
原
職
復
帰
の
原
則

が
維
持
さ
れ
た
り
と
、
労
働
者
も
メ

リ
ッ
ト
を
享
受
し
て
い
ま
す
。

　
自
治
体
職
員
も
、
特
に
正
規
職
員

に
関
し
て
は
職
務
内
容
等
を
限
定
せ

ず
任
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
行
政
運

営
の
都
合
に
よ
っ
て
異
動
を
命
ぜ
ら

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
災
害
対

応
と
も
な
れ
ば
、
文
字
通
り
何
で
も
、

ど
こ
で
も
、
い
つ
で
も
、
全
体
の
奉

仕
者
と
し
て
業
務
を
行
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
本
題
に
戻
り
ま
す
が
、「
異

動
で
き
れ
ば
復
職
で
き
ま
す
」と
い

う
の
は
要
す
る
に
、「
復
職
時
に
異

動
を
し
な
い
と
い
け
な
い
状
態
」で

す
。
こ
れ
は
、
ど
ん
な
業
務
で
も
ど

の
部
署
で
も
で
き
な
い
と
い
け
な
い

は
ず
の
正
規
職
員
な
の
に
、
一
部
業

務
や
一
部
部
署
の
制
約
が
つ
く
と
い

う
状
態
、
い
わ
ば
正
規
職
員
の
前
提

で
あ
る
は
ず
の
無
限
定
性
に
限
定
が

生
じ
た
状
態
で
あ
り
、
受
け
入
れ
ら

　「
復
職
可
。
た
だ
し
部
署
の
異
動

が
望
ま
し
い
」と
い
っ
た
診
断
書
が

提
出
さ
れ
、対
応
に
困
る
こ
と
が
な

い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
、元
の

職
場
・
元
の
職
位
・
元
の
職
務
へ
の
復

職
を
原
則（
原
職
復
帰
の
原
則
）と
し

て
お
り
、そ
れ
を
非
常
に
大
事
に
し

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
こ
う
し
た
診

断
書
は「
ま
だ
原
職
に
復
帰
で
き
な

い
の
だ
か
ら
、そ
も
そ
も
復
職
可
と

は
い
え
な
い
」と
判
断
し
ま
す
。

例
外
の
位
置
付
け
が	

重
要

　
お
お
よ
そ
ど
の
組
織
で
も
、
復
帰

時
に
は
原
職
へ
の
復
帰
を
原
則
と
し

て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

た
と
え
ば「
本
人
が
希
望
し
た
場
合
」

「
家
族
が
懇
願
し
て
き
た
場
合
」「
部

署
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
、
仕
事
が

合
っ
て
い
な
い
と
上
司
や
人
事
が
判

断
し
た
場
合
」「
主
治
医
や
産
業
医

業
務
遂
行
レ
ベ
ル
に
着
目
し
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
応
第
8
回

か
ら
異
動
し
た
方
が
良
い
と
指
示

が
あ
っ
た
場
合
」な
ど
を
例
外
と
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
た
だ
、
こ
こ
ま
で
例
外
が
あ
る

と
、
も
は
や
原
則
は
あ
っ
て
な
い
よ

う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
原
職
復
帰
の
原
則
の

例
外
を
、「
原
職
が
な
く
な
っ
た
と

き
の
み
」と
シ
ン
プ
ル
に
定
義
し
て

い
ま
す
。
元
の
職
場
が
部
署
の
再
編

な
ど
で
な
く
な
っ
た
場
合
や
、
元
の

職
位
を
空
位
に
で
き
な
い
た
め
埋
め

て
し
ま
っ
た
場
合
、
元
の
職
務
が
外

部
委
託
さ
れ
た
場
合
な
ど
が
例
外
に

あ
た
り
ま
す
。
逆
に
、
こ
れ
以
外
は

例
外
と
し
て
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

な
ぜ
重
要
な
の
か

　
原
職
復
帰
の
原
則
は
極
め
て
重
要

で
す
。
そ
れ
を
詳
し
く
解
説
す
る
に

あ
た
り
、
日
本
の
雇
用
の
特
徴
に
つ

い
て
、
自
治
体
に
限
定
せ
ず
ご
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
型
雇
用
の
大
き
な
特
徴
と

し
て
、
職
務
や
勤
務
地
、
あ
る
い
は

労
働
時
間
を
特
定
し
な
い
、「
無
限

定
性
」が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
正
社
員

（
特
に
総
合
職
）で
あ
れ
ば
、会
社
の

命
令
に
従
っ
て
、
ど
ん
な
業
務
で
も
、

ど
こ
で
も
、（
時
間
外
労
働
を
命
ぜ

ら
れ
れ
ば
）い
つ
で
も
、
働
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
正
当

な
理
由
な
く
こ
れ
ら
の
命
令
に
従
わ

な
い
場
合
は
、
懲
戒
処
分
事
由
に
さ

え
な
る
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
無
限
定
性
は
、
一
見
す

る
と
労
働
者
に
過
酷
な
労
働
を
強
い

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
無
限
定

性
に
よ
り
、
仕
事
の
難
易
度
を
徐
々

に
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
勤

続
年
数
に
応
じ
て
賃
金
が
上
昇
し

て
い
っ
た
り
、
異
動
や
転
勤
を
柔
軟

に
行
え
る
た
め
、
不
況
時
で
も
雇
用

れ
な
い
話
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
復
職
時
の
異
動
は
、
結
果

的
に
難
渋
事
例
を
生
み
出
す
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
た
と
え
ば「
復
職

可
能
。
た
だ
し
本
人
の
苦
手
な
業
務

や
苦
手
な
人
間
関
係
を
避
け
る
た
め

に
、
復
職
時
の
異
動
が
望
ま
し
い
」

と
い
う
診
断
書
が
提
出
さ
れ
て
、
復

職
時
の
異
動
を
行
っ
た
と
し
ま
し
ょ

う
。
組
織
と
し
て
は
診
断
書
に
従
っ

た
配
慮
を
し
た
の
で
、
問
題
は
解
決

し
た
つ
も
り
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
本
人
か
ら
す
れ
ば
、
本
来

は
乗
り
越
え
な
い
と
い
け
な
い
は
ず

の
苦
手
な
業
務
や
苦
手
な
人
間
関
係

を
回
避
す
る
方
法
を
学
習
し
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
す
。
失
敗
体
験
を
成

功
体
験
に
転
換
す
る
機
会
を
、
組
織

側
か
ら
奪
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
さ

え
で
き
ま
す
。

　
す
る
と
、
再
度
新
た
に
苦
手
な
業

務
や
苦
手
な
人
間
関
係
が
生
じ
た
際

に
、
同
様
に
診
断
書
を
用
い
て
回
避

す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
繰
り
返

す
こ
と
で
難
渋
事
例
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
他
の
人
が
そ

れ
を
真
似
て
、
診
断
書
を
提
出
し
て

く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
厳
し
い
言
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たかお・そうし／岡山大学医学部
卒。岡山労働局労働衛生指導医。

「業務的健康管理」と「医療的健康
管理」の対比により人事担当者が
自信をもって取り組めるメンタル
ヘルス対応手法を開発。著書は、３
人の共著である『ケーススタディ 
面接シナリオによるメンタルヘル
ス対応の実務』（労働新聞社）ほか。

まえぞの・けんじ／大阪市
立大学・京都大学法科大学
院卒。労務相談・労使紛争・
労務DDなどのほか、九州・
福岡健康経営推進協議会
の教育事業担当支援者（労
働法）に就任するなど、労務
全般に関して幅広く活動し
ている。

もり・ゆうた／上智大学総
合人間科学部卒。民間企業
での人事経験を経て、平成
28年より社会保険労務士
として登録。現在は、全国の
自治体・民間企業に対して、
業務遂行レベルに着目した
メンタルヘルス対応に基づ
いた支援を実施。

PROFILE

い
方
を
す
れ
ば
、
難
渋
事
例
は
突
然

生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
組
織
が
自

ら
生
み
出
し
て
い
る
の
で
す
。

人
手
不
足
で
本
人
も	

希
望
し
て
い
た
ら

　

た
と
え
ば「
体
調
が
悪
く
て
高
熱

が
出
て
い
る
け
れ
ど
、
他
の
人
に
迷

惑
を
か
け
る
の
で
」と
言
っ
て
無
理

し
て
出
勤
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
が

い
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、「
体
調
が
悪
い
の
だ
か
ら
無
理

せ
ず
休
ん
で
く
だ
さ
い
」と
伝
え
る

の
が
、
組
織
側
と
し
て
の
当
然
の
対

応
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　
で
は
、
異
動
後
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
不
調
に
な
り
、
以
前
の
部
署
で
あ

れ
ば
な
ん
と
か
業
務
が
で
き
そ
う
な

場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
も
し
か

す
る
と
、
以
前
の
部
署
へ
異
動
さ
せ

て
早
め
に
復
職
さ
せ
た
く
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
人
手
不
足
の
状
況
で

あ
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
そ
う
思
う
で

し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
考
え
を
俯
瞰
的
に

み
る
と
、「
元
の
部
署
に
戻
れ
る
ほ

ど
体
調
は
万
全
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

人
手
不
足
で
困
っ
て
い
る
か
ら
、
働

け
る
と
こ
ろ
で
働
い
て
も
ら
お
う
」

と
い
う
お
か
し
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
忙
し
い
し
本
人
も
希
望
し
て
い
る

か
ら
」と
い
っ
て
、
高
熱
で
も
で
き

る
仕
事
を
割
り
当
て
て
働
か
せ
よ
う

と
考
え
る
こ
と
と
大
差
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
異
動
し
た
部
署
で

も
体
調
を
崩
し
、
再
度
休
ん
で
し
ま

う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
、
最
終
的
に

は
難
渋
事
例
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能

性
を
考
え
る
と
、
か
な
り
酷
い
対
応

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

パ
ワ
ハ
ラ
は
例
外
に	

あ
た
る
か

　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト（
以
下「
パ

ワ
ハ
ラ
」と
い
う
）の
相
談
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
原
職
復
帰
の
例
外
だ
と

考
え
る
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
パ
ワ
ハ
ラ
が
仮
に
認
め
ら
れ
た

場
合
、
職
場
環
境
改
善
の
一
環
と
し

て
加
害
者
側
を
異
動
さ
せ
て
、
被
害

者
は
慣
れ
た
原
職
に
戻
っ
て
も
ら
う

べ
き
な
の
で
、
原
職
復
帰
の
原
則
は

変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
パ
ワ
ハ
ラ
は
正
式
な
手
続

き
を
経
て
か
ら
認
定
さ
れ
、
も
し
パ

ワ
ハ
ラ
が
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
場

合
に
は
加
害
者
に
対
し
て
懲
戒
処
分

等
が
な
さ
れ
ま
す
。
最
終
的
に
処
分

が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
慎
重
に
判

断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
た
と
え
ば「
事
を
荒
立
て
た
く

な
い
の
で
正
式
な
相
談
は
し
な
い
が
、

異
動
さ
せ
て
ほ
し
い
」と
い
っ
た

ケ
ー
ス
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
が
あ
っ
た
と

は
そ
も
そ
も
判
断
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
相
談
者
は
も
ち
ろ
ん
、
加

害
者
と
さ
れ
る
人
も
異
動
さ
せ
る
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
正
式

な
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
相
談

者
に
対
し
て
詳
細
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
が

本
人
の
負
担
と
な
る
可
能
性
を
否
定

で
き
な
い
た
め
、
療
養
中
に
行
う
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
復
帰
後
す
ぐ

に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
認
定
プ
ロ
セ
ス

を
進
め
る
こ
と
を
約
束
し
て
、
ま
ず

は
原
職
に
復
帰
を
め
ざ
し
て
も
ら
い

ま
し
ょ
う
。

　
ち
な
み
に
、
仮
に
パ
ワ
ハ
ラ
が
認

め
ら
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
害

者
と
加
害
者
が
事
業
場
内
で
顔
を
合

わ
せ
る
こ
と
や
、
将
来
的
に
業
務
上

の
関
わ
り
を
持
つ
可
能
性
は
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
相
談
者
に
は
、
パ
ワ

ハ
ラ
が
認
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
加
害
者
と
さ
れ
る
人
と

顔
を
合
わ
せ
た
り
、
業
務
上
の
必
要

最
低
限
の
会
話
を
交
わ
し
た
り
し
て

も
、
心
身
に
不
調
を
来
さ
な
い
程
度

ま
で
は
、
復
帰
準
備
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
り
ま
す
。

適
切
に
異
動
を	

行
う
た
め
の
考
え
方

　
も
ち
ろ
ん
、
上
司
や
同
僚
と
の
相

性
や
業
務
へ
の
向
き
不
向
き
は
あ
る

は
ず
で
、
こ
れ
ら
を
加
味
し
て
異
動

を
行
う
こ
と
は
構
い
ま
せ
ん
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
異
動
を
私
傷

病
か
ら
の
復
職
時
に
行
っ
て
し
ま
う

と
、
組
織
側
に
そ
う
し
た
意
図
が
な

く
て
も
、
本
人
側
に
は
病
気
と
異
動

が
紐
づ
い
た
形
で
認
識
さ
れ
、
す
で

に
言
及
し
た
問
題
が
生
じ
る
可
能
性

が
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
原
職
へ
復
帰

さ
せ
る
べ
き
で
す
。

　
復
職
後
に
異
動
を
さ
せ
る
場
合
に

は
、
原
職
復
帰
後
に
一
定
期
間
は
通

常
勤
務
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て

か
ら
、
通
常
の
人
事
権
を
行
使
す
る

形
で
異
動
を
さ
せ
ま
す
。
そ
の
後
す

ぐ
に
ま
た
原
職
に
配
属
さ
せ
る
こ
と

は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
将
来

的
に
休
業
時
の
部
署
に
配
属
さ
れ
る

可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
、
と
い
う

状
態
で
す
。
要
す
る
に
、
た
と
え
建

前
で
あ
れ
、
職
務
無
限
定
性
は
維
持

さ
れ
て
い
る
状
態
な
の
で
す
。
こ
こ

ま
で
対
応
し
て
お
け
ば
、
再
度
診
断

書
を
提
出
し
て
異
動
を
求
め
て
く
る

よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
通
常
勤
務
を

し
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。
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