
次回は６月日（木）に掲載します

元気のない部下への受診の勧め方

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
で
休
む
と
き

書
面
に
し
て
社
員
に
提
供
を

休
職
期
間
復
職
の
手
続
き
な
ど

従
業
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

仕事のストレスで増加傾向

生
産
性
企
業
利
益
低
下
の
恐
れ
も

安全配慮義務は不可欠
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Ｑ
　
最
近

元
気
の
な
い
部
下
が

い
ま
す

仕
事
上
の
ミ
ス
も
目
立
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た

私
は
受
診
を

勧
め
て
い
ま
す
が

本
人
は
聞
き
入

れ
ま
せ
ん

ど
う
対
応
し
た
ら
よ
い

で
し

う
か


　
Ａ
　
ま
ず
は
﹁
い
つ
も
と
違
う
﹂

様
子
に
気
づ
け
た
こ
と
は

早
期
の

対
応
上
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す


　
①
い
つ
も
と
の
様
子
の
違
い
に

﹁
気
づ
く
﹂
②
本
人
か
ら
丁
寧
に

話
を
﹁
聴
く
﹂
③
医
療
機
関
な
ど

専
門
家
に
﹁
つ
な
ぐ
﹂
ぜ
ひ
こ
の

三
つ
の
ス
テ

プ
で
進
め
て
く
だ
さ

い


　
受
診
の
勧
め
は
万
全
の
体
調
で
働

い
て
も
ら
う
た
め
の
会
社
の
指
示
で

あ
る
こ
と
を
伝
え
て
く
だ
さ
い

医

師
か
ら
療
養
が
必
要
と
診
断
さ
れ
た

場
合

ま
ず
は
体
調
の
回
復
に
専
念

し
て
も
ら
い
ま
し

う


　
本
人
は

休
む
こ
と
で
復
帰
時
に

元
の
職
場
に
戻
れ
る
の
か
不
安
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん

特
段
の
事
情
が

な
け
れ
ば

元
の
職
場
へ
の
復
帰
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
明
さ
れ
る
と

よ
い
で
し

う

収
入
面
に
つ
い
て

は

御
社
の
制
度
や
健
康
保
険
の
傷

病
手
当
金
な
ど
の
説
明
し

不
安
な

気
持
ち
を
軽
く
し
て
あ
げ
ま
し


う


　
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
連
し
て


就
業
規
則
に

会
社
が
受
診
を
指
示

す
る
場
合
が
あ
る
こ
と

社
員
は
そ

れ
に
従
う
義
務
が
あ
る
こ
と
や

休

職
や
復
職
の
流
れ
等
を
設
け
て
お
く

こ
と
も
有
効
で
す

休
職
制
度
は
会

社
が
任
意
で
設
け
る
も
の
で
す
が


設
け
る
場
合

ど
の
よ
う
な
制
度
が

御
社
に
合
う
の
か

社
会
保
険
労
務

士
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

こ
の
よ
う

な
体
制
づ
く
り
を
し
て
お
く
こ
と

で

会
社
と
し
て
の
説
明
も
明
解
な

も
の
に
な
り

本
人
の
理
解
も
得
ら

れ
や
す
く
な
る
で
し

う

何
よ
り

も
大
切
な
早
期
の
治
療
開
始
に
つ
な

が
り
ま
す


　
︻
岐
阜
県
会
　
社
会
保
険
労
務
士

　
林
明
子
︼

　
社
員
が
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
で

休
む
こ
と
に
な
る
と
き
は

ま
ず
就

業
規
則
を
確
認
し

そ
の
内
容
と
休

職
中
の
過
ご
し
方
な
ど
の
決
ま
り
を

わ
か
り
や
す
く
書
面
に
し
た
も
の

を

休
み
に
入
る
前

に
そ
の
社
員
に
提
供

す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る


　
具
体
的
に
は

休

職
期
間

復
職
を
願

い
出
る
際
の
手
続

き

休
職
期
間
満
了

時
に
復
職
で
き
な
い
場
合
の
決
ま
り

な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る

そ
し
て

休
職
期
間
中
の

社
員
と
の
連
絡
窓
口
は
誰
な
の
か


連
絡
の
頻
度
や
方
法

内
容
は
ど
う

す
る
の
か

傷
病
手
当
金
の
支
給
申

請
を
す
る
の
で
あ
れ
ば

方
法

必

要
な
も
の
な
ど
の
情
報
も
重
要
で
あ

る

ま
た

休
職
中
の
社
会
保
険
料

は
免
除
さ
れ
な
い
の
で

毎
月
社
員

か
ら
会
社
に
振
り
込
ん
で
も
ら
う
の

か

会
社
が
立
て
替
え
て
お
き
復
職

時
に
ま
と
め
て
徴
収
す
る
の
か
な

ど

具
体
的
な
取
り
決
め
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る


　
加
え
て

順
調
に
復
職
を
進
め
る

た
め
に
は
社
員
と
企
業
と
主
治
医
の

三
者
で
連
携
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る

企
業
と
主
治
医
の
連
携
は

産

業
医

保
健
師

労
働
安
全
衛
生
担

当
職
員
な
ど
を
含
め
た
産
業
保
健
に

係
わ
る
ス
タ

フ
が
中
心
的
に
動
く

こ
と
で
円
滑
に
な
る

産
業
医
や
保

健
師
が
不
在
の
場
合
は

衛
生
管
理

者

衛
生
推
進
者
や
人
事
労
務
担
当

者
な
ど
が
そ
の
役
割
を
担
う
こ
と
に

な
る
が

社
員
の
職
場
復
帰
を
﹁
支

援
﹂
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
改
め

て
主
治
医
に
伝
え
る
必
要
が
あ
る


　
そ
の
中
で

主
治
医
に
は

社
員

の
業
務
内
容

立
場

責
任
度
合
や

企
業
で
の
復
職
基
準
や
制
度
な
ど
の

職
場
情
報
を
伝
え
て
お
く
こ
と
も
大

切
で
あ
る
復
職
判
断
の
段
階
で
は


復
職
の
可
否

復
職
の
際
の
就
業
上

の
配
慮
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
主
治

医
に
確
認
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ

る

企
業
が
円
滑
な
職
場
復
帰
支
援

を
計
画
す
る
た
め
に
は

事
前
に
社

員
や
受
け
入
れ
る
職
場
の
管
理
者
の

意
見
を
充
分
に
聞
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る

企
業
の
復
職
支
援
は
主
治
医

か
ら
の
﹁
復
職
可
﹂
の
診
断
書
が
出

て
き
て
か
ら
で
は
な
く

休
職
に
入

る
前
か
ら
既
に
始
ま

て
い
る
の
で

あ
る

ま
た

主
治
医
か
ら
の
﹁
復

職
可
﹂
の
判
断
は

必
ず
し
も
職
場

で
求
め
ら
れ
る
業

務
遂
行
能
力
ま
で

回
復
し
て
い
る
と

は
限
ら
ず

復
帰

の
最
終
判
断
は
あ

く
ま
で
も
企
業
の

責
任
で
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い


　
毎
日
の
通
勤

就
業
が
安
全
に
継

続
で
き
る
よ
う
主
治
医
や
産
業
医
に

確
認
し
た
上
で

社
員
に
生
活
記
録

を
つ
け
て
も
ら
い

生
活
リ
ズ
ム
を

就
業
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ

職
場
復
帰

の
準
備
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切

で
あ
る


　
︻
愛
知
県
会
　
社
会
保
険
労
務
士

　
小
森
章
規
︼

　近年、さまざまな事業場で、
職場環境や仕事のストレスによ
りメンタルヘルス不調を感じて
いる従業員が増加しているとい
われている。年の「労働安
全衛生調査（実態調査）」での
メンタルヘルス対策に関する事
項の調査結果によると、調査対
象期間中、メンタルヘルス不調
により連続１カ月以上休業又は
退職した労働者の割合は、全国
の事業場で平均．％となって
おり、事業場の規模別にみると、
従業員１千人以上の事業場だと
．％と最も高く、従業員が
人から人の事業所においても
．％となっている。産業別に
みると、連続１カ月以上休業し
た労働者は「情報通信業」及び
「金融業、保険業」が．％と
最も高く、退職した労働者は
「運輸業、郵便業」が．％と
最も高くなっている。

　この結果を見ると、規模の違
いはあるものの、どの事業所・
産業においてもメンタルヘルス
の不調は他人事では済まされな
い状況であるといえる。
　一方、メンタルヘルス対策へ
の取り組みを行っている事業所
は前述の調査結果から．％に
のぼっており、前回の調査結果
．％を上回っており、実際に
関心の高い問題であるといえ
る。
　では、具体的な対策として企
業はどのような取り組みを行っ
ているのだろうか。
　最も多い取り組みとして．
％の企業が実施しているのが、
年月より義務化されたスト
レスチェック制度である。常時
人以上の従業員が勤務する事
業場を有する事業者に義務化さ
れた制度であるが、このストレ
スチェックの実施により、従業
員のメンタルヘルス対策に取り
組むきっかけとなったのではな
いかといえる。
　続いて挙げられるのが、メン
タルヘルス対策に関する労働者
への教育研修・情報提供の実施
である。
　なぜ、企業はメンタルヘルス
対策を行う必要があるのだろう
か。
　メンタルヘルス対策を行って
いない企業について考えてみる
と、職場でメンタルヘルス不調
者が現れたときの対策が十分で
ない、または制度なども整って
いないことが考えられる。そう

すると、生産性が低下し、企業
全体の利益は低下につながる可
能性が高い。また、メンタルヘ
ルス不調では、体調不良・注意
散漫からミスや事故の危険が高
まり、場合によっては自暴自棄
になり思わぬ行動を起こす可能
性もある。
　企業には、労働者の安全や心
身の健康を守る安全配慮義務が
あり、違反した場合は、損害賠
償責任が生じることから、メン
タルヘルス対策は企業が生き残
る上での必要不可欠な対策とい

える。
　また、年には、仕事上の過
度な負担やストレスによる精神
疾患が労災補償の対象となる基
準が「心理的負荷による精神障
害の認定基準」として定められ
た。年に精神障害に関する事
案の労災補償状況の調査では、
請求件数は件となってお
り、年々増加傾向にある。
　では、事業規模の小さい事業
場では、メンタルヘルス対策の
実態はどのようであるのだろう
か。
　年労働条件・労働福祉実態
調査結果（愛知県）によると、
メンタルヘルス対策に取り組ん
でいない理由として、①必要性
を感じない（．％）②取り組
み方がわからない（．％）③

専門のスタッフがいない（．
％）④労働者の関心がない（．
％）⑤経費がかかる（．％）
⑥その他（．％）となってお
り、半数近くの企業でメンタル
ヘルス対策の必要性を感じてい
ない状況が浮かび上がってく
る。
　しかしながら、メンタルヘル
ス不調により企業が抱えるリス
クは軽視できないものとなって
いることは明白であり、適切な
対策を講じなければ新たな人材
採用・育成にも影響を及ぼすだ

ろう。
　前述の、②にあがってきたメ
ンタルヘルス対策の取り組み方
がわからない、③の専門のスタ
ッフがいない、という課題につ
いては、厚生労働省「こころの
耳・働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト」などを参考に
し、まず企業で取組宣言を全従
業員に周知することが必要であ
ろう。
　また、取り組み方については、
就業規則の見直しも含め、専門
家である社会保険労務士に相談
しながら、企業全体で取り組ん
でいく必要があるのではないだ
ろうか。
　【三重県会　社会保険労務士
　前野優紀】


