
テ
ー
マ
が
、
経
営
に
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
社
会
も
、
企
業
の
社

会
的
責
任
や
「
人
を
大
切
に
し
て
い

る
か
」
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

対
応
課
題
の
広
が
り
は
、
社
労
士
が

労
務
管
理
の
プ
ロ
と
し
て
経
営
に
深

く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。　

　

大
阪
で
開
業
す
る
社
労
士
は
、「
一

人
一
人
の
患
者
と
じ
っ
く
り
と
向
き

合
い
た
い
」
と
願
っ
て
開
業
し
た
医

師
を
支
援
し
た
例
か
ら
次
の
よ
う
に

語
る
。

「
企
業
経
営
を
〝
カ
ネ
〞
の
視
点
で

し
か
考
え
な
い
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の

人
た
ち
は
、『
こ
れ
ぐ
ら
い
の
患
者
さ

ん
を
集
め
な
い
と
借
金
を
返
せ
ま
せ

を
ど
う
評
価
す
る
か
は
非
常
に
難
し

く
、
社
長
一
人
の
判
断
に
頼
る
の
は

リ
ス
キ
ー
で
す
。
多
く
の
現
場
を
知

る
社
労
士
の
目
利
き
力
が
お
役
に
立

て
る
場
面
で
も
あ
る
の
で
す
」

　

経
営
者
は
、
事
業
の
持
続
・
拡
大

と
と
も
に
労
務
管
理
に
も
頭
を
悩
ま

せ
る
が
、
悩
み
が
深
ま
る
ほ
ど
両
者

は
別
個
の
も
の
と
考
え
が
ち
だ
。
そ

こ
に
手
を
差
し
伸
べ
る
の
も
社
労
士

の
重
要
な
仕
事
だ
。

　

例
え
ば
補
助
金
や
助
成
金
の
活
用

が
あ
る
。
厚
生
労
働
省
が
設
け
て
い

る
「
雇
用
関
係
助
成
金
」
は
、
主
な

も
の
だ
け
で
も
60
を
数
え
る
。
他
省

庁
に
は
、
生
産
性
向
上
や
業
務
の
効

率
化
の
た
め
の
補
助
金
や
助
成
金
が

あ
る
。

　

つ
ま
り
、
事
業
そ
の
も
の
と
「
人

を
大
切
に
す
る
企
業
」
づ
く
り
を
、

一
つ
の
連
動
す
る
課
題
と
し
て
改
善

を
図
る
た
め
の
支
援
策
は
多
い
の
だ
。

そ
う
し
た
情
報
を
提
供
し
、〝
ヒ
ト
〞

と
い
う
側
面
か
ら
実
際
の
経
営
に
落

と
し
込
む
方
策
の
提
示
に
こ
そ
社
労

士
の
力
量
が
発
揮
さ
れ
る
。

　

社
労
士
の
活
躍
例
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
椅
子
の

製
造
会
社
で
は
、
そ
れ
ま
で
男
性
の

仕
事
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
社

員
も
男
性
の
み
だ
っ
た
。
そ
こ
で
イ

ん
よ
』
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
社
労

士
は
、『
こ
ん
な
能
力
を
持
つ
ス
タ
ッ

フ
を
、
こ
ん
な
処
遇
と
勤
務
形
態
で

雇
用
す
れ
ば
、
利
益
も
確
保
で
き
て

先
生
の
夢
も
か
な
う
の
で
は
な
い
で

す
か
』
と
提
案
し
ま
す
」

　

こ
の
社
労
士
の
場
合
、
顧
問
先
の

人
材
の
新
規
採
用
に
は
積
極
的
に
関

わ
る
。
採
用
す
る
人
材
の
資
質
や
能

力
、
処
遇
な
ど
を
詰
め
、
採
用
面
接

に
も
立
ち
会
う
。
中
途
採
用
で
は
前

職
の
退
職
理
由
を
必
ず
聞
き
、
共
に

検
討
す
る
。

「
最
近
多
い
の
が
、『
前
職
で
は
自
分

の
仕
事
が
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
』
と
い
う
理
由
。
こ
れ

メ
ー
ジ
の
払
拭
を
図
り
、
人
材
を
確

保
す
る
た
め
、
社
労
士
と
共
同
で
女

性
を
正
社
員
と
し
て
採
用
す
る
方
策

を
練
り
、
女
子
ト
イ
レ
や
更
衣
室
の

設
置
に
助
成
金
を
活
用
し
た
と
こ
ろ
、

高
校
卒
の
女
性
を
採
用
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
翌
年
に
は
、
安
心
し
て
生

き
生
き
と
働
い
て
い
る
先
輩
の
姿
を

見
て
後
輩
の
女
性
も
入
社
し
、
そ
の

会
社
は
、
自
治
体
か
ら
女
性
活
躍
企

業
に
認
定
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
技
能
伝
承
を
前
提
と
し
た

高
齢
者
雇
用
の
具
体
策
作
り
に
関
わ

っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。「
で
き
る

だ
け
長
く
働
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う

経
営
者
の
思
い
に
応
え
、
高
齢
技
能

者
の
役
割
を
明
確
に
す
る
一
方
、
勤

務
形
態
や
処
遇
な
ど
の
体
制
を
整
備

し
た
。
高
齢
者
雇
用
を
支
援
す
る
助

成
金
も
当
然
、
取
り
入
れ
た
。

　

全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会

の
大
西
健
造
会
長
は
、「
社
労
士
が
カ

バ
ー
し
て
い
る
法
律
や
制
度
の
幅
は

実
に
広
く
、
そ
れ
だ
け
経
営
者
と
の

接
点
も
多
く
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
生

き
生
き
と
し
た
職
場
に
な
っ
て
い
る

か
ど
う
か
を
基
軸
に
施
策
作
り
を
支

援
し
、〝
ヒ
ト
〞
に
寄
り
添
っ
て
い
く

の
が
社
労
士
で
す
」
と
士
業
と
し
て

の
基
本
姿
勢
を
強
調
す
る
。

　

経
営
戦
略
の
一
つ
と
し
て
、
社
労

士
の
力
を
借
り
て
自
社
の
労
務
管
理

を
見
直
し
、
強
み
に
変
え
て
い
く
価

値
は
十
分
あ
る
。

　

中
小
企
業
の
経
営
者
に
と
っ
て
人

材
に
関
す
る
こ
と
ほ
ど
悩
ま
し
い
も

の
は
な
い
。
人
材
問
題
は
、
経
営
の

あ
ら
ゆ
る
課
題
と
ひ
も
付
い
て
い
る

か
ら
だ
。
従
業
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
下
が
れ
ば
生
産
性
は
落
ち
、
業

績
低
下
に
直
結
す
る
こ
と
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
挙
げ
て
い
け
ば
キ
リ

が
な
い
。

「
い
や
、
う
ち
の
会
社
は
皆
、
仲
良

く
や
っ
て
い
る
よ
」
と
胸
を
張
る
経

営
者
も
い
る
、
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど

安
閑
と
は
し
て
い
ら
れ
な
い
の
だ
。

　

全
国
の
労
働
基
準
監
督
署
（
以
下
、

労
基
署
）
が
定
期
監
督
し
た
13
万
４

６
１
７
件
の
う
ち
８
万
９
９
７
２
件

で
労
働
関
連
法
違
反
が
あ
っ
た
。
違 P

r
o

j
e

c
t

  T
IT

L
E  

企
業
の「
困
っ
た
!!
」に
寄
り
添
う

B
y

全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会

6

反
率
は
66
・
８
％
だ
。
違
反
内
容
は
、

「
労
働
時
間
に
関
す
る
も
の
」
が
最

も
多
く
（
31
・
５
％
）、「
安
全
基
準

の
未
整
備
」「
健
康
診
断
の
未
実
施
」

「
割
増
賃
金
の
未
払
い
」「
労
働
条
件

の
明
示
な
し
」
と
続
く
（
２
０
１
６

年
『
労
働
基
準
監
督
年
報
』）。

　

就
業
規
則
が
古
い
ま
ま
な
ら
ば
、

現
在
の
労
働
関
連
法
制
に
照
ら
せ
ば

完
全
に
ア
ウ
ト
だ
。
早
朝
出
勤
し
て

働
く
従
業
員
を
「
感
心
な
や
つ
だ
」

と
思
っ
て
い
た
ら
、
労
基
署
か
ら
残

業
代
の
未
払
い
で
違
反
を
指
摘
さ
れ

た
り
、
従
業
員
が
突
然
、
パ
ワ
ハ
ラ

を
訴
え
出
た
り
な
ど
、
想
定
外
の
労

務
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
は
珍
し
く

な
い
。
そ
れ
ら
が
噂
に
で
も
な
れ
ば

会
社
の
社
会
的
な
信
用
も
落
ち
る
。

　

し
か
し
労
働
関
連
法
制
は
雇
用
環

境
の
変
化
を
反
映
し
た
細
か
な
改
正

が
多
く
、
経
営
者
自
ら
が
フ
ォ
ロ
ー

し
て
い
く
の
は
困
難
で
あ
る
。

「
取
引
先
の
社
長
か
ら
、『
自
分
は
法

改
正
に
十
分
に
対
応
で
き
な
い
の
で

こ
れ
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
、
か
つ
社
内

に
浸
透
さ
せ
る
手
立
て
も
提
案
し
て

く
れ
る
の
が
社
労
士
で
は
な
い
の

か
』
と
言
わ
れ
、
社
労
士
と
い
う
仕

事
の
使
命
を
再
認
識
し
た
こ
と
が
あ

る
」
と
語
る
の
は
、
東
京
で
開
業
す

る
社
労
士
だ
。

　

こ
の
社
労
士
は
、
労
務
管
理
の
エ

キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
、〝
ヒ
ト
〞
と

〝
働
く
〞
こ
と
に
関
わ
る
全
て
の
課

題
の
解
決
に
向
け
て
支
援
を
す
る
存

在
が
社
労
士
だ
と
自
ら
を
定
義
す
る
。

　

社
労
士
は
従
来
、
社
会
保
険
や
雇

用
保
険
、
年
金
な
ど
の
労
働
社
会
保

険
の
申
請
業
務
の
代
行
者
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
今
、

そ
の
仕
事
は
大
き
く
変
わ
り
始
め
て

い
る
。

　

実
際
、
多
く
の
社
労
士
か
ら
、「
採

用
に
関
す
る
企
業
の
方
針
や
具
体
的

な
対
応
、
未
払
い
賃
金
を
発
生
さ
せ

な
い
た
め
の
労
働
時
間
管
理
の
方
法
、

労
使
紛
争
の
未
然
防
止
な
ど
の
相
談

に
付
随
す
る
形
で
規
程
類
の
見
直
し
、

作
成
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
手
続
き
業
務

を
依
頼
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
非
常
に
増

え
て
い
る
」
と
い
う
声
を
聞
く
よ
う

に
な
っ
た
。

　

各
種
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
、
育

児
や
介
護
な
ど
と
仕
事
を
両
立
さ
せ

る
た
め
の
対
策
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

対
策
な
ど
、
か
つ
て
は
問
題
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

〝
ヒ
ト
〞に
関
わ
る
す
べ
て
の

課
題
に
具
体
策
を
提
示
す
る

労
働
関
連
法
の
改
正
に

経
営
者
は
追
い
付
け
な
い

事
業
と「
人
を
大
切
に
す
る

企
業
」づ
く
り
を
支
援

「
ザ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

働
き
方
の
多
様
化
と
と
も
に
、企
業
経
営
の〝
ヒ
ト
〞に
関
わ
る
労
務
管
理
の
課
題
が
複
雑
化
し
て
い
る
。

中
小
企
業
に
と
って
は
、労
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
の
社
会
的
責
任（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）や
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
あ
る
従
業
員
と
の

ト
ラ
ブ
ル
の
増
加
な
ど
、確
実
に
経
営
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
って
い
る
。そ
の
よ
う
な
中
で
、労
務
管
理
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る

社
会
保
険
労
務
士（
以
下
、社
労
士
）の
ア
ド
バ
イ
ス
を
期
待
す
る
声
が
高
まって
い
る
。経
営
に
深
く
コ
ミッ
ト
し
始
め
た
社
労
士
の
活
躍
を
紹
介
す
る
。
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労
務
管
理
の
複
雑
化
が
、経
営
者
を
直
撃

今
こ
そ
、社
会
保
険
労
務
士
の
力
が
必
要

一つでも「NO」があれば注意が必要です。

企業における人事・労務面で
の課題が複雑化・多様化して
いる中で、左記三つがほぼ同
割合で3大課題となっている

全国社会保険労務士会連合
会調べ（調査実施機関：みず
ほ総合研究所）

回答企業数＝6921社

【人事・労務面の課題項目トップ３（複数回答）】【各課題項目の例】

事業主の皆さん、準備できていますか?

課題項目 割合

求人・採用後の育成 55.8%

雇用の多様化への対応 55.5%

賃金・年金制度 55.2%

課題項目 例

求人・採用後の育成 人材確保、適性検査、キャリア開発　など

雇用の多様化への対応 高齢者・女性・パート・契約社員・派遣社員・外国人の活用　など

賃金・年金制度 賃金・退職金・企業年金制度などの設計・見直し、採用者賃金決定　など

全ての従業員が年次有給休暇を
年5日以上取得している。

（長時間労働是正編）

□YES　□NO1

年次有給休暇付与日や残日数を
従業員ごとにきちんと管理している。 □YES　□NO2

管理職や裁量労働制が適用される人を
含む全ての従業員の労働時間を
タイムカードなどで把握している。　

□YES　□NO3

残業が必要なので三六協定を締結、
届け出している。 □YES　□NO4

時間外労働は月45時間、
年360時間の範囲内である。 □YES　□NO5


