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１　

少
し
で
も
働
き
や
す
い
職
場

を
め
ざ
し
て

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
以
下
、

Ｗ
Ｌ
Ｂ
と
略
記
す
る
）
と
い
う
言
葉
が
世
に

出
て
か
ら
、
す
で
に
久
し
い
。
い
ろ
い
ろ
な

状
況
で
、
実
に
様
々
な
意
味
に
使
わ
れ
て
き

た
た
め
、
言
葉
自
体
は
知
ら
れ
て
き
て
い
る

も
の
の
、
肝
心
の
内
容
に
な
る
と
、
い
ま
一

つ
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
が
多
い
。

　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
そ
の
拡
大
し
て
し

ま
っ
た
意
味
の
世
界
を
、
再
整
理
し
て
み
よ

う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
元
々
、
こ
の
言
葉

が
提
起
し
た
の
は
、
何
は
さ
て
お
き
、「
少
し

で
も
多
く
の
人
が
、
な
る
べ
く
無
理
な
く
快

適
に
働
け
る
よ
う
な
仕
組
み
、
環
境
を
作
り
、

そ
の
整
備
を
目
指
す
」
と
い
う
こ
と
で
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
切
な
の
は
、
そ
う

し
た
方
向
に
わ
ず
か
ず
つ
で
も
進
む
こ
と
で

あ
り
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
と
い
う
言
葉
に
拘
る
こ
と
で

は
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
の
前
提
に
は
、「
き
ち

ん
と
働
い
て
、
成
果
を
出
す
」
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

　

働
き
や
す
さ
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
こ

に
は
、
通
常
の
勤
務
・
仕
事
に
か
か
わ
る
部

分
と
、
緊
急
の
場
合
と
の
二
つ
に
大
別
さ
れ

よ
う
。
前
者
の
意
味
で
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で

延
々
と
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る

は
る
か
以
前
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
、
働
く

こ
と
に
関
す
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
項
目
が
含
ま

れ
よ
う
。
永
遠
の
課
題
で
あ
る
。
Ｗ
Ｌ
Ｂ
と

い
う
言
葉
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
後
者
の
意
味
合
い
に

お
い
て
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
、

育
児
や
介
護
に
携
わ
り
な
が
ら
、
通
常
と
は

異
な
る
状
況
の
下
で
働
こ
う
と
す
る
時
、
ど

の
よ
う
な
問
題
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、「
働
き
続
け
た
い
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
ん
ら
か
の
仕
組
み
や
制
度
が
な

い
た
め
に
、働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

な
ら
、
改
善
が
必
要
で
あ
る
。

　

周
知
の
と
お
り
、
女
性
が
出
産
を
経
て
継

続
就
業
で
き
る
か
は
、
長
く
検
討
さ
れ
続
け

た
最
大
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
実
に
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
世
代
が
変
わ
っ
た
今
で
も
、
約

七
割
の
女
性
は
、
出
産
を
期
に
退
職
し
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
（
労
働
政
策
研
究
・
研

修
機
構
、
二
〇
〇
七
、p.293

）。
そ
の
女
性

た
ち
が
、
出
産
に
際
し
て
、
自
ら
望
み
納
得

し
た
う
え
で
い
っ
た
ん
仕
事
を
辞
め
る
の
な

ら
、
基
本
的
に
は
、「
働
き
続
け
る
べ
き
で
あ

る
」
と
、
他
人
が
口
を
挟
む
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
働
き
続
け
た
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
辞
め
ざ
る
を
得
な
い
」
の

な
ら
、
こ
れ
は
、
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

企
業
の
姿
は
、
千
差
万
別
で
あ
る
。
企
業

に
よ
り
、
備
え
て
い
る
仕
組
み
は
異
な
り
、

そ
こ
で
働
い
て
い
る
従
業
員
の
構
成
も
、
そ

し
て
、
従
業
員
が
望
ん
で
い
る
こ
と
も
異

な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
違
い
は
あ
る
に
せ

よ
、
少
し
で
も
多
く
の
人
々
が
、
望
ま
し
い

働
き
方
で
、
仕
事
を
す
る
・
継
続
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
何
が
必

要
な
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、

で
き
る
限
り
正
確
に
現
状
を
把
握
す
る
こ
と

が
必
須
で
あ
る
。

　

企
業
組
織
で
あ
れ
ば
、
各
々
の
従
業
員
は
、

「
き
ち
ん
と
働
い
て
成
果
を
出
し
、
組
織
全

体
の
業
績
に
貢
献
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
時
点

で
、
皆
が
よ
り
快
適
に
、
そ
し
て
十
分
に
能

力
を
発
揮
し
成
果
を
上
げ
る
た
め
に
、
両
立

支
援
を
は
じ
め
と
す
る
Ｗ
Ｌ
Ｂ
施
策
に
お
け

る
わ
が
国
全
体
、
と
り
わ
け
、
中
小
・
中
堅

企
業
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
て
、
何
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
今
後
何
が
必
要
と

な
っ
て
く
る
の
か
、
ま
ず
は
ど
こ
か
ら
な
ら

で
き
そ
う
な
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

２　

企
業
側
が
考
え
て
い
る
Ｗ
Ｌ
Ｂ

  

以
下
で
紹
介
す
る
の
は
、
二
〇
〇
八
年
、

二
〇
〇
九
年
に
わ
れ
わ
れ
が
実
施
し
た
、
全

国
一
万
社
の
中
小
・
中
堅
企
業
を
対
象
と
し

た
調
査
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
お
よ
そ
二
一

〇
〇
社
に
お
け
る
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
と
い
う
視
角
か

ら
見
え
る
企
業
の
現
状
は
、
い
か
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
詳
し
く
は
、労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
（
二
〇
〇
九
）
を
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。

  

最
初
に
、
長
期
安
定
雇
用
に
対
す
る
方
針

か
ら
み
る
と
、「
今
後
も
で
き
る
だ
け
多
く
の

従
業
員
を
対
象
に
維
持
し
て
い
き
た
い
」
と

考
え
る
企
業
が
、
全
体
の
約
七
割
と
な
っ
て

企
業
と
従
業
員
双
方
か
ら
見
た
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　

―
―

中
小
・
中
堅
企
業
の
現
状

　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
主
任
研
究
員　

中
村
良
二



特集―女性の継続就業とワーク・ライフ・バランス

Business Labor Trend 2010.9

31

い
る
。「
対
象
者
を
限
定
し
て
維
持
」、
長
期

安
定
雇
用
は
経
営
に
お
け
る
「
優
先
的
な
課

題
で
は
な
い
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
約
二
〇
％
、

五
％
と
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
方
針
の

上
で
は
、
長
期
安
定
雇
用
は
重
要
な
経
営
課

題
で
あ
る
。

　

実
際
の
採
用
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
か
を
み
る
と
、
男
女
共
に
、
ほ
ぼ
そ
の
傾

向
は
同
じ
で
あ
る
。
新
卒
採
用
中
心
（「
ほ

ぼ
全
員
新
卒
採
用
だ
っ
た
」
＋
「
新
卒
採
用

が
多
い
が
、
中
途
採
用
も
い
た
」）
が
約
二

二
％
、
中
途
採
用
中
心
（「
ほ
ぼ
全
員
中
途

採
用
だ
っ
た
」
＋
「
中
途
採
用
が
多
い
が
、

新
卒
採
用
も
い
た
」）が
約
七
〇
％
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
で
も
、「
ほ
ぼ
全
員
中
途
採
用
だ
っ

た
」
は
、
ち
ょ
う
ど
五
割
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
傾
向
は
、
企
業
規
模
間
で
相
当
差
異

が
大
き
く
、
規
模
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
、
新

卒
採
用
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。「
ほ
ぼ
全

員
中
途
採
用
」
比
率
は
、
三
〇
人
未
満
企
業

で
六
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
五
〇
〇
人

超
企
業
で
は
、
ほ
ぼ
一
割
と
な
っ
て
い
る
。

　

基
本
的
な
人
事
制
度
の
整
備
状
況
を
み
る

と
、
賃
金
表
や
定
期
昇
給
制
度
な
ど
、
基
本

的
と
思
わ
れ
る
制
度
の
中
で
、
全
体
で
ほ
ぼ

八
割
程
度
と
多
数
の
企
業
が
導
入
し
て
い
る

と
回
答
し
た
の
は
、「
退
職
金
制
度
」（
七
九
・

六
％
）、「
賞
与
制
度
」（
七
八
・
六
％
）
の
二

つ
だ
け
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、「
賃
金
表
」、「
定

期
昇
給
制
度
」
が
続
く
が
、
ほ
ぼ
六
割
の
水

準
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
基
礎
的
と
思
わ
れ
る
制
度

で
あ
っ
て
も
、
企
業
規
模
間
の
差
異
が
大
き

く
、
特
に
、「
人
事
評
価
制
度
」
で
は
、
五
〇

〇
人
超
企
業
で
は
約
八
三
％
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
三
〇
人
未
満
企
業
で
は
三
〇
％
弱
と

い
う
水
準
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
・「
土
台
」
の
基
に
、
Ｗ

Ｌ
Ｂ
施
策
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

育
児
や
介
護
と
の
両
立
を
考
え
る
際
に
、

ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
労
働
時
間
を
い
か

に
短
縮
し
て
い
く
の
か
は
き
わ
め
て
重
要
で

あ
る
。
い
か
に
「
仕
事
以
外
に
、
時
間
を
使

い
た
い
」
と
思
っ
て
も
、
連
日
連
夜
の
残
業

で
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
時
短
を
進
め

る
た
め
に
、
ノ
ー
残
業
デ
ー
な
ど

が
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
、
複

数
回
答
で
実
施
し
て
い
る
施
策
を

聞
い
た
。

　

そ
の
結
果
、
全
体
と
し
て
回
答

率
が
高
か
っ
た
の
は
、「
労
働
時
間

の
適
正
化
に
向
け
た
仕
事
の
役

割
・
分
担
の
見
直
し
」（
四
七
・

一
％
）、「
長
時
間
労
働
の
者
や
そ

の
上
司
に
対
す
る
注
意
や
助
言
」

（
三
七
・
九
％
）の
二
項
目
で
あ
っ

た
。
人
事
制
度
整
備
の
場
合
と
同

様
に
、
企
業
規
模
間
の
差
異
が
大

き
い
。「
長
時
間
労
働
の
者
や
そ

の
上
司
に
対
す
る
注
意
や
助
言
」

は
、「
三
〇
人
未
満
企
業
」
で
は
約

一
七
％
で
あ
る
一
方
で
、
五
〇
〇

人
超
企
業
で
は
八
〇
％
と
、
取
り

組
み
に
大
き
な
開
き
が
見
ら
れ
た
。

  

次
に
、
両
立
支
援
制
度
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
状
況
を
み
る
。

　

育
児
休
業
制
度
の
規
定
の
有
無

（
制
度
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
）
に

つ
い
て
は
、
全
体
で
は
「
規
定
あ
り
」
が
約

六
八
％
と
い
う
水
準
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、

企
業
規
模
間
の
差
異
は
大
き
く
、
三
〇
人
未

満
企
業
で
は
約
四
割
の
水
準
に
留
ま
る
の
に

対
し
、
一
〇
〇
人
以
上
の
規
模
で
は
、
九
割

を
越
え
て
い
る
。
五
〇
〇
人
を
越
え
る
と
、

一
〇
〇
％
と
な
っ
て
い
る
（
図
１
）。

　

そ
し
て
、
育
児
の
た
め
の
短
時
間
勤
務
制

度
な
ど
、
他
の
仕
組
み
の
整
備
状
況
を
尋
ね

る
と
、
制
度
「
あ
り
」
の
比
率
が
高
い
順
に
、

「
短
時
間
勤
務
制
度
」（
四
六
・
〇
％
）、「
所

定
外
労
働
の
免
除
」（
四
〇
・
〇
％
）、「
始
業
・

終
業
時
刻
の
繰
上
げ
・
繰
下
げ
」（
三
六
・

二
％
）
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
制
度

の
有
無
の
み
な
ら
ず
、「
制
度
は
な
い
が
、
運

用
と
し
て
あ
る
」
場
合
も
尋
ね
た
。
そ
の
回

答
は
、
ほ
ぼ
一
五
〜
二
〇
％
と
い
う
比
率
で

あ
っ
た
（
図
２
）。

　

次
に
、
実
際
に
出
産
し
、
育
児
休
業
を
取

得
し
た
女
性
従
業
員
が
い
た
の
か
を
み
る
た

め
に
、
調
査
時
点
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
過
去

三
年
間
の
間
に
、
出
産
し
た
社
員
（
男
性
の

場
合
に
は
、
配
偶
者
の
出
産
）
の
有
無
、
そ

の
後
、
育
児
休
業
を
取
得
し
た
社
員
の
有
無
、

退
職
者
の
有
無
を
尋
ね
た
。

　

女
性
・
正
社
員
で
は
、
出
産
者
が
い
た
企

業
が
全
体
の
三
三
・
〇
％
、
育
児
休
業
開
始

者
が
い
た
企
業
が
二
六
・
一
％
、
退
職
者
の

い
た
企
業
が
九
・
七
％
と
な
っ
て
い
た
。
そ

も
そ
も
、
出
産
者
が
い
た
企
業
の
比
率
は
全

体
の
三
分
の
一
の
水
準
ほ
ど
と
、
決
し
て
高

い
訳
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
企
業
規

模
別
に
み
る
と
、
そ
の
差
異
が
大
き
い
。
企

業
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
、
こ
の
比
率
は
高
く

な
っ
て
い
る
。
三
〇
人
未
満
企
業
で
一
四
・

七
％
で
あ
る
一
方
で
、
五
〇
〇
人
超
企
業
で

は
、
ほ
ぼ
八
〇
％
の
水
準
に
あ
る
。
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図１　育児休業制度の規定の有無
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4.0%4.0%

4.8%4.8%

5.1%5.1%

4.9%4.9%

4.3%4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１）短時間勤務制度

２）育児の場合に利用できる
フレックスタイム制度

３）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

４）所定外労働の免除

５）事業所内託児施設

６）育児に要する経費の援助措置

７）在宅勤務制度

子の看護休暇の規定

あり 運用としてある なし 無回答

図２　育児のための制度・規定の有無
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さ
ら
に
、
育
児
や
介
護
で
職
場
を
離
れ
る

従
業
員
が
出
た
場
合
、
そ
の
従
業
員
が
担
当

し
て
い
た
業
務
を
ど
の
よ
う
に
代
替
す
る
の

か
が
問
題
と
な
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
育
児

休
業
取
得
者
が
い
た
企
業
（
全
体
の
約
四
分

の
一
）
に
尋
ね
る
と
、「
代
替
要
員
は
補
充
せ

ず
、
同
じ
部
署
内
で
対
応
し
た
」
が
五
七
・

八
％
、「
社
外
か
ら
人
員
を
補
充
し
た
」（
四

四
・
五
％
）、
そ
し
て
、「
社
内
の
他
の
部
署

か
ら
人
を
異
動
さ
せ
た
」（
二
五
・
一
％
）
と

い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。「
社
内
の
他
の

部
署
か
ら
」
と
い
う
選
択
肢
は
、
一
定
規
模

以
上
の
企
業
に
お
け
る
対
応
策
と
な
る
た
め
、

企
業
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
回
答
率
が
高
ま
る

と
い
う
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
除
け
ば
、

ほ
ぼ
す
べ
て
の
規
模
で
、
ま
ず
は
「
同
じ
部

署
内
で
対
応
」
し
、
次
善
の
策
と
し
て
「
社

外
か
ら
人
員
を
補
充
」
と
い
う
対
応
を
と
っ

て
い
る
。

　

企
業
ご
と
の
取
り
組
み
の
様
子
は
、
相
当

差
異
が
大
き
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
が
、
各
企
業
は
自
ら
の
取
り
組
み
を
ど
の

よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
積

極
的
か
消
極
的
か
と
い
う
意
識
レ
ベ
ル
で
尋

ね
た
。

　

全
体
の
結
果
と
し
て
は
、
約
七
割
の
企
業

が
、
自
ら
を
消
極
的
（「
消
極
的
で
あ
る
」

＋
「
や
や
消
極
的
で
あ
る
」）
と
評
価
し
て

い
る
。
積
極
的
（「
積
極
的
で
あ
る
」
＋
「
や

や
積
極
的
で
あ
る
」）
は
、
ほ
ぼ
二
割
の
水

準
に
留
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
も
図
に

み
る
よ
う
に
、規
模
間
の
差
異
が
大
き
い（
図

３
）。

　

積
極
的
と
回
答
し
た
場
合
に
は
続
け
て
、

そ
の
効
果
を
尋
ね
た
。
効
果
が
あ
っ
た

（「
あ
っ
た
」
＋
「
あ
る
程
度
あ
っ
た
」）
と

の
回
答
が
多
い
順
に
、「
社
員
が
働
く
上
で
の

安
心
感
を
高
め
る
」（
七
八
・
三
％
）、「
女
性

社
員
の
定
着
率
を
高
め
る
」（
七
四
・
〇
％
）、

「
女
性
社
員
の
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め

る
」（
六
九
・
一
％
）
の
三
項
目
が
、
ほ
ぼ
七

割
の
水
準
に
あ
っ
た
（
図
４
）。

　

そ
し
て
、は
っ
き
り
と「
効
果
が
あ
っ
た
」

と
い
う
回
答
が
多
か
っ
た
項
目
を
挙
げ
る
と
、

指
摘
率
の
多
い
順
に
、「
出
産
前
後
の
女
性
社

員
の
退
職
が
減
る
」（
三

二
・
八
％
）、「
育
児
期
の

女
性
社
員
の
退
職
が
減

る
」（
三
〇
・
七
％
）、「
女

性
社
員
の
定
着
率
を
高
め

る
」(

二
九
・
二
％
）
の

三
項
目
が
、
ほ
ぼ
三
割
の

水
準
に
あ
っ
た
。
企
業
が

認
識
し
て
い
る
、
Ｗ
Ｂ
Ｌ

の
効
果
を
ま
と
め
て
い
え

ば
、「
安
心
感
、
定
着
率
、

モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
で

あ
る
。

　

逆
に
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
支
援

策
へ
の
取
り
組
み
が
「
や

や
消
極
的
で
あ
る
」、「
消

極
的
で
あ
る
」
と
回
答
し

た
全
体
の
約
七
割
の
企
業

に
は
、
続
け
て
そ
の
理
由

を
尋
ね
た
。
も
っ
と
も
多

か
っ
た
の
は
、「
法
律
の
範

囲
内
で
制
度
を
設
け
て
お

り
、
そ
れ
以
上
は
困
難
」

が
、
四
五
％
と
ほ
ぼ
半
数
近
く
に
の
ぼ
っ
た
。

そ
れ
に
続
け
て
、
二
割
を
越
え
る
水
準
で
み

る
と
、「
人
手
が
不
足
し
て
い
て
、
手
が
回
ら

な
い
」（
三
〇
・
四
％
）、「
子
育
て
期
の
社
員

が
い
な
い
」（
二
六
・
〇
％
）、「
コ
ス
ト
面
の

負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
」（
二
二
・
一
％
）
と

い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
結
果
の
う
ち
、
第
一
位
、
二
位

の
「
法
律
の
範
囲
内
で
」、「
人
手
が
不
足
し

て
」
は
、
企
業
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
、
指
摘

率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。「
法
律
の
範
囲
内

で
」
で
は
、
五
〇
〇
人
超
企
業
で
は
約
七
割

の
水
準
に
あ
る
一
方
で
、
三
〇
人
未
満
企
業

で
は
三
割
に
満
た
な
い
水
準
と
な
っ
て
い
た
。

　

逆
に
、
企
業
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
回
答
率

が
高
か
っ
た
の
は
、「
子
育
て
期
の
社
員
が
い

な
い
」（
三
〇
人
未
満
企
業
で
約
三
六
％
、
五

〇
〇
人
超
企
業
で
は
約
四
％
）
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
各
企
業
が
、
両
立
支
援
策
の
定

着
や
利
用
率
を
上
げ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
の
か
を
尋
ね
た
結

果
に
つ
い
て
み
て
お
く
。

　

社
内
で
の
周
知
や
人
事
担
当
者
へ
の
研
修

な
ど
の
選
択
肢
を
用
意
し
た
が
、
も
っ
と
も

高
い
指
摘
率
と
な
っ
た
項
目
で
も
、「
人
事
・

総
務
担
当
者
に
勉
強
さ
せ
た
り
、
研
修
を

行
っ
て
い
る
」
が
一
九
・
五
％
と
い
う
水
準

で
あ
っ
た
。
一
割
を
越
え
た
の
は
他
に
、「
社

長
、
役
職
者
が
直
接
、
社
員
の
意
見
を
聞
い

て
い
る
」（
一
五
・
五
％
）、「
制
度
を
社
内
で

よ
く
周
知
・
Ｐ
Ｒ
し
て
い
る
」（
一
五
・
四
％
）

で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、「
特
に
な
に
も
し

て
い
な
い
」
と
の
回
答
は
、
五
〇
・
四
％
と

半
数
を
超
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
過
半
数
が
、

い
っ
た
い
ど
う
い
っ
た
企
業
で
あ
る
の
か
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

図３　WLB施策取り組み状況
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0% 20% 40% 60% 0%
１)出産前後の女性社員の退職が減る、なくなる

２)育児期の女性社員の退職が減る、なくなる

３)女性の新卒採用に効果がある

４)女性の中途採用に効果がある

５)男性の採用に効果がある

６)女性社員の定着率を高める

７)男性社員の定着率を高める

８)女性社員のモティベーションを高める

９)男性社員のモティベーションを高める

１０)社員の仕事に対する満足度が向上する

１１)社員の時間管理能力が向上する

１２)社員のストレスが軽減される

１３)社員が働く上での安心感を高める

１４)生産性が向上する

１５)付加価値の高い製品・サービスの開発につながる

１６)顧客や対外的なイメージアップにつながる

(n=424) あった ある程度あった

図４　WLB施策取り組みの効果
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３　

従
業
員
か
ら
み
た
Ｗ
Ｌ
Ｂ

　

こ
こ
ま
で
、
企
業
側
か
ら
見
る
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の

状
況
を
検
討
し
て
き
た
が
、
視
点
を
変
え
て

従
業
員
側
か
ら
み
た
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
状
況
を
検
討

す
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
九
年
に
実
施
し
た

従
業
員
調
査
の
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
詳
し

く
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇

一
〇
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

ま
ず
採
用
か
ら
み
る
と
、
全
体
で
は
、
約

六
五
％
が
「
中
途
採
用
／
再
雇
用
」
で
あ
っ

た
。「
新
卒
採
用
」は
三
割
強
と
な
っ
て
い
る
。

企
業
規
模
別
に
み
る
と
、
男
女
と
も
に
、「
新

卒
採
用
」
比
率
が
高
ま
る
傾
向
が
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
退
職
経
験
の
あ
る
場
合
、

結
婚
・
出
産
退
職
ま
た
は
家
事
・
育
児
・
介

護
に
専
念
す
る
た
め
に
退
職
し
た
経
験
の
有

無
を
尋
ね
る
と
、「
あ
り
」
と
回
答
し
た
の
は
、

全
体
で
は
、二
三
・
五
％
で
あ
っ
た
。「
な
い
」

が
、
ほ
ぼ
七
割
の
水
準
に
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
男
女
で
傾
向
が
相
当
異
な
り
、

「
あ
る
」
と
し
た
回
答
が
女
性
で
は
、
半
数

弱
の
四
五
・
九
％
で
あ
る
一
方
で
、
男
性
で

は
約
三
％
に
す
ぎ
な
い
。

　

次
に
、
長
期
雇
用
に
関
す
る
方
針
に
つ
い

て
の
見
方
は
、
企
業
側
に
尋
ね
た
と
同
様
の

選
択
肢
に
「
わ
か
ら
な
い
」
を
加
え
た
四
つ

の
選
択
肢
に
よ
り
、
検
討
し
た
。

　
「
企
業
側
が
『
で
き
る
だ
け
多
く
の
社
員

を
対
象
に
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
』
だ
ろ

う
」
と
考
え
て
い
る
の
は
、
四
二
・
七
％
で

あ
っ
た
。「
対
象
者
を
限
定
し
て
維
持
」、「
経

営
上
の
優
先
課
題
で
は
な
い
」
が
そ
れ
ぞ
れ

約
一
三
％
で
あ
り
、「
わ
か
ら
な
い
」が
二
九
・

五
％
と
三
割
弱
の
水
準
に
の
ぼ
る
。

　

選
択
肢
が
異
な
る
た
め
、
企
業
調
査
結
果

と
の
単
純
な
比
較
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
が
、

「
で
き
る
だ
け
多
く
の
社
員
に
維
持
」
の
回

答
率
が
、
従
業
員
側
で
や
や
低
く
な
っ
て
い

る
こ
と
と
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
企
業
の
方

針
に
つ
い
て
も
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
回

答
が
三
分
の
一
弱
と
な
る
こ
と
が
、
特
徴
と

し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　

そ
し
て
、
雇
用
方
針
を
こ
の
よ
う
に
見
て

い
る
中
で
、
自
ら
の
キ
ャ
リ
ア
展
望
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、「
今

の
会
社
で
働
き
続
け
た
い
」
と
の
回
答
が
、

ほ
ぼ
三
分
の
二
の
六
五
・
八
％
と
な
っ
た
。

「
い
ず
れ
は
他
社
へ
転
職
」
を
考
え
て
い
る

の
は
、
一
割
強
で
あ
る
。「
い
ず
れ
は
独
立
・

開
業
」
と
の
回
答
は
さ
ら
に
少
数
派
で
、
約

二
％
に
す
ぎ
な
い
。「
家
事
な
ど
に
専
念
す

る
た
め
、
い
ず
れ
は
や
め
た
い
」
と
い
う
選

択
肢
も
設
け
た
が
、
全
体
と
し
て
は
約
五
％

の
水
準
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
こ
れ
ら
の
回
答
も
、
男
女
別
に
は
、

や
や
傾
向
が
異
な
る
。
男
性
の
場
合
に
は
、

「
今
の
会
社
で
働
き
続
け
た
い
」
が
七
割
を

越
え
る
水
準
に
あ
り
、「
家
事
な
ど
に
専
念
す

る
た
め
に
、
い
ず
れ
は
辞
め
た
い
」
は
〇
・

三
％
と
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
女
性
の
回

答
を
み
る
と
、「
今
の
会
社
で
」
が
約
六
割
と

な
る
と
同
時
に
、「
家
事
な
ど
に
専
念
す
る
た

め
、
い
ず
れ
は
辞
め
た
い
」
が
約
一
割
弱
の

水
準
に
あ
る
こ
と
が
、
相
違
点
で
あ
る
。

　

次
に
、
就
学
以
前
の
子
ど
も
の
有
無
を
み

て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
小
さ
な
子
ど
も
を
抱
え

る
従
業
員
は
少
数
派
で
あ
る
。
全
体
で
は
、

一
六
・
一
％
と
約
六
分
の
一
の
水
準
に
あ
っ

た
。
男
女
で
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
従
業
員
に
対
し
て
続
け
て
、
両

立
支
援
の
た
め
の
制
度
・
仕
組
み
を
使
っ
た

こ
と
が
あ
る
の
か
を
尋
ね
た
。
女
性
（
Ｎ

=

38
）
で
は
、も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
「
育

児
休
業
」
の
取
得
で
、
約
七
割
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
、「
所
定
外
労
働
の
免
除
」、「
子
の
看

護
休
暇
」
が
三
割
強
で
続
い
て
い
る
。

　

男
性
（
Ｎ=

50
）
で
は
、も
っ
と
も
多
か
っ

た
の
が
、「
子
の
看
護
休
暇
」
だ
が
、
ほ
ぼ
一

割
と
い
う
水
準
に
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、「
育

児
休
業
」
の
取
得
は
二
％
で
あ
る
（
図
５
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
利
用
経
験
は
、
女

性
の
育
児
休
業
取
得
を
除
け
ば
、
非
常
に
少

な
い
水
準
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

「
ニ
ー
ズ
が
な
い
か
ら
」
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
男
性
も
含
め
、
こ
う
し
た
両
立
支
援
策

の
ニ
ー
ズ
が
高
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
両
立
支
援
策
を
今
後
も
利
用
で
き

る
な
ら
し
た
い
の
か
を
尋
ね
る
と
、
と
く
に
、

看
護
休
暇
で
は
、
女
性
で
八
割
、
男
性
で
も

六
割
が
「
利
用
し
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。

　

両
立
支
援
の
影
響
・
効
果
を
、
従
業
員
た

ち
が
ど
の
よ
う
に
み
て
い
る
の
か
つ
い
て
は
、

い
く
つ
か
の
選
択
肢
か
ら
尋
ね
た
。
文
言
は

少
々
略
す
る
が
、「
両
立
支
援
制
度
が
整
備
さ

れ
て
い
る
と
、
働
い
て
い
て
安
心
感
が
あ

る
」「
職
場
で
誰
か
が
育
児
休
業
を
と
る
と
、

他
の
人
の
分
担
が
増
え
て
大
変
だ
」「
職
場
で

誰
か
が
育
児
休
業
を
と
る
と
、
仕
事
の
分
担

や
職
務
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
」「
職
場
で
誰

か
が
育
児
休
業
を
と
る
と
、
仕
事
の
進
め
方

が
効
率
的
に
な
る
」「
今
の
職
場
は
融
通
が
き

き
や
す
い
の
で
、
子
育
て
し
や
す
い
」
の
五

項
目
で
あ
る
。

　
「
と
て
も
そ
う
思
う
」と「
や
や
そ
う
思
う
」

を
加
え
た
回
答
は
、「
働
い
て
い
て
安
心
感
が

あ
る
」
で
、
七
八
・
八
％
の
水
準
に

の
ぼ
る
。
そ
れ
に
、「
仕
事
の
分
担
や

職
務
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
」（
六

四
・
八
％
）
が
続
い
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、「
他
の
人
の
分
担
が
増
え
て

大
変
」
と
い
う
回
答
も
、五
三
・
七
％

と
半
数
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、「
融

通
が
き
き
や
す
い
」
と
い
う
回
答
は
、

ほ
ぼ
三
分
の
一
と
な
り
、
他
の
選
択

肢
に
比
べ
る
と
、
低
い
水
準
に
あ
っ

た
（
図
６
）。

　

こ
れ
ら
を
男
女
別
に
み
る
と
、
若

干
の
傾
向
の
違
い
が
見
え
る
。
女
性

で
は
、
や
は
り
、「
安
心
感
が
あ
る
」

に
つ
い
て
、「
と
て
も
そ
う
思
う
」
と

の
回
答
が
ほ
ぼ
七
割
の
水
準
に
あ
る
。

「
や
や
そ
う
思
う
」
を
加
え
る
と
、

約
八
六
％
と
な
る
。
そ
し
て
、「
仕
事

の
分
担
や
職
務
の
見
直
し
に
つ
な
が

る
」
も
七
割
を
越
え
る
水
準
に
あ
る
。

「
融
通
が
き
き
や
す
い
」
に
関
し
て

は
、
四
割
超
が
肯
定
的
に
回
答
し
て

い
る
。

図５　WLB施策の利用状況
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そ
の
一
方
で
、
男
性
の
場
合
に
は
、
も
っ

と
も
高
い
の
が
「
安
心
感
が
あ
る
」
と
い
う

点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
水
準
が
約
七

割
強
と
、
女
性
に
比
べ
や
や
低
く
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、「
仕
事
の
分
担
や
職
務
の
見
直

し
に
つ
な
が
る
」「
分
担
が
増
え
る
の
で
大

変
」
が
五
〜
六
割
の
水
準
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
、「
融
通
が
き
き
や
す
い
」
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
約
二
五
％
の
指
摘
率
と
な
り
、
女

性
の
回
答
よ
り
も
低
い
水
準
に
留
ま
っ
て
い

た
。

　

先
ほ
ど
、
就
学
以
前
の
小
さ
な
子
ど
も
が

い
る
従
業
員
が
、
全
体
で
は
少
数
派
で
あ
る

と
述
べ
た
。「
緊
急
時
へ
の
対
応
」
と
い
う

意
味
で
の
両
立
支
援
は
、
む
ろ
ん
、
育
児
支

援
に
限
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
皆

が
関
わ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
意
味
で
は
、

介
護
の
問
題
は
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
従
業
員
は
ど
の
よ

う
な
展
望
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
今
後
自
分
が
家
族
の
介
護
を
す
る
よ
う

に
な
る
」
と
い
う
見
通
し
に
つ
い
て
、「
近
い

う
ち
に
な
る
と
思
う
」「
い
つ
か
は
な
る
と
思

う
」
思
っ
て
い
る
の
は
、
男
女
共
に
、
約
七

割
と
多
数
派
で
あ
る
。
男
女
と
も
に
、
三
〇

代
、
四
〇
代
で
、
よ
り
高
い
比
率
と
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
よ
り
近
い
う
ち
に

そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
る
の
は
、

男
女
共
に
四
〇
代
で
あ
る
。

　

今
後
、
自
分
自
身
が
家
族
の
介
護
を
す
る

よ
う
に
な
っ
た
時
で
も
、「
今
の
仕
事
を
続
け

る
か
」
に
つ
い
て
は
、「
続
け
る
」
と
の
回
答

が
、
全
体
で
は
五
四
・
八
％
と
半
数
を
超
え

る
水
準
に
あ
っ
た
。
そ
の
内
、
男
性
で
は
六

四
・
二
％
と
ほ
ぼ
三
分
の
二
と
な
る
一
方
で
、

女
性
で
は
四
四
・
二
％
で
あ
っ
た
。

　

自
分
自
身
が
家
族
の
介
護
を
す
る
と
な
れ

ば
、「
介
護
と
両
立
し
や
す
い
仕
事
に
変
え

る
」
と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の

よ
う
に
回
答
し
た
の
は
、
全
体
で
は
一
五
・

八
％
で
あ
っ
た
。
男
女
別
に
み
る
と
、
男
性

で
は
一
一
・
五
％
と
一
割
を
少
し
越
え
る
水

準
に
あ
る
一
方
で
、
女
性
で
は
二
〇
・
五
％

と
ほ
ぼ
倍
の
指
摘
率
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
両
立
に
関
す
る
意
識
を
、「
仕
事
の

た
め
に
、
家
事
／
育
児
／
介
護
が
で
き
て
い

な
い
」
と
思
う
か
、
い
わ
ば
仕
事
に
よ
る
拘

束
感
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
頻
度
を
尋
ね

た
。

　

全
体
で
は
、「
あ
る
」（「
よ
く
あ
る
」
＋
「
た

ま
に
あ
る
」）
と
の
回
答
は
、
四
八
・
二
％

と
ほ
ぼ
半
数
近
い
水
準
と
な
っ
た
。
男
女
別

に
は
、
男
性
で
四
割
強
、
女
性
で
五
割
を
少

し
越
え
る
水
準
に
あ
る
。ま
た
、「
よ
く
あ
る
」

と
の
回
答
は
、
全
体
で
は
ほ
ぼ
一
一
％
で
あ

る
時
に
、
男
性
で
は
約
七
％
、
女
性
で
は
ほ

ぼ
倍
の
約
一
六
％
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　

年
齢
別
に
は
、
や
は
り
、
男
女
共
に
四
〇

代
で
「
あ
る
」
と
の
回
答
が
ほ
ぼ
六
割
前
後

で
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
も
、
四
〇
代
・
女
性
の
二
割
強
が
「
よ
く

あ
る
」と
回
答
し
、他
の
世
代
に
比
べ
て
も
っ

と
も
高
い
指
摘
率
と
な
っ
て
い
る
。

４　

今
後
の
方
向
性
・
考
え
方

　

こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
現
在
の
中
小
・

中
堅
企
業
に
お
い
て
、
育
児
支
援
と
い
う
面

に
限
れ
ば
、「
そ
も
そ
も
対
象
者
が
少
な
く
、

現
状
で
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
状
況
に
は
な
っ

て
い
な
い
た
め
、
新
し
い
取
り
組
み
は
そ
れ

ほ
ど
必
要
で
は
な
い
」
と
い
う
理
解
も
可
能

で
あ
る
。
そ
れ
が
、両
立
支
援
の
た
め
に「
特

に
何
も
し
て
い
な
い
」
企
業
が
約
半
数
に
の

ぼ
る
こ
と
の
一
つ
の
原
因
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
た
だ
、
現
在
の
従
業
員
だ
け
を
念
頭
に

お
い
た
対
応
だ
け
で
、
十
分
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

Ｗ
Ｌ
Ｂ
に
関
し
て
、
な
ぜ
消
極
的
に
な
る

の
か
と
い
う
理
由
と
し
て
、「
法
律
で
定
め
ら

れ
た
範
囲
を
超
え
た
負
担
は
厳
し
い
」
と
い

う
回
答
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
の
経
済
情
勢

も
勘
案
す
れ
ば
、
よ
り
小
規
模
な
企
業
に
お

い
て
、
今
後
、
育
児
支
援
の
面
で
取
り
組
み

が
速
や
か
に
進
ん
で
い
く
と
は
考
え
に
く
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
両
立

支
援
と
は
育
児
支
援
に
限
ら
れ
る
訳
で
は
な

い
。
今
後
誰
も
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、

介
護
に
関
わ
り
な
が
ら
働
く
と
い
う
状
況
に

な
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た

点
も
含
め
て
、
何
ら
か
の
問
題
や
厳
し
い
状

況
に
直
面
し
て
か
ら
そ
の
対
策
を
考
え
る
の

か
、
あ
る
い
は
、
不
可
避
の
状
況
を
想
定
し

て
、
少
し
ず
つ
で
も
な
ん
ら
か
の
準
備
を
し

て
お
く
の
か
で
は
、
企
業
に
と
っ
て
、
存
外

大
き
な
差
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
現
在
の
従
業
員
が
必
要
と
し
て
い
る
仕

組
み
・
制
度
を
整
備
す
る
」
の
は
、
い
い
こ

と
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
仕
組
み
を
作
っ
た

だ
け
で
、
そ
う
し
た
支
援
が
必
要
と
な
っ
た

時
に
「
実
際
に
は
使
え
な
か
っ
た
」
と
い
う

こ
と
で
は
意
味
が
な
い
。
制
度
の
整
備
の
次

に
、「
実
際
に
使
え
る
こ
と
、
使
え
る
よ
う
に

す
る
こ
と
」
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、

管
理
職
側
の
理
解
を
深
め
る
な
ど
、
少
し
ず

つ
で
も
準
備
を
す
べ
き
こ
と
は
多
々
あ
る
。

そ
の
上
で
、
実
際
に
両
立
支
援
施
策
を
使
っ

て
み
て
、
企
業
側
と
従
業
員
側
が
双
方
で
経

験
を
積
ん
で
い
く
ほ
か
に
な
い
。

　

た
だ
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
何
も

な
い
よ
り
は
仕
組
み
が
あ
る
だ
け
で
も
い
い

と
も
、
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
、
現
在
の

従
業
員
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
新
し
く

入
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て

も
、
ひ
と
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
か
ら
で

あ
る
。
逆
に
、従
業
員
に
対
し
て「
ど
う
い
っ

た
こ
と
を
望
み
、
何
を
提
供
す
る
の
か
」
を

明
確
に
で
き
な
い
企
業
は
、
働
く
側
か
ら
選

別
さ
れ
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な

い
。

　

今
後
の
大
ま
か
な
方
向
性
を
考
え
る
際
に

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
企
業
側
・

従
業
員
側
で
共
通
し
た
ほ
ぼ
唯
一
の
項
目
、

す
な
わ
ち
、「
Ｗ
Ｌ
Ｂ
と
は
、
働
く
う
え
で
の

安
心
感
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

育
児
に
も
介
護
に
も
時
間
を
割
く
必
要
が

な
く
、
ひ
た
す
ら
仕
事
に
集
中
で
き
る
と
い

う
状
況
で
あ
れ
ば
、
両
立
支
援
施
策
と
し
て

の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
仕
組
み
は
何
と
し
て
で
も
必
要

図６　職場における仕事と育児に関する意識
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1)育児休業制度などの仕事と育児の両立支援制度が整備
　されていると､働いていて安心感がある

2)職場で誰かが育児休業を取ると､他の人の仕事の分担
　が増えるので､大変だ

3)職場で誰かが育児休業を取ると､それをきっかけに､
　仕事の分担や職務の見直しにつながる

4)職場で誰かが育児休業を取ると､それをきっかけに､
　仕事の進め方が効率的になる

5)今の職場は融通がききやすいので､子育てしやすい

とてもそう思う ややそう思う全体(546)
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で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
従
業

員
側
か
ら
す
れ
ば
、
何
か
の
緊
急
時
に
は
、

こ
う
し
た
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
働

き
続
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
と
思
え
る
の

は
、
そ
れ
こ
そ
が
、
安
心
感
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
。
企
業
側
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
、「
ま

さ
か
の
時
に
は
、
で
き
る
限
り
の
応
援
を
す

る
か
ら
、
き
ち
ん
と
働
い
て
ほ
し
い
、
定
着

し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
ろ

う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
方
針
・
考
え
方
を

持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
伝
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

　

Ｗ
Ｌ
Ｂ
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
以
前
に
、

基
本
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
少
々
心

配
に
な
る
。
自
分
の
働
い
て
い
る
企
業
が
、

長
期
雇
用
方
針
を
持
っ
て
い
る
の
か
さ
え
わ

か
ら
な
い
従
業
員
が
全
体
の
三
分
の
一
ほ
ど

い
る
と
い
う
の
は
、
労
使
の
意
思
疎
通
が
十

分
に
は
計
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
傍
証
と
も

な
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
と
い
う
、

な
ん
と
な
く
新
し
そ
う
な
言
葉
も
、
ま
ず
は

企
業
側
が
従
業
員
と
で
き
る
限
り
十
分
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、
可
能
な
範
囲

で
従
業
員
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
準
備
を
し
て
ゆ

く
こ
と
と
い
う
、
最
も
基
本
的
な
問
題
へ
と

立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
。「
は
じ
め
の
一
歩
」

は
、
こ
の
よ
う
な
実
に
普
通
で
、
ま
っ
た
く

特
別
で
は
な
い
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
な
の

か
も
し
れ
な
い
。
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