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人
的
資
本
経
営
を
後
押
し
す
る

「
社
内
規
定
の
改
定
」

●
人
材
育
成
に
は
時
間
が
か
か
り

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
時
間
が
な
い

こ
れ
が
、
経
営
層
と
ミ
ド
ル
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
層
の
大
多
数
の
意
見
で
、
人
的

資
本
経
営
の
壁
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
人
材
を
活
か
す
た
め
に
様
々

な
手
段
を
講
じ
て
ト
ラ
イ
は
す
る
も
の

の
、
結
局
は
恩
恵
を
受
け
る
人
と
そ
う

で
な
い
人
に
別
れ
て
し
ま
い
、
二
の
足

を
踏
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
多
い
は
ず
で

す
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
人
的
資

本
経
営
を
後
押
し
す
る
た
め
の
一
手
段

と
し
て
「
社
内
規
定
の
改
定
」
に
フ
ォ

ー
カ
ス
し
、
弊
社
の
事
例
を
ベ
ー
ス
に

解
説
を
進
め
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
人
的
資
本
経
営
の
必
要

性
を
認
識
し
、
改
定
を
試
み
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
組
織

に
は
複
数
の
人
材
が
い
る
た
め
「
な
ん

で
も
自
由
に
や
っ
て
か
ま
わ
な
い
」
で

は
通
用
し
ま
せ
ん
。
一
定
の
規
定
（
以

下
、
規
律
・
規
範
・
ル
ー
ル
な
ど
を
含

む
統
一
の
表
記
と
し
ま
す
）
に
基
づ
い

た
組
織
運
営
を
推
進
す
る
に
あ
た
り
、

な
か
な
か
改
定
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た

り
、
改
定
し
て
も
う
ま
く
組
織
に
馴
染

め
な
か
っ
た
り
と
い
う
苦
い
経
験
も
あ

っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

●
社
内
規
程
の
見
直
し
＝
健
康
診
断

弊
社
含
め
中
小
企
業
で
は
、
大
企
業

よ
り
も
従
業
員
一
人
当
た
り
の
能
力
が

経
営
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き

く
、
今
後
は
よ
り
一
層
、
人
的
資
本
経

営
の
実
現
が
真
に
強
い
組
織
づ
く
り
に

は
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
組
織
が
機
能
し
、
か
つ

シ
ナ
ジ
ー
を
生
み
出
し
な
が
ら
よ
り
強

固
に
な
る
た
め
に
は
、
社
内
規
程
を
基

盤
に
し
て
一
定
の
規
定
を
施
し
た
組
織

運
営
が
理
想
で
す
。

　

た
だ
し
、
何
年
も
見
直
し
が
な
さ
れ

て
お
ら
ず
時
代
に
即
し
て
い
な
け
れ

ば
、
充
分
な
組
織
運
営
に
は
つ
な
が
ら

ず
組
織
力
強
化
は
成
し
得
ま
せ
ん
。
さ

ら
に
「
規
定
が
あ
る
こ
と
自
体
が
逆
効

果
と
な
り
得
る
」
こ
と
も
危
惧
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、
社
内
規
程
の
見
直
し
は
企
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　昨今、人的資本経営の必要性が広く説かれて

おり、「企業は人なり」がフォーカスされてい

ることは多くの経営者層の知るところです。と

はいえ、一口に「人的資本経営」「人を大事に」

と言われても、そう簡単には人を活かすことが

できないのも事実です。本稿で、社内規定の改

定見直しをベースに探って行きます。

図1　社内規定を見直す際のポイント

●�人的資本経営は「従業員のため」ではなく
　「企業価値向上のため」という意識を持つ

●�全従業員に対して条件良化になることは稀

●�導入のメリット・デメリットを俯瞰し
　「全体最適」の観点での検討が必要

●�事前にきちんとした説明責任を果たす
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特集企画／社内規程の作成と見直し

業
の
健
康
診
断
の
よ
う
な
位
置
付
け

で
、
定
期
的
に
実
施
し
て
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
弊
社
で
は
位

置
づ
け
て
い
ま
す
。

　

昨
今
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
り
、

価
値
観
の
変
化
、
世
間
の
潮
流
の
可
変

性
、
個
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
追
求
な
ど
、

企
業
活
動
に
お
い
て
多
く
の
こ
と
を
考

慮
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
規
定
の
改
定
は
行
う
も
の

の
、
認
識
を
誤
る
と
「
何
で
も
Ｏ
Ｋ
」

と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
、
改
定

に
お
い
て
の
注
意
点
や
ポ
イ
ン
ト
に
は

充
分
に
留
意
が
必
要
で
す
（
図
1
）。

社
内
規
定
を
改
定
し
な
い
！

そ
の
場
合
に
生
じ
る
諸
問
題

●
社
内
規
定
と
企
業
価
値
向
上

　

弊
社
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
採
用
機
会

の
損
失
や
既
存
社
員
の
流
出
を
招
い
て

し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

昨
今
、
採
用
市
場
は
売
り
手
市
場
で

あ
り
、
人
材
の
確
保
が
で
き
な
い
、
既

存
社
員
が
労
働
環
境
を
重
視
し
て
他
社

へ
転
職
し
て
し
ま
う
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ

ン
ト
（
企
業
と
従
業
員
と
の
愛
着
心
や

信
頼
関
係
＝
人
材
育
成
）
を
高
め
ら
れ

な
い
な
ど
の
、
課
題
を
お
持
ち
の
経
営

者
も
い
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
厄
介
な
の
が
、
そ
れ
ら
の
問

題
が
ジ
ワ
ジ
ワ
と
浸
透
し
、
気
付
い
た

と
き
に
は
「
退
職
し
ま
す
」
ま
た
は
、

採
用
に
お
い
て
も
募
集
を
出
し
た
が

「
応
募
が
全
く
な
い
」
と
い
う
大
問
題

に
発
展
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
状
況
を
避
け
る
べ
く
、
前
述
し

た
と
お
り
、
定
期
的
に
見
直
し
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
弊
社
も
こ
れ
ま
で
社
内

規
程
の
健
康
診
断
を
定
期
的
に
で
き
て

い
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
つ
て
は
5
年

に
一
回
、
何
か
あ
れ
ば
見
直
し
す
る
程

度
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
経
営
者
で
あ
る
私
自
身
が

規
定
改
定
の
必
要
性
を
感
じ
危
機
感
を

募
ら
せ
、
直
近
の
２
０
２
４
年
3
月
に

2
年
ぶ
り
に
社
内
規
定
を
見
直
し
、
今

後
も
継
続
し
て
改
定
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　

か
ね
て
よ
り
、
弊
社
は
「
従
業
員
に

寄
り
添
っ
た
人
的
資
本
経
営
を
」
と
い

う
意
識
が
色
濃
か
っ
た
と
自
負
し
て
い

ま
す
。
と
は
い
え
、
根
本
的
な
考
え
方

と
し
て
従
業
員
に
寄
り
添
う
こ
と
は
必

要
で
す
が
、
企
業
価
値
向
上
と
い
う
目

的
を
見
失
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

企
業
価
値
を
向
上
さ
せ
る
か
ら
こ
そ

既
存
社
員
は
自
社
で
働
く
意
義
や
安
心

感
を
実
感
し
、
退
職
の
リ
ス
ク
を
軽
減

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
採
用
に
お
い
て

も
自
社
を
選
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

　

従
業
員
に
寄
り
添
う
こ
と
を
重
要
視

し
す
ぎ
て
し
ま
う
と
、
従
業
員
が
規
定

を
自
身
に
都
合
よ
く
誤
っ
た
解
釈
を
し

て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
な

る
と
「
規
定
の
条
件
良
化
が
対
象
者
全

員
と
な
る
の
は
難
し
い
の
で
は
」
と
考

え
て
し
ま
い
、
改
定
に
踏
み
切
れ
な
い

ケ
ー
ス
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

●
全
体
最
適
と
説
明
責
任

　

つ
ま
り
、
未
来
を
見
据
え
た
長
期
的

な
目
線
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
年
齢
や

性
別
、
通
勤
距
離
な
ど
個
々
人
の
状
況

を
可
能
な
限
り
俯
瞰
し
、
メ
リ
ッ
ト
と

デ
メ
リ
ッ
ト
を
整
理
し
て
制
度
設
計
を

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
う
え
で
「
全
体
最
適
」
の
考
え

方
を
ベ
ー
ス
と
し
て
メ
リ
ッ
ト
が
上
回

る
の
で
あ
れ
ば
、
改
定
に
踏
み
切
れ
る

と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
根
底
に
あ
る
意
識

と
目
的
を
持
っ
て
冷
静
に
俯
瞰
し
検
討

を
進
め
た
と
し
て
も
、
規
定
を
作
る
側

の
責
務
と
し
て
き
ち
ん
と
し
た
「
説
明

責
任
」
を
果
た
す
こ
と
が
最
も
重
要
な

作
業
な
の
で
す
。

　

特
に
、
ど
の
よ
う
な
背
景
や
目
的
で

導
入
・
改
定
に
至
っ
た
の
か
を
説
明
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
適
宜
質
疑
に
応
え
る

こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
納
得
感
を
得
た

う
え
で
実
行
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
し
ま
う
と

納
得
感
が
な
い
が
ゆ
え
に
、
規
定
が
守

ら
れ
ず
に
形
骸
化
し
て
し
ま
う
リ
ス
ク

が
あ
り
ま
す
。

　

弊
社
の
今
回
の
改
定
で
は
、

・�

イ
ン
フ
レ
対
策
と
健
康
経
営
を
両
立

さ
せ
る
健
康
推
進
手
当
の
新
設

・�

育
児
や
介
護
が
理
由
の
時
差
出
勤
や

在
宅
勤
務
を
認
め
る
制
度
の
導
入

・�

採
用
と
人
材
流
出
を
防
止
す
る
住
宅

手
当
や
家
族
手
当
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
（
次
頁
図
2
）。

　

こ
れ
ら
の
改
定
は
、
採
用
難
へ
の
打
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開
策
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
員
の
働
き

や
す
さ
を
向
上
さ
せ
組
織
の
柔
軟
性
を

高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
新
規
導

入
と
改
定
を
進
め
ま
し
た
。

　

当
然
、
規
定
改
定
を
進
め
る
に
あ
た

っ
て
反
対
意
見
は
ゼ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
弊
社
の
規
定
改
定
事
例
を

以
下
で
紹
介
し
ま
す
。

弊
社
に
お
け
る

改
定
前
の
課
題
と
施
策

●
採
用
難

　

こ
れ
ま
で
は
、
近
隣
の
通
勤
圏
内
に

い
る
人
を
中
心
に
採
用
し
て
い
た
た

め
、
採
用
に
あ
た
り
通
勤
が
障
壁
と
な

る
ケ
ー
ス
は
稀
で
し
た
。
た
だ
し
、
新

卒
・
中
途
採
用
を
進
め
て
行
く
う
え
で
、

会
社
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
採
用
タ
ー
ゲ

ッ
ト
の
母
数
を
増
や
す
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
や
り
方
で
は
、
応
募
対

象
者
が
「
通
勤
可
能
圏
内
」
に
限
定
さ

れ
て
し
ま
う
問
題
が
生
じ
、
結
果
と
し

て
エ
リ
ア
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
い
充
分

な
母
集
団
形
成
が
で
き
ず
、
採
用
に
つ

な
が
ら
な
い
と
い
う
機
会
損
失
を
生
ん

で
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
単
身
者
限
定
で
は

あ
り
ま
す
が
住
宅
手
当
を
新
設
す
る
こ

と
で
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
採
用
機
会

の
損
失
を
防
ぐ
対
策
と
し
、
最
終
的
に

新
卒
採
用
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
い
な

か
っ
た
本
社
所
在
地
の
大
阪
府
外
出
身

の
大
学
生
か
ら
入
社
承
諾
を
得
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
新
設
の
後
押
し
と
し
て
、
既

存
社
員
の
住
宅
手
当
の
対
象
が
1
名
と

少
な
か
っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

●
若
手
社
員
や
子
育
て
世
代
の

　

人
材
流
出

　

昨
今
の
イ
ン
フ
レ
と
賃
上
げ
に
関
す

る
テ
ー
マ
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
経
営

者
は
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

弊
社
に
お
い
て
も
、
原
材
料
を
含
め

原
価
高
騰
の
煽
り
を
受
け
て
い
る
の
は

定
水
準
以
下
」
の
従
業
員
を
対
象
と
し

て
、
手
当
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
従
業
員
の
約
8
割
が
対

象
と
な
り
、
イ
ン
フ
レ
手
当
は
な
く
な

る
も
の
の
健
康
増
進
手
当
と
し
て
ほ
ぼ

同
等
額
を
受
け
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
実

質
的
に
は
制
度
名
を
変
え
て
の
運
用
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
既
存
の
家
族
手
当
の
内
容
を

「
18
歳
未
満
の
子
ど
も
」
に
対
し
て
は

増
額
も
併
せ
て
進
め
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
経
営
方
針
で
あ
る
健
康
経
営
の

推
進
、
少
子
化
と
い
う
社
会
課
題
へ
の

取
り
組
み
、
若
手
社
員
や
子
育
て
世
代

の
生
活
を
後
押
し
す
る
制
度
に
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
を
図
っ
て
い
ま
す
。

● 

育
児
・
介
護
を
支
援
す
る

　

柔
軟
な
働
き
方
の
導
入

　

過
去
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
の
導
入

を
従
業
員
か
ら
要
望
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
弊
社
の
様
な
製
造
業
の
現
場
で
は

ど
う
し
て
も
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
の
導

入
は
難
し
く
、
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
関
連

の
部
署
し
か
利
用
で
き
な
い
と
い
う
不

平
等
性
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
導
入
を
見

送
っ
て
い
ま
し
た
。

当
然
の
状
況
で
、
従
業
員
に
対
す
る
賃

上
げ
を
数
年
と
い
う
ス
パ
ン
で
実
施
で

き
て
い
な
い
の
が
現
実
で
す
。

　

た
だ
し
、
イ
ン
フ
レ
が
進
む
と
物
価

高
騰
が
生
活
へ
と
直
結
し
、
若
手
社
員

や
子
育
て
世
代
を
中
心
に
給
与
増
を
求

め
て
の
離
職
が
危
惧
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
イ
ン
フ
レ
手
当
を
２
０
２
３
年
4

月
か
ら
1
年
間
導
入
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
経
営
的
に
イ
ン
フ
レ
手
当

を
継
続
的
に
出
し
続
け
る
こ
と
は
難
し

い
と
考
え
て
い
た
中
、
２
０
２
３
年
に

「
健
康
経
営
」
を
推
進
し
て
い
く
こ
と

を
新
た
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

弊
社
の
健
康
経
営
は
「
従
業
員
に
、

心
身
共
に
健
康
な
状
態
で
働
い
て
欲
し

い
」
と
い
う
想
い
か
ら
、
福
利
厚
生
を

含
め
た
様
々
な
制
度
を
導
入
し
て
い
く

予
定
で
推
進
を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
う

い
っ
た
健
康
経
営
を
推
進
し
て
い
く
に

あ
た
り
、
今
回
２
０
２
４
年
の
規
定
改

定
で
イ
ン
フ
レ
手
当
を
廃
止
す
る
一
方

で
、
新
た
に
健
康
増
進
手
当
を
新
設
す

る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

健
康
増
進
手
当
は
「
非
喫
煙
者
」
と

「
Ｂ
Ｍ
Ｉ
（
体
重
と
身
長
か
ら
算
出
さ

れ
る
肥
満
度
を
表
す
体
格
指
数
）
が
一

図2　今回（2024年 3月）の
社内規定の見直しポイント

�・インフレ手当の見直し

・家族手当規定の見直し

・食事手当改定

・健康増進手当新設

・住宅手当新設

・在宅勤務制度新設

・時差出勤制度新設
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と
は
い
え
、
世
の
中
の
流
れ
に
即
し

た
働
き
方
の
導
入
、
ま
た
従
業
員
の
育

児
や
介
護
を
支
援
す
る
柔
軟
な
働
き
方

の
導
入
と
い
う
2
点
を
考
慮
し
、
今
回

の
改
定
で
「
1
時
間
の
時
差
出
勤
」
と

「
月
に
2
度
ま
で
は
在
宅
勤
務
を
許
容

す
る
」
内
容
を
、
限
定
的
な
形
で
規
定

に
盛
り
込
み
ま
し
た
。

　

導
入
前
の
意
見
と
し
て
は
「
1
時
間

で
は
な
く
3
時
間
に
し
て
欲
し
い
」
や

在
宅
勤
務
の
適
用
条
件
を
「
や
む
を
得

な
い
事
情
（
育
児
や
介
護
な
ど
）
が
あ

る
場
合
に
限
定
せ
ず
適
用
し
て
欲
し

い
」
と
い
う
要
望
も
あ
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
そ
こ
は
あ
く
ま
で
も
最
適

な
組
織
運
営
か
ら
逸
脱
し
な
い
よ
う
、

1
時
間
以
上
の
時
差
出
勤
や
育
児
介
護

以
外
の
事
由
を
許
容
す
る
と
な
る
と
、

管
理
体
制
含
め
一
定
の
線
引
き
が
難
し

く
「
何
で
も
あ
り
」
に
な
っ
て
し
ま
う

可
能
性
を
危
惧
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
従
業
員
の
声
に
耳
を
傾

け
な
が
ら
も
、
目
的
と
背
景
を
再
度
説

明
し
た
う
え
で
「
一
線
を
超
え
る
場
合

は
、
時
間
単
位
の
有
給
も
し
く
は
半
日

の
有
給
休
暇
を
取
得
す
る
よ
う
に
」
と

却
下
し
て
い
ま
す
。

弊
社
の
今
後
の
展
望

　

本
稿
の
弊
社
事
例
は
直
近
で
取
り
組

み
始
め
た
こ
と
で
あ
り
、
私
が
代
表
に

就
任
し
た
２
０
２
３
年
か
ら
本
格
的
に

導
入
を
推
進
し
て
い
る
施
策
で
す
。
そ

の
た
め
、
当
然
な
が
ら
ま
だ
ま
だ
発
展

途
上
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
ま
す
。

　

少
子
化
に
伴
う
労
働
人
口
の
減
少
に

は
容
易
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
一
方

で
、
企
業
の
事
業
活
動
は
こ
れ
か
ら
も

歩
み
を
止
め
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
前

進
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

今
後
の
導
入
検
討
事
項

①
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

　

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
た
働
き

方
の
柔
軟
性
を
よ
り
拡
充
す
る
こ
と

は
、
公
私
と
も
に
従
業
員
の
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
を
高
め
、
結
果
と
し
て
業
務

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
向
上
に
つ
な
が
る

と
考
え
ま
す
。

　

た
だ
し
、
製
造
業
の
現
場
に
お
け
る

「
社
員
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

が
障
壁
と
な
り
そ
う
で
す
。

③
サ
マ
ー
タ
イ
ム
の
導
入

　

日
照
時
間
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と

で
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
節
約
や
生
活
の
利
便

性
向
上
が
期
待
で
き
る
だ
け
で
な
く
、

余
暇
を
有
効
活
用
す
る
こ
と
で
健
康
推

進
も
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
3
項
目
は
、
現
時
点
で
の
検

討
事
項
で
す
が
、
働
く
こ
と
だ
け
が
人

生
を
充
実
さ
せ
る
手
段
で
は
な
い
時
代

だ
か
ら
こ
そ
、
個
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
に
合
わ
せ
た
働
き
方
を
実
現
す
る
こ

と
で
、
公
私
と
も
に
シ
ナ
ジ
ー
効
果
で

活
き
活
き
と
し
た
人
生
を
歩
む
こ
と
が

可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ

こ
そ
が
経
営
者
冥
利
に
尽
き
る
こ
と
だ

と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

　

ご
存
じ
の
通
り
、
中
小
企
業
は
日
本

の
全
企
業
数
の
約
99
％
を
占
め
て
お

り
、
中
小
企
業
で
働
く
人
口
は
全
体
の

約
70
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
ス
ピ
ー
ド

感
か
つ
柔
軟
性
を
併
せ
持
つ
中
小
企
業

だ
か
ら
こ
そ
成
し
得
る
こ
と
も
多
く
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
社
内
規
定
の
見
直
し

か
ら
、
今
後
の
日
本
を
リ
ー
ド
し
て
い

く
企
業
を
目
指
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

②
有
給
休
暇
の
買
取
り
制
度

　

有
給
休
暇
取
得
の
義
務
化
並
び
に
有

給
休
暇
の
取
得
率
が
注
目
さ
れ
る
一
方

で
、
働
き
た
い
と
い
う
従
業
員
が
い
る

の
も
事
実
で
す
。

　

有
給
休
暇
は
権
利
で
す
。
し
か
し
有

給
休
暇
を
取
得
し
や
す
い
環
境
を
整
備

し
て
も
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
誰
か

が
休
む
と
誰
か
に
少
な
か
ら
ず
し
わ
寄

せ
が
行
く
の
も
事
実
で
す
。

　

有
給
休
暇
の
取
得
率
を
上
げ
る
た
め

に
休
み
た
く
な
い
人
も
休
ま
せ
る
こ
と

で
、
組
織
と
し
て
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が

低
減
す
る
こ
と
は
決
し
てW

in-W
in

の

関
係
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

働
き
た
い
従
業
員
と
ワ
ー
ク
・
ラ
イ

フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
た
い
従
業
員

の
両
者
の
平
等
性
を
追
求
す
る
と
「
働

き
た
い
従
業
員
の
、
消
滅
す
る
有
給
休

暇
を
買
取
り
す
る
こ
と
が
報
い
と
な

る
」
と
い
う
考
え
方
も
成
立
し
ま
す
。

　

世
間
の
風
潮
で
も
あ
る
総
労
働
時
間

の
削
減
や
、
過
労
に
な
り
う
る
リ
ス
ク

の
考
慮
を
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
が
課
題

と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
が
、
消
滅
す
る

有
給
休
暇
の
買
取
り
は
継
続
検
討
に
値

す
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。


