
特集―仕事と介護の両立

Business Labor Trend 2015.10

8

Ⅰ
は
じ
め
に

　

高
齢
人
口
の
増
加
と
と
も
に
、
家
族
・
親

族
等
の
介
護
を
担
い
な
が
ら
仕
事
を
続
け
る

こ
と
の
困
難
に
よ
る
「
介
護
離
職
」
に
注
目

が
集
ま
り
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
が
政
策
課

題
と
な
っ
て
い
る
。
仕
事
と
介
護
の
両
立
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
介
護
休
業
制
度
の
整

備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
同
時
に
、
介
護

し
な
が
ら
働
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
、「
働
き
方

の
見
直
し
」
も
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

介
護
期
に
お
け
る
時
間
的
や
り
く
り
の
観
点

か
ら
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
を
可
能
に
す
る

働
き
方
を
検
討
し
た
い
。

　

介
護
期
の
時
間
的
や
り
く
り
を
困
難
に
す

る
も
の
と
し
て
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
恒

常
的
な
残
業
で
あ
ろ
う
。
残
業
の
あ
る
働
き

方
で
は
、
介
護
が
発
生
し
た
場
合
に
就
業
継

続
を
見
通
し
に
く
い
の
は
当
然
と
い
え
る
。

た
だ
、
残
業
の
な
い
働
き
方
が
大
前
提
で
あ

る
に
し
て
も
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
を
考

え
る
に
あ
た
っ
て
は
、労
働
時
間
の「
長
さ
」

に
関
し
て
議
論
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。

介
護
ニ
ー
ズ
は
、「
柔
軟
な
働
き
方
」
が
可
能

で
あ
れ
ば
対
処
で
き
る
部
分
も
大
き
い
か
ら

だ
。
佐
藤
・
矢
島
（
二
〇
一
四
）
に
よ
る
と
、

正
社
員
と
し
て
働
き
な
が
ら
介
護
し
て
い
る

人
の
介
護
内
容
は
、「
身
体
介
護
」「
見
守
り
」

「
家
事
」
な
ど
の
割
合
は
低
く
、「
入
退
院
の

手
続
き
」
や
「
手
助
け
・
介
護
の
役
割
分
担

や
サ
ー
ビ
ス
利
用
等
に
関
わ
る
調
整
・
手
続

き
」
な
ど
が
多
い
。
つ
ま
り
、
要
介
護
者
の

容
態
変
化
に
よ
る
突
発
的
な
対
応
や
介
護
事

業
者
等
と
の
打
ち
合
わ
せ
に
柔
軟
に
対
応
で

き
れ
ば
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
就
業
で
も
継
続
可

能
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
ど
う
い
っ
た
柔
軟
性
が
あ
れ
ば
介

護
生
活
上
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
ら
れ
る
の
か
。

ひ
と
つ
は
、
始
業
・
終
業
時
刻
を
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。松
浦（
二

〇
一
四
）
に
よ
る
と
、
仕
事
と
介
護
の
両
立

に
必
要
な
勤
務
先
か
ら
の
支
援
と
し
て
「
出

社
・
退
社
時
刻
を
自
分
の
都
合
で
変
え
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
へ
の
ニ
ー
ズ
が
強
い
。

こ
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
の
制
度

の
整
備
が
ま
ず
は
求
め
ら
れ
よ
う
。
加
え
て
、

ふ
だ
ん
か
ら
労
働
時
間
の
柔
軟
性
を
高
め
る

こ
と
も
重
要
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
仕
事

の
途
中
で
勤
務
を
外
れ
て
介
護
の
用
事
を
済

ま
せ
、
ま
た
勤
務
に
戻
る
と
い
っ
た
働
き
方

が
可
能
で
あ
れ
ば
、
介
護
期
の
両
立
に
プ
ラ

ス
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
柔
軟
な
働
き

方
は
、
労
働
時
間
管
理
が
緩
や
か
で
あ
る
こ

と
で
容
易
に
な
ろ
う
。
た
だ
、「
緩
や
か
な
時

間
管
理
」
は
、
労
働
者
側
に
仕
事
の
裁
量
性

が
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
実
効
性
が
薄
い

の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
は
、
ど
う
い
う
時
間
的
柔
軟
性
が

あ
る
場
合
に
就
業
継
続
で
き
、
な
い
場
合
に

転
職
・
離
職
に
至
る
の
か
を
、
介
護
開
始
時

の
勤
め
先
で
の
働
き
方
と
そ
の
後（
介
護
期
）

の
就
業
継
続
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
で
検
討

す
る（
１
）。
分
析
対
象
は
、
介
護
保
険
制
度

施
行
後
の
二
〇
〇
〇
年
四
月
以
降
に
介
護
を

開
始
し
、
介
護
開
始
時
の
要
介
護
者
の
年
齢

四
〇
歳
以
上
で
あ
る
者
と
す
る
が
、
本
稿
は

労
働
時
間
の
問
題
を
扱
う
性
格
上
、
介
護
開

始
時
に
正
社
員
と
し
て
就
業
し
て
い
た
者
に

限
定
す
る
。

Ⅱ
介
護
期
の
働
き
方
と 

就
業
継
続

　

正
社
員
就
業
者
に
ケ
ー
ス
を
限
定
し
て
労

働
時
間
と
就
業
継
続
と
の
関
係
を
み
る
と

（
図
１
）、
法
定
労
働
時
間
以
下
で
あ
る
週

実
労
働
時
間
「
四
〇
時
間
以
内
」
の
者
に
比

べ
、「
四
〇
時
間
超
五
〇
時
間
未
満
」「
五
〇
時

間
以
上
」
の
者
で
は
、
就
業
継
続
の
割
合
が

低
い
。
特
に
「
五
〇
時
間
以
上
」
の
者
で
は

転
職
の
割
合
が
高
く
な
る
。
正
社
員
の
場
合
、

残
業
の
な
い
働
き
方
が
就
業
継
続
の
た
め
に

重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

た
だ
、
就
業
継
続
に
関
わ
る
の
は
「
時
間

の
長
さ
」
だ
け
で
は
な
い
。
残
業
が
極
力
な

い
こ
と
が
重
要
な
要
件
で
あ
る
も
の
の
、「
柔

軟
な
働
き
方
」
が
可
能
で
あ
れ
ば
介
護
期
の

両
立
ニ
ー
ズ
に
よ
り
細
や
か
に
対
処
で
き
る

か
ら
だ
。
こ
の
点
を
、
ま
ず
、「
有
給
の
介
護

休
暇
制
度
」「
無
給
の
介
護
休
暇
制
度
」「
短
時

間
勤
務
制
度
」「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
」

「
残
業
・
休
日
労
働
の
免
除
制
度
」
と
い
っ

た
勤
め
先
の
制
度
有
無
別
に
就
業
継
続
割
合

の
違
い
を
み
る
こ
と
か
ら
検
討
し
た
い
（
図

２
）。ど
の
制
度
の
有
無
別
に
み
て
も「
あ
り
」

の
場
合
は
「
な
し
」
に
比
べ
て
就
業
継
続
の

割
合
が
高
い
。
特
に
「
残
業
・
休
日
労
働
の

免
除
制
度
」や「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
」

有
無
に
よ
っ
て
就
業
継
続
割
合
に
顕
著
な
差

が
あ
る
。
介
護
期
に
お
い
て
は
、
残
業
・
休

仕
事
と
介
護
の
両
立
を
可
能
に
す
る
柔
軟
な
働
き
方

―
―
就
業
時
間
の
途
中
で
職
場
を
離
れ
ら
れ
る
「
中
抜
け
」
を
中
心
に

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員　

高 

見
　
具 

広

76.4%

64.5%

61.8%

16.5%

19.1%

28.5%

7.1%

16.4%

9.8%

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

40時間以内（N=309）

40時間超50時間未満（N=110）

50時間以上（N=123）

就業継続 転職 離職

図１　介護開始時の勤め先での就業継続有無
―週実労働時間別―

（介護開始時に正社員就業者）
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日
労
働
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
に
よ
っ
て
始
業
・
終

業
時
刻
の
柔
軟
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
両

立
に
プ
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

な
お
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
の
た
め
に
は
、

残
業
が
な
い
こ
と
、
始
業
・
終
業
時
刻
が
柔

軟
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
で
十
分
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
柔
軟
性
ニ
ー
ズ

と
し
て
「
就
業
時
間
中
の
中
抜
け
」
を
考
え

て
み
た
い
。
介
護
の
必
要
に
応
じ
て
就
業
時

間
の
途
中
で
職
場
を
一
時
離
れ
ら
れ
る
こ
と

は
、
介
護
期
に
一
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
点
を
、
介
護
開
始
時
の
働
き
方
に
お

い
て
就
業
時
間
中
に
中
抜
け
が
可
能
だ
っ
た

か
ど
う
か
に
よ
る
就
業
継
続
割
合
の
違
い
か

ら
検
討
し
た
い（
図
３
）。「
中
抜
け
で
き
た
」

ほ
ど
「
中
抜
け
で
き
な
か
っ
た
」
場
合
と
比

べ
て
介
護
期
の
就
業
継
続
割
合
が
高
い（
２
）。

就
業
時
間
中
に
中
抜
け
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ

の
時
々
の
介
護
生
活
上
の
必
要
に
柔
軟
に
対

応
で
き
、
離
職
防
止
に
も
効
果
が
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

Ⅲ
就
業
時
間
中
の
中
抜
け

を
可
能
に
す
る
要
件

１   

労
働
時
間
管
理
の
あ
り
方 

と
の
関
係

　

な
お
、
就
業
時
間
中
の
中
抜
け
は
誰
で
も

可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
図
４
を
み
る
と
、

「
中
抜
け
で
き
た
」
割
合
は
一
一
・
二
％
に

過
ぎ
ず
、「
や
や
中
抜
け
で
き
た
」
を
合
わ
せ

て
も
四
割
弱
で
あ
る
。
逆
に
「
中
抜
け
で
き

な
か
っ
た
」
割
合
は
三
九
・
二
％
に
及
ぶ
。

仕
事
と
介
護
の
両
立
に
は
就
業
時
間
中
に
中

抜
け
で
き
る
こ
と
が
有
効
だ
と
し
て
も
、
中

抜
け
が
可
能
だ
っ
た
者
は
限
ら
れ
て
い
る
と

い
え
る
。

　

で
は
、
ど
う
い
う
場
合
に
就
業
時
間
中
の

中
抜
け
が
可
能
に
な
る
の
か
。
中
抜
け
可
否

に
最
も
直
接
的
に
関
わ
る
の
は
労
働
時
間
管

理
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
述
べ
る
な

ら
ば
、
厳
格
な
時
間
管
理
を
さ
れ
て
い
る
場

合
と
比
べ
て
、
緩
や
か
な
時
間
管
理
の
場
合

に
中
抜
け
が
容
易
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
確
か
め
る
た
め
、
所
定
就
業
時
刻

の
定
め
ら
れ
方
別
に
中
抜
け
可
能
だ
っ
た
か

を
み
る
と
（
図
５
）、「
毎
日
同
じ
所
定
時
刻

が
定
め
ら
れ
て
い
た
」
場
合
に
比
べ
て
、「
交

替
制
勤
務
等
で
日
に
よ
り
異
な
る
所
定
時

刻
」
の
場
合
に
「
中
抜
け
で
き
な
か
っ
た
」

割
合
が
高
い
。
逆
に
、「
外
勤
の
多
い
仕
事
等

図２　介護開始時の勤め先での就業継続有無
　　　　　―勤め先の両立支援制度有無別―

（介護開始時に正社員就業者）

図３　介護開始時の勤め先での就業継続有無
―就業時間中に中抜け可能だったかの程度別―

（介護開始時に正社員就業者）

図４　就業時間中の中抜けができた割合（N=544）
（介護開始時に正社員就業者）
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で
所
定
時
刻
は
ま
ち
ま
ち
」
の
場
合
と
、「
自

分
の
都
合
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
」
場
合

に
、「
中
抜
け
で
き
た
」「
や
や
中
抜
け
で
き

た
」
の
割
合
が
高
い
。

　

交
替
制
勤
務
の
場
合
に
中
抜
け
が
難
し
い

こ
と
は
、
職
場
の
要
員
管
理
の
都
合
か
ら

個
々
人
の
時
間
的
柔
軟
性
が
極
端
に
排
除
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
関
係
し
よ
う
。
労
働
者
に

と
っ
て
交
替
制
勤
務
は
、
い
っ
た
ん
決
め
ら

れ
た
シ
フ
ト
の
時
間
中
は
フ
レ
キ
シ
ビ
リ

テ
ィ
が
効
き
に
く
い
形
態
と
い
え
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、「
外
勤
の
多
い
仕
事
等
で
所
定
時

刻
は
ま
ち
ま
ち
」
は
、
外
勤
の
多
い
業
務
の

性
質
か
ら
緩
や
か
な
時
間
管
理
を
適
用
さ
れ

て
い
る
者
等
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、「
自
分

の
都
合
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
た
」
は
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
適
用
者
に
加
え
、
裁

量
労
働
制
の
適
用
や
管
理
監
督
者
な
ど
、
始

業
・
終
業
時
刻
の
管
理
が
緩
や
か
だ
っ
た
人

を
含
む
。
こ
う
い
っ
た
労
働
時
間
管
理
が
緩

や
か
な
人
の
場
合
、
就
業
時
間
中
に
中
抜
け

す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

２　

仕
事
の
裁
量
性
と
の
関
係

　

こ
の
よ
う
に
、
就
業
時
間
中
に
中
抜
け
で

き
る
か
ど
う
か
に
は
、
直
接
に
は
所
定
就
業

時
刻
が
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
と

図５　介護開始時：就業時間中に中抜けできたかどうか
―所定就業時刻の定められ方別―
（介護開始時に正社員就業者）

図６　介護開始時：就業時間中に中抜けできたかどうか
―1日の作業量に関する裁量性の有無別―
（介護開始時に正社員就業者）

図７　介護開始時：就業時間中に中抜けできたかどうか
―作業のスケジュールに関する裁量性の有無別―
（介護開始時に正社員就業者）
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25.0%

40.9%

31.3%

8.8%

8.8%

23.2%

37.4%

11.6%

23.5%

25.3%

26.7%

76.2%

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

中抜けできた

（N=68）

やや中抜けできた

（N=198）

あまり中抜けできなかった

（N=131）

中抜けできなかった

（N=147）

裁量性があった やや裁量性があった

あまり裁量性がなかった 裁量性がなかった

39.4%

10.8%

3.8%

4.8%

31.0%

43.6%

22.1%

10.9%

4.2%

21.5%

38.9%

15.0%

25.4%

24.1%

35.1%

69.4%

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

中抜けできた

（N=71）

やや中抜けできた

（N=195）

あまり中抜けできなかった

（N=131）

中抜けできなかった

（N=147）

裁量性があった やや裁量性があった

あまり裁量性がなかった 裁量性がなかった



特集―仕事と介護の両立

Business Labor Trend 2015.10

11

い
っ
た
労
働
時
間
管
理
の
あ
り
方
が
関
係
す

る
が
、
緩
や
か
な
労
働
時
間
管
理
が
実
効
性

を
発
揮
す
る
に
は
、
仕
事
の
裁
量
性
が
担
保

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
仕
事
の

裁
量
性
が
高
く
進
捗
管
理
を
任
さ
れ
て
い
る

場
合
、
緩
や
か
な
時
間
管
理
が
労
働
者
に

と
っ
て
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
。
就
業
時

間
中
の
中
抜
け
が
可
能
に
な
る
こ
と
も
、
そ

の
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
と
い
え
る
。
こ
の
点
を
、

「
一
日
の
作
業
量
を
決
め
る
こ
と
が
で
き

た
」「
作
業
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
め
る
こ
と

が
で
き
た
」
こ
と
と
の
関
係
を
み
る
こ
と
で

検
討
し
よ
う
。

　

図
６
を
み
る
と
、「
一
日
の
作
業
量
に
関
す

る
裁
量
性
」に
つ
い
て「
裁
量
性
が
あ
っ
た
」

場
合
に
、「
中
抜
け
で
き
た
」
割
合
が
高
く
、

「
裁
量
性
が
な
か
っ
た
」
場
合
に
は
「
中
抜

け
で
き
な
か
っ
た
」
割
合
が
高
い
。「
作
業

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
関
す
る
裁
量
性
」
に
つ

い
て
も
（
図
７
）、
裁
量
性
が
あ
っ
た
場
合

ほ
ど
中
抜
け
で
き
た
割
合
が
高
い
。
つ
ま
り
、

中
抜
け
の
可
否
に
は
裁
量
性
の
高
さ
が
大
き

く
関
係
す
る
。
就
業
時
間
中
の
中
抜
け
は
、

直
接
に
は
労
働
時
間
管
理
の
あ
り
方
が
大
き

く
関
わ
る
が
、
仕
事
の
裁
量
性
と
い
う
裏
づ

け
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
を
促

進
す
る
柔
軟
な
働
き
方
に
つ
い
て
、
介
護
開

始
時
に
正
社
員
で
あ
っ
た
者
を
対
象
に
検
討

し
た
。

　

仕
事
と
介
護
の
両
立
の
た
め
の
「
働
き
方

の
見
直
し
」
と
し
て
ま
ず
求
め
ら
れ
る
の
は

所
定
外
労
働
の
削
減
だ
ろ
う
。
残
業
の
あ
る

働
き
方
の
場
合
、
両
立
を
阻
害
し
、
就
業
継

続
を
困
難
に
さ
せ
る
。
仕
事
と
家
庭
生
活
と

の
両
立
の
文
脈
で
は
、
長
す
ぎ
る
労
働
時
間

は
問
題
と
し
て
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た

が
、
介
護
期
の
両
立
に
お
い
て
も
、
残
業
削

減
の
重
要
性
は
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と

は
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
加
え
て
、
介
護
生
活
の
リ
ズ

ム
に
あ
わ
せ
て
勤
務
時
間
を
柔
軟
に
調
整
で

き
る
こ
と
の
意
義
も
検
討
し
た
。
こ
の
点
、

ま
ず
、
始
業
・
終
業
時
刻
の
柔
軟
な
設
定
を

可
能
に
す
る
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
が
勤

め
先
に
あ
れ
ば
、
介
護
の
必
要
に
応
じ
て

日
々
の
始
業
・
終
業
時
刻
を
選
択
し
て
働
け

る
こ
と
で
、
介
護
期
の
両
立
に
貢
献
す
る
こ

と
が
う
か
が
え
た
。企
業
に
と
っ
て
、フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
度
の
整
備
と
利
用
促
進
は
、

介
護
期
の
従
業
員
の
離
職
抑
制
に
有
効
な
可

能
性
が
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
論
点
は
、
就
業
時
間
中
に

中
抜
け
で
き
る
こ
と
の
就
業
継
続
へ
の
寄
与

で
あ
る
。
介
護
の
必
要
に
応
じ
て
就
業
時
間

中
に
職
場
を
一
時
離
れ
ら
れ
る
よ
う
な
柔
軟

性
が
あ
れ
ば
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
正
社
員
で

あ
っ
て
も
就
業
継
続
を
見
通
せ
る
可
能
性
が

高
ま
ろ
う
。

　

中
抜
け
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
労
働
時

間
管
理
に
よ
る
違
い
が
大
き
い
。
ま
ず
、
交

替
制
勤
務
・
シ
フ
ト
勤
務
な
ど
労
働
時
間
が

そ
の
日
ご
と
に
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
、
決
め
ら
れ
た
就
業
時
間
（
シ
フ
ト
）
内

で
は
働
く
者
の
都
合
で
仕
事
外
の
用
事
を
済

ま
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
こ
と
に
は
、

交
替
制
・
シ
フ
ト
制
が
、
厳
格
な
要
員
管
理

を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
よ

う
。
逆
に
、
外
勤
の
多
い
業
務
の
性
質
か
ら

緩
や
か
な
時
間
管
理
を
適
用
さ
れ
て
い
る
場

合
、
仕
事
の
進
捗
管
理
を
、
任
さ
れ
時
間
管

理
が
緩
や
か
な
場
合
は
、
介
護
の
必
要
に
応

じ
て
中
抜
け
し
や
す
く
、
両
立
し
や
す
く
な

る
。

　

た
だ
、
注
意
も
必
要
だ
。
労
働
時
間
管
理

が
緩
や
か
な
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仕
事
の
裁
量
性

が
伴
わ
な
い
限
り
、
緩
や
か
な
時
間
管
理
は

実
効
性
が
担
保
さ
れ
ず
、
労
働
者
に
と
っ
て

の
メ
リ
ッ
ト
は
乏
し
い
。
緩
や
か
な
時
間
管

理
に
よ
っ
て
柔
軟
な
働
き
方
が
可
能
に
な
る

か
ど
う
か
も
、
こ
の
裁
量
性
の
有
無
に
か

か
っ
て
い
る
。
日
々
の
時
間
の
使
い
方
に
つ

い
て
働
く
者
が
一
定
の
裁
量
を
も
つ
こ
と
が
、

仕
事
と
介
護
双
方
か
ら
く
る
要
請
を
円
滑
に

調
整
す
る
の
に
有
効
だ
ろ
う
。

　

労
働
時
間
管
理
を
緩
や
か
に
す
る
こ
と
に

は
、
過
重
な
ノ
ル
マ
設
定
を
伴
う
こ
と
で
長

時
間
労
働
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
っ
た

批
判
的
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
介
護
と
の

両
立
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
一
定
期
間
の

成
果
を
も
っ
て
管
理
を
行
い
、
日
々
の
時
間

管
理
を
緩
め
る
仕
組
み
を
整
え
る
な
ら
ば
、

介
護
者
に
と
っ
て
は
そ
の
時
々
の
介
護
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
対
応
が
可
能
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
。
仕
事
と
介
護
の
両
立
は
、
極
端
な
長

時
間
労
働
で
な
け
れ
ば
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
で

あ
っ
て
も
即
座
に
問
題
と
は
な
ら
な
い
点
で
、

仕
事
と
育
児
の
両
立
の
場
合
と
は
や
や
異
な

る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
可
能
で
あ
る
こ

と
、
育
児
の
よ
う
に
始
終
見
守
り
が
必
要
な

わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
長
す
ぎ
る
労

働
時
間
の
改
善
は
引
き
続
き
求
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
と
同
時
に
、
介
護
生
活
の
必
要
に
応
じ

た
柔
軟
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
と
い
え
る
。

〔
注
〕

１　

分
析
の
詳
細
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二

〇
一
五
）『
仕
事
と
介
護
の
両
立
』
労
働
政
策
研
究
報
告

書
№
170
第
三
章
を
参
照
の
こ
と
。

２　

図
３
で
は
中
抜
け
で
き
た
程
度
に
よ
る
就
業
継
続
割

合
に
大
き
な
差
が
な
い
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
関
連
す

る
要
因
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
計
量
分
析
に
お
い
て
も
、

中
抜
け
で
き
た
程
度
は
有
意
に
就
業
継
続
確
率
を
上
昇

さ
せ
る
。
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
一
五
）

第
三
章
参
照
。

【
参
照
文
献
】

松
浦
民
恵
（
二
〇
一
四
）「
仕
事
と
介
護
の
両

立
に
課
題
を
抱
え
る
社
員
の
現
状
」
佐
藤

博
樹
・
武
石
恵
美
子
編
『
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
支
援
の
課
題
―
人
材
多
様

化
時
代
に
お
け
る
企
業
の
対
応
』
東
京
大

学
出
版
会
。

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
一
五
）

『
仕
事
と
介
護
の
両
立
』
労
働
政
策
研
究

報
告
書
№
170
。

佐
藤
博
樹
・
矢
島
洋
子
（
二
〇
一
四
）『
介
護

離
職
か
ら
社
員
を
守
る
―
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
新
課
題
―
』
労
働
調
査

会
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

高
見
具
広
（
た
か
み
・
と
も
ひ
ろ
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
を
経

て
、二
〇
一
三
年
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
入
職
。
産
業
・

労
働
社
会
学
を
専
門
と
し
、労
働
時
間
、ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
、
地
域
雇
用
な
ど

を
研
究
し
て
い
る
。
最
近
の
主
な
成
果
と
し

て
、「
仕
事
と
介
護
の
両
立
」（
労
働
政
策
研
究

報
告
書
№
170
、
共
著
）「
地
域
に
お
け
る
雇
用

機
会
と
就
業
行
動
」（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
資
料
シ

リ
ー
ズ
№
151
、
共
著
）
が
あ
る
。


