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１
．
は
じ
め
に

　

2
0
1
7
年
３
月
、
電
機
産
業
労
使

は
「
長
時
間
労
働
の
是
正
を
は
じ
め
と
す

る
働
き
方
改
革
に
向
け
た
電
機
産
業
労
使

共
同
宣
言
」
を
行
っ
た
。
こ
の
宣
言
で
は
、

電
機
産
業
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
が
安

全
か
つ
健
康
に
、
や
り
が
い
・
働
き
が
い

を
も
ち
、
能
力
を
最
大
限
発
揮
で
き
る
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
労
働
力
の
質
と

生
産
性
の
向
上
に
つ
な
が
り
、
電
機
産
業

の
持
続
的
な
発
展
の
た
め
に
も
必
要
な
取

り
組
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

ま
た
、
働
き
方
改
革
を
実
現
す
る
た
め
に
、

多
様
な
人
材
の
活
躍
や
生
産
性
向
上
の
実

現
に
向
け
て
労
使
が
相
互
に
協
力
し
最
大

限
の
努
力
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

電
機
連
合
は
、「
ゆ
と
り
と
豊
か
さ
」

の
実
現
を
掲
げ
、
労
働
時
間
や
働
き
方
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
や
方
針
に
基
づ

い
て
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
や
休
日
・
休

柔
軟
な
働
き
方
を
め
ぐ
る
電
機
連
合
の
取
り
組
み

　

～
次
の
ス
テ
ー
ジ
の
働
き
方
改
革
に
向
け
て
労
使
主
体
の
論
議
を
～

暇
制
度
の
整
備
な
ど
、
総
実
労
働
時
間
の

短
縮
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
ま

た
、
柔
軟
な
働
き
方
に
つ
な
が
る
制
度
の

整
備
、
一
人
ひ
と
り
の
意
識
改
革
や
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
な
ど
働
き
方
改
革
の

取
り
組
み
を
推
進
し
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
中
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
感
染
拡
大
や
そ
れ
を
契
機
と
し

た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
浸
透
に
よ
る
Ｄ
Ｘ
の
加
速
等

に
よ
り
、
取
り
巻
く
環
境
は
一
変
し
、
私

た
ち
の
生
活
、
働
き
方
に
お
け
る
こ
れ
ま

で
の
概
念
や
価
値
観
は
大
き
く
変
化
し
た
。

テ
レ
ワ
ー
ク
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
を
は

じ
め
と
す
る
柔
軟
な
働
き
方
の
進
展
は
、

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
事
業
継
続
だ
け
で
な

く
、
労
働
者
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
に
も
寄

与
し
た
が
、
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
時
間
や

場
所
に
と
ら
わ
れ
な
い
働
き
方
は
、
仕
事

と
生
活
の
切
り
換
え
の
難
し
さ
や
管
理
者

の
目
が
行
き
届
き
に
く
い
な
ど
の
性
質
も

大
崎　

真

電
機
連
合 

中
央
執
行
委
員

あ
り
、
長
時
間
労
働
に
つ
な
が
る
場
合
や

働
く
時
間
が
変
則
的
と
な
る
こ
と
も
多
い
。

ま
た
、
こ
の
間
の
急
速
な
働
き
方
の
変
化

や
そ
れ
に
伴
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不

足
に
よ
り
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
る
労
働
者
も

み
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
電
機
連
合
が
こ
れ
ま
で
取

り
組
ん
で
き
た
総
実
労
働
時
間
の
短
縮
と

柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組

み
、
そ
し
て
、
コ
ロ
ナ
禍
で
顕
在
化
し
た

課
題
や
そ
の
対
応
、
今
後
の
方
向
性
な
ど

に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

２
．
総
実
労
働
時
間
の
短
縮
に

向
け
た
取
り
組
み

　
「
働
き
方
改
革
」
の
取
り
組
み
は
、
仕
事

の
計
画
や
プ
ロ
セ
ス
の
見
直
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

環
境
の
整
備
な
ど
に
よ
る
業
務
効
率
化
、

さ
ら
に
は
、
要
員
の
配
置
や
多
様
な
働
き

方
に
対
応
し
た
制
度
整
備
、
柔
軟
な
運
用

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
「
長
時

間
労
働
の
是
正
を
は
じ
め
と
す
る
働
き
方

改
革
」こ
そ
が
、労
働
者
の
健
康
や
ワ
ー
ク・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
確
保
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
円
滑
な
企
業
経
営
の
観
点
か
ら

も
労
使
で
取
り
組
む
べ
き
重
要
な
課
題
で

あ
る
。
電
機
連
合
は
、
従
前
よ
り
適
正
な

総※
１

実
労
働
時
間
の
実
現
に
向
け
各
種
取
り

組
み
を
行
っ
て
き
た
。
所
定
労
働
時
間
の

短
縮
に
つ
い
て
は
、
遡
る
こ
と
30
年
以
上

前
、「
時
短
５
カ
年
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
基
づ

き
、
大
手
組
合
が
中
心
と
な
っ
て
取
り
組

ん
だ
結
果
、
多
く
の
組
合
で
年
間
所
定
労

働
時
間
1
8
0
0
時
間
台
を
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
所
定
外
労
働
時
間
の
削
減

や
年
休
取
得
の
推
進
は
、
2
0
0
7
年
か

ら
の
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
５
カ

年
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
な
ど
の
取
り
組
み
が
進
め

ら
れ
た
。
今
も
な
お
、
業
種
・
業
態
に
即
し

て
労
使
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

行
っ
て
お
り
、一
定
程
度
の
効
果
は
で
て
い

る
も
の
の
、
図
１
に
示
す
と
お
り
、
労
働

※1　総実労働時間＝所定労働時間＋所定外労働時間－年休取得時間－免除時間
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特 集 これからの働き方への提言 ～多様性の時代におけるディーセントワークを考える～多様性の時代におけるディーセントワークを考える

時
間
関
連
の
取
り
組
み
の
結
果
指
標
で
あ

る
「
総
実
労
働
時
間
」
の
目
標
1
8
0
0

時
間
程
度
を
達
成
で
き
て
い
な
い
。

　

長
時
間
労
働
に
よ
る
過
労
死
が
社
会
問

題
と
な
り
久
し
い
が
、
そ
の
対
策
の
一
つ

と
し
て
、
2
0
1
9
年
４
月
、
働
き
方
改

革
関
連
法
が
施
行
さ
れ
、
36
協
定
に
上
限

規
制
が
設
け
ら
れ
た
。
労
働
基
準
法
が
制

き
た
が
、
近
年
で
は
多
く
の
組
織
で
対
象

者
が
拡
が
り
す
べ
て
の
労
働
者
を
対
象
と

し
て
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
。

　

電
機
連
合
で
推
進
し
て
い
る
柔
軟
な
働

き
方
に
資
す
る
主
な
制
度
の
導
入
状
況
を

図
２
に
示
す
。

〈
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
〉

2
0
1
6
年
の
制
度
導
入
率
は
69
・
5

％
と
、
多
く
の
組
織
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。

４
年
後
の
2
0
2
0
年
に
は
76
・
2
％
と
、

堅
調
に
制
度
導
入
が
進
ん
で
い
る
。
他

方
、
コ※
３

ア
タ
イ
ム
を
設
定
し
て
い
る
組
織
は

2
0
1
6
年
時
点
で
は
82
・
2
％
で
あ
っ

た
が
、2
0
2
0
年
に
は
67
・
1
％
と
大

き
く
減
少
し
て
い
る
。
制
度
対
象
者
の
拡

大
や
柔
軟
な
利
用
に
向
け
て
制
度
や
運
用

を
見
直
し
て
い
る
組
織
が
多
く
、
と
り
わ

け
コ
ア
タ
イ
ム
の
廃
止
は
よ
り
柔
軟
な
働

き
方
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

運
用
面
と
あ
わ
せ
た
見
直
し
が
行
わ
れ
て

い
る
。

〈
在
宅
勤
務
制
度
〉

2
0
1
6
年
時
点
で
は
、在
宅
勤
務
制
度

の
導
入
率
は
15
・
0
％
で
あ
っ
た
が
、
2
0

2
0
年
10
月
の
調
査
で
は
、
在
宅
勤
務
制

度
導
入
率
は
60
・
7
％
と
大
幅
に
増
加
し
て

い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
感
染
拡
大
防
止
策
と

し
て
導
入
し
た
組
織
が
多
く
、
柔
軟
な
働

き
方
が
急
速
に
進
展
し
た
。
図
２
に
記
載

し
て
な
い
が
、
大
手
企
業
を
中
心
と
し
た

政
策
委
員
組
合
（
23
組
織
）に
お
け
る
導
入
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け
た
実
効
性
あ
る
取
り
組
み
に
、
よ
り
一

層
の
磨
き
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
．電
機
連
合
加
盟
組
合
に
お
け
る

柔
軟
な
働
き
方
の
取
り
組
み

　

あ
ら
ゆ
る
職
場
に
お
い
て
、
性
別
や
年

齢
、
障
が
い
の
有
無
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

に
か
か
わ
り
な
く
、
い
き
い
き
と
や
り
が

い
を
持
っ
て
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

環
境
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
加
盟

組
合
で
は
電
機

連
合
の
「
労※
２

働
時

間
対
策
指
針
」
に

沿
っ
て
、
労
働
時

間
や
休
暇
を
は

じ
め
、
テ
レ
ワ
ー

ク
制
度
や
フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
、
年

休
の
時
間
単
位
取

得
な
ど
を
は
じ
め

と
す
る
柔
軟
な
働

き
方
に
資
す
る
制

度
の
導
入
や
拡
充

に
取
り
組
ん
で
い

る
。
柔
軟
な
働
き

方
に
つ
い
て
は
、

か
つ
て
育
児
や
介

護
、
治
療
と
の
両

立
支
援
を
主
な
目

的
と
し
て
取
り
組

み
が
進
め
ら
れ
て

図１ 電機連合加盟組合における年間総実労働時間、年間所定労働時間

※2   「労働時間」や「働き方」について電機連合の考え方をまとめた指針
※3　必ず勤務すべき時間帯

定
さ
れ
て
以
降
、
上
限
時
間
を
法
律
で
規

制
す
る
こ
と
は
初
め
て
で
あ
り
、
労
働
者

の
健
康
を
守
り
、
過
労
死
を
防
止
す
る
と

い
う
観
点
で
は
、
こ
の
法
改
正
の
意
義
は

非
常
に
大
き
い
と
言
え
る
。
一
方
で
、36
協

定
は
労
使
で
締
結
す
る
も
の
で
、
そ
の
運

用
は
そ
も
そ
も
労
使
自
治
の
問
題
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
法
的
に
解
決
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
真
因
を
胸
に
刻
み
、

総
実
労
働
時
間
の
短
縮
に
向

制
度
導
入
率
／
％
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年休の
時間単位休暇

積立（保存）休暇 多目的休暇 フレックスタイム
制度

在宅勤務制度勤務間
インターバル

柔軟な働き方に関する制度

コアタイム無
（17.8％）

コアタイム無
（32.9％）

図2 電機連合加盟組合における柔軟な働き方に関する制度導入率

資料出所：電機連合「労働時間関係調査」

※積立（保存）休暇：消滅時効（切捨て）となる年休のうち一定日数を積立（保存）できる休暇
※多目的休暇：年休とは別に制度化された休暇
資料出所：電機連合「労働時間関係調査」「各種労働条件調査」
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率
は
、
2
0
2
2
年
時
点
で
82
・
6
％
と
多

く
の
企
業
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。

４
．コ
ロ
ナ
禍
で
進
展
し
た
テ
レ

ワ
ー
ク
、顕
在
化
し
た
課
題

と
そ
の
対
応

　

コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
も
と
も
と
の
制
度
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
企
業
が
緊

急
避
難
的
に
テ
レ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
、
安
全
衛
生
や
労
働
時
間
管

理
な
ど
に
お
い
て
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な

る
と
と
も
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
施
に
伴

う
費
用
負
担
の
面
で
企
業
間
で
の
違
い
が

見
ら
れ
た
。

　

電
機
連
合
は
前
述
し
た
「
労
働
時
間
対

策
指
針
」
に
テ
レ
ワ
ー
ク
の
考
え
方
を
示

し
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
顕
在
化
し
た

課
題
を
踏
ま
え
、
改
め
て
考
え
方
を
整
理

し
、
2
0
2
1
年
１
月
に
指
針
を
改
定
し

た
。
そ
の
後
、
労
使
の
話
し
合
い
に
よ
り
、

各
種
制
度
の
見
直
し
や
職
場
環
境
の
整

備
・
運
用
面
の
改
善
な
ど
、課
題
解
決
に
向

け
た
対
応
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
。（
図
３
）

　

一
方
、
テ
レ
ワ
ー
ク
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
が
適
用
し
に
く
い
現
業
部
門
も
多

く
存
在
す
る
。
す
べ
て
の
職
場
に
お
い
て
、

各
種
制
度
の
適
用
対
象
者
の
拡
大
を
は
じ

め
、
柔
軟
な
働
き
方
・
休
み
方
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

以
下
、
出
社
を
前
提
と
し
た
職
場
に
お
け

る
取
り
組
み
、
検
討
事
例
を
紹
介
す
る
。

（
囲
み
1
）

　

そ
れ
ぞ
れ
の
業
種
・
職
種
に
応
じ
て
、

働
き
方
の
違
い
を
認
め
合
う
こ
と
も
重
要

で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
組
合
員
・
従
業
員
が
、

働
き
方
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
公
平
感
や

納
得
感
が
得
ら
れ
、
安
全
で
安
心
し
て
働

く
こ
と
が
で
き
る
職
場
環
境
を
実
現
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

５
．労
使
で
検
討
さ
れ
て
い
る

働
き
方
や
今
後
の
方
向
性

　

電
機
産
業
は
業
種
や
業
態
の
幅
が
広
く
、

働
き
方
の
取
り
組
み
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
出
社
を
前
提
と
し
た
働
き
方

か
ら
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
基
本
と
す
る
働
き

方
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
少
な
く

な
い
。
そ
れ
ら
の
労
使
で
は
、
適
切
な
事

業
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
や
出
社
す
る
こ
と
の

位
置
付
け
、
転
勤
の
あ
り
方
な
ど
、
い
わ

ゆ
る
広
義
で
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
ス

ピ
ー
ド
感
を
も
っ
て
検
討
が
さ
れ
て
い
る
。

（
囲
み
2
）

　

他
方
、
出
社
を
前
提
と
す
る
考
え
方
も

多
い
。
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重

視
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
快
適
で
安
全
な

職
場
環
境
に
向
け
た
整
備
、
福
利
厚
生
面

の
充
実
な
ど
に
よ
り
、
誰
も
が
会
社
に
来

た
く
な
る
職
場
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
終
息

し
て
も
以
前
の
姿
に
戻
る
と
は
考
え
に
く

く
、
従
来
の
思
考
や
手
法
、
こ
れ
ま
で
の

 おもな課題  対応事例 電機連合の考え方（抜粋） 

安全衛生、 

健康管理 
 

 
 

 

 

 

 

労働時間

 
 

 
 

 

 

 

 

コミュニ
ケーション

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

在宅勤務手当、

通勤手当など

 

 
 

 

 

 

 

 

・在宅勤務時の光熱費、通信費の負担
・テレワークの頻度が多い方への
　通勤手当

・在宅勤務時のコミュニケーション不安
・急な相談や打合せ、雑談がやりづらい
・初対面者との人間関係、信頼関係の構築
・新入社員や中途採用者等への教育

・管理の目が行き届きにくい
・裁量労働者を中心に長時間労働になる
　傾向
・労働時間の客観的な把握ができない

・在宅勤務率が高い事業所でメンタル不
　調者が増加傾向
・産業医との面談のあり方
・在宅勤務中の労災責任範囲

・会社支給ＰＣのログによる就業状況把握
・労働者の自己申請と上司承認による労働時　　
　間管理、それらの乖離チェック

・産業医面談、安全衛生委員会などオンライ
　ンを活用した弾力的な運用
・安全担当者への研修、オンライン相談窓口
　の設置

・日常適用されている勤務形態を基本とし、日々勤務
　管理を行う
・労働時間の把握については、客観的に把握できる
　方法を原則として適正に記録

・すべての労働者に対して、必要な健康診断やメンタ
　ルヘルス対策、ストレスチェックを実施

・テレワーク勤務時でも業務が原因の災害は、業務上
　災害として保険給付の対象

・始業・終業時の業務報告、常会の実施
・評価面談と切り離した１on１ミーティング
・チャットなどの Web ツールや機能の活用
・オンライン時のコミュニケーション研修
・メタバースを利用した情報発信・共有
・オフィスはコラボレーションの場。音（雑談）
　も必要以上にシャットアウトしない
・コミュニケーション活性化につながる
　リモート会議のルール

・労働者に提供する各種情報（社内通達や部門内の
　連絡事項など）の伝達・共有方法に加え、オフィス
　勤務者とテレワーク勤務者、テレワーク勤務者同士
　のコミュニケーションのあり方について検討

・テレワークを行う労働者が能力開発等において不安
　に感じることのないよう、社内教育等の充実を図る

・ＯＪＴの機会が得難いことを踏まえ、教育環境の
　充実に向けた検討

・在宅勤務者への手当の新設
・全従業員を対象とした手当の新設
 （在宅勤務手当、感染防止対策手当など）

・出勤頻度を考慮した（主な就労場所が
　自宅の場合など）交通費の支給方法の
　見直し

・テレワークでの業務遂行に必要な設備・費用は、原
　則、会社からの貸与または会社負担。なお、労働者
　に業務にかかる費用を負担させる場合は、就業規則
　等にその旨を明記（労基法 89条５号）
・テレワークに必要な経費や手当、通勤手当の取り扱
　いなどについては、テレワークを実施する目的や主な
　就労場所、頻度、インフラ費用の負担等を踏まえて労
　使協議を行う

図3 テレワークの課題と対応例、電機連合の考え方
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特 集 これからの働き方への提言  〜多様性の時代におけるディーセントワークを考える〜多様性の時代におけるディーセントワークを考える

大 崎 　 真  お おさき 　 しん

電機連合 中央執行委員

【略歴】
2016 年 7月　安川電機労働組合　中央執行委員（専従）
2018 年 7月　電機連合　中央執行委員（専従）

【現職】
電機連合 中央執行委員　労協・法規政策部 兼 労働調査部

働
き
方
の
選
択
肢
だ
け
で
は
問
題
解
決
で

き
な
い
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら

も
労
働
者
の
多
様
性
は
ま
す
ま
す
拡
が
り
、

私
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
や
働
き
方
、
意

識
は
変
わ
り
続
け
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
制
度

や
働
き
方
改
革
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と

は
必
要
で
あ
る
が
、
事
業
や
チ
ー
ム
で
業

務
を
遂
行
す
る
以
上
、
会
社
や
職
場
の
一

体
感
の
醸
成
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
強
化
が

重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
職
場
内
に

お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
強
化
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
て

い
る
。
働
き
方
改
革
は
す
で
に
次
の
ス
テ

ー
ジ
に
き
て
い
る
が
、
業
種
や
業
態
、
職

場
の
実
態
に
あ
わ
せ
て
各
社
労
使
が
主
体

的
か
つ
丁
寧
に
論
議
し
続
け
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

６
．
お
わ
り
に

　

近
年
で
は
リ
ス
キ
リ
ン
グ
や
リ
カ
レ
ン

ト
教
育
な
ど
に
力
を
入
れ
る
企
業
も
増

え
て
き
た
。
加
盟
組
合
に
お
い
て
も
、「
自

ら
学
ぶ
、
学
び
や
す
い
環
境
整
備
と
し
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

導
入
」「
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
で
き
る
Ｆ※
４

Ａ
制
度
」「
一
人
ひ
と
り
が

自
身
の
キ
ャ
リ
ア
を
考
え
行
動
で
き
る
環

境
の
構
築
」
な
ど
、
人
材
育
成
や
能
力
開

発
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
で
み
て
も
、
人※
５

的
資
本
経

営
に
関
す
る
注
目
度
が
高
ま
っ
て
お
り
、

I ※６
S
O
3
0
4
1
4
を
ベ
ー
ス
と
し
た

人
的
資
本
や
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
長
期

的
に
企
業
価
値
に
関
連
す
る
情
報
と
し

て
、
近
年
機
関
投
資
家
に
お
い
て
も
着
目

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
米
国
で
は
多
様
性

に
関
す
る
取
組
み
を
含
め
た
人
的
資
本

の
情
報
開
示
が
進
ん
で
い
る
。
国
内
で
は

2
0
2
2
年
５
月
、
経
産
省
か
ら
「
人※
７

材

版
伊
藤
レ
ポ
ー
ト
２・
０
」
が
公
表
さ
れ
、

非
財
務
情
報
開
示
の
充
実
に
向
け
「
人
材

育
成
方
針
」
や
「
社
内
環
境
整
備
方
針
」
の

開
示
に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

働
き
方
改
革
を
よ
り
一
層
進
化
さ
せ
る

た
め
に
は
、
柔
軟
な
働
き
方
に
資
す
る
制

度
の
整
備
や
運
用
面
の
工
夫
な
ど
ハ
ー
ド

面
の
取
り
組
み
も
必
要
で
あ
る
が
、
人
材

育
成
や
能
力
開
発
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
面
の

取
り
組
み
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
認
識
を
労
使
で
共
有
す
る
と
と
も
に
、

労
働
者
の
安
全
や
健
康
の
確
保
と
い
っ
た

軸
が
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が

い
き
い
き
と
働
く
こ
と
が
で
き
る
職
場
環

境
の
構
築
に
向
け
た
「
働
き
方
改
革
」
を

推
進
し
て
い
き
た
い
。

※4　本人が希望する職種や部署に異動できる仕組み
※5　人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方
※6　2018年に国際標準化機構（ISO）により出版された、人的資本情報開示のガイドライン
※7　人的資本経営の実現に向けた検討会の報告書

 「出社を前提とした職場」における
柔軟な働き方の取り組み、検討事例

▶業務効率改善、多能工化の推進などにより属人的
な作業を削減。作業方法を見直すことで、在宅勤
務が可能な仕事を切り出し

▶時差出退勤制度の対象者の拡大および出退勤時間
帯の制限緩和

▶全従業員にフレックスタイム制を適用し、適用除
外とする職場を申請制とする

▶時間単位年休の利用対象者や職場の拡大
▶現業部門独自の休みやすい年間カレンダーの設定
（長期連休の設定など）

▶交替制勤務者は年間カレンダー設定の際に連休を
各自で設定

▶通勤者の通勤時間短縮を目的とした通勤関連手当
の見直し（高速料金や特急料金の補助）

【取り組み、検討事例】

検討が進められている働き方や取り組み、
運用面の工夫など

▶テレワークを基本の働き方と位置づけて運用

▶柔軟な働き方に関する制度の利用日数や利用対象
者の拡大

▶働く場所のあり方やそれに伴う転勤の見直し、単
身赴任者の解消

▶自宅やサテライトオフィス以外の場所での勤務を
可能とする就労場所の拡充

▶旅行先とテレワークの組み合わせを可とするいわ
ゆるワーケーション

▶通勤圏外からの勤務を可能とする、遠隔地勤務の運用

▶選択的週休３日、週休４日制度

▶事業所ごとに、働き方改革推進室、プロジェクト、
労使協議の場の設置等

▶オフィススペースの削減、レイアウト変更、フリ
ーアドレス化


