ
（
東
京
都
）

で
介
護
保
険
料
も
含
め
る
と
月
額
約
７
万
５
０
０
０
円

が
会
社
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
所
得
税
の

取
扱
い
は
、
慶
弔
見
舞
金
な
ど
の
よ
う
に
非
課
税
扱
い

で
は
な
く
、
会
社
が
負
担
し
た
社
会
保
険
料
は
給
与
と

し
て
、
税
金
の
対
象
と
な
る
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

そ
の
ほ
か
、
仕
事
と
介
護
に
関
す
る
情
報
提
供
や
相

談
体
制
も
必
要
で
す
。
情
報
提
供
な
ど
は
企
業
の
費
用

や
運
営
な
ど
の
負
担
が
あ
り
ま
す
が
、
企
業
側
が
導
入

を
決
め
れ
ば
比
較
的
短
期
で
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
、
求
め
ら
れ
る
介
護
の
情
報
は
多
岐
に
わ
た

る
た
め
、
す
べ
て
の
人
に
効
果
的
な
情
報
提
供
を
す
る

こ
と
が
む
ず
か
し
く
、
ま
た
、
期
待
す
る
効
果
が
短
期

的
に
は
わ
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

図表3　介護支援施策の例
勤務支援

勤務措置 メリット デメリット
従業員 会社 従業員 会社

介護休業
・�急な介護の発生等緊急な対
応ができる
・�介護初期の介護体制づくり
期間として有効

・�雇用保険の給付を利用し従
業員の給与補てんが可能

・�休業期間内に介護が終わら
ない場合がほとんど

・�休業中の給与補てんがない
場合は経済的不安

・�休業中の労働力低下と休業期間
によっては代替要員確保が必要

介護休暇
・�さまざまなケースに利用し
やすい
・手続きが簡易

・周囲への業務負担少 ・�本格的な介護には日数が不
足する可能性

・�業務上、休業より影響は少ない
が労働力は低下

積立年次
有給休暇

・�抵抗感が少なく、使いやすい
・手続きが簡易
・�「介護」と特別視されにくい

・周囲への業務負担少 −

・�失効年休の管理が煩雑になる可
能性

・�取得事由を増やすことで消化率
があがりコスト増

短時間勤務
・�勤務時間が短縮されること
で心身の負担が軽減
・�デイサービス等の利用がし
やすい

・周囲への業務負担少
・�業務分担の見直しや予定が
立てやすい

・�勤務時間短縮にともない給
与補てんがされない場合は
経済的不安の可能性

・�業務上、休業より影響は少ない
が労働力低下

フレックス
勤務

・�従来通りの労働時間を確保
するため経済的不安が少ない
・�介護を中心とした勤務体制
づくりが可能

・�労働力を確保しつつ、勤務
可能

・�労働時間を減らすことなく
介護をするため、本人の身
体・精神的負担が大きくな
る可能性大

・�職種や部門によって、フレック
スタイム勤務制度の導入が困難

・�会議や打ち合わせの時間が制約
される可能性

在宅勤務
・�通勤時間がなく介護時間を
確保しやすい
・�介護中心の生活をしながら
業務の遂行がしやすい

・�労働力を確保しつつ、継続
勤務が可能

・�仕事と介護のメリハリがつ
けづらい

・�労働時間も介護時間も減ら
すことなく両立する場合は
本人の身体・精神的負担大

・�勤怠管理、セキュリティ対応等
の在宅勤務の導入コスト、管理
負担が必要

その他の支援

費用補てん等
・�介護費用の負担が軽減され、
従業員への効果大
・�周囲を気にせず利用しやす
い

−
・�費用補てんの対象となって
いる内容の利用がなければ
効果なし

・�効果の高い費用補てんの項目の
廃止・見直しが困難

・コスト負担
・�介護をしていない従業員との待
遇格差が明確になりやすい

見舞金制度
・介護費用の負担の緩和
・�介護以外の用途での利用も
可能

− −
・�介護をしていない従業員との待
遇格差が明確になりやすい

・�支給基準の判断がむずかしい

再雇用制度 ・�退職後の再就職不安が軽減
される

・�雇用リスクの軽減とともに
雇用確保の手段として有効

・��仕事と介護の両立ができな
い

・労働力の損失が大きい
・��再雇用基準の判断がむずかしい
・�再雇用後の処遇、復帰プログラ
ムの検討が必要

※あおぞらコンサルティング作成
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支
援
策
検
討
の
ポ
イ
ン
ト
と
注
意
点

5
支
援
策
を
検
討
す
る
場
合
、
介
護
は
育
児
と
違
い
、

導
入
す
る
支
援
策
を
介
護
す
る
人
み
ん
な
が
利
用
で
き

る
場
合
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
介
護
す
る
従
業

員
が
少
な
い
場
合
は
た
く
さ
ん
の
支
援
策
を
導
入
し
、

働
き
や
す
く
す
る
こ
と
が
よ
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

利
用
者
が
増
え
た
場
合
、
周
囲
の
理
解
を
得
る
こ
と
が

課
題
と
な
り
ま
す
。
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
は
支
援
策

の
充
実
を
検
討
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
、
支
援
策
を

運
用
可
能
と
す
る
職
場
環
境
を
つ
く
る
こ
と
も
重
要
で

す
。
仕
事
と
介
護
の
両
立
が
可
能
な
職
場
環
境
づ
く
り

は
、
介
護
だ
け
で
は
な
く
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
や
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
予
防
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
仕
事
と
介

護
の
両
立
が
可
能
な
職
場
環
境
と
は
、
多
様
性
を
受
け

入
れ
、
情
報
の
共
有
や
連
携
が
円
滑
で
、
業
務
が
可
視

化
さ
れ
、
多
能
工
化
さ
れ
、
ほ
か
の
人
の
業
務
支
援
が

ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
職
場
づ
く
り
と
も
い
え
ま
す
。

職
場
環
境
づ
く
り
と
相
談
窓
口
の
設
置

6
仕
事
と
介
護
の
両
立
を
円
滑
に
す
る
に
は
、
支
援
策

の
充
実
だ
け
で
は
な
く
、
職
場
環
境
づ
く
り
、
従
業
員

の
意
識
改
革
が
重
要
で
す
。
２
０
２
１（
令
和
3
）年
に

成
立
し
、２
０
２
２
年
４
月
に
施
行
さ
れ
る
改
正
育
児・

介
護
休
業
法
で
は
、
育
児
休
業
が
取
り
や
す
い
環
境
整

備
の
た
め
の
研
修
や
相
談
窓
口
な
ど
の
設
置
、
妊
娠
や

出
産
を
申
し
出
た
従
業
員
に
対
し
て
個
別
に
意
向
の
確

認
を
す
る
な
ど
の
措
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
、
介
護
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
介
護
休
業
な
ど

の
制
度
の
利
用
や
相
談
し
た
こ
と
に
よ
る
不
利
益
な
取

扱
い
や
、
就
業
環
境
を
害
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
な
い

よ
う
に
相
談
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。現
時
点
で
は
育
児
が
先
行
し
て
い
ま
す
が
、

今
後
は
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
お
い
て
も
、
環
境
整
備

の
た
め
の
研
修
や
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど
、
介
護
休
業

や
介
護
の
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い
雇
用
環
境
の
整

備
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

仕
事
と
介
護
の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
の
相
談
体
制

で
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
両
立
を
阻
害
す
る
原
因
を

排
除
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
仕
事
と
介
護
の
両
立

の
た
め
の
情
報
提
供
や
相
談
も
行
い
ま
す
。
具
体
的
に

は
、介
護
に
関
す
る
会
社
の
勤
務
措
置
、休
業
、休
暇
の

ほ
か
、
介
護
保
険
の
利
用
方
法
や
サ
ー
ビ
ス
内
容
、
仕

事
と
介
護
の
両
立
の
考
え
方
な
ど
で
す
。
相
談
体
制
を

構
築
す
る
際
は
、
相
談
事
案
の
取
扱
い
と
相
談
の
範
囲

に
注
意
が
必
要
で
す
。
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
人
事

部
門
や
上
司
と
連
携
し
対
応
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
事
前
に
本
人
へ
情
報
を
共
有
す

る
こ
と
の
了
解
を
得
て
、
連
携
し
た
上
司
が
誤
解
し
て

不
利
益
な
行
動
を
と
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
す
。

仕
事
と
介
護
の
両
立
の
相
談
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
や

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
対
す
る
困
り
ご
と
な
ど
の
介
護
自

体
の
相
談
や
家
族
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
に
発
展
す
る

場
合
も
み
ら
れ
ま
す
。
介
護
が
円
滑
に
で
き
な
い
と
従

業
員
の
介
護
負
担
が
大
き
く
な
り
、
仕
事
と
介
護
の
両

立
が
で
き
な
い
場
合
も
出
て
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
仕

事
と
介
護
の
相
談
は
境
界
線
が
む
ず
か
し
く
な
る
の

で
、
介
護
自
体
の
相
談
は
原
則
、
介
護
の
専
門
家
に
任

せ
、
会
社
側
は
家
族
の
問
題
に
は
介
入
し
な
い
よ
う
に

し
ま
す
。
た
だ
、
人
事
担
当
者
や
管
理
職
も
介
護
が
わ

か
ら
ず
に
は
相
談
対
応
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
介
護
に

関
す
る
基
本
的
な
知
識
が
あ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

職
場
環
境
づ
く
り
で
は
、
従
業
員
の
意
識
改
革
も
必

要
で
す
。
ま
ず
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
に
関
す
る
情
報

提
供
か
ら
始
め
、
介
護
離
職
を
し
な
い
こ
と
の
意
味
や

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
多
く
の
支
援
を
活
用
す
る
こ
と
が

大
事
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
ま
た
、
ロ
ー
ル
プ
レ

イ
ン
グ
な
ど
を
通
じ
て
、
介
護
の
現
実
を
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
職
場
で
の
「
お
互
い
さ

ま
」
の
意
識
を
引
き
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
き

ま
す
。

仕
事
と
介
護
の
両
立
の
支
援
は
、
制
度
の
充
実
か
ら

運
用
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
へ
と
変
化
を
し
て
き
て
い

ま
す
。
介
護
離
職
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
企
業
に
あ
っ
た
支
援
策
と
環
境
整
備
を
一
歩
ず
つ
進

め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
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シ
ス
テ
ム
イ
ン
テ
グ
レ
ー
タ
ー
か
ら

社
会
的
価
値
創
出
企
業
へ

日
本
ユ
ニ
シ
ス
株
式
会
社
は
、１
９
５
８（
昭
和
33
）

年
に
設
立
。
日
本
初
の
商
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
っ
て

今
日
の
情
報
社
会
を
拓ひ

ら

き
、
以
来
60
年
以
上
に
わ
た
り

シ
ス
テ
ム
イ
ン
テ
グ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
顧
客
課
題
を
解

決
し
、
社
会
や
産
業
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て

き
た
。
こ
の
経
験
と
実
績
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
、業
種・

業
態
の
垣
根
を
越
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
を
つ
な
ぐ
ビ

ジ
ネ
ス
エ
コ
シ
ス
テ
ム
※
を
つ
く
る
中
核
と
な
り
、
顧

客
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
と
も
に
、
社
会
を
豊
か
に
す
る
新

し
い
価
値
と
持
続
可
能
な
社
会
の
創
出
に
取
り
組
ん
で

い
る
。

２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
か
ら
は
、
会
社
名
を
日
本

ユ
ニ
シ
ス
株
式
会
社
か
ら
「
Ｂビ

プ

ロ

ジ

ー

Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｇ
Ｙ
株
式
会

社
」
に
変
更
す
る
予
定
だ
。
新
社
名
の
由
来
は
光
が
屈

折
し
た
と
き
に
見
え
る
色
の
英
単
語（
Ｂ
ｌ
ｕ
ｅ
、Ｉ
ｎ

ｄ
ｉｇ
ｏ
、Ｐ
ｕ
ｒ
ｐ
ｌ
ｅ
、Ｒ
ｅ
ｄ
、Ｏ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
ｅ
、

Ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
、
Ｙ
ｅ
ｌ
ｌ
ｏ
ｗ
）
の
頭
文
字
を
使
っ
た

造
語
で
、
い
く
つ
も
の
色
が
組
み
合
わ
さ
り
、
一
つ
に

な
る
と
い
う
点
で
多
様
性
を
表
現
し
て
い
る
。
一
社
で

は
解
決
で
き
な
い
社
会
課
題
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
と
連
携
し
て
社
会
課
題
を
解
決
し
て
い
く

企
業
を
目
ざ
し
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
を
加
速
さ
せ
、

社
会
的
価
値
創
出
企
業
に
変
革
し
て
い
く
と
い
う
。

日
本
ユ
ニ
シ
ス
の
正
社
員
の
平
均
年
齢
は
約
46
歳
。

社
員
の
6
割
強
が
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
職
で
、
男
性

が
８
割
を
占
め
る
。
定
年
年
齢
は
60
歳
で
、
雇
用
延
長

制
度
に
よ
り
基
本
的
に
希
望
者
全
員
を
65
歳
ま
で
雇
用

す
る
。
２
０
２
０
年
か
ら
は
雇
用
延
長
制
度
を
改
定

し
、
定
年
後
も
社
員
の
価
値
観
を
尊
重
し
た
多
様
な
働

き
方
を
選
択
で
き
る
コ
ー
ス
を
用
意
し
て
い
る
。
フ
ル

タ
イ
ム
・
週
5
日
勤
務
と
い
う
、
定
年
ま
で
と
変
わ
ら

な
い
働
き
方
が
で
き
る
コ
ー
ス
は
、
定
年
時
の
評
価
に

よ
り
給
与
額
を
設
定
。
毎
年
実
施
す
る
評
価
を
給
与
に

※　ビジネスエコシステム…… 企業や顧客をはじめとする多数の要素が集結し、分業と協業による共存共栄
の関係

反
映
し
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
と
向
上
に
つ
な
げ

て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、週
２
〜
３
日
勤
務
す
る
コ
ー
ス
、

週
１
日
勤
務
す
る
コ
ー
ス
が
あ
り
、
兼
業
や
社
会
貢
献

活
動
と
い
っ
た
会
社
以
外
で
の
活
動
を
重
視
す
る
社
員

が
選
択
で
き
る
。

日
本
ユ
ニ
シ
ス
に
は
雇
用
延
長
制
度
の
改
定
前
か

ら
、「
シ
ニ
ア
エ
キ
ス
パ
ー
ト
制
度
」
と
い
う
仕
組
み

が
あ
っ
た
。
特
別
な
技
能
を
有
し
、
会
社
に
認
定
さ
れ

た
人
材
に
か
ぎ
り
、
最
長
70
歳
ま
で
雇
用
延
長
で
き
る

と
い
う
も
の
だ
。
さ
ら
に
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援

制
度
、
疾
病
の
休
暇
制
度
と
い
っ
た
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト

と
の
両
立
を
支
援
す
る
制
度
を
早
く
か
ら
取
り
入
れ
、

高
齢
社
員
が
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
を
整
備
し
て
き

た
実
績
が
あ
る
。

介
護
休
暇
制
度
と
積
立
特
別
有
給
休
暇
で

最
長
72
日
間
の
長
期
休
暇
も
可
能

日
本
ユ
ニ
シ
ス
で
は
介
護
関
連
制
度
を
、
20
年
ほ
ど

事例1

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
施
策
の
一
環
と
し
て

仕
事
と
介
護
の
両
立
を
支
援

日
本
ユ
ニ
シ
ス
株
式
会
社
（
東
京
都
江
東
区
）
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前
か
ら
導
入
し
て
い
る
。
現
在
は
、
法
定
を
超
え
る
年

間
12
日
の
介
護
休
暇
制
度
に
加
え
て
、
積
立
特
別
有
給

休
暇
を
組
み
合
わ
せ
て
取
得
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
積
立
特
別
有
給
休
暇
は
、介
護
、育
児
、私
傷
病
、

社
会
貢
献
活
動
な
ど
会
社
が
認
め
る
用
途
で
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
年
次
で
付
与
さ
れ
る
未
消
化
の
有
給

休
暇
を
最
大
で
60
日
間
ま
で
積
み
立
て
る
こ
と
が
可
能

だ
。
２
０
２
１
年
か
ら
は
、
介
護
休
暇
に
つ
い
て
は
時

間
単
位
で
取
得
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。

介
護
休
業
制
度
の
取
得
者
は
年
間
数
人
程
度
で
、
２

０
２
０
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
テ
レ
ワ
ー
ク
の
拡
大

も
あ
り
取
得
者
数
は
ゼ
ロ
だ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け

る
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
の
場
合
、
要
介
護
者
が
い
れ
ば
、

介
護
を
行
い
な
が
ら
業
務
を
行
っ
て
よ
い
と
い
う
柔
軟

な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
要
因
の
よ
う
だ
。

同
社
で
は
働
く
場
所
、
時
間
を
含
め
て
働
き
方
の
多

様
性
と
柔
軟
性
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
早
い
段

階
か
ら
テ
レ
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
、
整
備
を
進
め
て
い

た
。
２
０
２
０
年
東
京
五
輪
・
パ
ラ
五
輪
が
本
社
の
近

隣
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
と
も
な
い
、
五
輪
開
催
中
の

交
通
混
雑
を
避
け
る
た
め
に
、
２
０
１
７
（
平
成
29
）

年
か
ら
テ
レ
ワ
ー
ク
を
順
次
拡
大
。
よ
っ
て
、
２
０
２

０
年
以
降
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大

に
よ
り
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
た
際
も
、
全
社
ス

ム
ー
ズ
に
テ
レ
ワ
ー
ク
へ
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
。
現
在
も
継
続
し
て
テ
レ
ワ
ー
ク
を
推
奨
し
て
お

り
、
出
社
率
を
３
割
以
下
に
抑
え
て
い
る
。

一
方
、
積
立
特
別
有
給
休
暇
を
取
得
す
る
社
員
は
多

く
、
こ
の
数
年
間
は
年
間
１
０
０
〜
２
０
０
人
が
介
護

目
的
で
制
度
を
活
用
し
て
い
る
。
積
立
特
別
有
給
休
暇

と
介
護
休
暇
や
通
常
の
有
給
休
暇
を
組
み
合
わ
せ
て
介

護
に
あ
た
っ
て
い
る
社
員
も
い
る
そ
う
だ
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
柔
軟
な
働
き
方
を
支
援
す
る
制
度

と
し
て
、
短
時
間
勤
務
制
度
と
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

度
を
整
え
て
い
る
。
短
時
間
勤
務
制
度
は
、
1
日
の
規

定
勤
務
時
間
が
７
時
間
30
分
な
の
に
対
し
、
10
分
単
位

で
1
日
最
大
２
時
間
ま
で
短
縮
で
き
る
制
度
。
1
日
2

時
間
を
越
え
た
不
足
分
は
月
内
の
所
定
労
働
時
間
外
で

相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
介
護
や
子
ど
も
の
送
迎
な

ど
、
朝
夕
の
決
ま
っ
た
時
間
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
柄
に
活
用
し
や
す
い
制
度
だ
。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
は
、
コ
ア
タ
イ
ム
と
し
て

定
め
ら
れ
た
時
間
に
就
業
し
て
い
れ
ば
、
各
自
で
自
由

に
始
業
・
終
業
時
間
を
決
め
ら
れ
る
。
原
則
と
し
て
全

社
員
が
利
用
可
能
。
一
カ
月
間
あ
た
り
の
勤
務
日
数
×

一
日
あ
た
り
の
所
定
の
就
業
時
間
が
所
定
の
時
間
を
満

た
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
、
計
画
的
に
利
用
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
家
庭
の
突
発
的
な
ト
ラ
ブ
ル
に
対
応
す
る

こ
と
も
可
能
だ
。

こ
の
よ
う
に
柔
軟
に
働
け
る
制
度
を
取
り
入
れ
て
い

る
こ
と
も
、
介
護
休
暇
の
取
得
者
が
少
な
い
要
因
の
一

つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
人
事
部
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

推
進
室
室
長
の
宮み

や

森も
り

未み

来ら
い

さ
ん
は
「
介
護
休
暇
制
度
の

利
用
者
は
一
定
数
い
ま
す
が
、
介
護
休
業
の
利
用
者
は

少
な
く
、介
護
離
職
を
す
る
社
員
は
ほ
ぼ
い
な
い
の
で
、

介
護
を
す
る
社
員
に
必
要
な
制
度
が
不
足
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
制
度
や
仕

組
み
の
整
備
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
や
す

い
風
土
の
醸
成
も
含
め
、
今
後
、
よ
り
支
援
内
容
を
充

実
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
も
う
少
し
ふ
み
込
ん
で
個
々

の
社
員
の
状
況
な
ど
を
分
析
し
、
よ
り
よ
い
制
度
設
計

や
施
策
の
見
直
し
を
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
感

じ
て
い
ま
す
」
と
話
す
。

宮森未来人事部ダイバーシティ推進室室長（左）と
藤田葉子人事部ダイバーシティ推進室主任
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り
、
出
社
率
を
３
割
以
下
に
抑
え
て
い
る
。

一
方
、
積
立
特
別
有
給
休
暇
を
取
得
す
る
社
員
は
多

く
、
こ
の
数
年
間
は
年
間
１
０
０
〜
２
０
０
人
が
介
護

目
的
で
制
度
を
活
用
し
て
い
る
。
積
立
特
別
有
給
休
暇

と
介
護
休
暇
や
通
常
の
有
給
休
暇
を
組
み
合
わ
せ
て
介

護
に
あ
た
っ
て
い
る
社
員
も
い
る
そ
う
だ
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
柔
軟
な
働
き
方
を
支
援
す
る
制
度

と
し
て
、
短
時
間
勤
務
制
度
と
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

度
を
整
え
て
い
る
。
短
時
間
勤
務
制
度
は
、
1
日
の
規

定
勤
務
時
間
が
７
時
間
30
分
な
の
に
対
し
、
10
分
単
位

で
1
日
最
大
２
時
間
ま
で
短
縮
で
き
る
制
度
。
1
日
2

時
間
を
越
え
た
不
足
分
は
月
内
の
所
定
労
働
時
間
外
で

相
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
介
護
や
子
ど
も
の
送
迎
な

ど
、
朝
夕
の
決
ま
っ
た
時
間
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
事
柄
に
活
用
し
や
す
い
制
度
だ
。

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
は
、
コ
ア
タ
イ
ム
と
し
て

定
め
ら
れ
た
時
間
に
就
業
し
て
い
れ
ば
、
各
自
で
自
由

に
始
業
・
終
業
時
間
を
決
め
ら
れ
る
。
原
則
と
し
て
全

社
員
が
利
用
可
能
。
一
カ
月
間
あ
た
り
の
勤
務
日
数
×

一
日
あ
た
り
の
所
定
の
就
業
時
間
が
所
定
の
時
間
を
満

た
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
、
計
画
的
に
利
用
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
家
庭
の
突
発
的
な
ト
ラ
ブ
ル
に
対
応
す
る

こ
と
も
可
能
だ
。

こ
の
よ
う
に
柔
軟
に
働
け
る
制
度
を
取
り
入
れ
て
い

る
こ
と
も
、
介
護
休
暇
の
取
得
者
が
少
な
い
要
因
の
一

つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
人
事
部
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

全
社
員
向
け
・
管
理
職
向
け
の

二
つ
の
介
護
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施

２
０
１
５
年
度
か
ら
は
毎
年
、
全
社
員
を
対
象
と
し

た
介
護
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
て
い
る
。
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ

ト
で
告
知
し
て
参
加
希
望
者
を
募
り
、
１
０
０
人
規
模

で
実
施
可
能
な
社
内
の
研
修
室
を
利
用
し
、
外
部
の
講

師
を
招
い
て
開
催
し
て
き
た
。
２
０
２
０
年
度
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

実
施
と
な
っ
た
。
参
加
者
の
ほ
と
ん
ど
は
介
護
経
験
が

な
く
、
介
護
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
が
ほ
ぼ
な
い
と
い

う
人
も
多
い
。
参
加
す
る
社
員
の
年
齢
層
は
30
代
か
ら

60
代
ま
で
と
幅
広
い
が
、
介
護
に
直
面
す
る
可
能
性
が

高
い
50
代
が
ボ
リ
ュ
ー
ム
ゾ
ー
ン
だ
と
い
う
。
セ
ミ

ナ
ー
の
内
容
は
、
介
護
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
解
説
に

な
っ
て
お
り
、
初
心
者
向
け
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
ら

れ
る
。
宮
森
室
長
は
「
介
護
に
つ
い
て
事
前
に
備
え
て

お
く
べ
き
こ
と
か
ら
、
い
か
に
介
護
で
離
職
せ
ず
、
長

期
休
業
を
し
な
い
で
、
仕
事
と
介
護
を
両
立
さ
せ
て
い

く
か
を
伝
え
て
い
ま
す
」
と
説
明
す
る
。
参
加
者
か
ら

は
、「
介
護
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
」、

「
こ
れ
ま
で
は
介
護
に
対
し
て
不
安
し
か
な
か
っ
た
が
、

対
策
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
認
識
が
変
わ
っ
た
」、「
ま

ず
何
を
考
え
た
ら
よ
い
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
自

分
の
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
な
ど

の
感
想
が
あ
が
っ
て
い
る
。

２
０
１
６
年
度
か
ら
は
、
管
理
職
向
け
の
ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
の
一
環
と
し
て
、
介
護

を
テ
ー
マ
と
し
た
研
修
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
毎
年
開
催

し
て
お
り
、
新
任
管
理
職
は
受
講
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

「
管
理
職
向
け
の
研
修
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
り
ま

す
。
一
つ
は
仕
事
と
介
護
を
両
立
す
る
部
下
と
、
そ
の

組
織
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
て

も
ら
う
と
い
う
点
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
チ
ー
ム
の

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
に
な
う
よ
う
な
年
代
は
自
身
が
介
護

に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
身
の
仕
事

と
介
護
の
両
立
に
つ
い
て
備
え
る
と
い
う
点
。
こ
の
二

つ
の
目
的
で
研
修
の
受
講
を
必
須
に
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
今
後
、
仕
事
と
介
護
を
両
立
す
る
部

下
が
増
え
た
場
合
の
心
構
え
や
、
生
産
性
を
保
っ
て
組

織
運
営
を
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
、
実
際
に
部
下
か
ら

相
談
さ
れ
た
際
の
対
応
な
ど
を
学
ん
で
も
ら
い
ま
す
。

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
推
進
に
は
、
管
理
職
の
理
解
や
意

識
改
革
が
非
常
に
重
要
で
す
。
介
護
や
育
児
と
い
っ
た

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
と
仕
事
の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
の

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
践
で
き
る
管

理
職
の
育
成
の
た
め
、
今
後
も
注
力
し
て
い
く
予
定
で

す
」（
宮
森
室
長
）。

両
立
支
援
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
配
布
と

相
談
窓
口
に
よ
る
個
別
対
応

２
０
１
７
年
に
は
﹃
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
﹄
を
作
成
し
、
40
歳
以
上
の
全
社
員
に
配
付

し
た
。
社
員
が
介
護
に
直
面
す
る
前
の
備
え
と
、
仕
事

と
介
護
の
両
立
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
と
り

ま
と
め
た
も
の
だ
。

介護セミナーの様子（2019年度。2020年度はオンラインで開催）
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内
容
は「
介
護
に
備
え
る
」、「
介
護
に
直
面
し
た
ら
」、

「
仕
事
と
介
護
の
両
立
の
た
め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」、「
各

種
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
」、「
会
社
の
制
度
紹
介
」
の
五
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
簡
潔
に
章
立
て
さ
れ
、
社
員
自
身
の

状
況
に
応
じ
て
必
要
な
と
こ
ろ
か
ら
読
み
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
図
表
を
多
用
し
て
い
る
の
で
理
解
し
や
す

く
、
書
き
込
み
式
シ
ー
ト
や
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
な
ど
も

盛
り
込
み
、
自
習
形
式
で
自
身
の
状
況
が
把
握
で
き
る

よ
う
に
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
介
護
に
関
す

る
公
的
制
度
・
社
内
制
度
に
関
す
る
情
報
な
ど
も
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。

社
員
に
と
っ
て
、
将
来
的
に
介
護
の
可
能
性
が
あ
る

両
親
や
家
族
と
話
し
合
う
き
っ
か
け
と
し
て
、
ま
た
介

護
が
必
要
に
な
っ
た
際
に
各
種
制
度
や
利
用
方
法
な
ど

の
参
照
ツ
ー
ル
と
し
て
も
活
用
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て

い
る
そ
う
だ
。

ま
た
、
介
護
や
育
児
に
つ
い
て
相
談
が
で
き
る
「
両

立
支
援
窓
口
」
を
社
内
に
設
け
て
、
悩
み
を
抱
え
る
社

員
に
対
し
、
対
面
、
メ
ー
ル
、
オ
ン
ラ
イ
ン
、
電
話
で

対
応
し
て
い
る
。
両
立
を
支
援
す
る
知
識
と
経
験
の
あ

る
社
員
と
外
部
の
契
約
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
相
談
に
あ
た

る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
育
児
の
相
談
に
比
べ
て
、
介
護

の
相
談
は
少
な
い
よ
う
だ
が
、
今
後
増
加
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
み
て
い
る
。

例
え
ば
、
遠
方
に
住
む
親
の
介
護
が
必
要
と
な
っ
て

困
っ
て
い
る
と
い
う
相
談
が
あ
っ
た
場
合
、
全
国
に
あ

る
同
社
の
九
つ
の
支
社
・
支
店
の
う
ち
、
親
の
居
住
地

に
近
く
介
護
が
可
能
な
支
社
・
支
店
の
転
勤
を
、
現
場

の
管
理
職
を
交
え
て
調
整
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
介
護
離
職
を
防
ぐ
た
め
に
、
相
談
窓
口
が
関
連

部
署
と
連
携
し
、
柔
軟
に
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

転
勤
の
な
い
地
域
限
定
の
働
き
方
を
選
択
で
き
る
制

度
も
あ
り
、
相
談
窓
口
で
は
各
種
制
度
を
活
用
し
て
仕

事
と
介
護
の
両
立
を
実
現
で
き
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
し

て
い
る
。
人
事
部
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
室
主
任
の
藤

田
葉
子
さ
ん
は
、「
介
護
の
こ
と
は
直
面
し
て
み
な
い

と
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
い
か
に
事
前
に

介
護
と
そ
の
支
援
施
策
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
か
が

課
題
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
話
す
。

社
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し

施
策
の
強
化
・
見
直
し
へ

同
社
が
実
施
し
て
い
る
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
の

取
組
み
は
、「
多
様
な
個
性
を
持
つ
社
員
が
、
個
人
の

能
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ

り
や
す
い
風
土
を
醸
成
す
る
」
と
掲
げ
て
い
る
ダ
イ

バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
の
方
針
の
も
と
に
実
施
し
て
い
る
施

策
の
一
つ
だ
。
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
を
含
む
風
土
改

革
は
、
同
社
の
２
０
１
８
〜
２
０
２
０
年
の
中
期
経
営

計
画
に
お
い
て
重
点
施
策
の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

取
組
み
指
標
お
よ
び
目
標
を
設
定
し
て
取
り
組
ん
で
き

た
。ダ

イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
室
は
、
２
０
１
３
年
に
組
織

と
し
て
設
立
以
来
、
女
性
、
障
害
者
、
育
児
・
介
護
中

の
社
員
な
ど
多
様
な
人
材
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
リ
ア

を
向
上
さ
せ
、
能
力
を
発
揮
し
ビ
ジ
ネ
ス
に
貢
献
で
き

る
よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
必
要
な
支
援
を
積

極
的
に
実
施
し
て
い
る
。

宮
森
室
長
は
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
施
策
の
一
つ

で
あ
る
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
に
つ
い
て
は
、
当
社

に
と
っ
て
も
こ
れ
か
ら
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
介
護
の
状

況
把
握
に
つ
い
て
は
２
０
１
５
年
、
２
０
１
8
年
、
今

年
度
（
予
定
）
と
社
員
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
介
護
休
業
や
介
護
休
暇
の
取
得
状
況
だ
け

で
は
見
え
て
こ
な
い
介
護
予
備
軍
や
介
護
に
ま
つ
わ
る

実
態
を
調
査
し
、
経
年
で
変
化
を
見
て
い
ま
す
。
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
、
施
策
の
見
直
し
、
強
化

を
図
っ
て
い
き
ま
す
」
と
今
後
の
方
針
を
語
っ
た
。

「仕事と介護の両立支援ハンドブック」
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特集  “ 働き続ける ”ための仕事と介護の両立支援

「
心
と
心
を
つ
な
ぐ
」
と
い
う
方
針
の
も
と

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
展
開

群
馬
県
桐
生
市
に
本
社
を
置
く
有
限
会
社
Ｃ
О
Ｃ
О︲

Ｌ
О
は
２
０
０
５
︵
平
成
17
︶
年
、
雅う

樂た

川が
わ

陽
子
代
表

取
締
役
社
長
が
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
主
な
事
業

と
し
て
起
業
し
、
そ
の
後
順
調
に
事
業
を
拡
大
。
い
ま

で
は
、
通
所
介
護
、
居
宅
介
護
支
援
、
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス

事
業
な
ど
も
手
が
け
て
い
る
。

「
心
と
心
を
つ
な
ぐ
」
と
い
う
思
い
を
社
名
に
冠
し

た
同
社
は
、
利
用
者
と
そ
の
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
自
社

に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
人
の
心
を
大
切
に
す
る
方
針
。

「
従
業
員
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
も
、
自
分
ら
し
く
い

つ
ま
で
も
輝
け
る
場
所
で
あ
る
よ
う
に
」
と
、ワ
ー
ク・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
や
キ
ャ
リ
ア
支
援
の
取
組
み
を
充

実
さ
せ
て
き
た
。
従
業
員
１
０
０
人
ほ
ど
の
中
小
企
業

な
が
ら
、
働
き
方
改
革
や
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
な
ど

に
関
し
て
、
群
馬
県
、
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
、
経
済

産
業
省
、
中
小
企
業
庁
な
ど
か
ら
数
多
く
の
賞
を
受
賞

し
て
い
る
の
で
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
だ
ろ
う
。

人
材
の
確
保
を
目
的
と
し
て

育
児
と
の
両
立
支
援
か
ら
ス
タ
ー
ト

い
ま
で
こ
そ
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
同

社
だ
が
、
創
業
当
初
は
知
名
度
も
な
く
、
ス
タ
ッ
フ
の

確
保
に
苦
労
し
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
が
、
同
社
が
仕

事
と
家
庭
生
活
の
両
立
支
援
に
取
り
組
む
き
っ
か
け
と

な
っ
た
。「
当
時
は
ま
だ
、
家
庭
で
女
性
だ
け
が
に
な

う
役
割
が
多
く
、
家
事
や
育
児
は
も
ち
ろ
ん
、
介
護
も

女
性
が
行
う
の
が
あ
た
り
前
と
い
う
時
代
で
し
た
。
そ

し
て
、『
家
庭
が
成
り
立
た
な
い
な
ら
、
女
性
が
働
く

の
は
む
ず
か
し
い
』と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
し
た
」

と
雅
樂
川
社
長
は
ふ
り
返
る
。

初
め
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、育
児
と
の
両
立
支
援
だ
。

看
護
師
資
格
を
持
つ
人
材
を
必
要
と
し
て
い
た
同
社
が

注
目
し
た
の
が
、
子
育
て
中
の
看
護
師
だ
っ
た
。「
専

門
職
で
あ
る
看
護
師
は
転
職
が
比
較
的
容
易
な
の
で
、

子
育
て
中
は
仕
事
を
辞
め
る
人
が
多
い
」
と
い
う
話
を

聞
い
た
雅
樂
川
社
長
は
、
実
際
に
子
育
て
中
の
看
護
師

に
会
い
、
ど
ん
な
形
で
あ
れ
ば
働
き
た
い
か
ヒ
ア
リ
ン

グ
し
た
。
す
る
と
、「
家
庭
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
働
く

気
は
な
い
が
、
子
ど
も
が
保
育
園
や
小
学
校
に
行
っ
て

い
る
間
で
あ
れ
ば
働
け
る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き

た
。
そ
こ
で
、
そ
の
時
間
帯
だ
け
働
け
る
柔
軟
な
勤
務

形
態
を
設
け
た
︵
図
表
１
︶。

事例 2

独
自
の
休
暇
や
意
識
改
革
の
教
育
な
ど
に
よ
り

仕
事
を
続
け
た
い
従
業
員
の
思
い
に
応
え
る

有
限
会
社
Ｃ
コ

コ

О
Ｃ
О-

Ｌ
ロ
О
（
群
馬
県
桐
生
市
）

雅樂川陽子代表取締役社長 
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す
る
と
今
度
は
、「
子
ど
も
が
熱
を
出
し
た
ら
、
休

み
た
い
」
と
い
う
要
望
が
あ
が
っ
て
き
た
。
い
つ
熱
が

出
る
か
は
予
測
で
き
な
い
の
で
、
急
に
休
む
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
可
能
に
な
る
よ
う
シ
フ
ト
や
人
数
を
見
直

し
、
対
応
で
き
る
体
制
を
つ
く
っ
た
。

そ
の
次
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
特
別
有
給
休
暇
の
充

実
。
ス
タ
ッ
フ
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ

ろ
、
子
ど
も
の
病
気
や
行
事
な
ど
で
年
次
有
給
休
暇
が

不
足
し
欠
勤
す
る
人
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
、
保
育
参

観
休
暇
、授
業
参
観
休
暇
、パ
パ
の
た
め
の
産
休
な
ど
、

独
自
の
特
別
有
給
休
暇
を
導
入
し
た
。
子
ど
も
の
預
け

先
に
困
っ
て
い
る
人
の
た
め
に
、
事
業
所
内
託
児
所
も

設
け
た
。

「
働
き
続
け
た
い
」、「
介
護
も
し
た
い
」

と
い
う
声
を
受
け
て
取
組
み
を
開
始

介
護
と
の
両
立
支
援
に
取
り
組
み
始
め
た
の
も
早

い
。
最
初
に
話
が
出
た
の
は
創
業
後
３
～
４
年
目
だ
っ

た
。あ
る
ス
タ
ッ
フ
が
、「
仕
事
は
辞
め
た
く
な
い
け
ど
、

親
の
介
護
も
し
た
い
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
す
か
？
」

と
涙
な
が
ら
に
訴
え
て
き
た
。
雅
樂
川
社
長
は
、
不
安

に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
な
ス
タ
ッ
フ
の
心
に
寄
り
添
い

な
が
ら
、
勤
務
時
間
や
休
暇
制
度
を
整
え
た
り
、
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
家
族
と
の
分
担
な
ど
に
つ
い
て
ア

ド
バ
イ
ス
し
て
「
働
き
続
け
た
い
」、「
介
護
も
し
た
い
」

と
い
う
本
人
の
思
い
に
応
え
て
い
っ
た
。

介
護
と
育
児
の
違
い
に
、
介
護
は
い
つ
ま
で
続
く
か

わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
い
つ
通
常
勤
務
に

戻
れ
る
か
、
い
つ
ま
で
支
援
が
必
要
か
わ
か
ら
な
い
た

め
、
法
定
以
上
の
支
援
に
二
の
足
を
踏
む
企
業
も
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
雅
樂
川
社
長
の
考
え
は
違
う
。

「
い
つ
ま
で
続
く
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
分

の
生
活
は
大
事
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
す
。
全
身
全

霊
を
か
け
て
介
護
を
し
て
い
る
と
、
ど
こ
か
で
息
切
れ

し
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
か
つ
て
は
『
仕
事
の
た
め

な
ら
生
活
を
犠
牲
に
し
て
あ
た
り
前
』、『
仕
事
だ
か
ら

仕
方
な
い
』
と
い
う
考
え
方
が
主
流
で
し
た
が
、
私
は

『
仕
事
だ
か
ら
』
と
い
う
の
は
そ
こ
ま
で
許
さ
れ
る
言

葉
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
生
活
が
優

先
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
、『
介
護
が
あ
る
か
ら
』、

『
育
児
だ
か
ら
』、あ
る
い
は『
行
き
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る

か
ら
』
と
堂
々
と
い
っ
て
い
い
。
む
し
ろ
そ
こ
を
ベ
ー

ス
に
す
る
ほ
う
が
、
人
間
が
生
き
て
い
く
う
え
で
自
然

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

独
自
の
特
別
休
暇
―
―
初
期
の
準
備
や

病
院
つ
き
添
い
、
息
抜
き
の
休
暇
も

同
社
の
取
組
み
の
な
か
で
特
に
ユ
ニ
ー
ク
な
の
が
、

独
自
の
特
別
有
給
休
暇
で
あ
る
。
雅
樂
川
社
長
の
コ
メ

ン
ト
と
と
も
に
紹
介
し
よ
う
。

・﹁
介
護
す
ぐ
取
っ
て
休
暇
﹂

「
一
緒
に
日
常
を
送
っ
て
い
た
家
族
が
急
に
入
院
す

る
と
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
時
間
軸
で
は
動
け
な
く
な
り

ま
す
。
病
気
の
心
配
、
病
院
と
の
や
り
取
り
、
家
庭
内

の
ル
ー
テ
ィ
ン
ワ
ー
ク
の
変
更
の
三
つ
が
必
ず
起
き
ま

す
。
余
裕
が
な
い
な
か
で
仕
事
を
し
て
も
ミ
ス
が
増
え

ま
す
の
で
、
と
り
あ
え
ず
１
週
間
休
ん
で
こ
の
三
つ
を

整
え
て
も
ら
い
ま
す
」

・﹁
介
護
定
期
受
診
付
添
休
暇
﹂

「
群
馬
県
の
特
性
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
高

齢
の
家
族
な
ど
が
病
院
に
行
く
際
に
、
自
動
車
で
送
り

迎
え
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
ス
タ
ッ
フ
の
要
望
を
受
け

て
特
別
休
暇
を
設
け
ま
し
た
。
受
診
の
頻
度
は
人
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、『
月
１
回
ま
で
』
と
い
っ

た
上
限
回
数
は
定
め
て
い
ま
せ
ん
」

※上記は現在の仕組み

図表1　柔軟な勤務制度
区分 勤務時間

正社員 8：30～17：30
（8：00～18：00の間で調整可能）

短時間正社員
小学校入学前までの
子を持つ方

8：30～17：30の間の
4.5時間以上

準社員
小学生の子を持つ方、
または同居家族の
介護を行っている方 

8：30～17：30の間の
4.5時間以上

パートタイマー 8：30～17：30の間の
4時間、週３日以上
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・﹁
介
護
楽
し
ん
で
休
暇
﹂

「
ず
っ
と
介
護
を
し
て
い
る
と
疲
れ
ま
す
し
、
た
ま

に
は
遊
び
た
く
な
り
、
自
分
の
時
間
が
ほ
し
く
な
る
の

が
普
通
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
月
１
回
ま
で
介
護

し
て
い
る
家
族
を
会
社
で
預
か
り
、
自
分
の
時
間
に
充

て
て
も
ら
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。
自
分
が
働
く
会
社
な

の
で
融
通
も
利
き
ま
す
」

な
お
、「
介
護
す
ぐ
取
っ
て
休
暇
」で
あ
れ
ば「
今
後
、

介
護
を
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
」、「
介
護
定
期
受
診

付
添
休
暇
」
で
あ
れ
ば
「
こ
う
い
う
頻
度
で
定
期
受
診

し
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
事
前
に
申
請
し
て
も
ら
う

こ
と
で
、
会
社
と
し
て
も
あ
る
程
度
心
づ
も
り
が
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
る
。

意
識
改
革
の
教
育
―
―
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や

自
分
の
思
い
、役
割
を
事
前
に
認
識
さ
せ
る

教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
も
特
徴
だ
。
社
内
勉
強

会
で
は
、
独
自
の
シ
ー
ト
を
作
成
し
、
自
分
の
時
間
を

確
保
す
る
こ
と
、
あ
ら
か
じ
め
思
い
や
役
割
を
確
認
し

て
お
く
こ
と
の
重
要
性
を
伝
え
て
い
る
。

・﹁
介
護
時
間
割
表
﹂

「『
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
か
ら
大
丈
夫
』
な
ど

と
思
っ
て
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
ず
に
介
護
を
始
め
る

と
、
自
分
の
時
間
が
置
き
去
り
に
な
り
、
結
果
と
し
て

介
護
に
時
間
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
ス

ト
レ
ス
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
間
割
表

で
は
、
各
曜
日
の
０
～
24
時
の
マ
ス
に
、
ま
ず
『
私
』

の
時
間︵
仕
事
や
習
い
事
な
ど
の
予
定
︶を
入
れ
ま
す
。

７
時
に
出
勤
し
19
時
に
帰
宅
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

時
間
を
先
に
確
保
す
る
。『
私
』
一
人
で
は
な
く
家
族

と
一
緒
に
介
護
を
す
る
な
ら
、
そ
の
人
た
ち
の
予
定
も

入
れ
る
。
そ
し
て
、だ
れ
も
い
な
い
時
間
帯
に
つ
い
て
、

『
〇
～
〇
時
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
頼
も
う
』
と
い
う
よ

う
に
設
計
し
て
い
き
ま
す
。
緊
急
時
に
頼
め
る
場
所
も

用
意
し
て
お
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
自
分
の
時

間
を
優
先
し
て
１
週
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
立
て
る

と
、
無
理
が
な
く
な
り
ま
す
」

・﹁
思
い
の
確
認
シ
ー
ト
﹂

「
よ
く
あ
る
の
が
、家
族
間
の『
思
い
』の
違
い
で
す
。

介
護
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
ど
ん
な
介
護
を
し

た
い
か
、
仕
事
を
ど
う
し
た
い
か
な
ど
を
事
前
に
確
認

し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
仕
事
を
続
け
た
い
の
で

あ
れ
ば
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
休
職
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
そ

れ
は
な
ぜ
か
。『
だ
っ
て
家
族
だ
か
ら
』
で
は
、
家
族

の
せ
い
に
し
が
ち
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
介
護
を
す
る

に
あ
た
っ
て
不
安
な
こ
と
も
列
挙
し
て
も
ら
い
ま
す
。

明
確
に
す
る
と
、
ア
ク
シ
ョ
ン
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
同
時
に
、
介
護
す
る
に
あ
た
っ
て
楽
し
み

な
こ
と
も
確
認
し
ま
す
。
継
続
す
る
に
は
、
絶
対
に
楽

し
み
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
、『
つ
い
で
に
ヘ
ル
パ
ー

の
資
格
を
取
ろ
う
』
と
い
う
の
は
、
楽
し
み
の
よ
い
例

で
す
。
介
護
の
経
験
は
そ
の
後
の
キ
ャ
リ
ア
や
生
き
方

に
も
影
響
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
ほ
し
く
て

こ
の
シ
ー
ト
を
つ
く
り
ま
し
た
」

・﹁
役
割
確
認
シ
ー
ト
﹂

「
家
族
や
親
せ
き
が
か
か
わ
る
な
ど
い
く
つ
か
対
応

の
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
パ
タ
ー
ン
分
け

を
し
て
役
割
を
確
認
し
ま
す
。
例
え
ば
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
相
談
役
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
１
人
な
の
か
、

近
所
の
人
や
民
生
委
員
、
ほ
か
の
家
族
が
い
る
の
か
。

お
金
の
相
談
役
、
日
常
の
介
護
の
相
談
役
、
自
分
時
間

は
い
つ
取
れ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
も
、
事
前
に
確
認
し

て
お
く
と
慌
て
ず
に
済
み
ま
す
。
毎
日
の
食
事
や
ト
イ

レ
の
世
話
も
、
長
く
続
く
と
た
い
へ
ん
で
す
の
で
、
認

識
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。『
何
と
か
な
る
』
と

考
え
て
い
る
人
が
多
い
で
す
が
、『
何
と
か
な
る
』
で

が
ん
ば
れ
る
の
は
３
日
程
度
。
４
日
目
に
は
『
い
つ
ま

で
続
く
の
？
』
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
大
事
な
の
が
介

護
に
か
か
る
費
用
の
認
識
で
す
。『
私
は
、
介
護
が
必

要
に
な
っ
た
ら
施
設
に
入
れ
て
も
ら
う
か
ら
い
い
ん
だ

よ
』
と
い
い
な
が
ら
、
施
設
に
入
る
の
に
い
く
ら
か
か

る
か
把
握
し
て
い
な
い
人
も
多
い
も
の
で
す
」

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
お
く
と
、
介
護
と
仕
事
を
う
ま

く
両
立
で
き
る
可
能
性
が
高
ま
る
と
い
う
。

従
業
員
の
困
り
ご
と
に
全
力
で
向
き
合
い

ト
ラ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
を
継
続

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
同
社
は
、「
働
い
て
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も
ら
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」
と
い
う
視
点
で
課

題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
一
つ
ず
つ
手
を
打
ち
、
両
立

し
や
す
い
環
境
を
整
え
て
き
た
。
中
小
企
業
の
場
合
、

「
〇
〇
さ
ん
は
こ
う
し
て
い
い
」、「
△
△
さ
ん
は
こ
う

し
よ
う
」
と
い
う
よ
う
に
個
別
対
応
を
す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、そ
う
す
る
と
不
公
平
感
が
生
じ
る
の
で
、

同
社
で
は
会
社
の
仕
組
み
と
し
て
制
度
や
施
策
を
整
備

し
て
き
た
。

同
社
が
取
り
組
み
始
め
た
こ
ろ
は
、
世
の
中
で
は
ま

だ
そ
こ
ま
で
両
立
支
援
に
前
向
き
な
企
業
は
多
く
な

か
っ
た
が
、「
私
は
作
業
療
法
士
と
し
て
リ
ハ
ビ
リ
の

仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
リ
ハ
ビ
リ
の
対
象
の
方
た
ち

は
、
手
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
い
、
一
人
で
お
風
呂
に

入
れ
な
い
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
『
で
き
な
い
』
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
で
は
、ど
う
し
た
ら
よ
い
か
』

と
考
え
る
の
が
リ
ハ
ビ
リ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
で

す
。
経
営
に
お
い
て
も
、そ
れ
と
同
じ
考
え
方
で
、『
働

い
て
く
れ
る
人
が
困
っ
て
い
る
。
じ
ゃ
あ
、
ど
う
し
よ

う
』
と
考
え
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
私
の
な
か
で

は
す
ご
く
シ
ン
プ
ル
な
ん
で
す
。
会
社
の
運
営
に
お
い

て
は
、働
く
人
の
安
全
性
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
人
が
生
活
の
な
か
で
抱
え
た
課
題
は
、
会
社
が
で

き
る
範
囲
の
こ
と
で
あ
れ
ば
な
る
べ
く
早
い
段
階
で
解

消
し
、
心
理
的
に
不
安
定
な
状
態
か
ら
安
全
地
帯
に

持
っ
て
い
っ
て
あ
げ
る
べ
き
で
す
」
と
雅
樂
川
社
長
は

語
る
。
そ
の
よ
う
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と

で
、
よ
い
人
材
が
集
ま
り
、
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
や
定
着
率
も
向
上
し
、
会
社
の
成
長
に
も
結
び
つ
い

た
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
初
め
に
雅
樂
川
社
長
に
介

護
に
つ
い
て
相
談
し
て
き
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
10
年
ほ
ど

仕
事
と
介
護
の
両
立
を
続
け
、
い
ま
も
同
社
で
活
き
活

き
と
働
い
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
が
す
べ
て
う
ま
く

い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
介
護
を
し
て
い
る

人
が
自
分
の
時
間
を
持
て
る
よ
う
に
と
、
雅
樂
川
社
長

の
発
案
で
、「
介
護
楽
し
ん
で
休
暇
」
以
外
に
も
特
別

有
給
休
暇
を
導
入
し
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
休

む
と
現
場
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
、
来
ら
れ
る
と
き

は
来
た
い
」
と
い
う
反
応
が
多
く
、
結
果
的
に
従
業
員

の
了
解
を
得
て
廃
止
し
た
。
ま
た
、
当
初
は
、
育
児
や

介
護
を
し
て
い
な
い
従
業
員
た
ち
か
ら
、「
ど
う
し
て

私
た
ち
ば
か
り
に
負
担
が
く
る
の
か
」
と
不
満
の
声
が

あ
が
っ
た
。「
で
は
、ど
う
す
れ
ば
よ
い
？
」と
聞
く
と
、

「
旅
行
に
行
く
た
め
に
休
み
が
ほ
し
い
」
と
い
う
の
で
、

旅
行
休
暇
や
費
用
補
助
を
設
け
た
。
そ
の
後
も
、
従
業

員
の
要
望
を
受
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
を
設
け
た
。
た

だ
、
そ
う
や
っ
て
設
け
た
制
度
の
な
か
に
も
、
あ
ま
り

使
わ
れ
ず
、
廃
止
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
雅
樂
川
社
長
は
、
こ
う
し
た
ト
ラ
イ
・
ア

ン
ド
・
エ
ラ
ー
は
無
駄
な
こ
と
で
は
な
い
と
と
ら
え
て

い
る
。「
従
業
員
が
困
っ
て
い
る
こ
と
に
会
社
が
全
力

で
向
き
合
う
姿
勢
が
大
事
な
ん
で
す
。
従
業
員
か
ら
の

声
を
無
視
し
な
い
、
い
っ
た
ん
は
受
け
と
め
る
会
社
で

あ
る
と
示
す
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
す
」
と
い
う
。
ト

ラ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
を
く
り
返
し
、
よ
り
よ
い
形

を
模
索
し
て
き
た
結
果
が
同
社
の
成
長
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
だ
。

雅
樂
川
社
長
は
、
こ
れ
か
ら
介
護
と
の
両
立
支
援
策

を
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
企
業
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し

て
、
以
下
の
３
点
を
あ
げ
る
。

・�

従
業
員
教
育
を
行
い
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
思
い
、
役

割
を
認
識
さ
せ
る

・�

従
業
員
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、何
に
困
っ

て
い
る
か
を
経
営
者
が
聞
く
（
直
接
聞
く
の
が
む
ず

か
し
け
れ
ば
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
可
）

・�

従
業
員
の
声
を
聞
い
た
ら
、
実
行
し
な
い
場
合
も
含

め
、
ま
ず
は
受
け
と
め
た
こ
と
を
伝
え
る

雅
樂
川
社
長
は
、
介
護
の
考
え
方
や
お
役
立
ち
情
報

を
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
発
信
し
て
い
る
ほ
か
、
他
社
の

社
員
教
育
の
講
師
も
積
極
的
に
引
き
受
け
て
い
る
。
ま

た
、
他
社
の
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
事
業
を
立
ち
上
げ
た
。「
自
分
の
と
こ
ろ
だ
け
が

ん
ば
っ
て
い
て
も
日
本
の
働
く
環
境
は
変
わ
り
ま
せ
ん

の
で
、
社
会
全
体
が
よ
く
な
る
よ
う
に
、
ヒ
ン
ト
を
伝

え
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
意
欲
を
み
せ
る

雅
樂
川
社
長
。
同
社
の
経
験
や
知
見
が
シ
ェ
ア
さ
れ
、

多
く
の
企
業
の
両
立
支
援
が
進
ん
で
い
く
こ
と
を
期
待

し
た
い
。



エルダー27

F O O D

日本史にみる長寿食

食文化史研究家● 永山久夫

サツマイモを食べて長生き

「お助けイモ」として凶作を救う
中南米生まれのサツマイモが、日本に渡来した

のは江戸時代の初期。その普及が早かったのは、
調理が簡単でホクホクと食感がよくて甘みがあ
り、満腹感が得やすかったからです。また、単位
面積当たりの収穫量も多く、育て方も比較的容易
なことから、各地で栽培されるようになりました。
日本は昔から天候不順の年が多く、米の不作や

凶作がよく起こる国でした。そのようなときにサ
ツマイモは「お助けイモ」として、飢餓を何度も
救っています。
終戦直後の食糧難のとき、学校のお弁当はふか

したサツマイモ。先生も生徒も学校の廊下を歩く
たびに、よくおならが出たものですが、みんな平
気でした。
最近では秋から冬にかけて、焼きイモはナチュ

ラルフード（自然食）として人気。代用食どころ
か、「長寿食」として注目されているのです。

長寿成分もたっぷり
サツマイモの切り口からにじみ出る白い乳液は

ヤラピンと呼ばれる成分で、便をスムーズにする

作用があります。豊富に含まれている食物繊維と
ともに、便秘の予防や改善、それに日本人に増えて
いる大腸ガンを防ぐうえで効果を発揮するといわ
れています。大腸ガンは、高タンパク、高脂肪、低
食物繊維の食生活によって引き起こされることが
多いことがわかっており、健康長寿に食物繊維は欠
かせません。全身の免疫力をになっている元気な
腸内細菌を増やすためにも、サツマイモなどからコ
ンスタントに食物繊維を摂取することは重要です。
免疫力の強化には、ビタミンCも大切な成分で

す。サツマイモにも豊富に含まれており、しかもサ
ツマイモのデンプン質で包まれているために、加
熱しても壊れにくいという特徴があります。ビタ
ミンＣはコラーゲン生成にも不可欠で、肌の若さ
を保って、しわを防ぐために重要なビタミンです。
このほか、ビタミンＥもたっぷり含まれていま
す。ビタミンＣとＥは、どちらにも強い抗酸化力
があり、体細胞や血管などの酸化、つまり老化を
防いでくれる効果があります。また、ビタミン B
グループの葉酸も含まれており、こちらは認知症
の予防で注目されています。だからといって食べ
過ぎは肥満のもと。ご用心を！

335
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株式会社きむら（香川県高松市）

継続雇用の上限年齢をなくし、高齢従業員の経験と技術を積極活用！

短期連載
マンガで見る高齢者雇用 エルダの70歳就業企業訪問記 第❺回

※　 本連載は、厚生労働省と当機構の共催で毎年実施している「高年齢者雇用開発コンテスト」（現・高年齢者活躍企業コンテスト）受賞
企業における取組みを、応募時点の情報に基づき、マンガとして再構成しています。そのため、登場人物がマスクをしていないなど、
現時点の状況との違いがあります
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マンガで見る
高齢者雇用 エルダの70歳就業企業訪問記
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マンガで見る
高齢者雇用 エルダの70歳就業企業訪問記
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＜企業プロフィール＞

株式会社きむら（香川県高松市）
創業1907（明治40）年　生鮮食品中心のスーパーマーケット

　株式会社きむらの定年は60歳。60歳以降は正社員・パートタイマーを問わず、本人に働く意欲がある
かぎり年齢上限なく継続雇用しています。60歳定年以降も役職を継続できるほか、定年時の賃金水準の
維持、継続雇用中の昇給制度などもあり、高齢従業員がモチベーション高く働ける各種制度が整備さ
れています。こうした取組みが評価され、平成29年度高年齢者雇用開発コンテスト※で、厚生労働大
臣表彰最優秀賞を受賞しました。

内田教授に聞く 株式会社きむらのココがポイント！

現場の最前線から人材育成まで、高齢従業員の活用が経営戦略のカギに

　スーパーマーケットを展開する株式会社きむらの強みは、同業他社の追随を許さない生鮮品売
場の充実です。この売場を支えるのが経験豊かな高齢従業員です。生鮮品は新鮮さが勝負、市場
で活きのいい魚や採れたての野菜を見極める「目利き」でなければ担当は務まりません。その
ため、経験がものをいうこの世界で生きてきたベテランが重宝されます。
　一方、会社は急成長し、人材育成が追いつかなくなっていました。ここでも即戦力として頼り
にされたのが高齢従業員でした。会社は高齢従業員のいっそうの活用のため、継続雇用の上限年
齢を撤廃しました。定年後の起用に加えて外部からの高齢者採用も増え、高齢従業員が会社の中
核人材、成長エンジンになっています。
　きむらで働く高齢従業員は最前線に立つだけではなく、次代をになう若手従業員の指導役とし
ても活躍しています。会社の強みである生鮮品の目利き人材の育成が欠かせないからです。きむ
らでは高齢従業員と若手が一緒に市場で買いつけを行っていますが、このスタイルは技能伝承に
効果のある「ペア就労」の実践です。
　がんばっている高齢従業員が、モチベーション高く働き続けることができる仕組みも重要です。
きむらでは継続雇用時の賃金が定年前と変わらず、人事考課による昇給も可能となっています。
また、高齢従業員に体力負担をかけないために魚の調理現場ではオートメーション化が進んでい
ます。
　さらに注目したいのは、事業多角化と高齢従業員の働く場の開拓を結びつけていることです。
川下産業であるスーパーが、川上にある魚市場経営に多角化することで、本業を強化できるだけ
ではなく、高齢従業員が活躍できる場を生み出しています。きむらでは企業の成長に向けた経営
戦略に、高齢従業員を含めた人材確保・高度化を明確に組み込んでいます。

内田 賢（うちだ・まさる）
東京学芸大学教育学部教授。
「高年齢者雇用開発コンテスト」（※現・高年齢者活躍企業コンテスト）審査委員（2012年度～）のほか、
「65歳超雇用推進研究委員会」委員長（2016年度～）を務める。

《プロフィール》

マンガで見る
高齢 者雇用 エルダの70歳就業企業訪問記解 説
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［第106回］

　
常ひ

た

陸ち
の

国く
に（
茨
城
県
）・水
戸
と
い
え
ば
、

〝
黄
門
様
〞
の
徳
川
光み

つ

圀く
に

の
人
気
が
高

く
、
庶
民
の
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
て
い
る

が
、
潜
在
的
に
は
も
う
一
人
、
別
な
人

物
の
人
気
が
い
ま
だ
消
え
な
い
。
光
圀

の
生
家
徳
川
家
の
前
に
、
こ
の
地
方
の

領
主
だ
っ
た
佐
竹
家
へ
の
追つ

い

慕ぼ

だ
。

　
源
氏
の
血
統
で
源
頼
朝
に
仕
え
、
功

が
あ
っ
た
の
で
常
陸
国
内
に
領
地
を
与

え
ら
れ
、
以
来
数
百
年
そ
の
治
政
は
地

に
浸
み
た
。
1
6
0
0
（
慶
長
５
）
年

の
関
ヶ
原
合
戦
直
後
、
徳
川
家
康
に

よ
っ
て
突
然
秋
田
に
移
封
さ
れ
た
。
家

康
に
も
石
田
三
成
に
も
味
方
し
な
か
っ

た
か
ら
だ
。

　
当
主
は
佐
竹
義よ

し

宣の
ぶ

三
十
歳
、
隠
居
の

父
・
義
重
五
十
歳
だ
っ
た
。
伏
見
城
に

呼
び
出
さ
れ
た
義
宣
は
こ
の
こ
と
を
家

康
か
ら
宣
告
さ
れ
る
と
、
承
知
し
故

郷
（
水
戸
）
の
父
に
手
紙
を
書
い
た
。

　
「
伏
見
か
ら
秋
田
に
直
行
し
ま
す
。

父
上
は
先
行
し
、
新
し
い
城
の
候
補

地
、
城
下
町
の
計
画
、
家
臣
団
の
選
定

な
ど
を
お
手
配
く
だ
さ
い
。
細
部
は
お

任
せ
し
ま
す
」

　
義
重
は
思
わ
ず「
ウ
ヒ
ヒ
」と
喜
ん
だ
。

　
義
重
は
独
特
な
〝
隠
居
観
〞
を
持
っ

て
い
た
。

　
「
男
は
隠
居
後
に
本
当
に
や
り
た
い

こ
と
が
で
き
る
」

　
現
役（
当
主
）の
あ
い
だ
は
ル
ー
テ
ィ

ン
・
ワ
ー
ク
に
追
わ
れ
て
、
本
当
に
や

り
た
い
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
早

く
隠
居
す
る
、
と
い
う
考
え
だ
。
だ
か

ら
四
十
二
歳
の
と
き
に
早
々
と
隠
居
し

た
。
や
り
た
い
こ
と
を
や
る
に
は
金
が

要
る
、
と
い
っ
て
二
十
万
石
余
の
隠
居

料
は
確
保
し
て
い
た
（
当
時
の
佐
竹
家

の
収
入
は
六
十
万
石
余
）。

　
が
、
今
度
の
移
封
で
佐
竹
家
の
収
入

常
陸
で
の
佐
竹
人
気
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（
俺
は
ど
う
す
る
か
な
）

　
も
ち
ろ
ん
秋
田
で
も
隠
居
料
を
確
保

し
、〝
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
〞
に
力

を
注
ぐ
つ
も
り
で
い
る
。
盆
栽
い
じ
り

や
碁
将
棋
で
時
間
を
潰
す
気
は
毛
頭
な

い
。
頭
の
な
か
に
は
家
康
へ
の
対
抗
意

識
が
あ
る
。

　
（
あ
の
爺
に
も
あ
る
は
ず
だ
）

　
義
重
は
そ
う
思
っ
て
い
る
。
い
ま
ま

で
佐
竹
家
の
経
営
を
安
定
さ
せ
る
た
め

に
、
義
重
は
か
な
り
苦
労
し
て
き
た
。

そ
の
た
め
に〝
本
当
に
や
り
た
い
仕
事
〞

が
で
き
な
か
っ
た
。

　
家
康
は
底
意
地
が
悪
い
。
秋
田
転
封

は
命
じ
た
が
、
収
入
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
示
さ
な
い
。
秋
田
の
郡
村
の
ど
こ

で
、何
万
石
な
の
か
数
字
を
出
さ
な
い
。

佐
竹
家
で
は
記
録
を
調
べ
、

　
「
大
体
二
十
万
石
程
度
で
は
な
か
ろ

う
か
」

　

と
推
測
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
当

た
っ
て
い
る
か
は
ず
れ
て
い
る
か
、
確

証
は
な
い
。

　
あ
る
夜
、
義
重
は
作
業
で
働
く
職
人

の
頭か

し
ら

か
ら
帆
立
貝
の
殻
を
鍋
代
わ
り
に

し
て
、
な
か
に
ハ
タ
ハ
タ
（
魚
）
と
野

菜
を
煮
立
て
る
料
理
を
教
え
ら
れ
た
。

食
っ
て
、
こ
れ
は
イ
ケ
る
と
喜
ん
だ
。

　
明
治
維
新
後
、
奥
羽
・
北
陸
地
方
の

大
名
家
は
同
盟
を
組
ん
で
新
政
府
に
抵

抗
し
た
。
秋
田
藩
だ
け
が
新
政
府
に
味

方
し
た
。
ハ
タ
ハ
タ
は
元
々
太
平
洋
の

魚
で
、
移
封
時
に
佐
竹
家
が
移
し
た
と

い
う
説
も
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
と
き
移
住
し
た
水
戸
方
面

か
ら
の
女
性
の
一
部
が
、〝
秋
田
美
人
〞

の
は
じ
ま
り
だ
、と
い
う
説
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
か
な
り
俗
説
を
採
り
入
れ
る
私

も
信
じ
な
い
。

　
こ
の
地
方
は
日
本
海
を
海
の
道
と
し

て
、
か
な
り
古
く
か
ら
都
と
の
交
流
が

繁し
げ

か
っ
た
か
ら
だ
。

　
佐
竹
義
重
の
案
は
義
宣
が
か
な
り
修

正
し
た
。
人
事
も
そ
う
だ
っ
た
し
、
藩

政
運
営
も
日
々
「
日
記
」
を
残
し
た
。

そ
の
現
物
を
私
は
県
の
資
料
館
で
見
た

こ
と
が
あ
る
。
近
く
に
甲
子
園
で
高
名

な
金
足
農
業
高
校
が
あ
っ
た
。

は
ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
か
見
当
が
つ

か
な
い
。
す
べ
て
家
康
の
胸
三
寸
だ
。

　
（
あ
の
タ
ヌ
キ
お
や
じ
め
）

　

家
康
は
義
重
よ
り
五
歳
年
長
だ
。

関
ヶ
原
合
戦
で
敵
対
し
た
大
名
の
領
地

は
没
収
し
た
。
味
方
し
た
大
名
に
大
盤

振
舞
を
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
収

入
も
増
や
し
た
。
総
計
四
百
万
石
か
ら

六
百
万
石
だ
と
い
わ
れ
る
。
い
ま
い
ま

し
い
。し
か
し
、い
ま
ま
で
の
経
験
で
こ

ん
な
と
き
に
腹
を
立
て
て
も
何
も
な
ら

な
い
こ
と
を
義
重
は
知
っ
て
い
る
。
い

ま
は
隠
居
料
の
ヘ
ソ
ク
リ
を
活
か
し
て
、

息
子
の
要
望
に
応
え
て
や
る
だ
け
だ
。

　
そ
れ
に
今
度
の
仕
事
は
「
こ
れ
こ
そ

俺
が
本
当
に
や
り
た
か
っ
た
男
の
仕
事

だ
」と
思
っ
て
い
た
。い
ま
ま
で
は
気
ば

か
り
焦
っ
て
、そ
う
い
う
機
会
に
も
事
業

に
も
出
会
え
な
か
っ
た
。
息
子
の
義
宣

が
結
構
器
用
に
こ
な
し
て
い
た
か
ら
だ
。

　

義
重
は
普
通
の
高
齢
者
と
は
違
う
。

ウ
ヒ
ヒ
の
連
続

ど
ん
な
と
き
に
も
前
向
き
だ
。
健
康
で

も
あ
る
。
勇
ん
で
秋
田
に
急
行
し
た
。

①
城
は
秋
田
の
久
保
田
と
い
う
岡
を
選

ん
だ
。
②
城
下
町
は
麓
の
川
を
挟
ん
で

計
画
し
た
。
入
口
に
寺
を
構
え
町
の
護

持
院
と
し
た
。
③
川
の
岸
は
花
街
と
し

飲
食
や
夜
の
歓
楽
街
を
予
想
し
た
。
④

義
宣
に
頼
ま
れ
た
家
臣
団
の
異
動
表
を

作
成
し
た
。
こ
の
作
成
が
実
は
一
番
楽

し
い
。
ト
ッ
プ
に
と
っ
て
一
番
嬉
し
い

作
業
だ
。
特
に
今
回
は
お
そ
ら
く
収
入

減
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
秋
田
へ
赴
く

者
と
、水
戸
に
残
す
者
に
選
り
分
け
る
。

水
戸
に
い
れ
ば
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う

で
も
な
い
、と
重
役
た
ち
が
う
る
さ
い
。

　
今
回
は
秋
田
の
地
で
義
重
は
ほ
と
ん

ど
一
人
で
、「
息
子
の
た
め
に
役
立
つ

人
事
表
」
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
（
つ
い
で
に
侍じ

女じ
ょ

の
表
も
つ
く
っ
て

や
ろ
う
）

　
侍
女
た
ち
の
容
姿
を
思
い
浮
か
べ
な

が
ら
余
計
な
こ
と
ま
で
し
た
。
家
族
が

バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
家
も
あ
る
。
特
に

父
と
子
、
兄
弟
は
裂
か
れ
た
。
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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111回
石川県

定年後は無理なく、働き続けやすく
短日・短時間を選べる選択制を導入

株式会社森八（石川県金沢市）

金沢市大手町にある本店。美術館な
ども併設している

▶創業　1625（寛永2）年
▶業種　 和菓子製造販売
▶社員数　140人

（うち正規社員数40人）
（60歳以上男女内訳） 男性（6人）、女性（17人）
（年齢内訳） 60～64歳 8人 （5.7％）
 65～69歳 12人 （8.6％）
 70歳以上 3人 （2.1％）
▶定年・継続雇用制度
定年は60歳。希望者全員を65歳まで継続
雇用。平均年齢49歳。最高年齢者は78
歳のボイラー技師。

石
川
県
は
本
州
中
央
の
日
本
海
側
に
位
置
し
、
北
部
に

能
登
半
島
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
海
岸
線
は
長
く
約

５
８
０
㎞
に
及
ん
で
い
ま
す
。
南
北
に
細
長
く
延
び
る
地

形
で
、県
北
部
を
能
登
地
方
、県
南
部
を
加
賀
地
方
と
い
い

ま
す
。
気
候
は
地
域
差
が
あ
り
、
気
温
が
低
く
多
雨
豪
雪

の
加
賀
山
岳
地
帯
、
温
和
な
気
候
の
加
賀
平
野
、 

日
本
海

の
影
響
を
強
く
受
け
る
能
登
半
島
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

当
機
構
の
石
川
支
部
高
齢
・
障
害
者
業
務
課
の
千
田
陽

子
課
長
は
県
の
産
業
の
特
徴
、
支
部
の
取
組
み
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
す
。

「
業
種
別
の
出
荷
額
で
は
機
械
が
約
７
割
を
占
め
、
次

い
で
繊
維
と
食
料
品
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
繊
維
の
出
荷
額

は
全
国
上
位
で
、
石
川
県
の
基
幹
産
業
の
一
つ
と
し
て
重

要
な
位
置
づ
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
新
鮮
な
食

材
と
豊
か
な
食
文
化
を
背
景
に
発
展
し
た
食
品
産
業
や
観

光
業
・
宿
泊
業
も
石
川
県
の
特
徴
的
な
産
業
で
す
。

当
支
部
で
は
、改
正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
や
退
職
金・

賃
金
に
関
す
る
相
談
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
県
内
企
業

は
、
中
小
企
業
が
約
９
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
自
社
で
高

齢
者
雇
用
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

で
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
確
保
な
ど
に
向
け
た
高
齢
者

戦
力
化
の
た
め
の
定
年
引
上
げ
や
継
続
雇
用
延
長
な
ど
の

制
度
改
定
に
至
ら
な
い
企
業
も
多
く
、
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ

る
具
体
的
か
つ
き
め
細
か
い
相
談
・
援
助
や
提
案
を
行
っ

て
い
ま
す
」

同
課
に
所
属
す
る
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
一
人
、
岡
田
和か

ず

大ひ
ろ

さ

ん
は
、
社
会
保
険
労
務
士
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン

ニ
ン
グ
技
能
士
の
資
格
を
持
ち
、
企
業
の
管
理
部
門
で
労

務
管
理
や
人
材
育
成
、
業
務
改
善
な
ど
を
行
っ
た
経
験
を

活
か
し
、
人
事
労
務
の
相
談
・
助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
岡
田
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
案
内
で
「
株
式
会
社
森

八
」
を
訪
れ
ま
し
た
。

石川県金沢市

★
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［岡田プランナーから］
「プランナー活動では、企業が置かれている
状況や担当者の知識や関心をヒアリングし
て、有益だと感じてもらえるような適切な

情報提供をすること、改善課題を発見してもらえるようなアド
バイスをすることに努めています。企業とそこで働く社員の双
方にメリットがある制度改善、課題解決のための提案ができる
ように心がけています」

高齢者雇用の相談・助言活動を行っています
◆石川支部の千田課長は、「岡田プランナーは、一般企業において管
理職として労務管理や人材育成、業務改善などを行った経験を活
かし、社会保険労務士として人事労務の相談・助言を行ったり研修・
セミナー講師を務めるなど幅広く活躍しています。プランナーと
して、豊富な知識や経験を活かし、訪問企業の担当者さまに対し
て論理的かつわかりやすい説明による助言や提案業務を行ってい
ます」と話します。
◆石川支部は、金沢駅から海側へ約 5㎞のところにある石川職業能
力開発促進センター内に設置されています。同支部から3㎞圏内に
ある金沢港は、藩政期には金沢の外港として北前船が寄港し、
2020 年 6 月には新たに金沢港クルーズターミナルがオープン。
石川障害者職業センターや県庁、労働局なども近隣にあり関係機
関と連携がとりやすい立地です。
◆ 6人の 65 歳超雇用推進プランナーが在籍しており、2020 年度
は 408社にアプローチし、108件の制度改善の相談・助言を行い
ました。
◆相談・助言を無料で実施しています。お気軽にお問い合わせください。

●石川支部高齢・障害者業務課
住所：金沢市観音堂町へ 1　石川職業能力開発促進センター内
電話：076（267）6001

アドバイザー・プランナー歴 :5年

岡田和大 プランナー  （52歳）
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
を
推
進
す
る
老
舗
和
菓
子
店

１
６
２
５
（
寛
永
２
）
年
創
業
。
江
戸
時
代
か
ら
３
９

０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
和
菓
子
の
製
造
・
販
売
業
を
営

ん
で
き
た
株
式
会
社
森
八
は
、
地
元
金
沢
を
代
表
す
る
老

舗
和
菓
子
店
で
す
。
金
沢
城
下
、
大
手
町
に
新
築
移
転
し

た
新
本
店
を
は
じ
め
、
市
内
を
中
心
に
路
面
店
を
展
開
す

る
ほ
か
、
小
松
空
港
や
関
東
圏
の
百
貨
店
に
も
出
店
し
、

直
営
店
は
19
店
舗
に
上
り
ま
す
。
長
い
歴
史
の
な
か
で
変

わ
ら
な
い
製
法
と
原
料
を
用
い
て
、
伝
統
的
な
味
を
い
ま

に
伝
え
て
き
ま
し
た
。
日
本
三
名
菓
の
一
つ
「
長ち

ょ
う

生せ
い

殿で
ん

」

を
筆
頭
に
、
森
八
の
和
菓
子
は
、
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た

ク
オ
リ
テ
ィ
と
高
い
ブ
ラ
ン
ド
力
に
よ
り
贈
答
品
と
し
て

選
ば
れ
、
金
沢
を
中
心
に
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
伝
統
的
な
和
菓
子
づ
く
り
を
後
世
に
つ
な
げ
、
存
続

さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
拡
大
路
線
で
は
な
く
地
元
に
根
ざ

し
、
和
菓
子
専
門
店
の
特
性
を
活
か
し
た
販
路
で
、
今
後

も
贈
答
品
メ
ー
カ
ー
と
し
て
お
客
さ
ま
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

て
い
き
ま
す
」
と
業
務
統
括
室
取
締
役
室
長
の
森も

り

岡お
か

晋し
ん

也や

さ
ん
は
抱
負
を
語
り
ま
す
。

同
社
は
、
２
０
１
９
（
平
成
31
）
年
度
高
年
齢
者
雇
用

開
発
コ
ン
テ
ス
ト
（
現
・
高
年
齢
者
活
躍
企
業
コ
ン
テ
ス

ト
）
で
当
機
構
理
事
長
表
彰
特
別
賞
を
受
賞
し
た
ほ
か
、

石
川
県
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
企
業
知
事
表
彰
受
賞

（
２
０
１
８
年
）、
金
沢
市
は
た
ら
く
人
に
や
さ
し
い
事
業

所
表
彰
（
２
０
１
７
年
）
を
受
賞
し
て
お
り
、
さ
ら
に
健

康
経
営
優
良
法
人
（
中
小
企
業
法
人
部
門
）
認
定
（
２
０

２
１
年
）、「
い
し
か
わ
男
女
共
同
参
画
推
進
宣
言
企
業
」、

「
い
し
か
わ
障
害
者
雇
用
推
進
カ
ン
パ
ニ
ー
」
に
認
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
に
努
め
て
き
た

経
緯
に
つ
い
て
森
岡
さ
ん
は
、「
19
店
舗
あ
る
直
営
店
の

販
売
は
、
ほ
ぼ
女
性
が
に
な
っ
て
い
ま
す
。
女
性
に
長
く 業務統括室取締役室長の森岡晋也さん
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同
年
代
よ
り
健
康
で
若
々
し
い
の
で
す
が
、
年
々
体
力
の

衰
え
や
健
康
面
で
の
不
安
を
抱
え
る
方
も
増
え
て
き
て
い

ま
す
。
昨
年
10
月
の
訪
問
の
際
は
、
そ
の
点
を
ふ
ま
え
健

康
面
や
体
力
面
で
の
配
慮
や
就
労
場
所
で
の
安
全
管
理
を

さ
ら
に
一
歩
進
め
て
も
ら
い
た
い
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
し

た
」

定
年
後
は
希
望
す
る
ペ
ー
ス
で
勤
務
が
可
能

同
社
で
ボ
イ
ラ
ー
技
師
と
し
て
活
躍
す
る
最
高
齢
社

員
、
定
年
後
も
変
わ
ら
ず
本
店
長
の
職
務
を
遂
行
す
る
高

齢
社
員
の
お
2
人
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

松
田
健
一
さ
ん
（
78
歳
）
は
、
２
０
０
５
年
9
月
に
入

社
し
、
勤
続
16
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
専
光
寺
工
場
に
勤

い
て
芸
道
の
経
験
が
活
か
せ
る
場
が
多
く
、
み
な
さ
ん
が

自
主
性
を
持
っ
て
活
き
活
き
と
働
い
て
い
ま
す
」（
森
岡

さ
ん
）

ま
た
、
店
舗
以
外
に
和
菓
子
製
造
で
も
高
齢
社
員
が
活

躍
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
森
岡
さ
ん
は
「
高
齢
者
は
覚

え
や
す
い
作
業
や
、
軽
作
業
を
希
望
す
る
傾
向
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
当
社
に
は
製
造
工
場
か
ら
各
店
舗

に
配
送
す
る
業
務
が
あ
り
、
担
当
す
る
3
人
全
員
が
60
歳

以
上
の
男
性
で
す
。
車
両
の
運
転
と
荷
下
ろ
し
、
と
い
う

比
較
的
簡
単
な
軽
作
業
は
、
若
い
世
代
に
任
せ
る
と
す
ぐ

飽
き
が
く
る
よ
う
で
続
か
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

高
齢
者
に
と
っ
て
は
反
対
に
働
き
や
す
く
、
続
け
や
す
い

よ
う
で
す
」
と
話
し
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
製
造
工
場
で
の

製
品
の
袋
詰
め
や
箱
詰
め
な
ど
、
く
り
返
し
に
な
る
単
純

作
業
が
好
ま
れ
て
い
て
、
勤
続
年
数
が
長
く
な
っ
て
い
る

と
の
こ
と
。
こ
う
し
た
年
齢
層
に
よ
る
好
み
、
適
性
に
よ

り
高
年
齢
層
と
若
年
層
と
の
棲
み
分
け
が
で
き
て
い
る
よ

う
で
す
。

岡
田
プ
ラ
ン
ナ
ー
は
、
森
八
の
高
齢
者
雇
用
の
取
組
み

に
つ
い
て
、「
事
業
主
の
多
く
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
は

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
が
、
同
社
は

定
年
後
、
短
日
・
短
時
間
の
選
択
制
に
す
る
制
度
が
構
築

さ
れ
て
お
り
、
柔
軟
な
雇
用
契
約
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま

す
。
高
齢
社
員
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
配
慮
が
、
長
く
勤

め
続
け
ら
れ
、
が
ん
ば
ろ
う
と
思
う
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
の
60
歳
以
上
の
方
は
一
昔
前
の

勤
め
て
も
ら
う
た
め
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
各
賞
を
受
賞

し
、
認
定
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。
若
い
女
性
社
員
は
結

婚
、出
産
、育
児
と
い
う
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
機
に
退
職
す

る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、土
日
、祝
日
、ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
、年
末
年
始
が
多
忙
な
た
め
、休
暇
が
取
り

づ
ら
く
、
小
学
生
以
下
の
子
育
て
を
す
る
若
い
社
員
に
は

働
き
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
20
数
年
前

か
ら
契
約
社
員
の
中
途
採
用
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
子
育
て

が
一
段
落
し
た
40
歳
以
上
の
女
性
が
多
く
入
社
し
、
彼
女

た
ち
が
長
く
勤
め
て
く
れ
た
こ
と
で
現
在
60
歳
以
上
の
方

が
増
え
、店
舗
の
主
力
と
な
っ
て
働
い
て
く
れ
て
い
ま
す
」

同
社
の
定
年
年
齢
は
60
歳
。
希
望
者
全
員
を
65
歳
ま
で

毎
年
の
契
約
更
新
に
よ
り
再
雇
用
す
る
こ
と
を
規
程
に
盛

り
込
ん
で
い
ま
す
（
就
業
規
則
の
定
め
は
な
い
が
、
66
歳

以
上
ま
で
雇
用
す
る
慣
行
あ
り
）。
さ
ら
に
、
定
年
後
は

勤
務
日
数
と
勤
務
時
間
を
ほ
ぼ
本
人
の
希
望
通
り
に
選
択

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

芸
道
に
通
じ
た
中
高
年
層
が
売
り
場
で
大
活
躍

城
下
町
と
し
て
栄
え
伝
統
文
化
が
息
づ
く
金
沢
と
い
う

土
地
柄
も
あ
り
、
中
高
年
者
の
社
員
に
は
華
道
、
書
道
、

茶
道
の
師
範
や
経
験
者
が
少
な
く
な
く
、
彼
女
た
ち
の

キ
ャ
リ
ア
が
店
舗
で
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。「
熨の

斗し

を
手

書
き
し
た
り
、
店
に
花
を
生
け
た
り
、
お
客
さ
ま
に
お
出

し
す
る
抹
茶
を
立
て
た
り
、
和
菓
子
を
販
売
す
る
場
に
お

ボ
イ
ラ
ー
技
士
と
し
て
働
く

松
田
健
一
さ
ん
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務
す
る
唯
一
の
ボ
イ
ラ
ー
技
士
と
し
て
仕
事
を
担
当
し
て

い
ま
す
。
毎
朝
ボ
イ
ラ
ー
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
一

日
ご
と
に
硬
水
を
軟
水
に
す
る
た
め
水
を
タ
ン
ク
に
貯

め
、
定
期
的
に
25
㎏
の
塩
を
入
れ
て
硬
度
を
下
げ
る
の
も

松
田
さ
ん
の
仕
事
で
す
。
25
㎏
の
塩
が
入
っ
た
袋
は
扱
い

づ
ら
く
、
簡
単
な
作
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
め
は
袋
か

ら
直
接
投
入
し
て
い
ま
し
た
が
、
入
れ
や
す
く
す
る
た
め

に
、
袋
か
ら
入
れ
物
に
入
れ
替
え
て
、
何
回
か
に
分
け
て

補
充
す
る
よ
う
に
工
夫
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
部
品
が
劣

化
し
な
い
よ
う
に
、
不
純
物
を
取
り
除
く
薬
品
を
機
械
に

入
れ
て
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
ま
で
は
週
５
日
勤
務
で
し
た
が
、
現
在
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
も
あ
り
週
４
日
勤
務
、
朝

８
時
か
ら
午
後
２
時
ま
で
の
時
短
勤
務
を
し
て
い
ま
す
。

同
社
で
は
最
高
齢
と
な
り
ま
す
が
、
仕
事
は
も
う
少
し

続
け
た
い
と
話
す
松
田
さ
ん
。「
い
つ
か
後
任
に
引
き
継

ぐ
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
1
〜
2
カ
月
、
一
緒
に
立
っ
て
仕

事
を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
和
菓
子
屋
さ
ん
に
と
っ

て
、
ボ
イ
ラ
ー
の
温
度
と
水
は
生
命
線
で
す
。
蒸
気
で
あ

ん
こ
を
炊
く
の
で
、
止
め
て
し
ま
っ
て
は
工
程
の
す
べ
て

が
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
を
忘
れ
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
が
一
番
大
切
で
す
」
と
力
を
込
め
て
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。

本
店
長
の
熊
田
慎
一
さ
ん
（
64
歳
）
は
、
定
年
後
は
継

続
雇
用
と
な
り
ま
し
た
が
、
以
前
と
同
じ
働
き
方
を
希
望

し
、販
売
担
当
の
本
店
長
と
し
て
職
務
内
容
も
変
わ
ら
ず
、

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
ま
す
。
長
年
販
売
職
を
続
け
て

き
た
熊
田
さ
ん
に
、
仕
事
の
う
え
で
一
番
大
切
な
こ
と
を

聞
く
と
、「
お
客
さ
ま
相
手
の
商
売
で
す
か
ら
、
相
手
の

立
場
に
な
っ
て
販
売
す
る
こ
と
で
す
。
お
客
さ
ま
と
つ
な

が
り
が
で
き
て
、
連
絡
を
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
、
こ
う

し
た
人
と
の
つ
な
が
り
は
人
生
の
財
産
で
す
」
と
返
っ
て

き
ま
し
た
。

最
近
は
仕
事
を
少
し
ず
つ
ほ
か
の
社
員
に
ふ
り
分
け
て

い
る
そ
う
で
す
。
社
員
の
シ
フ
ト
管
理
を
各
店
舗
に
任
せ

た
り
、
卸
業
務
、
県
外
の
デ
パ
ー
ト
の
発
注
、
催
事
の
販

売
業
務
と
い
っ
た
外
部
と
の
連
絡
窓
口
の
役
割
な
ど
の
引

き
継
ぎ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

来
年
の
2
月
に
65
歳
を
迎
え
る
熊
田
さ
ん
。
こ
れ
を
機

に
、働
き
方
を
見
直
そ
う
と
考
え
て
い
る
そ
う
で
す
。「
気

力
、
体
力
が
続
く
か
ぎ
り
、
会
社
が
求
め
て
く
れ
る
分
は

受
け
入
れ
て
仕
事
を
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。
い
ま
ま
で

通
り
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
こ
と
も
選
択
肢
の
一
つ
で
す

が
、
今
後
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
会
社
と
相
談
し
て
い

き
た
い
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

会
社
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
は
、
熊
田
さ
ん
が
入
社

し
た
と
き
と
比
べ
る
と
、
大
き
く
働
き
方
が
変
わ
っ
た
こ

と
を
実
感
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。「
休
暇
は
年
間
で
決

め
ら
れ
た
日
数
が
あ
り
ま
す
が
、
希
望
す
れ
ば
勤
務
日
を

減
ら
す
と
い
っ
た
契
約
も
で
き
ま
す
。
体
の
具
合
が
悪
い

な
ど
の
理
由
で
、
契
約
期
間
中
で
も
週
２
日
か
ら
3
日
な

ど
休
み
を
増
や
す
こ
と
も
可
能
で
す
。
若
い
人
た
ち
も
働

き
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。環
境
が
よ
い
の
で
、

64
歳
ま
で
働
い
て
こ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
は
同
社

に
も
あ
り
ま
し
た
。
一
時
は
全
店
舗
を
閉
め
、
再
開
後
も

な
か
な
か
客
足
が
戻
ら
な
い
と
い
う
事
態
に
な
り
ま
し
た

が
、
こ
の
局
面
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
高
齢
社
員
を
含
む

全
社
員
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。「
こ

の
よ
う
な
災
害
時
に
か
ぎ
ら
ず
、
当
社
は
贈
答
品
の
扱
い

が
中
心
で
す
か
ら
、
中
元
、
歳
暮
の
時
期
が
繁
忙
期
に
な

り
、
１
年
の
う
ち
で
変
動
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
変
動

に
も
、
高
齢
社
員
に
柔
軟
に
働
い
て
も
ら
う
こ
と
で
対
応

し
て
き
ま
し
た
。
高
齢
社
員
の
み
な
さ
ん
は
弊
社
に
と
っ

て
重
要
な
存
在
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
長
く
勤
め
て
ほ

し
い
と
伝
え
て
い
ま
す
」
と
森
岡
さ
ん
は
期
待
を
語
り
ま

し
た
。

 

（
取
材
・
西
村
玲
）

本店長としてフルタイムで働いている
熊田慎一さん
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腰
痛
予
防
対
策

1前
号
で
は
、
腰
痛
災
害
の
実
態
や
原
因
な
ど
に
つ
い

て
解
説
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
厚
生
労
働
省
「
職
場
に

お
け
る
腰
痛
予
防
対
策
指
針
」
を
基
に
、
腰
痛
予
防
対

策
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

❶
重
量
物
取
扱
い
作
業
の
腰
痛
予
防
対
策

（
ａ
）
自
動
化
、
省
力
化
の
推
進

・ 

自
動
車
組
立
て
工
程
に
お
け
る
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ

ア
、
機
械
組
立
て
工
程
に
お
け
る
バ
ラ
ン
サ
ー
な

ど
の
導
入

・ 

ト
ラ
ッ
ク
で
は
、
リ
フ
タ
ー
な
ど
の
昇
降
装
置
、

自
動
搬
送
装
置
の
設
置
（
長
時
間
運
転
直
後
の
重

量
物
取
扱
い
は
腰
痛
リ
ス
ク
あ
り
）

・ 

ロ
ー
ラ
ー
コ
ン
ベ
ア
、
台
車
な
ど
の
補
助
器
具
の

使
用

（
ｂ
）
人
力
に
よ
る
重
量
物
の
取
扱
い

・ 

取
扱
い
重
量
の
制
限
（
本
指
針
の
内
容
で
は
な
い

が
、
20
㎏
制
限
と
す
る
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
建
設
現

場
が
あ
る
）
や
標
準
化

・ 

取
り
扱
う
荷
物
に
取
っ
手
な
ど
を
つ
け
持
ち
や
す

く
す
る
（
荷
物
の
重
心
の
位
置
が
持
つ
人
に
近
づ

く
よ
う
に
）

・ 

取
り
扱
う
荷
物
の
重
量
の
明
示

（
ｃ
）
作
業
姿
勢
、
動
作

・ 

身
体
を
対
象
物
に
近
づ
け
重
心
の
低
い
姿
勢
を
と

る
。
無
理
な
姿
勢
を
回
避
し
や
す
い
。

・ 

荷
物
を
持
ち
上
げ
る
場
合
、
片
足
を
少
し
前
に
出

し
、
膝
を
曲
げ
て
し
ゃ
が
む
よ
う
に
抱
え
（
図
表

１
ー
１
）、
こ
の
姿
勢
か
ら
膝
を
伸
ば
す
よ
う
に

し
て
脚
・
膝
の
力
で
持
ち
上
げ
る
。

・ 

両
膝
を
伸
ば
し
た
ま
ま
上
体
を
下
方
に
曲
げ
る
前

屈
姿
勢
は
取
ら
な
い
（
図
表
１
ー
２
）。

・ 

荷
物
を
持
ち
上
げ
た
り
、運
ん
だ
り
す
る
場
合
は
、

荷
物
を
で
き
る
だ
け
身
体
に
近
づ
け
る
（
図
表
※　前回までの内容は、当機構ホームページでご覧になれます。
エルダー  高齢社員のための安全職場づくり 検 索

　
生
涯
現
役
時
代
を
迎
え
、
60
歳
、
65
歳
を
超
え
て
、
よ
り
長
く
活
躍
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
企
業
が
職
場
に
お
け
る
安
心
・
安
全
を
確
保
し
、
高
齢
社
員
が

働
き
や
す
い
職
場
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
本
連
載
で
は
、
高
齢
者
の
特
性
を
考
慮
し
た
〝
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
〞
な
職
場
の
実
現
方
法
に
つ

い
て
、
職
場
の
安
全
管
理
に
詳
し
い
高
木
元
也
先
生
が
解
説
し
ま
す
。

労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
　
高
木 

元
也

―
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
職
場
を
つ
く
る
―

高
齢
社
員
の
た
め
の
安
全
職
場
づ
く
り

腰
痛
災
害
の
防
止
②

第 9 回
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１
ー
３
）。

・ 

荷
物
と
身
体
が
離
れ
た
姿
勢
を
と
ら
な
い
（
図
表

１
ー
４
）。

・ 
重
量
物
を
持
っ
た
ま
ま
身
体
を
ひ
ね
っ
て
後
ろ
を

向
く
動
作
は
、
腰
へ
の
負
担
が
極
め
て
大
き
い
。

身
体
を
ひ
ね
る
作
業
を
な
く
す
。

❷
立
ち
作
業
の
腰
痛
予
防
対
策

（
ａ
）
作
業
機
器
お
よ
び
作
業
台
の
配
置

・ 

作
業
台
が
低
い
と
前
屈
姿
勢
（
お
じ
ぎ
姿
勢
）
と

な
り
椎
間
板
内
圧
を
著
し
く
高
め
腰
痛
に
つ
な
が

る
た
め
、
作
業
台
を
高
く
す
る
。
ま
た
は
、
椅
子

な
ど
を
用
意
し
腰
掛
け
姿
勢
が
と
れ
る
よ
う
に
す

る
。
逆
に
、
作
業
台
が
高
い
場
合
は
足
台
を
使
用

す
る
。

（
ｂ
）
椅
子
の
配
置

・ 

椅
子
な
ど
を
使
用
し
、
座
っ
て
作
業
で
き
る
よ
う

に
す
る
と
、
筋
疲
労
の
軽
減
が
図
れ
る
。

（
ｃ
）
片
足
置
き
台
の
使
用

・ 

片
足
置
き
台
に
両
足
を
交
互
に
の
せ
て
姿
勢
に
変

化
を
つ
け
る
よ
う
に
す
る
と
、
腰
へ
の
負
担
が
軽

減
さ
れ
る
。

（
ｄ
）
小
休
止
・
休
息

・ 

小
休
止
・
休
息
を
取
り
、
下
肢
の
屈
伸
運
動
を
行

う
。
下
肢
の
血
液
循
環
改
善
に
有
効
で
あ
る
。

❸
座
り
作
業
の
腰
痛
対
策

（
ａ
）
椅
子
の
改
善

・ 

椅
子
に
座
っ
て
腰
の
角
度
を
90°
に
固
定
す
る
と
、

重
心
が
前
方
に
移
る
た
め
、
腰
背
筋
の
活
動
性
が

高
ま
り
腰
痛
予
防
に
な
る
。
腰
痛
防
止
の
観
点
か

ら
望
ま
し
い
椅
子
は
次
の
通
り
。

↓ 

背
も
た
れ
は
後
方
に
傾
斜
し
、
腰
パ
ッ
ド
を
備
え

て
い
る
こ
と
。
腰
パ
ッ
ド
の
位
置
は
頂
点
が
第
３

腰
椎
と
第
４
腰
椎
（
下
か
ら
順
に
第
５
、
第
４
、

第
３
、
第
２
、
第
１
腰
椎
）
の
間
が
望
ま
し
い
。

↓ 

座
面
が
大
腿
部
を
圧
迫
し
す
ぎ
な
い
。

↓ 

体
格
に
合
わ
せ
て
、
座
面
高
、
背
も
た
れ
角
度
、

出典： 厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」（別紙「作業態様別の対策について」）

図表1-1　好ましい姿勢 図表1-2　好ましくない姿勢

図表1-3　好ましい姿勢 図表1-4　好ましくない姿勢

高齢社員の
ための 安全職場づくり

―エイジフレンドリーな職場をつくる―
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（
ｄ
）
座
作
業

・ 

直
接
、
床
に
座
る
座
作
業
は
、
強
度
の
前
傾
姿
勢

と
な
り
、
腰
の
筋
収
縮
が
強
ま
り
、
椎
間
板
内
圧

が
著
し
く
高
ま
る
。こ
の
た
め
座
作
業
は
避
け
る
。

む
ず
か
し
い
場
合
は
、
作
業
時
間
に
余
裕
を
も
た

せ
、
小
休
止・休
息
を
長
め
に
回
数
を
多
く
取
る
。

❹
靴
、
服
装
な
ど

・ 

転
倒
を
防
ぐ
た
め
、
靴
は
、
大
き
す
ぎ
ず
、
足
に

フ
ィ
ッ
ト
し
、
滑
り
に
く
い
も
の
を
使
用
す
る
。

・ 

腰
椎
な
ど
へ
の
衝
撃
を
少
な
く
す
る
た
め
、
靴
底

は
薄
す
ぎ
た
り
、
硬
す
ぎ
た
り
し
な
い
。

・ 

作
業
服
は
、
適
切
な
姿
勢
や
動
作
を
妨
げ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
伸
縮
性
が
あ
る
も
の
を
使
用
す
る
。

❺
作
業
環
境
管
理

（
ａ
）
振
動
対
策

・ 

車
両
系
建
設
機
械
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
振
動
対
策

は
、
座
席
の
座
面
・
背
も
た
れ
の
改
善
、
振
動
を

減
衰
さ
せ
る
座
席
へ
の
改
造
、
小
休
止
や
休
息
を

は
さ
む
こ
と
。

（
ｂ
）
寒
冷
対
策

・ 

暖
房
設
備
に
よ
り
適
切
な
温
度
環
境
を
維
持
す

る
。

（
ｃ
）
床
面
対
策

・ 

職
場
の
床
面
は
で
き
る
だ
け
凹
凸・段
差
が
な
く
、

滑
り
に
く
く
す
る
。

（
ｄ
）
照
度
の
確
保

肘
掛
け
の
高
さ
・
位
置
、
座
面
の
角
度
な
ど
を
調

節
で
き
る
も
の
。

↓ 

作
業
中
の
動
作
に
応
じ
て
移
動
可
能
な
キ
ャ
ス

タ
ー
つ
き
で
、
座
面
や
背
も
た
れ
の
材
質
は
熱
交

換
の
よ
い
も
の
が
望
ま
し
い
。

（
ｂ
）
机
・ 
作
業
台
の
改
善

・ 

適
切
な
座
姿
勢
を
確
保
す
る
た
め
、
机
・
作
業
台

上
の
機
器
・
用
具
を
適
切
に
配
備
す
る
。

（
ｃ
）
作
業
姿
勢
な
ど

・ 

長
時
間
座
っ
て
い
る
と
、
背
部
筋
の
疲
労
に
よ
り

前
傾
姿
勢
に
な
り
、
ま
た
、
腹
筋
の
弛
緩
、
大
腿

部
圧
迫
が
で
て
く
る
。
改
善
に
は
、
足
の
位
置
を

変
え
た
り
、背
も
た
れ
を
倒
し
、後
傾
姿
勢
を
取
っ

た
り
、
立
ち
上
が
っ
て
膝
を
伸
ば
し
た
り
、
ク
ッ

シ
ョ
ン
な
ど
の
腰
当
て
を
椅
子
と
腰
の
間
に
挿
入

し
た
り
す
る
（
図
表
2
）。

※厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」より抜粋

・ 

作
業
場
所
、
通
路
、
階
段
な
ど
で
は
、
足
元
が
確

認
で
き
る
よ
う
照
明
を
用
意
す
る
。

（
ｅ
）
十
分
な
作
業
空
間

・ 

作
業
空
間
を
十
分
に
確
保
す
る
。

・ 

作
業
場
の
４
Ｓ
（
整
理
・
整
頓
・
清
掃
・
清
潔
）

を
行
う
。

❻
腰
痛
予
防
体
操
（
ス
ト
レ
ッ
チ
）

（
ａ
）
ス
ト
レ
ッ
チ
効
果

・ 

腰
痛
予
防
体
操
は
、
ス
ト
レ
ッ
チ
主
体
が
望
ま
し

く
、
実
施
時
期
は
、
疲
労
の
蓄
積
度
合
い
に
応
じ

て
適
宜
実
施
す
る
。

図表3　静的ストレッチのポイント

１ 息を止めずにゆっくりと吐きながら伸ばしていく

２ 反動・はずみはつけない

３  伸ばす筋肉を意識する

４ 張りを感じるが痛みのない程度まで伸ばす

５ 20秒から30秒伸ばし続ける

６  筋肉を戻すときはゆっくりとじわじわ戻っている
ことを意識する

７ 一度のストレッチで 1～3 回ほど伸ばす

図表2　座り作業の腰痛対策
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・ 

ス
ト
レ
ッ
チ
に
よ
り
、腰
を
中
心
に
腹
筋
、背
筋
、

臀
筋
な
ど
の
筋
肉
の
柔
軟
性
を
確
保
し
、
疲
労
回

復
を
図
る
。

・ 
筋
肉
を
伸
ば
し
た
状
態
で
静
止
す
る
「
静
的
な
ス

ト
レ
ッ
チ
」
が
、
筋
肉
へ
の
負
担
が
少
な
く
、
筋

疲
労
回
復
、
柔
軟
性
、
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
高

め
ら
れ
る
。

・ 

静
的
ス
ト
レ
ッ
チ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
図
表
3
の
通

り
。

（
ｂ
）
ス
ト
レ
ッ
チ
例

中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
「
運
送
業
務
で
働
く
人
の

た
め
の
腰
痛
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
と
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
」
か

ら
、
事
務
所
で
で
き
る
ス
ト
レ
ッ
チ
例
を
紹
介
し
ま
す

（
図
表
4
）。

お
わ
り
に

2今
回
は
、
高
齢
者
の
腰
痛
災
害
を
取
り
上
げ
、
そ
の

実
態
、発
生
原
因
、対
策
な
ど
を
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

ぎ
っ
く
り
腰
な
ど
は
、
突
然
、
襲
い
か
か
っ
て
く
る
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
職

場
に
は
腰
痛
が
発
生
す
る
原
因
が
潜
ん
で
い
る
の
で

す
。
事
業
者
は
、
高
齢
者
が
腰
痛
に
な
ら
な
い
よ
う
な

作
業
環
境
を
整
え
て
そ
の
芽
を
摘
み
、
そ
れ
と
と
も
に

職
場
で
腰
痛
予
防
体
操
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。
一
方
、

労
働
者
も
そ
の
腰
痛
予
防
体
操
に
積
極
的
に
参
加
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

いずれも、20～30秒姿勢を維持し、左右
それぞれ１～３回伸ばします

図表4　腰痛防止のストレッチ

① 事務機材を利用した大腿前面
（太ももの前側）のストレッチ

②  椅子を利用した大腿前面
　 （太ももの前側）、
　 臀部（お尻）のストレッチ

③  事務機材を利用した下腿後面
　（ふくらはぎ）のストレッチ

④  事務機材を利用した上半身の
　 ストレッチ

出典： 中央労働災害防止協会『運送業務で働く人のための腰痛予防のポイントとエクサ
サイズ』

高齢社員の
ための 安全職場づくり

―エイジフレンドリーな職場をつくる―



任
意
的
恩
恵
的
給
付
と
判
断
し
た
裁
判
例
と
し
て
、

東
京
地
方
裁
判
所
平
成
20
年
６
月
13
日
判
決
（
モ
ル

ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
証
券
事
件
）
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
裁
判
例
で
は
、
当
該
支
給
額
に
つ
い
て
、
使
用
者

が
大
き
な
裁
量
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
し
、
労

務
の
対
償
で
あ
る
賃
金
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
評

価
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
任
意
的
恩
恵
的
給
付
と
な
っ

た
場
合
、
使
用
者
は
原
則
と
し
て
支
払
い
義
務
を
負

担
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
従
業
員
か
ら
訴
訟
を

通
じ
て
支
払
い
を
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を

拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
方
で
、
就
業
規
則
な
ど
に
よ
っ
て
制
度
化
す
る

こ
と
に
よ
り
退
職
金
の
支
払
い
義
務
を
負
担
す
る
よ

退
職
金
の
性
質
に
つ
い
て

1退
職
金
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
に
お
い
て
、

支
払
い
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
賃
金
で
は

な
く
、
各
社
に
お
い
て
自
由
に
制
度
と
し
て
用
意
す

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
は
、
制
度
と
し
な
い
自
由
も

あ
り
ま
す
。

一
般
的
に
は
、
就
業
規
則
や
労
働
契
約
で
支
給
の

義
務
を
負
担
し
な
い
状
態
で
従
業
員
に
退
職
金
を
支

給
す
る
よ
う
な
場
合
、
任
意
的
恩
恵
的
給
付
で
あ
る

と
さ
れ
、
労
働
基
準
法
上
の
「
賃
金
」
に
は
該
当
し

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
退
職
金
に
つ
い
て
、

退
職
金
支
給
の
根
拠
と
な
る
規
定
が
な
く
、
労
働
契
約
に
お
い
て
も
退
職
金
の
支
給
約
束
を

し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
支
払
い
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
過
去
の
支
給
実
績
な
ど

か
ら
、
退
職
金
の
支
給
ル
ー
ル
が
固
ま
っ
て
お
り
、
労
使
双
方
が
そ
の
基
準
を
認
識
し
て
い
る

場
合
に
は
、
支
払
い
義
務
を
負
担
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

A
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退
職
金
の
支
払
い
根
拠
に
つ
い
て
知
り
た
い

当
社
に
は
、
制
度
化
し
た
退
職
金
は
な
い
の
で
す
が
、
退
職
希
望
者
か
ら
、
過
去
に
退
職
金

を
受
け
取
っ
た
従
業
員
が
い
る
と
聞
い
て
い
る
か
ら
、
退
職
金
を
支
払
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の

要
望
が
あ
り
ま
し
た
。

た
し
か
に
、
過
去
に
は
秀
で
た
功
労
者
や
長
期
の
勤
続
を
果
た
し
て
定
年
退
職
し
た
従
業
員

に
退
職
金
と
し
て
支
払
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
今
後
は
退
職
者
全
員
に
支
払
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Q 1



う
に
な
っ
た
場
合
は
、
労
働
基
準
法
の
「
賃
金
」
と

な
り
、
同
法
の
規
制
対
象
に
も
な
り
、
直
接
払
い
、

全
額
払
い
、
通
貨
払
い
な
ど
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
退
職
金
の
支
給
に

つ
い
て
、
訴
訟
を
通
じ
て
請
求
権
を
確
定
さ
せ
る
こ

と
も
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

退
職
金
と
労
使
慣
行
に
つ
い
て

2就
業
規
則
に
定
め
が
な
く
、
労
働
契
約
で
も
支
払

い
約
束
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て

支
払
い
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

例
外
的
に
、
退
職
金
の
支
払
い
義
務
を
負
担
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

使
用
者
と
労
働
者
の
間
の
権
利
義
務
を
定
め
る
も

の
は
、
基
本
的
に
労
働
契
約
お
よ
び
就
業
規
則
で
す

が
、
使
用
者
と
労
働
者
の
間
で
慣
行
と
な
っ
て
い
る

場
合
に
は
、
法
的
な
意
味
で
の
拘
束
力
が
生
じ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
労
使
慣
行
」
と
呼
ん
で

い
ま
す
が
、
実
際
、
過
去
の
裁
判
例
に
お
い
て
労
使

慣
行
に
基
づ
く
退
職
金
請
求
権
の
発
生
を
認
め
た
事

例
も
存
在
し
ま
す
。

東
京
高
裁
平
成
18
年
6
月
19
日
判
決
（
キ
ョ
ー
イ

ク
ソ
フ
ト
（
退
職
金
）
事
件
・
控
訴
審
）
は
、
内
規

に
お
い
て
、
支
給
基
準
を
定
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
10

年
以
上
に
わ
た
り
そ
の
基
準
に
し
た
が
っ
た
支
給
を

継
続
し
て
お
り
、「
基
本
給
に
支
給
率
（
勤
続
期
間

10
年
以
上
の
場
合
は
ス
ト
ラ
イ
キ
期
間
を
除
く
勤
続

年
月
）
を
乗
じ
た
金
額
に
減
額
措
置
及
び
加
給
措
置

（
い
ず
れ
も
被
控
訴
人
に
つ
い
て
は
適
用
が
な
い
。）

を
行
っ
た
上
、
餞
別
金
（
勤
続
10
年
以
上
の
従
業
員

は
3
万
円
）
を
付
加
し
た
金
額
を
支
給
額
と
す
る
」

基
準
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
労
使
慣
行

に
基
づ
く
退
職
金
の
支
給
義
務
を
肯
定
し
ま
し
た
。

退
職
金
に
関
す
る
労
使
慣
行
の
成
立
に
は
、
単
に

長
期
に
わ
た
り
同
じ
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
①
一
定
の
基
準
に
よ
る
退
職
金
の

支
給
が
労
使
に
と
っ
て
規
範
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
②
上
記
基
準
に
よ
り
当
該
事
案
の
退
職
金

額
を
算
出
で
き
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
キ
ョ
ー
イ
ク
ソ
フ
ト（
退
職
金
）事

件
に
お
い
て
も
、労
使
双
方
が
、内
規
に
定
め
ら
れ
た

基
準
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
労
使
慣

行
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
ま
し
た
。
労
使
双
方
の
認
識

が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
労
使
慣
行
の
成
立
一
般
に

つ
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
東
京
地
裁
平
成
17
年
4
月
27
日
判
決

に
お
い
て
も
、
退
職
金
支
給
の
規
定
は
あ
る
も
の
の

そ
の
支
給
基
準
を
具
体
的
に
定
め
て
お
ら
ず
、
支
給

根
拠
や
計
算
方
法
の
定
め
に
不
備
が
あ
っ
た
事
案
に

お
い
て
、
就
業
規
則
に
基
づ
く
退
職
金
支
払
い
義
務

は
否
定
し
つ
つ
も
、
退
職
金
支
給
を
受
け
た
者
が
多

数
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
検
証
可
能
な
者
を
見

る
と
そ
の
半
数
程
度
が
、
内
規
に
定
め
ら
れ
た
同
一

の
算
定
式
か
ら
誤
差
20
％
の
範
囲
で
支
給
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
労
使
慣
行
に
基
づ
く
具
体
的

な
退
職
金
支
払
い
義
務
を
肯
定
し
ま
し
た
。こ
れ
は
、

使
用
者
側
に
あ
る
不
備
を
理
由
に
、
こ
れ
ま
で
払
っ

て
い
た
退
職
金
の
支
給
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
こ
と

か
ら
、
使
用
者
に
と
っ
て
否
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ

た
と
も
い
え
ま
す
。就
業
規
則
を
多
数
見
て
い
る
と
、

退
職
金
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
と
し
た
ま
ま
、
具

体
的
な
就
業
規
則
を
定
め
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
退

職
金
支
給
の
ル
ー
ル
も
明
確
に
す
る
こ
と
な
く
推
移

し
て
い
る
企
業
を
見
か
け
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
場

合
に
退
職
金
の
支
給
を
継
続
し
て
い
た
と
き
に
は
、

思
わ
ぬ
負
担
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
逆
に
、
内
規
を
基
に
し
た
労
使
慣
行
に
よ

る
退
職
金
支
給
義
務
を
否
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、

大
阪
高
裁
平
成
27
年
9
月
29
日
判
決
（
Ａ
Ｎ
Ａ
大
阪

空
港
事
件
）が
あ
り
ま
す
。
過
去
に
作
成
さ
れ
た「
内

規
」と
名
づ
け
ら
れ
た
文
書
に
お
い
て
、退
職
金
の
計

算
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、当
該
内
規
が
、

就
業
規
則
の
一
部
で
あ
る
か
、
労
使
慣
行
と
し
て
使

用
者
を
拘
束
し
な
い
か
な
ど
が
争
点
に
な
り
ま
し
た
。

裁
判
所
は
、「
日
本
語
の
通
常
の
意
味
と
し
て
、『
内

規
』
と
は
、『
内
部
の
規
定
、
内
々
の
決
ま
り
』
を
意

味
す
る
か
ら
、
そ
れ
が
就
業
規
則
と
異
な
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
」こ
と
や
、労
使
の
合
意
と
し
て
書
面

が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
使
用
者
が

当
該
内
規
に
し
た
が
っ
て
退
職
金
を
労
働
契
約
の
内

容
と
す
る
意
思
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
た
め
、
就
業
規
則
の
一
部
で
は
な
く
、
労
使

双
方
の
認
識
が
合
致
し
て
お
ら
ず
労
使
慣
行
と
し
て

認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
過
去
の
支
給
自
体
が
、
内
規
で
労

働
契
約
の
内
容
と
し
て
い
る
も
の
や
労
使
の
合
意
に
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よ
る
書
面
な
ど
の
一
定
の
基
準
を
定
め
た
も
の
と
し

て
実
行
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
は
、
た
と
え
、
過
去

に
支
給
実
績
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、た
だ
ち
に
、

退
職
金
の
支
払
い
義
務
を
負
担
す
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
が
統
一
的
な
算
定
式

ま
す
。

過
去
に
は
、
判
例
で
「
注
意
力
の
す
べ
て
を
そ
の

職
務
遂
行
の
た
め
に
用
い
職
務
に
の
み
従
事
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
を
意
味
す
る
と
判
断
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
言
葉
通
り
に
職
務
専
念
義
務
を
理
解

に
基
づ
き
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
や
そ
れ
が
労
使
間
の

認
識
と
し
て
齟
齬
が
な
い
よ
う
な
状
況
に
至
っ
て
い

る
場
合
に
は
、
労
使
慣
行
に
基
づ
く
退
職
金
支
給
義

務
が
発
生
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
注

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

す
る
と
、
些
細
な
休
憩
す
ら
も
許
さ
れ
な
い
と
か
、

職
務
と
並
行
し
て
行
う
こ
と
が
可
能
な
作
業
な
ど
も

す
べ
て
除
外
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
た
め
、

一
般
的
に
は
、
職
務
の
性
質
・
内
容
、
行
為
態
様
な

ど
の
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
適

切
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

職
務
専
念
義
務
お
よ
び
誠
実
労
働
義
務
の
観
点
か

ら
い
え
ば
、こ
れ
ら
の
義
務
に
違
反
す
る
場
合
に
は
、

喫
煙
を
制
限
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ
ま
す

し
、
こ
れ
ら
の
義
務
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
時
間
に

つ
い
て
は
労
務
不
提
供
と
評
価
す
る
こ
と
も
理
論
上

は
可
能
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、こ
の
場
合
は
、

居
眠
り
時
間
の
労
働
時
間
か
ら
の
除
外
（
本
誌
２
０

２
１
年
７
月
号
参
照
）
と
同
様
に
、
実
際
の
喫
煙
時

間
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
実
行
す

る
に
は
困
難
が
と
も
な
う
で
し
ょ
う
。

職
務
専
念
義
務
違
反
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
喫
煙
行
為
の
目
的
お
よ
び
そ
の
必
要
性
と
そ
れ

が
許
容
さ
れ
る
理
由
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
喫
煙
す
る
必
要
性
と
禁
止

す
る
必
要
性
を
比
較
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

労
働
時
間
中
の
若
干
の
休
息
（
例
え
ば
、
ト
イ
レ

へ
行
く
こ
と
や
席
に
座
っ
た
状
態
で
ス
ト
レ
ッ
チ
す

る
行
為
な
ど
）
は
、
だ
れ
に
と
っ
て
も
共
通
の
生
理

現
象
で
あ
る
こ
と
や
体
調
や
健
康
の
保
持
の
た
め
な

ど
必
要
性
が
あ
り
、
職
務
専
念
義
務
と
の
関
係
に
お

い
て
も
、
許
容
さ
れ
な
い
と
は
考
え
が
た
く
、
こ
れ

を
労
働
時
間
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
も
適
切
と

は
い
い
が
た
い
で
し
ょ
う
。

喫
煙
時
間
と
職
務
専
念
義
務
の
関
係

1労
働
契
約
に
基
づ
く
義
務
と
し
て
、
職
務
専
念
義

務
お
よ
び
誠
実
労
働
義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

労
働
時
間
中
に
お
け
る
喫
煙
の
禁
止
や
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
制
限
を
定
め
る
こ
と
は
可
能

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
労
働
時
間
か
ら
の
除
外
に
つ
い
て
も
、
労
務
の
提
供
が
実
行
で
き

て
い
な
い
以
上
は
理
論
的
に
は
可
能
で
す
が
、
実
際
に
は
除
外
す
べ
き
時
間
の
把
握
に
困
難
が

と
も
な
い
ま
す
。

私
生
活
に
お
け
る
喫
煙
の
制
限
は
、
労
働
契
約
の
限
界
を
超
え
て
お
り
、
禁
止
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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従
業
員
の
禁
煙
を
推
進
す
る
う
え
で
の
注
意
点
に
つ
い
て
知
り
た
い

従
業
員
の
健
康
増
進
を
目
的
に
喫
煙
者
を
減
ら
す
た
め
の
施
策
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
労
働

者
の
喫
煙
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
も
し
く
は
、
喫
煙
時
間
を
労
働
時
間

か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

喫
煙
自
体
を
禁
止
し
た
ほ
う
が
健
康
確
保
の
た
め
に
は
望
ま
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
私
生

活
に
お
け
る
喫
煙
も
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Q 2



一
方
で
、
喫
煙
は
、
個
人
の
嗜
好
で
あ
る
う
え
、

健
康
増
進
法
に
は
受
動
喫
煙
防
止
が
定
め
ら
れ
、
国

民
の
健
康
の
増
進
が
目
的
と
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
改

正
に
よ
り
屋
内
の
場
所
に
対
す
る
規
制
の
範
囲
が
広

が
り
、
多
く
の
事
業
者
が
受
動
喫
煙
防
止
措
置
を
義

務
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
喫
煙
の
自
由
に
関
し
て
は
、
監
獄
法
に
関

し
て
争
わ
れ
た
最
高
裁
判
例
で
触
れ
ら
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
（
最
高
裁
昭
和
45
年
9
月
16
日
判
決
）。

同
判
例
で
は
、「
煙
草
は
生
活
必
需
品
と
ま
で
は
断

じ
が
た
く
、
あ
る
程
度
普
及
率
の
高
い
嗜
好
品
に
す

ぎ
ず
、
喫
煙
の
禁
止
は
、
煙
草
の
愛
好
者
に
対
し
て

は
相
当
の
精
神
的
苦
痛
を
感
ぜ
し
め
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
人
体
に
直
接
障
害
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
り
、
か
か
る
観
点
よ
り
す
れ
ば
喫
煙
の
自
由

は
、
憲
法
一
三
条
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
の
一
に

含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
時
、
所
に
お
い
て

保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
」
と

判
断
さ
れ
て
い
る
通
り
、
そ
の
自
由
の
価
値
は
必
ず

し
も
高
く
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
生
活
お
よ
び
休
憩
時
間
の
喫
煙

2私
生
活
や
休
憩
時
間
に
お
け
る
喫
煙
ま
で
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

職
務
専
念
義
務
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
は
、
労

働
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
使
用
者

が
労
働
者
を
拘
束
で
き
る
の
は
、
労
働
時
間
中
の
行

動
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
す
。

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
一
種
と
し
て
個
の
侵
害

と
い
う
類
型
が
あ
り
ま
す
が
、
私
生
活
へ
の
過
度
な

介
入
や
執
拗
な
干
渉
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
や

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
、
私
生
活
上
に
お
い
て
も
、
会
社
の
信

用
を
毀
損
す
る
よ
う
な
行
為
な
ど
が
禁
止
行
為
と
し

て
許
容
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
い
か
な
る
介
入
も
許
容

さ
れ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

使
用
者
が
禁
止
す
る
必
要
性
と
禁
止
対
象
に
よ
る

制
限
の
程
度
な
ど
を
比
較
し
な
が
ら
、
私
生
活
上
の

行
動
を
禁
止
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
職
場
で
の
喫
煙
を

禁
止
す
る
こ
と
で
、
労
務
提
供
時
間
の
確
保
や
周
囲

の
従
業
員
の
健
康
確
保
な
ど
が
叶
う
と
い
う
観
点
か

ら
は
、
労
働
時
間
中
の
喫
煙
禁
止
は
一
定
の
合
理
性

が
あ
り
そ
う
で
す
が
、
私
生
活
に
お
い
て
は
、
会
社

が
守
る
べ
き
ほ
か
の
従
業
員
の
健
康
や
労
務
提
供
時

間
の
確
保
と
無
関
係
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
ほ
か

の
必
要
性
が
肯
定
で
き
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に

な
り
ま
す
。
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
従
業
員
自
身

の
健
康
確
保
に
と
ど
ま
り
、
喫
煙
に
よ
る
心
身
の
状

態
の
悪
化
が
明
白
で
業
務
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

あ
る
よ
う
な
例
外
的
な
事
態
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、

一
般
的
に
は
、
労
働
時
間
外
の
私
生
活
に
お
け
る
喫

煙
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
休
憩
時
間
は
、
労
働
か
ら
の
完
全
な
解
放

が
確
保
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
私
生

活
と
同
様
に
休
憩
時
間
中
に
お
け
る
喫
煙
を
禁
止
す

る
理
由
も
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

喫
煙
ス
ペ
ー
ス
の
利
用
に
つ
い
て

3現
実
的
に
は
、
喫
煙
は
、
職
場
自
体
と
い
う
よ
り

も
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般

的
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と

は
叶
わ
な
い
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。

喫
煙
ス
ペ
ー
ス
自
体
を
自
社
で
用
意
し
て
い
る
よ

う
な
場
合
に
は
、
こ
の
施
設
に
は
施
設
管
理
権
と
呼

ば
れ
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
施
設
管
理
権

が
あ
る
場
合
、
企
業
秩
序
の
維
持
に
必
要
な
範
囲
で

利
用
制
限
な
ど
を
設
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。

休
憩
時
間
に
お
い
て
は
、
私
生
活
時
間
中
と
同
様

に
原
則
と
し
て
喫
煙
に
対
す
る
制
限
を
設
け
る
こ
と

は
む
ず
か
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
休
憩
時
間
に

関
す
る
行
政
解
釈
に
お
い
て
、「
休
憩
時
間
の
利
用

に
つ
い
て
事
業
場
の
規
律
保
持
上
必
要
な
制
限
を
加

え
る
こ
と
は
、
休
憩
の
目
的
を
損
な
わ
な
い
限
り
許

さ
れ
る
」（
昭
和
22
年
9
月
13
日
次
官
通
達
17
号
）

と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
施
設
管
理
権

に
基
づ
く
一
定
の
制
限
は
可
能
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
喫
煙
ス
ペ
ー
ス
の
設
置
場
所
や
利

用
時
間
の
制
限
な
ど
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
裁
量

が
広
く
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
施
設
管
理
権
を

行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
時
間
や
休
憩
時
間

中
の
喫
煙
時
間
を
制
限
す
る
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
喫
煙
時
間
の
制
限
や
喫
煙
ス
ペ
ー

ス
の
利
用
制
限
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
、
禁
煙
に
よ
る

健
康
増
進
を
目
ざ
す
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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地
方
へ
の
移
住
希
望
者
を
手
厚
く
支
援

特
定
非
営
利
活
動
法
人
１
０
０
万
人
の
ふ
る
さ
と
回

帰
・
循
環
運
動
推
進
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
略
称
：
認
定

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ふ
る
さ
と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー
）
は
、
地

方
暮
ら
し
や
Ｉ
・
Ｊ
・
Ｕ
タ
ー
ン
希
望
者
を
支
援
す
る

た
め
に
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
の
移
住
相
談
を
は
じ

め
、
移
住
に
関
す
る
情
報
の
発
信
や
セ
ミ
ナ
ー
、
イ
ベ

ン
ト
の
開
催
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
東
京
と
大
阪
に

「
ふ
る
さ
と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
て
お
り
、

同
２
都
府
を
除
く
45
道
府
県
の
自
治
体
と
連
携
し
て
各

地
の
情
報
を
提
供
し
、移
住
相
談
員
が
来
訪
者（
現
在
は

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
予
約
制
）の
移
住
相
談
に
対
応
。
希
望

に
応
じ
て
、
仕
事
や
住
ま
い
探
し
を
支
援
す
る
仕
組
み

も
用
意
し
て
い
る
。
活
動
を
通
し
て
、
地
方
再
生
や
地

域
活
性
化
に
も
貢
献
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
あ
る
。

「
当
法
人
は
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
の
定
年
後
を

応
援
す
る
運
動
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
世
代
の

地
方
出
身
者
の
多
く
は
、
集
団
就
職
と
い
う
か
た
ち
で

都
会
に
出
て
き
て
い
ま
す
。そ
う
し
た
方
々
を
対
象
に
、

連
合
（
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
）
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
し
た
と
こ
ろ
、
定
年
後
は
故
郷
に
帰
っ
て
暮
ら
し

た
い
と
答
え
た
方
が
４
割
近
く
に
上
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
思
い
を
応
援
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
２
０
０
２

（
平
成
14
）
年
に
設
立
し
ま
し
た
」
と
高
橋
公ひ

ろ
し

理
事
長

は
設
立
の
経
緯
を
語
る
。

ふ
る
さ
と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
る
相
談

件
数
は
、２
０
０
８
年
に
は
約
２
５
０
０
件
だ
っ
た
が
、

年
々
増
加
し
て
２
０
１
９（
令
和
元
）年
は
５
万
件
近
く

に
。
２
０
２
０
年
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
セ
ン
タ
ー

が
臨
時
休
館
す
る
な
ど
し
て
約
４
万
件
と
減
少
し
た
が
、

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
普
及
な
ど
に
と
も
な
い
、
以
前
に

も
増
し
て
真
剣
な
移
住
相
談
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。

相
談
者
の
年
齢
層
に
も
変
化
が
あ
り
、
設
立
当
初
は

シ
ニ
ア
世
代
が
中
心
だ
っ
た
が
、
２
０
０
８
年
の
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
地
方
に
活
躍
の
場
を
見
出
す
こ

と
を
考
え
る
若
い
世
代
が
増
加
。
最
近
も
、
コ
ロ
ナ
禍

を
通
し
て
の
価
値
観
の
転
換
や
、
持
続
可
能
な
地
域
づ

く
り
へ
の
関
心
の
高
ま
り
な
ど
か
ら
、
地
方
へ
の
移
住

を
本
気
で
考
え
る
若
者
か
ら
の
相
談
が
増
え
て
い
る
。

特定非営利活動法人１００万人の
ふるさと回帰・循環運動推進・
支援センターの高橋公理事長

　
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
が
改
正
さ
れ
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
の
確
保
が
企
業
の
努
力
義
務
と
な
る
な
ど
、

生
涯
現
役
時
代
を
迎
え
、
就
業
期
間
の
長
期
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
一
方
で
、
60
歳
や
65
歳
を
一
区
切
り
と
し
、

社
会
貢
献
、
あ
る
い
は
自
身
の
趣
味
や
特
技
を
活
か
し
た
仕
事
に
転
身
を
考
え
る
高
齢
者
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
本
企
画
で
は
、
高
齢
者
に
就
労
の
場
を
提
供
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
取
材
し
、〝
企
業
へ
の
雇
用
〞
に

こ
だ
わ
ら
な
い
高
齢
者
の
働
き
方
を
紹
介
し
ま
す
。

活
動
事
例

生
涯
現
役
で
働
き
た
い
人
の
た
め
の

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法法
人

特
定
非
営
利
活
動
法
人
１
０
０
万
人
の
ふ
る
さ
と
回
帰
・

循
環
運
動
推
進
・
支
援
セ
ン
タ
ー
（
東
京
都
千
代
田
区
）

第
４
回



エルダー49

活動事例ＮＰＯ法法
人

生涯現役で働きたい人のための

社
会
貢
献
に
つ
な
が
る
職
場

同
法
人
の
職
員
数
は
80
人
。
一
般
お
よ
び
嘱
託
職
員

の
定
年
は
60
歳
で
、
定
年
後
は
希
望
者
全
員
65
歳
ま
で

再
雇
用
さ
れ
勤
務
が
可
能
。
65
歳
超
は
、
嘱
託
社
員
と

し
て
継
続
雇
用
が
可
能
で
、
上
限
年
齢
は
定
め
て
い
な

い
。
ま
た
、
移
住
相
談
な
ど
に
対
応
す
る
専
属
職
員
の

定
年
は
65
歳
で
、
65
歳
超
は
嘱
託
職
員
と
し
て
契
約
す

る
。
現
在
、
60
歳
以
上
の
職
員
は
10
人
で
、
主
に
専
属

職
員
と
し
て
相
談
業
務
で
活
躍
し
て
い
る
。

職
員
の
採
用
に
つ
い
て
高
橋
理
事
長
は
、「
そ
れ
ま

で
に
経
験
さ
れ
て
き
た
こ
と
や
話
を
聞
く
力
な
ど
を
み

て
、
適
性
を
判
断
し
て
決
め
て
い
ま
す
」
と
明
か
す
。

専
属
職
員
の
経
歴
は
、
編
集
者
や
テ
レ
ビ
番
組
の
制

作
、
キ
ャ
ビ
ン
ア
テ
ン
ダ
ン
ト
、
福
祉
職
員
な
ど
多
様

だ
。
ま
た
、「
資
金
が
潤
沢
に
あ
る
法
人
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、こ
の
活
動
を
通
し
て
社
会
に
貢
献
し
た
い
、

そ
ん
な
思
い
を
抱
い
て
入
職
す
る
人
が
多
い
と
思
い
ま

す
」
と
高
橋
理
事
長
。
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
持
つ
シ
ニ

ア
の
活
躍
に
、
今
後
も
期
待
し
て
い
る
と
も
話
す
。

「
人
と
地
域
」、「
人
と
人
」を
つ
な
ぐ
仕
事

福
井
県
専
属
移
住
相
談
員
の
神か

ん

林ば
や
し

孝こ
う

一い
ち

さ
ん（
67
歳
）

は
、
３
年
前
、
64
歳
で
ふ
る
さ
と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー

に
入
職
し
た
。
相
談
員
と
し
て
基
本
的
に
週
５
日
、
Ｊ

Ｒ
有
楽
町
駅
前
の
東
京
交
通
会
館
８
階
に
あ
る
「
ふ
る

さ
と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
勤
務
。
福
井
県
へ
移
住

を
考
え
て
い
る
人
の
相
談
や
、
自
治
体
・
関
係
団
体
と

の
連
絡
調
整
、
情
報
交
換
な
ど
に
対
応
し
て
い
る
。

「
私
の
役
割
は
、
人
と
地
域
、
人
と
人
と
を
つ
な
ぐ

こ
と
。
主
に
福
井
県
で
の
暮
ら
し
全
般
の
相
談
に
の
っ

て
い
ま
す
が
、相
談
さ
れ
る
方
も
内
容
も
さ
ま
ざ
ま
で
、

対
応
す
る
期
間
も
お
一
人
ず
つ
異
な
り
ま
す
。
と
き
に

は
た
い
へ
ん
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
、
相
談
さ

れ
る
方
と
私
自
身
が
つ
な
が
り
、
移
住
を
さ
れ
て
か
ら

は
地
元
の
方
々
と
つ
な
が
り
、
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
様
子
に
触
れ
た
と
き
、私
も
嬉
し
く
な
り
、

や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。
い
ま
こ
こ
で
、
こ
の
仕
事
が

で
き
る
こ
と
が
私
に
と
っ
て
喜
び
で
す
」
と
神
林
さ
ん

は
に
こ
や
か
に
現
在
の
仕
事
を
語
る
。

神
林
さ
ん
は
総
合
出
版
社
を
57
歳
で
早
期
退
職
し
た

後
、
新
潟
県
の
移
住
相
談
員
と
し
て
転
職
し
、
同
県
の

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
に
勤
務
し
た
（
ふ
る
さ
と
回
帰
支

援
セ
ン
タ
ー
と
は
別
組
織
）。
長
年
勤
め
た
出
版
社
で

は
、
企
画
部
門
で
地
方
自
治
の
振
興
に
寄
与
す
る
業
務

に
た
ず
さ
わ
り
、
全
国
各
地
へ
出
張
す
る
な
か
、
一
つ

の
地
域
に
じ
っ
く
り
か
か
わ
る
よ
う
な
仕
事
が
し
た
い

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
潟
県
の
移
住
相
談
員
に

な
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
気
持
ち
か
ら
だ
っ
た
。
新
潟
県

の
仕
事
を
す
る
な
か
で
、「
ふ
る
さ
と
回
帰
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
よ
く
知
る
よ
う
に
な
り
、
前
職
の
任
期
満
了

後
、
現
在
の
職
場
の
求
人
に
応
募
し
て
採
用
さ
れ
た
。

い
ま
の
仕
事
は
、
神
林
さ
ん
の
キ
ャ
リ
ア
が
活
か
せ

る
内
容
の
う
え
、
入
職
後
も
研
修
や
勉
強
会
、
他
府
県

の
相
談
員
と
の
交
流
な
ど
で
ス
キ
ル
を
磨
く
機
会
が
あ

り
、自
信
を
持
っ
て
臨
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
。

定
年
は
65
歳
だ
が
、
継
続
し
て
働
く
こ
と
を
希
望
す

る
場
合
、書
面
で
仕
事
ぶ
り
を
自
己
評
価
し
、セ
ン
タ
ー

の
上
長
ら
と
キ
ャ
リ
ア
面
談
し
た
う
え
で
継
続
雇
用
が

決
ま
る
と
い
う
。

「
移
住
は
、
人
生
に
と
っ
て
一
大
事
で
す
。
そ
の
こ

と
に
か
か
わ
る
責
任
の
大
き
さ
を
常
に
感
じ
る
仕
事
で

す
が
、
体
力
が
続
く
か
ぎ
り
た
ず
さ
わ
っ
て
い
き
た

い
」
と
神
林
さ
ん
。
誠
実
に
仕
事
に
向
き
合
い
、
そ
の

な
か
で
出
会
う
人
や
多
様
な
出
来
事
が
、
神
林
さ
ん
の

人
生
を
一
段
と
豊
か
に
し
て
い
る
。

福井県専属移住相談員の神林孝一さん。
「ふるさと回帰支援センター」には、各都道
府県専用のブースがあるほか、移住に関
するパンフレットなどが常設されている
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今
回
は
役
員
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。
会
社
で
あ

れ
ば
必
ず
役
員
は
い
ま
す
し
、
だ
れ
し
も
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
用
語
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
存
在
で
い
か
な
る
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
の

か
意
外
と
整
理
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
高
齢
者
雇
用
の
観

点
か
ら
は
、
大
手
企
業
の
経
営
幹
部
や
高
度
な
技
能
を

持
っ
た
高
齢
者
が
、
中
小
規
模
の
企
業
の
役
員
ま
た
は

相
当
す
る
地
位
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
み

ら
れ
ま
す
。
今
回
は
、
役
員
の
定
義
や
種
類
、
知
っ
て

お
く
と
よ
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
き
ま
す
。

役
員
の
種
類
は
法
律
に
よ
っ
て
異
な
る

役
員
と
は
何
か
を
辞
書
で
み
る
と
、
お
お
よ
そ
「
経

営
の
監
督
」、「
業
務
執
行
」、「
会
計
監
査
」
な
ど
を
受

け
持
つ
幹
部
職
員
と
い
っ
た
記
載
が
み
ら
れ
ま
す
。
役

員
の
種
類
と
し
て
最
も
一
般
的
な
の
は
取
締
役
で
す

が
、
役
員
の
範
囲
は
法
律
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

会
社
の
組
織
・
設
立
・
運
営
管
理
な
ど
を
定
め
た
会

社
法
に
よ
る
と
、
役
員
の
種
類
は
取
締
役
の
ほ
か
、
会

計
参
与
・
監
査
役
が
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
会
社
の
会

計
な
ど
の
計
算
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
会
社

計
算
規
則
に
よ
る
と
、
執
行
役
が
加
わ
り
ま
す
。
さ
ら

に
は
、
会
社
法
の
細
か
い
取
り
決
め
を
す
る
会
社
法
施

行
規
則
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
に
理
事
・
監
事
・
そ
の
ほ

か
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
が
加
わ
り
ま
す
。
誌
面
の
都
合

上
、
株
式
会
社
の
代
表
的
な
役
員
に
絞
っ
て
各
々
の
役

割
や
設
置
条
件
を
み
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

・ 

取
締
役
…
経
営
や
業
務
執
行
に
関
す
る
意
思
決
定

と
、
そ
れ
ら
が
適
切
に
実
行
さ
れ
る
か
を
監
督
す
る

役
割
が
基
本
で
す
が
、
実
務
上
は
業
務
執
行
の
役
割

を
に
な
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
株
式
会
社
は
必
ず
１

人
以
上
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も

会
社
を
代
表
す
る
権
限
と
責
任
を
持
つ
者
を
代
表
取

締
役
と
い
い
ま
す
。

・ 

執
行
役
…
取
締
役
と
役
割
を
分
離
し
て
、
業
務
執
行

に
特
化
し
た
役
割
を
に
な
い
ま
す
が
、
指
名
委
員
会

等
設
置
会
社
と
い
う
特
別
な
形
態
を
と
る
会
社
に
の

み
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
取
締

役
は
業
務
執
行
を
行
わ
ず
意
思
決
定
と
監
督
に
専
任

し
ま
す
。
取
締
役
と
執
行
役
の
兼
任
も
可
能
で
す
。

・ 

監
査
役
…
取
締
役
の
業
務
執
行
や
会
社
の
会
計
が
適

切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
、
不
正
が
あ
っ
た

場
合
は
指
摘
し
た
り
止
め
た
り
す
る
役
割
で
、
原
則

設
置
は
任
意
で
す
。
た
だ
し
、
会
社
の
資
本
金
５
億

円
以
上
、
ま
た
は
負
債
総
額
２
０
０
億
円
以
上
の
大

会
社
で
は
設
置
が
必
須
で
す
。

・ 

会
計
参
与
…
取
締
役
と
共
同
し
て
、
会
社
の
会
計
に

関
す
る
計
算
書
類
な
ど
を
作
成
す
る
役
割
で
、
公
認

会
計
士
や
税
理
士
の
資
格
を
持
つ
者
が
就
任
で
き
ま

す
。
監
査
役
を
置
か
な
い
会
社
が
会
計
の
正
確
性
の

確
保
を
目
的
に
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「役員」第16回
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執
行
役
と
似
て
非
な
る
も
の
で
執
行
役
員
を
設
置
し

て
い
る
会
社
が
あ
り
ま
す
が
、
両
者
は
異
な
る
存
在
で

す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
執
行
役
は
法
律
上
定
め
ら

れ
た
役
員
で
す
が
、
執
行
役
員
に
は
定
め
が
あ
り
ま
せ

ん
。
よ
っ
て
、
執
行
役
員
は
設
置
も
役
割
も
会
社
が
自

由
に
設
定
で
き
ま
す
。
当
初
は
取
締
役
の
意
思
決
定
・

監
督
と
業
務
執
行
の
役
割
を
分
離
し
た
ア
メ
リ
カ
企
業

の
役
員
制
度
を
参
考
に
導
入
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
ま
す

が
、
現
状
で
は
従
業
員
の
最
高
役
職
や
、
取
締
役
候
補

と
し
て
い
る
会
社
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

役
員
に
つ
い
て
知
っ
て
お
き
た
い
テ
ー
マ

こ
こ
ま
で
、
複
雑
な
話
を
し
て
き
ま
し
た
。
以
降
は

も
っ
と
身
近
な
話
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
ま
す
。

①
社
外
取
締
役

大
学
教
授
や
弁
護
士
、
著
名
人
な
ど
で
「
○
○
株
式

会
社　
社
外
取
締
役
」
と
い
う
肩
書
を
み
た
こ
と
が
あ

る
か
と
思
い
ま
す
。
親
子
会
社
の
役
員
や
従
業
員
で
な

い
、
近
い
親
族
で
な
い
な
ど
の
要
件
を
満
た
す
、
会
社

と
の
利
害
関
係
が
な
い
社
外
か
ら
迎
え
た
取
締
役
を
さ

し
ま
す
。
代
表
取
締
役
が
不
正
を
し
た
り
、
適
切
で
な

い
会
社
方
針
を
執
行
し
よ
う
と
し
た
り
し
て
も
、
力
関

係
の
な
か
で
ほ
か
の
取
締
役
が
指
摘
し
に
く
い
こ
と
が

実
態
と
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
是
正
す

る
た
め
、
客
観
的
な
観
点
で
経
営
を
監
視
し
、
意
見
を

い
う
た
め
の
存
在
が
社
外
取
締
役
で
す
。
例
え
ば
株
式

の
上
場
会
社
な
ど
、
経
営
の
透
明
化
が
よ
り
求
め
ら
れ

る
会
社
は
設
置
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
社
外
取
締

役
を
選
ぶ
の
も
当
該
企
業
で
あ
る
た
め
、
有
効
性
に
疑

問
が
持
た
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
２
０
１

６
（
平
成
28
）
年
の
大
手
流
通
チ
ェ
ー
ン
の
〝
カ
リ
ス

マ
〞
会
長
の
退
任
に
は
社
外
取
締
役
の
役
割
が
大
き

か
っ
た
と
い
わ
れ
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
。

②
役
員
の
〝
役
職
名
〞

役
員
の
名
称
と
し
て
社
長
や
専
務
と
い
っ
た
も
の
を

み
た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を

役
職
名
と
呼
ん
だ
り
し
ま
す
が
、
実
は
法
律
上
の
定
義

は
あ
り
ま
せ
ん
。
役
員
の
経
営
ト
ッ
プ
へ
の
近
さ（
格
）

を
示
す
も
の
と
し
て
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
名
称
の
使
用
有
無
は
会
社
の
自
由
で

す
し
、
専
務
取
締
役
・
専
務
執
行
役
員
の
よ
う
に
取
締

役
・
執
行
役
員
の
ど
ち
ら
と
セ
ッ
ト
で
表
記
す
る
の
か

も
会
社
に
よ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
社
長
を
会
社
の
ト
ッ

プ
と
し
た
場
合
、
社
長
へ
の
近
さ
は
副
社
長
・
専
務
・

常
務
・
役
職
な
し
が
一
般
的
な
順
番
と
な
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
経
営
責
任
者
）
や
Ｃ
Ｏ

Ｏ
（
最
高
執
行
責
任
者
）
と
い
っ
た
役
職
名
を
み
た
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
ち
ら
も
法
律

上
の
定
義
は
な
い
の
で
す
が
、
役
員
と
し
て
の
業
務
執

行
上
の
役
割
を
示
す
使
わ
れ
方
を
し
ま
す
。
そ
の
た
め

執
行
役
員
と
セ
ッ
ト
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で

す
。
例
え
ば
、
経
営
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
役
割
を

に
な
う
の
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
す
が
、
こ
の
ほ
か
に
Ｃ
Ｏ
Ｏ
や

Ｃ
Ｆ
Ｏ
（
最
高
財
務
責
任
者
）、
Ｃ
Ｔ
Ｏ
（
最
高
技
術

責
任
者
）
あ
た
り
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。

③
役
員
報
酬

毎
年
６
月
か
ら
７
月
に
か
け
て
役
員
報
酬
が
話
題
に

な
り
ま
す
。
上
場
会
社
で
か
つ
役
員
報
酬
１
億
円
以
上

の
役
員
に
つ
い
て
は
、
有
価
証
券
報
告
書
で
役
員
の
氏

名
や
具
体
的
な
報
酬
額
の
個
別
開
示
が
義
務
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
本
稿
執
筆
時
の
２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
７

月
14
日
時
点
で
は
個
別
開
示
２
５
３
社
、
５
４
４
人
と

い
う
状
況
で
す
。
最
高
額
は
18
億
８
２
０
０
万
円
で
す

が
、
上
位
10
人
の
う
ち
日
本
人
は
３
人
と
外
国
人
役
員

が
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
（
東
京
商
工
リ
サ
ー
チ
調

べ
）。
高
額
報
酬
者
の
う
ち
外
国
人
役
員
が
多
く
を
占

め
る
と
い
う
の
は
例
年
の
傾
向
で
、
高
い
報
酬
額
で
な

け
れ
ば
優
秀
な
役
員
を
グ
ロ
ー
バ
ル
か
ら
採
用
で
き
な

い
、
日
本
の
役
員
の
多
く
は
社
員
と
の
給
与
の
連
続
性

で
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
他
国
と
比
べ
て
低
め
の

水
準
に
な
る
な
ど
の
理
由
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
な

お
、
こ
こ
で
の
役
員
報
酬
に
は
給
与
・
賞
与
・
退
職
慰

労
金
と
い
っ
た
現
金
報
酬
の
ほ
か
に
ス
ト
ッ
ク
オ
プ

シ
ョ
ン
な
ど
の
株
式
報
酬
も
含
ま
れ
ま
す
。

☆　
　
☆

今
回
は
「
役
員
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。
次
回

は「
時
間
外
労
働
」に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。
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中
年
期
か
ら
ニ
ー
ズ
が
上
昇
傾
向

調
査
は
40
〜
70
代
を
対
象
に
、
定
年

後
の
生
活
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
識

や
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
か
実
態
を

把
握
し
よ
う
と
、２
０
２
０
（
令
和
２
）

年
6
月
、２
０
２
１
年
3
月
の
計
２
回
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
実
施
し
た
。
仕

事
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
っ
た
広
義
な

意
味
で
の
「
社
会
参
加
」
に
対
す
る
意

識
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、「
い

つ
ま
で
も
何
ら
か
の
社
会
参
加
は
し
た

い
」と
回
答
し
た
人
は
24・５
％
で
、「
特

に
な
い
」
を
除
く
と
最
多
だ
っ
た
（
図

表
１
）。
ま
た
、
2
番
目
に
回
答
が
多

か
っ
た
「
社
会
参
加
で
い
つ
ま
で
も
生

き
が
い
を
も
ち
た
い
」
も
含
め
る
と
、

50
代
以
降
は
各
世
代
で
前
向
き
な
回
答

が
40
％
を
上
回
り
、
中
年
期
か
ら
高
齢

期
に
か
け
て
社
会
参
加
や
生
き
が
い
へ

の
ニ
ー
ズ
が
上
昇
し
て
い
く
傾
向
も
読

み
取
れ
た
。

一
方
で
、
3
番
目
に
多
か
っ
た
「
社

会
参
加
は
や
は
り
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
が

最
大
の
目
的
」
と
回
答
し
た
人
は
、
50

代
、
60
代
、
70
代
と
徐
々
に
低
下
。
社

会
参
加
へ
の
動
機
が
経
済
的
な
理
由
で

は
な
く
、
精
神
的
な
充
足
感
を
重
視
し

て
い
る
傾
向
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

同
研
究
所
は
「
50
代
以
上
の
世
代
は
お

金
が
一
番
と
い
う
よ
り
も
生
き
が
い

や
、
い
つ
ま
で
も
社
会
参
加
す
る
こ
と

50
代
か
ら
は
「
社
会
参
加
」
で
生
き
が
い

若
者
世
代
を
応
援
す
る
存
在
に

人
生
１
０
０
年
時
代
未
来
ビ
ジ
ョ
ン
研
究
所
レ
ポ
ー
ト
よ
り

を
求
め
て
い
る
。
稼
げ
れ
ば
そ
れ
に
越

し
た
こ
と
は
な
い
が
、
年
金
も
あ
る
た

め
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
。

転
職
、
地
域
貢
献
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
、

人
生
経
験
を
活
か
す

ま
た
調
査
結
果
か
ら
は
、
大
人
世
代

（
中
高
年
齢
層
）
が
若
年
層
と
の
交
流

や
協
力
に
つ
い
て
肯
定
的
に
と
ら
え
て

い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
理
想

的
な
大
人
・
時
代
に
関
す
る
質
問
で

「
若
者
世
代
を
応
援
す
る
こ
と
で
、
若

者
世
代
か
ら
も
新
し
く
社
会
的
に
も
意

義
の
あ
る
文
化
や
潮
流
が
生
ま
れ
る
時

代
が
望
ま
し
い
」
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
回

答
し
た
人
は
計
73
・
３
％
を
占
め
、
な

少子高齢化が進む日本では今後、定年後も再雇用や
転職で働き続けたり、非営利団体での活動に汗を流し
たりするシニアが一層増えていくとみられます。そこ
で本稿では、ミドル・シニア世代に関する調査研究に
取り組む「人生100年時代未来ビジョン研究所」が実施
した定年後の意識調査を紹介するとともに、シニアが
考える生きがいや将来世代への思いについて、同研究
所所長で本誌編集アドバイザーでもある阪本節郎氏に
解説していただきました（編集部）。
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か
で
も
70
代
が
79
・
４
％
と
突
出
し
て

高
か
っ
た
（
図
表
２
）。

同
研
究
所
は
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
、

定
年
後
は
ど
の
よ
う
な
就
業
環
境
で

あ
っ
て
も
「
で
き
る
だ
け
若
い
世
代
と

交
流
・
協
力
し
、
何
ら
か
の
サ
ポ
ー
ト

を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
結
論
づ

け
た
う
え
で
、
ク
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン
（
世
代
間
交
流
）
を
意
識
し
た

生
き
方
を
提
言
。
50
代
以
降
は
人
生
経

験
を
活
か
し
て
社
会
参
加
・
社
会
貢
献

す
る「
ソ
ー
シ
ャ
ル
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
」

と
い
う
存
在
に
な
る
こ
と
で
、
社
会
に

新
た
な
活
力
を
生
み
出
す
原
動
力
に
な

る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
若
い
気
持
ち
」
の
50
プ
ラ
ス
世
代

若
者
た
ち
の
支
え
役
に

同
研
究
所
の
阪
本
所
長
は
、
調
査
結

果
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

「
人
生
１
０
０
年
時
代
と
い
わ
れ
、

50
代
、
60
代
以
降
の
こ
と
を
み
ん
な
が

考
え
始
め
ま
し
た
。
体
も
意
外
に
元
気

で
『
若
い
気
持
ち
』
も
あ
り
ま
す
。
自

分
の
仕
事
の
経
験
や
人
生
経
験
を
活
か

し
た
い
し
、
い
ま
ま
で
と
違
う
形
で
社

会
に
か
か
わ
り
た
い
と
も
思
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
『
い
ま
の
若
者
を
応
援
し

た
い
気
持
ち
』
も
あ
り
、
そ
れ
は
将
棋

の
藤
井
聡
太
棋
士
や
女
子
ゴ
ル
フ
の
渋し

ぶ

野の

日ひ

向な

子こ

プ
ロ
へ
の
熱
い
応
援
に
あ
ら

わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
気
持
ち
と
人
生
経
験
を
活

か
し
て
、例
え
ば
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
経
理
担
当
、

会
社
に
残
る
の
で
あ
れ
ば
よ
り
若
い
世

代
の
メ
ン
タ
ー
、
若
者
の
起
業
支
援
、

学
童
保
育
、
若
い
母
親
の
育
児
支
援
が

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
定
年
を
延

長
す
る
な
ら
ば
、
仕
事
と
地
域
貢
献
と

複
数
の
役
割
を
に
な
う
こ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

生
産
年
齢
人
口
が
減
少
し
て
い
く
な

か
、
若
い
世
代
が
よ
り
働
き
や
す
く
、

生
産
性
の
上
が
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

い
え
ま
す
。
全
人
口
の
半
数
を
超
え
て

い
く
50
代
以
上
が
若
者
の
支
え
役
と
し

て
機
能
す
れ
ば
、
次
の
豊
か
な
日
本
の

社
会
を
創
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」

※ 

レ
ポ
ー
ト
の
詳
細
は「
人
生
１
０
０
年
時
代

未
来
ビ
ジ
ョ
ン
研
究
所
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://m
iraivision.net/report

）

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

図表1　Q 社会参加について最もあてはまるものを選んでください。

いつまでも
何らかの
社会参加は
したい

社会参加で
いつまでも
生きがいを
もちたい

社会参加は
やはりお金を
稼ぐことが
最大の目的だ

社会参加は
地域のため
になること
をしたい

社会参加は
いままでの自分の
蓄積をできるだけ
活かす場としたい

社会参加で
いままで経験
しなかった
ことをしたい

社会参加は
より若い世代
のためになる
ことをしたい

その他 特にない

全体 1270 24.5％ 16.7％ 9.4％ 6.9％ 5.5％ 5.0％ 2.9％ 0.5％ 28.6％
40～49歳 314 21.7％ 13.4％ 16.9％ 7.0％ 4.5％ 5.7％ 1.6％ 0.3％ 29.0％
50～59歳 319 21.6％ 19.4％ 11.3％ 6.9％ 3.4％ 5.0％ 4.7％ 0.9％ 26.6％
60～69歳 316 28.8％ 14.6％ 7.3％ 6.0％ 6.6％ 5.7％ 2.5％ 0.3％ 28.2％
70～79歳 321 25.9％ 19.3％ 2.2％ 7.8％ 7.5％ 3.7％ 2.8％ 0.3％ 30.5％

出典：人生 100年時代未来ビジョン研究所

図表2　Q  「大人世代が若者世代を応援することで、若者世代からも新しく社会的にも意義のある文化や潮流が
生まれる時代が望ましい」という大人像・時代像について、あなたが「なりたい」「こうありたい」
大人像・時代像を思い浮かべて、それぞれあてはまるかどうか答えてください。

出典：人生 100年時代未来ビジョン研究所

全体：1864

男性： 932

女性： 932

40代： 466

50代： 466

60代： 466

70代： 466

 あてはまる 　  ややあてはまる 　  あまりあてはまらない 　  あてはまらない

13.3％ 60.0％ 22.2％ 4.6％

11.3％ 57.6％ 25.2％ 5.9％

15.2％ 62.3％ 19.2％ 3.2％

9.2％ 57.9％ 26.0％ 6.9％

11.6％ 60.1％ 23.4％ 4.9％

14.8％ 59.9％ 21.7％ 3.6％

17.4％ 62.0％ 17.8％ 2.8％



１０月は「高年齢者就業支援月間」
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高齢者雇用に取り組む、事業主や人事担当者のみなさまへ

令和3年度　 生涯現役社会の  　実現に向けたシンポジウム

※新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、開催日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。

▲昨年度の様子

　令和3年4月に施行の改正高年齢者雇用安定法により
「70歳までの就業機会の確保」が努力義務となりました。
　このため、本年度のシンポジウムは「高年齢者雇用安
定法改正」をテーマに、全国5都市（岩手・東京（第二部）・
岐阜・大阪・宮崎）の会場で開催します。今号では、3会
場のご案内をします（他会場のスケジュールは、次号で
お知らせします）。
　本シンポジウムでは、高年齢者雇用安定法改正の概要、
学識経験者の講演、高年齢者を活用するため先進的な制度
を設けている企業の事例発表・パネルディスカッション
などにより、今後の高年齢者の活躍促進について、みな
さまとともに考えていきます。
　なお参加費は全会場、無料となっています（事前申込み
が必要です）。
　みなさまのご参加を、心からお待ちしています。

【第一部】11：00～11：40
高年齢者活躍企業フォーラム（高年齢者活躍企業コンテスト表彰式）
【第二部】13：00～16：00
生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム
高年齢者雇用安定法改正について（厚生労働省）
講　　演 「高年齢者雇用が企業を強くする」
 法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授　藤村 博之 氏
事例発表 ３社
トークセッション 
 「高年齢者の意欲・能力を活かした職場環境の実現に向けて」

《プログラム》

日　時  令和3年10月6日（水）　11：00～16：00
（シンポジウムは13：00～16：00）

場　所  日本教育会館一ツ橋ホール　千代田区一ツ橋2‒6‒2
参加方法  ①会場参加（100人）（事前申込制・先着順）、②ライブ視聴

特設サイト（https://moushikomi.jeed.go.jp/tokyo/）へアクセスし、
専用フォームからお申込みください。

東
京

申込み方法
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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

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.go.jp/

令和3年度　 生涯現役社会の  　実現に向けたシンポジウム参加無料

※新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、開催日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。

高年齢者雇用安定法改正について（宮崎労働局）
基調講演 「シニア層を活かした企業の発展とこれからの働き方改革
 ～時代を先取りする70歳雇用～」
 東京学芸大学教育学部教授　内田 賢 氏
事例発表 生活協同組合コープみやざき／株式会社セキュリティロード
パネルディスカッション 
 「高齢者の意欲・能力を活かした職場環境の実現に向けて」

《プログラム》

日　時  令和3年10月14日（木）　13：30～16：35
場　所  宮崎市民文化ホール　宮崎市花山手東3‒25‒3
参加方法  ①会場参加（80人）（事前申込制・先着順）、②ライブ視聴

特設サイト（https://moushikomi.jeed.go.jp/miyazaki/）へアクセスし、
専用フォームからお申込みください。申込み方法

宮
崎

高年齢者雇用安定法改正について（岩手労働局）
基調講演 「高齢者の新たな活躍が期待できる職場環境に向けて」
 ～高齢者の「強み」を活かす視点～
 東京学芸大学教育学部教授　内田 賢 氏
事例発表 明治安田生命保険相互会社／株式会社ベルジョイス
パネルディスカッション 
 「高齢者の意欲・能力を活かした職場環境の実現に向けて」

《プログラム》

日　時  令和3年10月28日（木）　13：00～16：00
場　所  いわて県民情報交流センター（アイーナ）
  盛岡市盛岡駅西通1‒7‒1

参加方法  ①会場参加（80人）（事前申込制・先着順）、②ライブ視聴

特設サイト（https://moushikomi.jeed.go.jp/iwate/）へアクセスし、
専用フォームからお申込みください。

岩
手

申込み方法
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少
子
・
高
齢
化
社
会
の
急
速
な
進
行
に
よ
り
、
労
働

力
人
口
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
な
か
で
、
高
年
齢
者
が

社
会
の
支
え
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
り
、
意
欲
と
能
力
が
あ
れ
ば
65
歳
ま
で
に
限
ら
ず
、

65
歳
を
超
え
て
も
働
け
る
社
会
の
実
現
に
向
け
た
取
組

み
を
開
始
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
助
成
金
は
、
65
歳
以
上
へ
の
定
年
引
上
げ
等
を

行
う
事
業
主
、
高
年
齢
者
の
雇
用
管
理
制
度
の
整
備
を

行
う
事
業
主
、
高
年
齢
の
有
期
契
約
労
働
者
を
無
期
雇

用
に
転
換
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、
国
の
予
算
の
範
囲

内
で
助
成
す
る
も
の
で
あ
り
、「
生
涯
現
役
社
会
」
の

構
築
に
向
け
て
、
高
年
齢
者
の
就
労
機
会
の
確
保
お
よ

び
雇
用
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

本
助
成
金
は
次
の
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
コ
ー
ス
に
分
け
ら
れ
ま

す
。

65
歳
超
継
続
雇
用
促
進
コ
ー
ス

Ⅰ本
助
成
金
は
、
支
給
要
件
を
満
た
す
事
業
主
が
、
次

の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
を
就
業
規
則
ま
た
は
労
働
協
約

に
規
定
し
、
実
施
し
た
場
合
に
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

①
65
歳
以
上
へ
の
定
年
の
引
上
げ

②
定
年
の
定
め
の
廃
止

③ 

希
望
者
全
員
を
対
象
と
す
る
66
歳
以
上
の
継
続
雇

用
制
度
の
導
入

④
他
社
に
よ
る
継
続
雇
用
制
度
の
導
入

◆
支
給
額

図
表
１
の
額
を
支
給
し
ま
す
。

高
年
齢
者
評
価
制
度
等
雇
用
管
理
改
善
コ
ー
ス

Ⅱ
　
本
助
成
金
は
、
支
給
要
件
を
満
た
す
事
業
主
が
、
高

年
齢
者
の
雇
用
の
推
進
を
図
る
た
め
に
雇
用
管
理
制
度

（
賃
金
制
度
、
健
康
管
理
制
度
等
）
の
整
備
に
係
る
措

置
を
実
施
し
た
場
合
に
、
措
置
に
要
し
た
費
用
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
（
図
表
２
）。

◆
支
給
額

支
給
対
象
経
費（
上
限
50
万
円
）に
60
％（
中
小
企
業

以
外
は
45
％
）を
乗
じ
た
額
を
支
給
し
ま
す
。
な
お
、生

産
性
要
件
を
満
た
す
事
業
主
の
場
合
は
支
給
対
象
経
費

の
75
％（
中
小
企
業
以
外
は
60
％
）を
乗
じ
た
額
と
な
り

65
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
の
ご
案
内

〜
概
要
と
申
請
の
流
れ
〜

図表１　65歳超継続雇用促進コースの支給額

実施した制度 定年引上げまたは定年の廃止 継続雇用制度の導入

65歳
66～69歳 定年の引上げ

（70歳～）
又は定年の
定めの廃止

66～69歳
70歳以上

5歳未満 ５歳以上 4歳未満 ４歳

10人未満 25万円 30万円 85万円 120万円 15万円 40万円 80万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 160万円 20万円 60万円 100万円

引き上げた
年数

対象
被保険者数

※ 実施した制度、引き上げた年数、対象被保険者（対象となる 60歳以上の雇用保険被保険者）数に応じて定額
が助成されます

定年の引上げ、希望者全員を対象とする継続雇用の導入、定年の定めの廃止

※ 申請事業主が他社の就業規則等の改正に要した
経費の２分の１の額と表中の支給上限額のいず
れか低い方の額が助成されます。対象経費につ
いては申請事業主が全額負担していることが要
件となります

措置内容

他社による
継続雇用制度の年齢・引上げ幅
66～69歳

70歳以上
4歳未満 ４歳

支給額（上限） ５万円 10万円 15万円

他社による継続雇用制度の導入（上限額）
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ま
す
。
初
回
の
支
給
対
象
経
費
に
つ
い
て
は
、
当
該
措

置
の
実
施
に
50
万
円
の
費
用
を
要
し
た
も
の
と
み
な
し

ま
す
（
２
回
目
以
降
は
50
万
円
を
上
限
と
す
る
実
費
）。

高
年
齢
者
無
期
雇
用
転
換
コ
ー
ス

Ⅲ本
助
成
金
は
、
支
給
要
件
を
満
た
す
事
業
主
が
、
50

歳
以
上
で
定
年
年
齢
未
満
の
有
期
契
約
労
働
者
を
転
換

制
度
に
基
づ
き
、
無
期
雇
用
労
働
者
に
転
換
さ
せ
た
場

合
に
、
対
象
者
数
に
応
じ
て
一
定
額
を
助
成
し
ま
す
。

◆
支
給
額

対
象
労
働
者
１
人
に
つ
き
48
万
円
（
中
小
企
業
以
外

は
38
万
円
）
を
支
給
し
ま
す
。
な
お
、
生
産
性
要
件
を

満
た
す
事
業
主
の
場
合
は
対
象
労
働
者
１
人
に
つ
き
60

万
円
（
中
小
企
業
以
外
は
48
万
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

申
請
の
流
れ

支
給
申
請
の
流
れ
は
図
表
3
の
通
り
で
す
。
Ⅱ
お
よ

び
Ⅲ
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、計
画
申
請
書
を
提
出
し
、

認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

助
成
金
の
詳
細
に
つ
い
て

　
65
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
の
支
給
要
件
等
の
詳
細

は
、当
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い（
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
さ
れ
る
場
合
は
「
当
機
構
ト
ッ
プ

ペ
ー
ジ
（ 

Ｊ
Ｅ
Ｅ
Ｄ

検
索

）」
↓
「
高
齢
者
雇
用
の

支
援
」
↓
「
助
成
金
」
と
お
進
み
く
だ
さ
い
）。

　
各
助
成
金
の
申
請
様
式
や
支
給
申
請
の
手
引
き
は
、

当
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。
ま
た
、
65
歳
超
雇
用
推
進
助
成
金
の
制
度
説
明
動

画
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
あ
わ
せ
て
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

　
各
助
成
金
に
関
す
る
お
問
合
せ
や
申
請
は
、
都
道
府

県
支
部
高
齢
・
障
害
者
業
務
課
（
東
京
・
大
阪
は
高
齢
・

障
害
者
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課
、
連
絡
先
は
65
頁
参
照
）
ま

で
お
願
い
し
ま
す
。

高齢助成金  機構 検索

65歳超雇用推進助成金のご案内  ～概要と申請の流れ～

https://www.jeed.go.jp/

制度説明動画はコチラ

https://youtu.be/
yWjgfKRu-3Y

図表２　雇用管理制度の整備に係る措置と
支給対象経費

措置の種類 支給対象経費

賃金・人事処遇制度の
導入・改善

●  高年齢者の雇用管理制度
の導入等（労働協約また
は就業規則の作成・変
更）に必要な専門家等に
対する委託費、コンサル
タントとの相談に要した
経費
● 上記の経費の他、左欄の
措置の実施にともない必
要となる機器、システム
及びソフトウエア等の導
入に要した経費（計画実
施期間内の６カ月分を上
限とする賃借料またはリ
ース料を含む）

労働時間制度の導入・改善

在宅勤務制度の導入・改善

研修制度の導入・改善

専門職制度の導入・改善

健康管理制度の導入

その他の雇用管理制度の
導入・改善

図表３　65歳超雇用推進助成金の支給申請の流れ

事業主 機 構

都道府県支部 機構本部

受理
点検 審査

金融機関

①事前相談
②申請書提出

③補正依頼
⑥照会

④申請書
　送付

⑤照会

⑧振込

⑦支給／不支給決定通知
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※このコーナーで紹介する書籍の価格は、「税込価格」（消費税を含んだ価格）を表示します

太田差
さ

惠
え

子
こ

 著／
日本経済新聞出版

（日経ビジネス人文庫）／
935円

親
の
介
護
で
自
滅
し
な
い
選
択

「
団だ
ん

塊か
い

の
世
代
」
が
75
歳
に
達
す
る
２
０
２
５
年
以

降
、介
護
職
員
の
不
足
が
よ
り
深
刻
に
な
る
と
同
時
に
、

働
き
な
が
ら
親
を
介
護
す
る
人
が
さ
ら
に
増
え
て
い
く

と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
、
介
護
に
直
面
し
て
い
る
人
や
近
い
将
来
も

し
か
し
た
ら
、
と
考
え
て
い
る
人
は
も
ち
ろ
ん
、
親
を

介
護
す
る
社
員
の
離
職
を
防
ぐ
手
立
て
と
し
て
実
用
的

な
情
報
や
考
え
方
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
い
う
人
事
労

務
担
当
者
に
も
参
考
に
な
る
一
冊
で
あ
る
。

著
者
は
、
介
護
の
現
場
を
20
年
以
上
に
わ
た
っ
て
取

材
し
、
親
の
介
護
の
た
め
に
仕
事
を
辞
め
た
こ
と
を
後

悔
し
て
い
る
人
や
親
の
介
護
を
き
っ
か
け
に
兄
弟
姉
妹

の
仲
が
決
裂
し
た
人
や
、
離
婚
し
た
人
に
出
会
っ
て
き

た
。
そ
う
し
た
取
材
経
験
な
ど
か
ら
、
自
分
自
身
の
人

生
を
大
切
に
し
な
が
ら
、「
無
理
を
し
す
ぎ
ず
」、
と
き

に
は
「
割
り
切
っ
て
」、「
発
想
を
変
え
て
」
親
を
介
護

す
る
方
法
を
提
案
し
て
い
る
。

介
護
保
険
の
申
請
の
流
れ
や
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

内
容
、
最
初
の
相
談
窓
口
と
な
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
の
こ
と
、
高
齢
者
施
設
選
び
の
ポ
イ
ン
ト
、
介
護

に
か
か
る
費
用
と
い
っ
た
情
報
と
と
も
に
、
仕
事
と
介

護
を
両
立
す
る
た
め
の
体
制
づ
く
り
、
介
護
休
業
制
度

の
使
い
方
、
ま
た
、
遠
距
離
介
護
で
親
を
支
え
る
方
法

な
ど
も
わ
か
り
や
す
く
説
い
て
い
る
。

介護離職防止に役立つ情報や考え方も示す

★　本誌2017年12月号「特集　テレワークが創る多様な働き方」。当機構ホームページでご覧になれます。

独立行政法人
労働政策研究・研修機構

編集・発行／
1100 円

テ
レ
ワ
ー
ク

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
政
労
使
の
取
組

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
と
も

な
い
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
緊
急
避
難
的
に
広
が
っ
た
。
テ

レ
ワ
ー
ク
自
体
は
目
新
し
い
働
き
方
で
は
な
く
、
政
府

も
「
テ
レ
ワ
ー
ク
・
デ
イ
ズ
」
な
ど
の
機
会
を
設
け
て

普
及
に
取
り
組
み
、
本
誌
で
も
２
０
１
７（
平
成
29
）年

12
月
号
の
特
集
で
テ
レ
ワ
ー
ク
を
取
り
上
げ
て
い
る
★
。

し
か
し
、
広
が
る
度
合
い
が
あ
ま
り
に
も
急
だ
っ
た
の

で
、企
業
の
現
場
で
戸
惑
い
が
あ
る
の
も
事
実
だ
ろ
う
。

本
書
は
こ
う
し
た
現
状
を
ふ
ま
え
て
企
画
さ
れ
た
も

の
。「
テ
レ
ワ
ー
ク
の
労
働
法
政
策
」
と
「
テ
レ
ワ
ー

ク
の
現
状
と
今
後
」
と
い
う
二
つ
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
濱は
ま

口ぐ
ち

桂
一
郎
氏
の
講
演
を
収

録
し
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
め
ぐ
る
法
制
度
や
政
策
の
歴
史

的
な
展
開
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
今
年
3
月
に
公
表
さ

れ
た
新
た
な
テ
レ
ワ
ー
ク
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ

る
ま
で
の
経
過
と
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
後
者
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
企

業
や
個
人
に
及
ぼ
す
影
響
を
把
握
す
る
た
め
に
実
施
し

た
各
種
調
査
結
果
を
も
と
に
テ
レ
ワ
ー
ク
の
活
用
状
況

が
概
観
さ
れ
て
お
り
、
急
拡
大
の
反
動
「
揺
り
戻
し
」

が
起
き
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
な
か
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が

「
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
」
と
な
り
得
る
か
ど
う
か
に
も
言

及
し
て
い
る
。
手
に
取
り
や
す
い
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
形
式

だ
が
、
内
容
は
単
行
本
に
引
け
を
取
ら
ず
本
格
的
だ
。

最新の研究成果を活用し、現状と課題を提示

エルダー  2017 年 12月号 検 索



2021.9

ニュース  ファイル
E W S I L E

エルダー59

行
政
・
関
係
団
体 

「
過
労
死
等
の
労
災
補
償
状
況
」
を
公
表

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省
は
、
過
重
な
仕
事
が
原
因
で
発
症
し
た
脳・

心
臓
疾
患
、
仕
事
に
よ
る
強
い
ス
ト
レ
ス
な
ど
が
原
因
で

発
病
し
た
精
神
障
害
の
労
災
補
償
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め

た
、
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
度
「
過
労
死
等
の
労
災
補

償
状
況
」
を
公
表
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
脳
・
心
臓
疾
患
の
労
災
請
求
件
数
は

７
８
４
件
で
、
前
年
度
（
９
３
６
件
）
と
比
べ
１
５
２
件

減
少
し
た
。ま
た
、業
務
上
認
定
さ
れ
た
の
は
１
９
４
件（
当

該
年
度
内
に
業
務
上
認
定
さ
れ
た
件
数
で
、
当
該
年
度
以

前
に
請
求
が
あ
っ
た
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
で
、
前

年
度
（
２
１
６
件
）
と
比
べ
22
件
減
少
し
て
い
る
。
請
求

件
数
は
６
年
ぶ
り
の
減
少
、
業
務
上
認
定
件
数
は
４
年
連

続
の
減
少
と
な
っ
た
。
年
齢
別
に
み
る
と
、
請
求
件
数
は

「
50
〜
59
歳
」
２
６
４
件
、「
60
歳
以
上
」
２
６
１
件
、「
40

〜
49
歳
」
２
０
４
件
の
順
で
多
く
、
支
給
決
定
件
数
は

「
50
〜
59
歳
」
65
件
、「
40
〜
49
歳
」
64
件
、「
60
歳
以
上
」

44
件
の
順
に
多
い
。

次
に
、
精
神
障
害
に
つ
い
て
み
る
と
、
労
災
請
求
件
数

は
２
０
５
１
件
で
、
前
年
度
（
２
０
６
０
件
）
と
比
べ
９

件
減
少
し
た
。
ま
た
、
業
務
上
認
定
さ
れ
た
の
は
６
０
８

件
で
、前
年
度
（
５
０
９
件
）
と
比
べ
99
件
増
加
し
て
い
る
。

請
求
件
数
は
８
年
ぶ
り
の
減
少
、
業
務
上
認
定
件
数
は
２

年
連
続
の
増
加
と
な
っ
た
。
な
お
、
精
神
障
害
に
か
か
わ

る
労
災
請
求
事
案
の
場
合
、精
神
障
害
の
結
果
、自
殺
（
未

遂
を
含
む
）
に
至
っ
た
事
案
が
あ
る
が
、
２
０
２
０
年
度

は
２
０
５
１
件
中
１
５
５
件
（
う
ち
業
務
上
認
定
81
件
）

と
な
っ
て
い
る
。

「
裁
量
労
働
制
実
態
調
査
」
の
結
果
を
公
表

厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
省
は
、「
裁
量
労
働
制
実
態
調
査
」
の
結
果

を
公
表
し
た
。
こ
の
調
査
は
、
専
門
業
務
型
お
よ
び
企
画

業
務
型
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
量
労
働
制
の
適
用
・
運
用
実
態
や

裁
量
労
働
制
の
適
用
・
非
適
用
に
よ
る
労
働
時
間
の
差
異

等
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
２
０
１
９
（
令
和
元
）

年
10
月
31
日
現
在
の
状
況
等
に
つ
い
て
実
施
し
た
。

事
業
場
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
適
用
労
働
者
が
い
る

適
用
事
業
場
に
お
け
る
１
カ
月
の
労
働
時
間
の
状
況
の
平

均
（
１
人
当
た
り
）
は
１
７
１
時
間
36
分
、
１
日
の
労
働

時
間
の
状
況
の
平
均
は
８
時
間
44
分
、
１
カ
月
の
労
働
日

数
の
平
均
（
１
人
当
た
り
）
は
19
・
64
日
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
非
適
用
事
業
場
に
お
け
る
１
カ
月
の
労
働
時
間
の

平
均
（
１
人
当
た
り
）
は
１
６
９
時
間
21
分
、
１
日
の
労

働
時
間
の
平
均
は
８
時
間
25
分
、
１
カ
月
の
労
働
日
数
の

平
均
（
１
人
当
た
り
）
は
20
・
12
日
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
労
働
者
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
適
用
労
働
者

に
お
け
る
１
週
間
の
平
均
労
働
時
間
数
は
45
時
間
18
分
、

１
日
の
平
均
労
働
時
間
数
は
９
時
間
０
分
、
１
週
間
の
平

均
労
働
日
数
は
5
・
03
日
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
非
適

用
労
働
者
に
お
け
る
１
週
間
の
平
均
労
働
時
間
数
は
43
時

間
２
分
、
１
日
の
平
均
労
働
時
間
数
は
８
時
間
39
分
、
１

週
間
の
平
均
労
働
日
数
は
4
・
97
日
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
適
用
労
働
者
に
お
け
る
健
康
状
態
の
認
識
状
況

は
、「
よ
い
」（
32
・
２
％
）
が
最
も
高
く
、
次
い
で
、「
ふ

つ
う
」（
29
・
４
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
非
適
用
労

働
者
に
お
い
て
は
、「
ふ
つ
う
」（
33・８
％
）
が
最
も
高
く
、

次
い
で
、「
よ
い
」（
30
・
０
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
で
は
、
今
回
の
調
査
結
果
を
基
に
、
裁
量

労
働
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

発
行
物 

「
ラ
イ
フ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る

高
齢
者
の
意
識
調
査
」

生
命
保
険

文
化
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、「
ラ
イ
フ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
高
齢
者
の
意
識
調
査
」
の
結
果

を
ま
と
め
た
。
調
査
は
、高
齢
者
の
考
え
方
、生
活
の
実
態・

意
向
等
を
把
握
し
、
こ
れ
か
ら
の
長
寿
社
会
の
あ
り
方
を

検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
２
０
２
０
（
令
和
２
）

年
10
月
、
60
歳
以
上
の
男
女
約
2
０
０
０
人
に
実
施
し
た
。

調
査
結
果
か
ら
、「
現
在
就
労
し
て
い
る
者
の
退
職
・
引

退
予
定
年
齢
」
に
つ
い
て
み
る
と
、「
70
歳
」
が
24
・
６
％

と
最
も
多
く
、
次
い
で
、「
75
〜
79
歳
」
22
・
１
％
、「
80

歳
代
」
18
・
７
％
、「
65
歳
」
17
・
８
％
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
年
齢
別
に
み
る
と
、
60
〜
64
歳
の
回
答
で
は
、
割

合
の
高
い
順
に
「
65
歳
」
46
・
２
％
、「
70
歳
」
28
・
９
％
、

65
〜
69
歳
で
は
、「
70
歳
」
47
・
８
％
、「
75
〜
79
歳
」

26
・
１
％
、
70
〜
74
歳
で
は
、「
71
〜
74
歳
」
22
・
３
％
、

「
75
〜
79
歳
」
51
・
１
％
、
75
〜
79
歳
で
は
、「
80
歳
代
」

82
・
１
％
と
、
総
じ
て
、
現
在
就
労
し
て
い
る
人
は
、
実

年
齢
よ
り
数
年
〜
５
年
先
を
、
退
職
・
引
退
予
定
年
齢
と

し
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

「
年
収
に
占
め
る
公
的
年
金
収
入
の
割
合
の
平
均
」
は
、

高
年
齢
層
に
な
る
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ

る
一
方
で
、「
年
収
に
占
め
る
就
労
収
入
の
割
合
の
平
均
」

は
、「
60
〜
64
歳
」
で
71・２
％
と
最
も
高
く
、「
65
〜
69
歳
」

で
36
・
２
％
、「
70
〜
74
歳
」
で
24
・
１
％
と
高
年
齢
層
に

な
る
ほ
ど
低
く
な
っ
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

報
告
書
は
左
記
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能

で
、
購
入
す
る
際
の
価
格
は
２
３
０
０
円
（
税
込
）。

https://w
w
w
.jili.or.jp/press/2021/nw

l2.htm
l
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高齢で働く人の体験、企業で人事
を担当しており積極的に高齢者を
採用している方の体験、エルダー
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どでお寄せください。

リーダーズトーク

●
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
、「
介
護
」
が
大
き
な
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
２
０
０
０
（
平
成
12
）
年
に
ス
タ
ー

ト
し
た
介
護
保
険
制
度
を
は
じ
め
、
介
護
支
援
の
取
組
み

は
進
ん
で
い
ま
す
が
、
介
護
に
よ
る
負
担
は
依
然
大
き
く
、

仕
事
と
の
両
立
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
介
護
を
優

先
す
る
た
め
に
退
職
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
介
護
離
職
」

を
選
択
す
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

介
護
が
必
要
な
家
族
が
い
る
の
は
、
知
識
や
経
験
を
持

ち
企
業
で
中
心
的
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
40
〜
60
代
の

世
代
で
す
。
こ
の
働
き
盛
り
世
代
の
介
護
離
職
を
防
止
し
、

業
務
で
そ
の
力
を
存
分
に
発
揮
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
、

「
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
」
の
充
実
は
、
い
ま
や
企
業
に

と
っ
て
欠
か
せ
な
い
取
組
み
と
い
え
ま
す
。

　

本
特
集
で
は
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
の
重
要
性
と

あ
わ
せ
て
、
両
立
支
援
を
進
め
て
い
く
う
え
で
理
解
し
て

い
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
育
児
・
介
護
休
業
法
」、
両
立
支

援
の
具
体
的
な
進
め
方
な
ど
に
つ
い
て
解
説
。
ま
た
、
大

企
業
を
代
表
す
る
企
業
事
例
と
し
て
日
本
ユ
ニ
シ
ス
株
式

会
社
、
中
小
企
業
を
代
表
す
る
企
業
事
例
と
し
て
有
限
会

社
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
–
Ｌ
Ｏ
の
取
組
み
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
企

業
規
模
や
業
態
に
よ
っ
て
従
業
員
の
働
き
方
が
異
な
る
た

め
、
そ
れ
に
応
じ
た
取
組
み
が
企
業
に
は
求
め
ら
れ
ま
す
。

ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

●
10
月
は
「
高
年
齢
者
就
業
支
援
月
間
」
で
す
。
当
機
構

で
は
、
全
国
５
都
市
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
各
都
道
府
県
で

地
域
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。
み
な
さ
ま
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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生
活
習
慣
改
善
に
必
要
な
６
項
目
を

Ｋ
Ｐ
Ｉ
に
設
定
し
、
支
援
策
を
展
開

「
私
た
ち
は
〝
み
ん
な
と
暮
ら
す
マ
チ
〞
を
幸
せ
に

し
ま
す
」
を
、
企
業
理
念
に
掲
げ
る
株
式
会
社
ロ
ー
ソ

ン
。
同
社
は
２
０
１
３
（
平
成
25
）
年
に
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
「
マ
チ
の
健
康
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に

変
更
※１
し
、
健
康
に
着
目
し
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
展

開
す
る
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
全
体
で
健
康
へ
の
取
組
み
を

本
格
化
し
た
。
そ
の
一
貫
と
し
て
、
従
業
員
の
健
康
増

進
の
取
組
み
に
も
注
力
し
て
い
る
。

従
業
員
の
健
康
増
進
に
取
り
組
む
背
景
に
つ
い
て
、

ロ
ー
ソ
ン
グ
ル
ー
プ
健
康
推
進
セ
ン
タ
ー
セ
ン
タ
ー
長

代
行
の
四よ

方も

田だ

美
穂
氏
は
こ
う
語
る
。

「
当
社
の
企
業
理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず
『
従
業
員
が
健
康
で
あ
り
、
さ
ら
に
加
盟
店
の
オ
ー

ナ
ー
・
ク
ル
ー
が
健
康
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
』

と
い
う
考
え
の
も
と
、
グ
ル
ー
プ
の
従
業
員
を
含
め
た

健
康
維
持
向
上
の
取
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
も
と

も
と
、
生
活
習
慣
病
リ
ス
ク
因
子
の
高
い
従
業
員
が
多

い
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
生
活
習
慣
を
改
善
す

る
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
健
康
を
意
識
し
て
取
り

組
む
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
、
取
組
み
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
ま
し
た
」

同
社
の
健
康
推
進
施
策
は
、
２
０
１
８
年
度
ま
で
は

健
康
診
断
結
果
を
元
に
リ
ス
ク
者
を
減
ら
す
こ
と
を
目

標
に
実
施
し
て
き
た
が
、
２
０
１
９
年
度
か
ら
は
、
生

活
習
慣
改
善
の
た
め
に
必
要
な
「
肥
満
」、「
血
圧
」、「
肝

機
能
」、「
脂
質
」、「
血
糖
」、「
喫
煙
」
の
６
項
目
を
Ｋ

Ｐ
Ｉ
※２
と
し
、
各
項
目
で
適
正
な
数
値
の
人
の
比
率
を

引
き
上
げ
る
た
め
の
支
援
策
を
実
施
し
て
い
る
。
取
組

み
の
柱
は
二
つ
。
集
団
全
体
へ
働
き
か
け
を
行
い
、
全

体
の
健
康
リ
ス
ク
を
下
げ
る
「
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア

プ
ロ
ー
チ
」
と
、
リ
ス
ク
の
高
い
対
象
者
に
絞
り
込
ん

で
支
援
す
る「
ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
」だ（
図
表
）。

生
活
習
慣
の
定
着
を
目
的
と
し
た

「
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
」

ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
会
社
が
行

う
「
元
気
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
」
と
、
ロ
ー
ソ
ン
健
康
保
険

組
合
が
実
施
す
る「
ロ
ー
ソ
ン
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
」

の
二
つ
の
施
策
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
日
々
の
健
康
活
動

や
生
活
習
慣
の
定
着
を
目
的
と
し
、
参
加
は
任
意
だ
。

「
元
気
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
」
は
、
健
康
診
断
前
・
上
期
・

下
期
の
特
定
の
期
間（
63
頁
図
表
）、
ア
プ
リ
に
日
々
の

食
事
・
歩
数
・
睡
眠
な
ど
の
活
動
を
記
録
し
て
生
活
リ

ズ
ム
を
整
え
る
活
動
に
チ
ー
ム（
原
則
と
し
て
同
部
署

の
３
〜
15
人
）で
取
り
組
み
、健
康
意
識
を
高
め
よ
う

と
い
う
も
の
。
活
動
内
容
に
応
じ
て
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

と
し
て
Ｐポ

ン

タ

ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
る
。
チ
ー

ム
で
取
り
組
む
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ソ

ン
グ
ル
ー
プ
健
康
推
進
セ
ン
タ
ー
の
岸
亜あ

妃き

子こ

氏
は

健康づくり企業に
目ざせ生涯現

役！ 

　生涯現役時代を迎え、企業には社員が安心して長く働ける制度・環境の整備が求められて
いますが、生涯現役の視点で考えると、「社員の健康をつくる」ことは大切な要素です。
　そこで本企画では、社員の健康づくりに取り組む先進企業の事例をご紹介します。

目
注

第2回 株式会社ローソン（東京都品川区）
全従業員向けとハイリスク対象者向け 二つのアプローチで健康を推進

※1　2019年に「マチのほっとステーション」に変更
※2　KPI……Key Performance Indicator（重要業績評価指標）。目標を達成するための重要な業績評価の指標
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「
リ
ー
ダ
ー
格
の
人
が
、
健
康
意
欲
の
低
い
人
を
引
っ

張
っ
て
く
れ
る
効
果
を
期
待
し
て
い
ま
す
」
と
話
す
。

日
々
の
活
動
を
記
録
・
管
理
す
る
「
元
気
チ
ャ
レ
ン

ジ
！
」
に
対
し
、
生
活
習
慣
の
定
着
度
合
を
チ
ェ
ッ
ク

し
ふ
り
返
る
た
め
の
仕
組
み
が
、「
ロ
ー
ソ
ン
ヘ
ル
ス
ケ

ア
ポ
イ
ン
ト
」
だ
。
専
用
ア
プ
リ
か
ら
次
の
メ
ニ
ュ
ー

の
タ
ス
ク
を
実
行
す
る
た
び
に
、
Ｐ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ポ
イ
ン

ト
が
付
与
さ
れ
る
。

① 

健
診
チ
ェ
ッ
ク
：
定
期
健
康
診
断
の
結
果
を
ア
プ
リ

に
登
録
し
、
自
分
の
健
康
リ
ス
ク
を
確
認
。

② 

生
活
習
慣
チ
ェ
ッ
ク
：
食
事
・
運
動
・
睡
眠
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
改
善
点
を
チ
ェ
ッ
ク
。

③ 

ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
：
読
み
物
と
ク
イ
ズ
で
健
康
に
つ
い

て
学
ぶ
。

④ 

健
康
診
断
結
果
ポ
イ
ン
ト
：
健
康
診
断
で
Ｋ
Ｐ
Ｉ
の

各
項
目
が
適
正
値
で
あ
る
こ
と
（
項
目
ご
と
に
ポ
イ

ン
ト
を
付
与
）。

ロ
ー
ソ
ン
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ポ
イ
ン
ト
の
参
加
率
は
、
ア

ル
バ
イ
ト
も
含
め
た
健
保
組
合
加
入
者
約
１
万
人
の
う

ち
約
15
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
ほ
か
の
施
策
と
連
携

さ
せ
な
が
ら
、
参
加
者
の
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
の
支
援
を
強
化
し
た

「
ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
」

ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
ハ
イ
リ
ス
ク
者
に

対
し
会
社
が
行
う
健
康
診
断
後
の
フ
ォ
ロ
ー
と
、
健
保

組
合
が
実
施
す
る「
健
康
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
特

定
保
健
指
導
）
の
二
つ
が
あ
る
。

健
診
後
の
フ
ォ
ロ
ー
に
つ
い
て
は
、
２
０
１
８
年
に

ロ
ー
ソ
ン
グ
ル
ー
プ
健
康
推
進
セ
ン
タ
ー
を
発
足
さ

せ
、
専
属
の
産
業
医
・
保
健
師
を
配
置
し
て
対
応
を
強

化
。
そ
の
結
果
、
２
０
２
０
年
度
の
フ
ォ
ロ
ー
件
数
は

２
０
１
８
年
度
と
比
べ
て
13
倍
に
増
加
し
て
い
る
。

「
健
康
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
２
０
１
７
年

度
よ
り
特
定
保
健
指
導
※３
の
名
称
を
変
え
て
実
施
し
て

い
る
も
の
だ
。

「
ハ
イ
リ
ス
ク
者
に
対
応
す
る
た
め
、
会
社
と
健
保

組
合
の
連
携
に
よ
り
、
健
診
の
速
や
か
な
受
診
を
働
き

か
け
、
対
象
者
を
早
め
に
特
定
し
対
応
し
て
い
ま
す
。

ハ
イ
リ
ス
ク
の
人
は
、
せ
っ
か
く
〝
卒
業
〞
し
て
も
数

年
で
戻
っ
て
く
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
ア
プ
ロ
ー
チ
を
強
化
す
る
こ
と
で
、
健
康
意
識
を
保

ち
続
け
る
仕
掛
け
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」（
四

方
田
氏
）

Ｓ
Ｖ
（
営
業
職
）
の
肥
満
解
消
の
た
め

ス
ポ
ー
ツ
大
会
と
の
連
動
企
画
を
実
施

同
社
で
は
、
肥
満
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
30
以
上
）
該
当
者
の
３

分
の
２
を
支
店
勤
務
の
Ｓ
Ｖ
※4（
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
）

が
占
め
て
い
る
。
原
因
と
し
て
、
店
舗
巡
回
を
車
移
動

で
行
う
こ
と
が
多
く
、
運
動
不
足
や
生
活
も
不
規
則
に

な
り
が
ち
な
た
め
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
て
い
る
。

２
０
１
９
年
下
期
に
、
初
め
て
部
署
別
対
抗
で
実
施

し
た
「
元
気
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
」
は
、
４
０
０
０
人
を
超

え
る
過
去
最
高
の
参
加
人
数
を
記
録
し
た
が
、
そ
の
稼

働
率
を
み
る
と
、
本
社
等
の
87
％
に
対
し
、
支
店
は

18
％
と
低
調
だ
っ
た
。
そ
こ
で
２
０
２
０
年
は
、
同
社

が
毎
年
実
施
し
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
と
連
動
し
た

「
元
気
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
」
を
実
施
。
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
、

Ｓ
Ｖ
の
人
た
ち
も
一
致
団
結
し
て
練
習
に
励
む
な
ど
、

健
康
増
進
に
積
極
的
に
取
り
組
め
る
機
会
と
な
っ
て
い

る
か
ら
だ
。

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
同
年
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
リ

モ
ー
ト
で
の
実
施
と
な
り
、
新
幹
線
の
七
つ
の
コ
ー
ス

か
ら
チ
ー
ム
ご
と
に
一
つ
の
コ
ー
ス
を
選
び
、
そ
の

コ
ー
ス
と
同
じ
距
離
を
56
日
間
で
歩
く
と
い
う
企
画
を

実
施
し
た
。
コ
ー
ス
に
よ
っ
て
距
離
が
異
な
り
、
最
長

の
東
北
新
幹
線
（
６
７
４・6
7
km
）
な
ら
１
日
の
平

均
歩
数
は
１
万
５
０
６
０
歩
、
最
短
の
北
海
道
新
幹
線

（
１
４
８・7
9
km
）
な
ら
３
３
２
１
歩
と
な
る
。

「
一
律
の
目
標
で
は
な
く
、
各
チ
ー
ム
で
目
標
を
選

べ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
取
り
組
み
や
す
く
な
り
、
支

店
の
稼
働
率
は
52
・
１
％
に
向
上
し
ま
し
た
」（
四
方

田
氏
）

ま
た
、
S
V
は
車
で
の
移
動
が
多
く
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
ア
プ
リ
を
操
作
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
こ
と

か
ら
、
腕
時
計
型
の
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
デ
バ
イ
ス
を
配
付

し
、
睡
眠
や
歩
数
な
ど
を
見
え
る
化
す
る
実
験
を
約
60
※3　特定保健指導生活習慣病予防健診（特定健診）を受けた後に、生活習慣の改善が必要な人に行われる保健指導
※4　加盟店の経営コンサルティングを行う職種
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人
に
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
30
以
上
の
参
加

者
で
は
平
均
マ
イ
ナ
ス
４・５
kg
の
減
量
効
果
が
現
れ

た
と
い
う
。
現
在
も
そ
の
対
象
者
を
拡
大
し
、
実
験
を

継
続
中
だ
。

「
明
る
く
楽
し
く
元
気
に
」

健
康
リ
テ
ラ
シ
ー
を
向
上

こ
れ
ら
の
取
組
み
の
成
果
に
つ
い
て
、
四
方
田
氏
は

次
の
よ
う
に
話
す
。

「
取
組
み
の
結
果
、
生
活
習
慣
の
見
直
し
な
ど
、
行

動
変
容
に
つ
な
が
っ
て
い
る
社
員
が
増
え
て
い
る
こ
と

は
実
感
し
て
い
ま
す
。
健
診
も
受
診
時
期
が
早
ま
っ
て

い
る
の
で
、
健
康
リ
テ
ラ
シ
ー
は
向
上
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
危
険
因
子
の

Ｋ
Ｐ
Ｉ
は
一
気
に
数
値
が
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
今
後
も
粘
り
強
く
、
着
実
な
取
組
み
を
積
み

重
ね
る
こ
と
で
、
必
ず
や
成
果
に
結
び
つ
く
と
考
え
て

い
ま
す
」

健
康
増
進
の
取
組
み
で
同
社
が
大
事
に
し
て
い
る
こ

と
は
、
強
制
で
は
な
く
支
援
、
そ
し
て
「
明
る
く
楽
し

く
元
気
に
」
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。「
楽
し
く
な
い
と

続
き
ま
せ
ん
」
と
四
方
田
氏
が
話
す
よ
う
に
、
継
続
し

た
取
組
み
が
で
き
る
よ
う
、
従
業
員
を
い
か
に
支
援
で

き
る
か
が
、
健
康
推
進
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
そ
う
だ
。

目ざせ生涯現役！　
健康づくり企業に 目注

図表　健康推進施策の取組みの全体像

出典：『ローソングループ 健康白書 2021』

定
期
健
康
診
断

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ

ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー
チ

健康診断結果チェック
・生活習慣チェック　・e-ラーニング　・健康診断結果ポイント

●生活習慣改善（ローソンヘルスケアポイント）

全日禁煙（加熱式タバコ除く）
・禁煙サポート

●9月～健康コラム定期配信開始（メンタルヘルス）

●産業医確認（判定）　 ●緊急対応通知　 　　　 ●ストレスチェック実施 ●ストレスチェックFB

上期
「元気チャレンジ！」

振
り
返
り
・
評
価

グループ1

グループ2

グループ3

再受診

面談 就労制限 治療状況を確認 年度末までフォロー

面談 就労制限 治療状況を確認 年度末までフォロー

治療確認 治療状況を確認 年度末までフォロー

再受診対応

●健康サポートプログラム
  （特定保健指導）

●若年層向け保健指導

●糖尿病重症化予防プログラム
・ 糖尿病重症化予防
 （生活習慣改善フォロー、
または主治医との連携による血糖コントロール）

面談

行動目標の実践、途中チェック

面談

行動目標の実践、
途中チェック

下期
「元気チャレンジ！」

健康診断前
「元気
チャレンジ！」

案内

面談

行動目標の実践、
途中チェック

案内

案内



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。

2021.9 64

目標
10分

第51回
ある規則にしたがってアルファベットや平仮名が
並んでいます。
空欄に入る文字を答えてください。

穴埋め問題

　今回はルールを見つけ出す「ひらめき」系の問題です。記憶や情報を組み合わせて
考えることにかかわる前頭前野や、さまざまな情報を統合し論理立てて考えることに
かかわる側頭頭頂接合部が盛んに使われます。

【問題の答え】 問題 1 → aBcDeFgHiJk
  アルファベット順で大文字・小文字が交互になっています。
 問題 2 → ZYXWVUTS
  アルファベットを後ろから順に並べています。
 問題 3 → ACEGIKMO
  アルファベットが一つ置きになっています。
 問題 4 → あおかこさそたと
  五十音のア行、カ行、サ行、タ行の最初と最後を並べています。
 問題 5 → あういかくきそさすし
 　　　　　　「ア段・ウ段・イ段」の順番になっています。

物事を順序立てて考えたり、人に説明したりするときに
は、脳の左側にある「側頭頭頂接合部」という部分が使わ
れています。
また、人の記憶の分類にはいくつかの種類がありますが、

「宣言的記憶」と「非宣言的記憶」というものがあります。
宣言的記憶は、過去の体験や見たり聞いたりしたことなど
を指します。非宣言的記憶は、「一度自転車に乗ったらずっ
と乗れる」というような、体が反射的に覚えているものを
指します。

この宣言的記憶をになっているのが側頭頭頂接合部で、
この働きがあるからこそ人は何かを思い出し、それを説明
することができます。
今回の脳トレ問題を解く際には、問題をよく理解して、
さまざまな角度から考えてみてください。急いで解く必要
はありません。①問題を理解する、②関連する過去の記憶
をたどる、③柔軟な思考で答えを出す。これらのくり返し
が、脳の記憶をうまく組み合わせて、よりよい答えを出す
力を生み出します。

ときには時間をかけて考えることも大切

問題 1 a c D e F g i J k

問題 2 Z X V U S

問題 3 A C G I M

問題 4 あ お こ さ た と

問題 5 あ う か く き さ し
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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。� 2021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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定価 503 円（本体 458 円＋税） 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22日（金） 北海道職業能力開発促進センター 京　都 10月15日（金） 京都労働局
青　森 10月20日（水） デーリー東北ホール 兵　庫 10月21日（木） 神戸市教育会館　
宮　城 11月19日（金） 宮城職業能力開発促進センター 奈　良 10月26日（火） ホテル・リガーレ春日野
秋　田 10月26日（火） 秋田市文化会館 和歌山 10月22日（金） 県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛　
山　形 10月26日（火） 山形国際交流プラザ 鳥　取 10月28日（木） 倉吉未来中心 セミナールーム１
福　島 10月21日（木） 福島職業能力開発促進センター 島　根 10月20日（水） 松江合同庁舎　
茨　城 10月22日（金） ホテルレイクビュー水戸 岡　山 10月15日（金） ピュアリティまきび　
栃　木 10月26日（火） とちぎ男女共同参画センター 広　島 10月26日（火） 広島職業能力開発促進センター　
群　馬 10月21日（木） 群馬職業能力開発促進センター 山　口 11月10日（木） 山口県健康づくりセンター
埼　玉 10月15日（金） 埼玉教育会館 徳　島 10月28日（木） 徳島県ＪＡ会館すだちホール
千　葉 10月22日（金） ペリエホール 香　川 10月18日（月） サンメッセ香川　サンメッセホール
東　京 10月19日（火） 東京ウイメンズプラザ 愛　媛 10月　8日（金） 愛媛職業能力開発促進センター
神奈川 11月26日（金） 関東職業能力開発促進センター 高　知 10月26日（火） 高知職業能力開発促進センター
新　潟 10月21日（木） 朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

福　岡

11月17日（水） JR博多シティコミュニケーションスペース
富　山 10月26日（火） 富山県民共生センター 11月24日（水） KMMビル
石　川 10月21日（木） 石川県地場産業振興センター 12月　7日（火） 久留米ビジネスプラザ　
福　井 10月13日（水） 福井県中小企業産業大学校 12月　9日（木） のがみプレジデントホテル
山　梨 10月27日（水） 山梨職業能力開発促進センター 佐　賀 10月27日（水） 佐賀市文化会館イベントホール
長　野 10月13日（水） ホテル信濃路 長　崎 10月28日（木） 長崎県庁　大会議室
静　岡 10月13日（水） 静岡職業能力開発促進センター 熊　本 11月17日（水） 熊本市国際交流会館
愛　知 10月29日（金） 名古屋市公会堂 大　分 10月18日（月） トキハ会館
三　重 10月26日（火） 三重県勤労者福祉会館 鹿児島 10月26日（火） 鹿児島サンロイヤルホテル　
滋　賀 10月22日（金） 滋賀職業能力開発促進センター 沖　縄 10月28日（木） 沖縄県立博物館講座室

　当機構では各都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。

日時／場所  高年齢者就業支援月間の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）

  ●改正高年齢者雇用安定法【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3年 8月 10日現在確定分）

各地域のワークショップの内容は、各都道府県支部高齢・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。
変更のある都道府県については、決定次第ホームページでお知らせします。
※ 青森、栃木、千葉、山梨、静岡、奈良、長崎、熊本、沖縄については、ライブ配信やオンデマンド配信等の動画配信を
予定しています。

jeed　生涯現役ワークショップ 検 索

～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

概要
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