
45

社
会
福
祉
法
人
「
福
祉
の
里
」
が

子
育
て
に
や
さ
し
い
企
業
と
し
て
認
定

■
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
認
め
ら
れ
、

　

「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」
を
取
得
し
た
の

　

で
し
ょ
う
か
？

　

わ
た
し
ど
も
の
施
設
で
は
、
女
性
職
員

が
７
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

子
ど
も
の
い
る
職
員
が
仕
事
と
子
育
て
を

両
立
で
き
ず
に
辞
め
て
い
く
人
が
い
ま
し

た
。
せ
っ
か
く
技
術
を
身
に
付
け
た
の
に

辞
め
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
17
年
に
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推

進
法
が
施
行
さ
れ
、
職
員
が
仕
事
と
家
庭

の
両
立
を
図
る
た
め
の
行
動
計
画
の
策
定

に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

計
画
で
は
、
育
児
休
業
や
介
護
休
業
の

ほ
か
に
、
子
ど
も
が
小
学
生
に
な
っ
て
も

急
病
の
と
き
に
は
休
め
る
よ
う
に
し
た
こ

と
や
、
育
児
を
抱
え
る
職
員
の
勤
務
時
間

を
通
常
の
８
時
間
か
ら
６
時
間
に
短
縮
で

き
る
制
度
を
設
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
１

日
単
位
の
有
給
休
暇
を
半
日
単
位
で
取
得

で
き
る
よ
う
に
見
直
ま
し
た
。
子
ど
も
の

い
る
職
員
は
学
童
保
育
の
送
迎
や
学
校
行

事
に
参
加
し
や
す
く
な
り
、
助
か
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
男
性
職
員
に
は
、

妻
が
出
産
し
た
と
き
に
取
得
で
き
る
２
日

間
の
有
給
休
暇
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支

援
の
た
め
に
職
場
環
境
の
整
備
に
努
め
、

実
際
に
職
員
が
利
用
し
て
い
る
こ
と
が

「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」の
取
得
に
つ
な
が
っ

た
よ
う
で
す
。
最
近
で
は
、
若
い
職
員
の

離
職
率
が
低
く
な
り
、
雇
用
の
安
定
に
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。

■
育
児
休
業
を
取
得
し
た
職
員
の
職
場
復

　

帰
は
ス
ム
ー
ズ
で
し
た
か
？

　

業
務
内
容
は
日
々
変
化
し
て
お
り
、
長

期
に
わ
た
っ
て
休
業
し
た
職
員
が
職
場
復

帰
す
る
と
き
は
不
安
を
感
じ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
育
児
休
業
や
介
護
休

社
会
福
祉
法
人
「
福
祉
の
里
」
が

子
育
て
に
や
さ
し
い
企
業
と
し
て
認
定

　

平
成
20
年
５
月
、
従
業
員
の
子
育
て
支
援
に
積
極
的

な
取
り
組
み
を
し
て
い
る
企
業
と
し
て
、
厚
生
労
働
省

の
認
定
を
受
け
、「
く
る
み
ん
マ
ー
ク
」
を
取
得
し
た

社
会
福
祉
法
人
「
福
祉
の
里
」。
県
内
で
は
、
第
１
号

の
取
得
に
な
り
ま
す
。

　

「
福
祉
の
里
」
が
取
り
組
む
職
員
の
仕
事
と
家
庭
の

両
立
支
援
に
つ
い
て
、
人
事
部
長
の
小
笠
原
尚
子
さ
ん

に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

雇
用
す
る
側
に
と
っ
て
、
職
員
の
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
は
重
要
な
こ
と

で
す
。
ど
ん
な
に
育
児
休
業
な
ど
の
規
定

を
設
け
て
も
、
取
得
し
や
す
い
職
場
で
な

け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

普
段
か
ら
職
員
が
仕
事
に
対
し
て
責
任
を

持
ち
、
み
ん
な
で
職
場
を
支
え
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

職
員
一
人
ひ
と
り
が
仕
事
の
効
率
を
高

め
、
個
々
の
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
れ

ば
、
わ
た
し
ど
も
に
と
っ
て
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
に
つ
な
が
り
ま
す
。

業
を
取
得
し
た
職
員
を
対
象
に
「
休
業
中

能
力
ア
ッ
プ
コ
ー
ス
」
と
い
う
講
習
を
設

け
て
い
ま
す
。
主
に
在
宅
講
習
や
職
場
復

帰
の
前
後
に
行
う
講
習
で
、
担
当
業
務
に

関
連
し
た
技
術
や
知
識
に
つ
い
て
学
ぶ
ほ

か
、
入
所
者
の
現
状
説
明
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、毎
月「
福
祉
の
里
Ｎ
ｅ
ｗ
ｓ
ジ
ョ

イ
」
と
い
う
社
内
報
を
送
り
、
職
場
の
状

況
を
お
知
ら
せ
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

■
男
性
職
員
が
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場

　

合
、
職
場
の
反
応
は
い
か
が
で
す
か
？

　

こ
れ
ま
で
、
２
人
の
男
性
職
員
が
育
児

休
業
を
取
得
し
ま
し
た
。周
り
か
ら
は「
自

分
も
利
用
し
た
い
」
と
い
う
人
も
い
れ
ば
、

「
わ
た
し
は
ち
ょ
っ
と
」
と
い
う
人
も
い

ま
す
。
ま
だ
ま
だ
男
性
に
は
育
児
休
業
が

理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
る
の
で
、

制
度
を
ど
ん
ど
ん
利
用
し
て
も
ら
え
る
よ

う
に
声
を
か
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
に
取
り
組
ん

　

だ
感
想
は
？

　

今
、
核
家
族
化
や
共
働
き
家
庭
が
増
え

て
い
ま
す
。
子
ど
も
の
い
る
職
員
が
仕
事

と
家
庭
の
両
立
を
図
る
た
め
に
は
、
ど
う

し
て
も
育
児
休
業
な
ど
の
制
度
が
必
要
で

す
。
少
子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
、
今
後
は

さ
ら
に
介
護
休
業
を
取
得
す
る
職
員
も
増

え
る
と
思
い
ま
す
。
仕
事
と
家
庭
の
両
立

は
、
す
べ
て
の
労
働
者
に
関
わ
る
問
題
で

す
が
、
雇
用
す
る
側
に
と
っ
て
も
職
場
を

維
持
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
で
す
。
こ
れ

　平成５年に法人設立。平成６年介護老人保健施設「みのり

苑」を開設。その後、十和田市、野辺地町を拠点に介護老人

保健施設、ケアハウス、グループホーム、在宅介護支援セン

ターなどを展開。平成20年12月１日現在の職員数302人。

社会福祉法人「福祉の里」総括本部
人事部長　小笠原尚子さん

ま
で
の
取
り
組
み
を
振
り
返
る
と
働
き
や

す
い
職
場
に
必
要
な
こ
と
は
、
職
員
同
士

が
お
互
い
に
支
え
合
う
意
識
を
持
つ
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

　

職
場
の
一
人
が
家
庭
の
事
情
で
休
ん
だ

と
き
に
は
職
場
の
み
ん
な
で
サ
ポ
ー
ト
す

る
横
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て
い
ま

す
。
今
で
は
、
職
員
同
士
で
「
職
場
環
境

の
あ
り
方
を
考
え
て
い
こ
う
」
と
い
う
雰

囲
気
が
あ
り
、
職
員
の
提
案
が
生
ま
れ
や

す
く
な
り
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
ヒ
ン
ト
に

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

社会福祉法人「福祉の里」


く
る
み
ん
マ
ー
ク
と
は
…

　

厚
生
労
働
省
が
少
子
化
対
策
の
一
環
と

し
て
、
子
育
て
支
援
に
積
極
的
な
企
業
・

団
体
を
認
定
し
、
交
付
す
る
マ
ー
ク
で
す
。

育
児
休
業
な
ど
を
取
得
し
た
男
性
社
員
が

い
る
、
女
性
社
員
の
育
児
休
業
取
得
率
が

70
％
以
上
な
ど
の
認
定
基
準
が
あ
り
ま
す
。

「
次
世
代
認
定
マ
ー
ク
」「
次
世
代
育
成
支

援
認
定
マ
ー
ク
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。


一
般
事
業
主
行
動
計
画
と
は
…

　

次
代
を
担
う
子
ど
も
が
健
や
か
に
生
ま

れ
、
育
成
さ
れ
る
環
境
整
備
を
進
め
る
た

め
、
平
成
17
年
４
月
「
次
世
代
育
成
支
援

対
策
推
進
法
」
が
施
行
。
こ
の
法
律
に
基

づ
き
、
労
働
者
301
人
以
上
（
300
人
以
下
は

努
力
義
務

を
雇
用
す
る
企
業
の
雇
用
主

は
、
子
育
て
支
援
の
た
め
の
「
一
般
事
業

主
行
動
計
画
」
を
策
定
し
、
そ
の
旨
を
都

道
府
県
労
働
局
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。


ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

仕

　

事
と
生
活
の
調
和
）
と
は
…

　

誰
も
が
、
仕
事
、
家
庭
生
活
、
地
域
生
活
、

個
人
の
自
己
啓
発
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

に
つ
い
て
、
自
ら
希
望
す
る
バ
ラ
ン
ス
で

展
開
で
き
る
状
態
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

※
男
女
共
同
参
画
会
議
「
仕
事
と
生
活
の

　

調
和
に
関
す
る
専
門
調
査
会
」
よ
り

一
口
メ
モ

平成20年９月に「均等・両立推
進企業表彰」ファミリー・フレ
ンドリー企業部門において青森
労働局長賞を受賞

表彰された内容を
　　　　お知らせします。

くるみんマーク

社
会
福
祉
法
人
「
福
祉
の
里
」
理

事
長
の
山
本
孝
司
さ
ん
に
、
子
育

て
支
援
に
つ
い
て
聞
き
ま
し
た
。

Part.2
企業の取り組みを

考える

毎月発行している社内報

「福祉の里Newsジョイ」

ゆ
っ
パ
ル
編
集
委
員

中
野
渡
明
美

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
終
え
て

　

自
然
豊
か
な
場
所
に
あ
る
「
み
の
り
苑
」。

ロ
ビ
ー
は
広
く
明
る
い
雰
囲
気
。
人
事
部
長

の
小
笠
原
さ
ん
は
気
さ
く
な
か
た
で
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
は
楽
し
く
進
み
、
予
定
の
時
間
を

過
ぎ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
し
た
。
仕
事
と
子
育

て
を
両
立
し
て
き
た
経
験
を
聞
く
こ
と
が
で

き
、
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

理
事
長
の
山
本
さ
ん
の
お
話
に
は
と
て
も
共

感
。

　

家
庭
で
は
、
家
事
は
一
人
で
す
る
よ
り
み

ん
な
で
や
る
方
が
短
時
間
で
終
わ
り
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
時
間
も
増
え
る
の
で
は
…
と
思
い

ま
し
た
。

①育児休業取得率が、過去３年間を平均して男性が33.3％、女性は

94.7％と高く、育児休業後の復職率も過去２年については100％と

なっているなど、育児休業制度が職場に定着し活用されている。

②法人として仕事と家庭の両立を支援することを明らかにする社内周

知用資料を作成し、周知・啓発を行っているほか、休業中能力アッ

プ講習を実施し、育児休業・介護休業を利用しやすく復帰しやすい

環境づくりに努めている。

③仕事と家庭とのバランスを配慮した柔軟な働き方ができる制度とし

て育児・介護のための短時間勤務制度を設けるほか、育児・介護の

ためのサービス費用を補助する制度を設けており、制度が活用され

ている。

④子の看護のための休暇について対象となる子が中学校就学の始期に

達するまで利用可能な制度を設け、制度が活用されている。

⑤平成20年度に一般事業主行動計画の認定を受け、子どもが健やかに

生まれ育成される環境づくりのため、雇用環境の整備に取り組んで

いる。


