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１
．
メ
ン
タ
ル
不
調
の
従
業
員
へ
の
対
応

Ｑ
１　
遅
刻
や
欠
勤
を
繰
り
返
す
な
ど
、
メ
ン

　
　
　

タ
ル
不
調
が
疑
わ
れ
る
従
業
員
へ
は
、

　
　
　

ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
で

　
　
　
し
ょ
う
か
？

Ａ　
ま
ず
原
因
を
聞
く
こ
と
で
す
。
単
に
、「
遅

刻
を
す
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
問
題
で
は
な
い
」

と
考
え
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

心
身
の
不
調
に
よ
る
不
眠
が
原
因
で
し
た
ら
、

治
療
が
必
要
と
思
わ
れ
る
た
め
、
医
療
機
関
の

受
診
を
勧
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
受
診
を
嫌
が

る
場
合
は
「
会
社
は
従
業
員
の
生
命
、
心
身
の

健
康
に
配
慮
す
る
義
務
が
あ
る
（
安
全
配
慮
義

務
）」
こ
と
を
伝
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
家
族

や
友
人
と
連
携
を
図
り
、
受
診
を
勧
め
る
こ
と

も
必
要
で
す
（
こ
の
場
合
本
人
の
同
意
が
必

要
）。

Ｑ
２　
メ
ン
タ
ル
不
調
で
会
社
を
休
む
、
ま
た

　
　
　
は
休
ん
だ
従
業
員
へ
は
ど
の
よ
う
に
対

　
　
　
応
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ　
必
要
な
療
養
期
間
を
明
記
し
た
診
断
書
を

提
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
診
断
書
は
機
微
の
個

人
情
報
で
す
の
で
、
担
当
者
を
決
め
、
健
康
管

理
以
外
に
利
用
し
な
い
、
情
報
漏
え
い
を
し
な

い
よ
う
管
理
が
必
要
で
す
。
次
に
連
絡
担
当
窓

口
を
決
め
、
休
業
に
際
し
て
は
会
社
の
制
度
を

説
明
し
「
病
気
を
治
す
こ
と
が
最
優
先
で
あ
る

こ
と
、休
業
中
の
給
与
や
復
職
に
関
す
る
こ
と
、

不
安
が
あ
れ
ば
連
絡
す
る
こ
と
」
な
ど
を
説
明

し
て
お
き
ま
す
。

２
．
企
業
・
組
織
と
し
て
の
対
策

Ｑ
３　
会
社
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組

　
　
　
め
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

Ａ
１　
ま
ず
、
心
の
病
気
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
知
る
こ
と
で
す
。
う
つ
病
は
、多
忙
や
不
安
、

人
間
関
係
な
ど
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
等
を
き
っ
か

け
に
、
脳
内
物
質
セ
ロ
ト
ニ
ン
な
ど
の
分
泌
が

異
常
を
き
た
す
こ
と
で
、
精
神
的
・
身
体
的
な

症
状
が
現
れ
る
病
気
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
甘

え
病
」、「
精
神
的
に
弱
い
か
ら
」
な
ど
と
い
っ

た
誤
解
や
イ
メ
ー
ジ
を
解
消
し
、
知
る
こ
と

で
適
切
な
対
応
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
う
つ
病

へ
の
対
策
や
知
識
の
習
得
に
は
、
全
国
47
都
道

府
県
に
あ
る
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
で

行
っ
て
い
る
、
専
門
家
に
よ
る
研
修
（
無
料
）

な
ど
の
活
用
も
お
勧
め
し
ま
す
。

Ａ
２　
ス
ト
レ
ス
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す

る
４
つ
の
ケ
ア
が
あ
り
ま
す
。

　
⑴
ス
ト
レ
ス
な
ど
を
正
し
く
理
解
・
対
処

す
る
た
め
本
人
が
行
う「
セ
ル
フ
ケ
ア
」

　
⑵
職
場
環
境
改
善
や
相
談
対
応
等
を
上
司

な
ど
が
行
う
「
ラ
イ
ン
ケ
ア
」

　
⑶
支
援
計
画
立
案
な
ど
を
社
内
ス
タ
ッ
フ

が
行
う
「
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
ケ
ア
」

　
⑷
医
療
機
関
な
ど
が
行
う
「
外
部
の
専
門

家
に
よ
る
ケ
ア
」

　

こ
れ
ら
を
上
手
に
活
用
す
る
の
も
良
い
で

し
ょ
う
。

Ａ
３　
就
業
規
則
な
ど
を
整
備
す
る
こ
と
で
、

ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
も
重
要
で
す
。

例
え
ば
、
医
療
機
関
の
受
診
を
促
す
根
拠
を
示

す
こ
と
で
、
治
療
に
専
念
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
し
、
休
職
や
復
職
の
規
定
を
き
ち
ん
と
定

め
て
お
け
ば
、
復
職
後
の
再
発
等
に
も
明
確
な

基
準
を
も
っ
て
対
処
で
き
ま
す
。
診
断
費
用
や

休
職
中
の
社
会
保
険
料
な
ど
の
負
担
に
つ
い

て
整
理
し
て
お
く
の
も
良
い
で
し
ょ
う
。
こ
う

す
る
こ
と
で
、
本
人
と
企
業
、
双
方
の
不
安
は

か
な
り
解
消
さ
れ
ま
す
。
就
業
規
則
や
社
内
制

度
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
労
務
士
な

ど
の
専
門
家
や
商
工
会
議
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
で
運
営
す
る
「
こ
こ

ろ
の
耳
」
と
い
う
サ
イ
ト
も
ご
覧
い
た
だ
く
と

参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

参
考
サ
イ
ト
：
こ
こ
ろ
の
耳
（
厚
生
労
働
省
）

http://kokoro.m
hlw

.go.jp/
 

誌上相談室 Q＆A　うつ病などメンタルヘルス障害はこの15年
間で大幅に増加しています。精神疾患で医療
機関を受診している方は100万人以上（厚生
労働省患者調査）、また潜在的うつ病患者は
300万人を超えると推定されており、企業の
大きな経営課題になってきています。
　メンタル不調者は、これまで「責任と権限
のアンバランス」が生じている30代～ 40代
に多い状況でしたが、最近では10代～ 20代
にも広がっており、特に「職場の人間関係」
がストレスの最も強い要因となっています。

橋
本
　
利
男 

氏

【
回
答
】

当
所
エ
キ
ス
パ
ー
ト
・
バ
ン
ク
登
録
専
門
家

パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
橋
本
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所

（
仙
台
市
泉
区
）

特
定
社
会
保
険
労
務
士
・

医
療
労
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

増加する“心の病気”
従業員がメンタル不調になった
時に企業が取り組むべきポイント

【テーマ】

人間関係の悩み
目標高過・重責感
能力発揮不足

期待成果発揮不足
会社の将来性不安

職場コミュニケーション
ワークライフバランス
期限・納期順守困難
会社の職場環境配慮
適切評価感乏しさ

長期間労働
成長実感の乏しさ
顧客満足の乏しさ
役割不明確性

過度な結果志向
報酬適切感の乏しさ

→仕事の量

→仕事の質
→会社の将来性

→人間関係

→仕事の量

→仕事の質
→会社の将来性

→人間関係

マネジメントベース調査より

影響度の強さ別　ストレスの原因（標準偏回帰係数（絶対値））
0 0.05 0.1 0.15 0.2


