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近
年
、「
が
ん
」
と
い
う
病
気
と
「
働

く
こ
と
」
の
両
立
を
ど
の
よ
う
に
図
っ
て

い
く
か
を
考
え
る
「
が
ん
と
就
労
」
と
い

う
テ
ー
マ
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
背
景
に
は
、「
生
涯
の
う
ち
2

人
に
1
人
が
が
ん
に
な
る
」
と
い
う
時
代

が
招
来
し
た
こ
と
、
ま
た
、
医
療
の
進
歩

に
よ
る
生
存
率
の
向
上
や
、
定
年
延
長
に

よ
る
就
労
期
間
の
延
長
に
よ
っ
て
、
が
ん

を
治
療
し
な
が
ら
働
く
時
代
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
稿
で
は
、
公

務
員
の
方
を
対
象
と
し
て「
が
ん
と
就
労
」

を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

65
歳
定
年
延
長
に
伴
い

長
期
病
休
者
は
確
実
に
増
え
る

本
誌
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
皆
さ
ん
の

多
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
で
、
日
々
、

人
事
・
労
務
管
理
・
福
利
厚
生
と
い
っ
た

業
務
に
携
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
と

思
い
ま
す
。
中
で
も
健
康
管
理
に
つ
い
て

は
、
特
に
頭
を
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
り
わ
け
喫
緊
の
問

題
は
、
精
神
疾
患
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
、

最
近
は
、「
が
ん
」
が
新
た
な
ト
ピ
ッ
ク

ス
と
し
て
登
場
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
背

景
は
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
で
す
。

公
務
員
全
体
を
対
象
に
調
査
し
た
統
計

は
残
念
な
が
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
、

「
地
方
公
務
員
の
健
康
状
況
等
の
現
況
」

調
査
結
果
を
見
て
み
ま
す
。

平
成
26
年
度
の
長
期
病
休
者
（
疾
病
等

に
よ
り
30
日
以
上
休
業
又
は
1
か
月
以
上

の
療
養
者
）
の
構
成
比
を
見
る
と
、
が
ん

は
、「
精
神
及
び
行
動
の
障
害
」
に
次
い

で
第
2
位
と
な
っ
て
お
り
（
新
生
物
＝
が

ん
）、
16
年
度
か
ら
ほ
ぼ
横
ば
い
で
11
～

13
％
前
後
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
1
）。
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■ 図2　 国家公務員の年齢階層別・傷病別長期病休者の割合

つ
ま
り
、
長
期
療
養
者
の
8
～
10
人
に
1

人
は
、
が
ん
患
者
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。次

に
、
人
事
院
が
5
年
に
1
度
実
施
し

て
い
る
「
国
家
公
務
員
長
期
病
休
者
実
態

調
査
」
で
す
。
国
家
公
務
員
で
も
長
期
病

休
者
数
は
、「
精
神
・
行
動
の
障
害
」
に
次

い
で「
が
ん（
新
生
物
）」が
第
2
位
と
な
っ

て
い
ま
す
。
構
成
割
合
と
し
て
は
、
全
休

業
者
の
9
～
10
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
年
齢
階
層
別
に
お
い
て
「
が
ん
」

は
、
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の

割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け

50
歳
代
か
ら
そ
の
割
合
は
高
く
な
り
、
60

歳
以
上
に
至
っ
て
は
、
25
・
3
％
と
、「
精

神
・
行
動
の
障
害
」
と
ほ
ぼ
同
率
と
な
っ

て
い
る
の
が
確
認
で
き
ま
す
（
図
2
）。

が
ん
は
、
一
般
的
に
高
齢
に
な
る
ほ
ど
罹

患
率
が
高
く
な
り
ま
す
。
40
代
あ
た
り
か

ら
増
え
始
め
50
代
以
降
、
飛
躍
的
に
増
え

て
い
き
ま
す
。
こ
の
デ
ー
タ
に
も
そ
う
し

た
病
気
の
特
性
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
ま

す
。先

に
挙
げ
た
地
方
公
務
員
対
象
の
調
査

で
は
、
年
齢
階
層
別
の
集
計
は
一
般
に
公

表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
同
様

の
結
果
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

23
年
度
は
、
定
年
延
長
義
務
化
措
置
の
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■ 図1　 地方公務員の長期病休者の疾病分類別構成比の推移
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寄稿  がん患者に対する職場での支援のあり方

職
員
が
一
人
で
も
多
く
退
職
せ
ず
職
場
に

復
帰
し
、
働
き
続
け
て
い
く
こ
と
が
、
職

場
に
と
っ
て
も
、
ご
本
人
に
と
っ
て
も
重

要
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
人

事
・
労
務
管
理
担
当
者
が
で
き
る
こ
と
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
こ
れ
か
ら

考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

経
済
的
に
は
療
養
に
専
念
で
き
る

環
境
に
あ
る
公
務
員

私
は
、「
一
般
社
団
法
人
C
S
R
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
団
体
を
中
心
に
、
患

者
・
経
験
者
の
就
労
（
雇
用
継
続
・
再
就

職
な
ど
）
支
援
を
「
社
会
保
険
労
務
士
」

の
立
場
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
活
動
は
、

患
者
本
人
に
対
し
て
電
話
や
対
面
な
ど
で

行
う
相
談
と
い
っ
た
直
接
的
な
支
援
の
ほ

か
に
、
企
業
や
人
事
担
当
者
、
病
院
等
で

患
者
に
対
応
す
る
S
W
・
M
S
W
（
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
・
メ
デ
ィ
カ
ル
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
）・
看
護
師
等
を
対
象
に
し

た
セ
ミ
ナ
ー
や
各
種
研
修
会
の
実
施
、
が

ん
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
等
、
間
接

的
な
支
援
も
行
っ
て
き
ま
し
た
。

電
話
や
対
面
相
談
で
は
、
公
務
員
の
方

か
ら
も
少
な
か
ら
ず
申
し
込
み
が
あ
り
ま

す
。
相
談
の
主
な
特
徴
と
し
て
は
、
①
長

期
療
養
者
が
多
い
、
②
復
職
に
関
す
る
相

談
が
多
い
、
③
配
置
転
換
・
配
慮
な
ど
就

労
継
続
の
た
め
の
支
援
に
関
す
る
相
談
が

多
い
、
と
い
う
3
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

公
務
員
の
場
合
、
前
提
と
し
て
押
さ
え

て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
長
期
病
休
者

の
取
り
扱
い
、
も
っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
、

休
職
制
度
と
所
得
保
障
で
す
。

ご
存
じ
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

（
私
傷
病
に
よ
る
）
休
職
は
日
本
に
お
い

て
は
、
法
的
な
裏
付
け
を
持
ち
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
休
職
期
間
が
な
い
こ
と
自

体
は
違
法
で
は
な
く
、
そ
の
取
り
扱
い
は

個
々
の
会
社
の
規
模
・
考
え
方
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
小
規
模
・
零
細
企
業
に

お
い
て
は
、
ゼ
ロ
（
休
職
期
間
な
し
）
と

い
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

が
ん
と
診
断
さ
れ
、
療
養
が
必
要
に
な
っ

た
場
合
、
勤
め
て
い
る
会
社
に
よ
っ
て
、

療
養
可
能
な
期
間
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
会
社
の
規
定
（
就
業

規
則
等
）
に
よ
り
、
一
定
の
休
職
期
間
を

経
て
も
な
お
復
職
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ

た
場
合
、
解
雇
又
は
自
然
退
職
の
扱
い
と

な
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
公
務
員
は
、
通
常
少
な

く
と
も
3
年
の
休
職
期
間
が
与
え
ら
れ
ま

す
。
少
な
く
と
も
こ
の
休
職
期
間
中
に
つ

い
て
は
、
雇
用
が
確
保
さ
れ
、
傷
病
手
当

金
・
傷
病
手
当
金
附
加
金
と
い
っ
た
制
度

の
併
用
に
よ
り
所
得
保
障
が
な
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
2
点
は
、
公
務
員
の
処
遇
の

最
大
の
特
徴
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
一
部
負

担
金
払
戻
金
を
は
じ
め
と
す
る
附
加
給
付

等
、
医
療
費
の
自
己
負
担
に
対
す
る
手
厚

い
保
障
が
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
公
務

員
は
長
期
に
療
養
す
る
必
要
が
生
じ
た
場

合
で
も
、
少
な
く
と
も
3
年
は
所
得
が
保

障
さ
れ
、
そ
の
間
の
治
療
費
も
、（
保
険

診
療
に
関
し
て
は
）
共
済
組
合
の
附
加
給

付
の
対
象
と
な
ら
な
い
2
万
5
千
円
程
度

で
済
む
、
と
い
う
点
で
、
経
済
的
に
は
療

養
に
専
念
で
き
る
環
境
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
言
え
ま
す
。

問
題
は「
働
き
方
」や「
相
談
先
」

「
職
場
の
理
解
・
風
土
」

以
上
、公
務
員
の
特
徴
を
挙
げ
た
の
は
、

決
し
て
「
公
務
員
が
そ
ん
な
特
権
を
持
っ

て
い
る
の
は
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
こ
と

を
言
い
た
い
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
事
で
す
が
、
私
は
9
年
前
に
乳
が
ん

に
罹
患
し
ま
し
た
。
当
時
勤
務
し
て
い
た

の
は
公
的
な
団
体
で
、
労
働
条
件
や
処
遇

は
、
当
時
す
べ
て
「
国
公
準
拠
」
で
し
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
私
は
薬
物
療
法
（
抗
が

ん
剤
・
ホ
ル
モ
ン
剤
）
の
副
作
用
に
よ
っ

て
延
べ
9
カ
月
に
わ
た
っ
て
休
職
し
ま
し

た
。
こ
の
間
、
給
与
は
全
額
支
給
さ
れ
、

初
年
度
（
61
歳
）
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

65
歳
へ
の
定
年
延
長
移
行
に
伴
い
、
公
務

職
場
で
の
長
期
病
休
者
は
、
今
後
、
確
実

に
増
大
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

「
が
ん
罹
患
＝
長
期
病
休

＝
戦
力
外
」
で
は
な
い

が
ん
と
い
う
病
気
が
国
民
病
と
し
て
認

知
さ
れ
た
一
方
で
、
生
存
率
の
向
上
が
進

み
、「
が
ん
＝
す
ぐ
に
亡
く
な
る
病
」
で

は
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
か
つ

て
が
ん
は
、
入
院
し
て
検
査
や
治
療
を
行

う
こ
と
が
一
般
的
で
し
た
が
、
現
在
は
最

小
限
の
治
療
（
主
と
し
て
手
術
）
を
入
院

で
行
い
、
外
来
で
検
査
・
治
療
（
抗
が
ん

剤
や
放
射
線
治
療
な
ど
）
を
行
う
の
が
標

準
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
治
療

に
伴
う
副
作
用
へ
の
対
処
方
法
の
開
発

や
、
治
療
自
体
も
Q
O
L
を
意
識
し
た

も
の
に
徐
々
に
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
今
で
は
、
必
ず
し
も
「
が

ん
罹
患
＝
長
期
病
休
＝
戦
力
外
」
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
一
定
の
期
間
は
療
養
の
た
め

休
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
後

は
、
職
場
に
復
帰
し
て
再
度
活
躍
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

公
務
職
場
も
内
外
の
要
求
か
ら
定
員
削

減
が
進
み
、
職
場
に
余
裕
が
な
い
状
況
で

す
。
そ
の
な
か
で
、
貴
重
な
戦
力
で
あ
る
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を
も
っ
て
悩
ん
で
い
る
方
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

公
務
員
限
定
で
調
査
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
休
職
期
間
が
長
い
と
逆
に

退
職
が
多
く
な
る
こ
と
を
示
す
デ
ー
タ
＊

も
あ
り
ま
す
。
休
職
期
間
が
長
け
れ
ば
長

く
な
る
ほ
ど
、
労
使
の
意
図
（
ゆ
っ
く
り

療
養
し
て
そ
れ
か
ら
完
全
復
帰
）
に
反
し

て
、
必
ず
し
も
両
者
に
と
っ
て
本
意
で
な

い
結
果
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
は

注
意
が
必
要
で
す
。

そ
れ
で
は
、
が
ん
を
罹
患
し
た
職
員
の

復
職
や
就
労
継
続
を
含
め
た
両
立
に
際
し

て
の
ポ
イ
ン
ト
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

こ
れ
は
、
第
一
に
、
支
援
体
制
を
仕
組

み
と
し
て
つ
く
る
、
第
二
に
、
そ
の
際
、

で
き
る
限
り
運
用
と
配
慮
を
視
野
に
入

れ
、
活
用
す
る
、
第
三
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
そ
し
て
最
後
に
、
職
場
全
体
で

の
取
り
組
み
と
し
て
の
啓
発
や
両
立
を
可

能
と
す
る
風
土
づ
く
り
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
順
に
見
て
い
き
ま
す
。

■
支
援
体
制
づ
く
り

　�

病
休
者
か
ら
の
相
談
・
照
会
の
窓
口
を

決
め
る
こ
と

も
し
、
長
期
に
休
業
す
る
等
、
配
慮
の

必
要
が
あ
る
職
員
が
出
た
場
合
、
そ
の
職

員
と
定
期
的
に
連
絡
を
取
る
担
当
者
（
窓

治
療
費
も
附
加
給
付
の
適
用
外
分
の
自
己

負
担
で
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

生
活
費
や
治
療
費
の
心
配
が
な
く
、
療
養

に
専
念
で
き
る
こ
と
の
有
難
さ
を
身
に
染

み
て
感
じ
た
9
カ
月
で
し
た
。

図
3
は
、
東
京
都
に
よ
る
が
ん
と
就
労

に
か
か
る
調
査
結
果
で
す
。
が
ん
経
験
者

が
「
治
療
と
仕
事
を
両
立
す
る
う
え
で
困

難
で
あ
っ
た
こ
と
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る

の
は
、
多
い
順
に
「
経
済
的
な
問
題
」「
働

き
方
の
問
題
」「
相
談
先
の
問
題
」「
職
場

の
理
解
・
風
土
に
関
す
る
問
題
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
、
公
務
員
の
方
か
ら
の
相
談
の

特
徴
と
し
て
①
長
期
療
養
者
が
多
い
、
②

復
職
に
関
す
る
相
談
が
多
い
、
③
配
置
転

換
・
配
慮
な
ど
就
労
継
続
の
た
め
の
支
援

に
関
す
る
相
談
が
多
い
、
と
い
う
3
点
を

挙
げ
ま
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
公
務
職

場
の
方
の
悩
み
や
問
題
は
、「
経
済
的
な

問
題
」
よ
り
は
む
し
ろ
「
働
き
方
」「
相

談
先
」「
職
場
の
理
解
・
風
土
」
に
関
す

る
問
題
が
多
い
と
い
え
ま
す
。

公
務
員
に
お
け
る
が
ん
治
療
と

就
労
の
両
立
の
ポ
イ
ン
ト

公
務
員
の
方
か
ら
多
く
受
け
る
復
職
に

関
す
る
相
談
の
具
体
例
と
し
て
、「
予
定

さ
れ
て
い
た
復
職
時
期
が
到
来
し
た
が
、

体
力
低
下
や
治
療
の
副
作
用
で
、
フ
ル
タ

イ
ム
勤
務
に
自
信
が
持
て
な
い
」「
復
職

す
れ
ば
以
前
と
同
じ
よ
う
な
仕
事
量
が

待
っ
て
い
る
。
今
ま
で
ど
お
り
の
働
き
方

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
病
気
が
再
発
し
な

い
か
不
安
」「
復
職
に
あ
た
り
、
負
荷
が

少
な
く
な
る
よ
う
、
配
置
転
換
や
業
務
軽

減
を
申
し
出
た
い
が
ど
の
よ
う
に
交
渉
し

た
ら
よ
い
か
」、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

長
く
休
め
ば
休
む
ほ
ど
、
復
職
後
の
自

分
の
働
く
姿
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
ず
、
自
信

が
持
て
な
い
。
短
時
間
勤
務
や
「
な
ら
し

出
勤
」
と
い
う
仕
組
み
が
な
い
た
め
、（
心

と
体
の
）
準
備
が
整
わ
な
い
ま
ま
フ
ル
タ

イ
ム
勤
務
を
ス
タ
ー
ト
し
、
結
局
、
就
労

継
続
を
維
持
で
き
ず
再
度
休
職
し
て
し
ま

う
方
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
事
態
に
至

る
こ
と
を
恐
れ
、
安
全
策
と
し
て
休
職
期

間
を
先
に
延
ば
す
選
択
を
す
る
方
が
公
務

員
に
多
い
の
が
現
実
で
す
。
ま
た
、
体
調

や
治
療
の
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
勤
務
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
退
職
か
完
全

復
帰
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
、
と
悲
壮
感

9万
8万
7万
6万
5万
4万
3万
2万
1万
0

（人）年齢15ー
19

20
ー
24

25
ー
29

30
ー
34

35
ー
39

40
ー
44

45
ー
49

50
ー
54

55
ー
59

60
ー
64

65
ー
69

70
ー
74

100

80

60

40

20

0
H16
年度

H17
年度

H18
年度

H19
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年度
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年度
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年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

その他

損傷、中毒及び
その他の外因の影響

筋骨格系及び
結合組織の疾患

消化器系の疾患

循環器系の疾患

精神及び行動の障害

新生物

出典：地方公務員の健康
状況等の現況（一般財
団法人地方公務員安全
衛生推進協会）
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2008 年
20～64歳：全体の 32.4％
20～69歳：全体の 45.6％

男性（1975年）女性（1975年）

男性（2008年）
女性（2008年）

治療費が高い、
必要な治療費の見通しが立たない

働き方を変えたり
休職することで収入が減少する

体調や治療の状況に応じた
柔軟な勤務ができない

体調や症状・障害に応じた
仕事内容の調整ができない

治療・経過観察・通院目的の
休暇・休業が取りづらい

治療をしながら仕事をすることで
人事評価が下がる

職場内に相談相手がいない

通勤が困難である

治療と仕事の両立について誰（どこ）に
相談すればよいか分からない

病気や治療のことを職場に
言いづらい雰囲気がある

治療をしながら仕事をすることについて
職場の理解がない・乏しい

医師や看護師等に仕事のことについて
相談しづらい雰囲気がある

その他

困難と感じたことは無かった

無回答

（n＝831）

経
済
的
な
問
題

働
き
方
の
問
題

相
談
先
の
問
題

職
場
の
理
解・

風
土
に
関
す
る
問
題
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■ 図3　治療と仕事を両立する上で困難であったこと（複数回答）

＊「がん患者の経済的負担の実態調査と改善策に関する研究（特に傷病手当金制度利用に関して）」／キャンサー・
ソリューションズ株式会社（がん研究振興財団　平成 28 年度がんサバイバーシップ研究）
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寄稿  がん患者に対する職場での支援のあり方

口
）
を
決
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の

窓
口
を
通
じ
て
、
今
後
の
治
療
の
見
通
し

や
職
員
の
意
向
な
ど
を
適
宜
確
認
す
る
一

方
、
職
員
か
ら
も
相
談
や
照
会
が
で
き
る

仕
組
み
を
つ
く
り
ま
す
。

窓
口
は
、
直
属
の
上
司
の
場
合
も
あ
れ

ば
、
直
接
人
事
課
に
な
る
場
合
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
担
当
者
を

明
確
化
す
る
こ
と
で
、
職
員
は
、「
誰
に

ど
こ
ま
で
伝
え
た
ら
よ
い
か
」「
今
後
の

休
み
方
、
働
き
方
に
つ
い
て
ど
う
し
て
よ

い
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
悩
み
を
軽
減

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
長
期
に
休
業
し
た
場
合
等
の
自

分
の
処
遇
に
つ
い
て
、
詳
細
を
知
ら
な
い

職
員
も
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、

休
業
期
間
の
給
与
や
社
会
保
険
制
度
（
高

額
療
養
費
・
一
部
負
担
金
払
戻
金
・
傷
病

手
当
金
な
ど
）
を
事
前
に
説
明
す
る
こ
と

だ
け
で
も
、
職
員
の
安
心
感
に
つ
な
が
り

支
援
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
支
援
体
制
は
、
何
も
が
ん

に
特
化
し
て
構
築
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
精
神（
メ
ン
タ
ル
）疾
患
者
」や「
育

児
休
業
者
」
に
か
か
る
休
業
中
の
支
援
体

制
は
多
く
の
職
場
で
す
で
に
存
在
し
て
い

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
利
用
し
な

い
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。
制
度
を
一
か
ら
つ

く
る
と
考
え
る
と
、
公
務
職
場
の
場
合
は

特
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
く
な
り
が
ち
で
す
。

既
存
の
制
度
や
仕
組
み
を
流
用
す
る
こ
と

で
あ
れ
ば
、
い
く
ら
か
は
ハ
ー
ド
ル
も
下

が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■
制
度
・
運
用
・
配
慮

　�

既
存
の
制
度
の
運
用
を
弾
力
化
し
利
用

す
る

公
務
員
の
場
合
、
そ
の
処
遇
も
法
律
に

基
づ
き
、「
制
度
」
と
し
て
明
確
化
さ
れ

て
い
ま
す
。
公
務
職
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

例
外
や
特
例
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
の

が
現
実
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
、
今
見
た
よ
う
に

メ
ン
タ
ル
疾
患
・
育
児
休
業
者
な
ど
の
制

度
を
弾
力
化
し
て
利
用
す
る
＝
取
り
扱
い

を
「
運
用
」
と
し
て
見
直
す
と
い
う
余
地

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
運
用
は
、

が
ん
に
限
定
せ
ず
、
他
の
疾
患
や
介
護
と

い
っ
た
勤
務
に
あ
た
り
支
援
が
必
要
な
者

に
対
し
て
適
用
す
る
、
と
い
う
形
で
、
公

正
性
を
担
保
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ま
た
、
運
用
と
は
も
う
一
つ
別
の
次
元

に
、「
配
慮
」
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。

「
配
慮
」
と
は
、
制
度
や
取
扱
変
更
の
よ

う
な
仕
組
み
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
く
、

日
々
の
業
務
の
中
で
実
践
で
き
る
ち
ょ
っ

と
し
た
心
遣
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
大
腸

が
ん
の
治
療
に
よ
り
、
ト
イ
レ
に
頻
回
行

く
必
要
が
あ
る
職
員
の
場
合
、
ト
イ
レ
に

行
き
や
す
い
場
所
に
席
替
え
を
行
う
、
と

い
っ
た
こ
と
で
す
。
ま
た
、
治
療
に
よ
っ

て
体
力
が
低
下
し
た
り
、
疲
れ
や
す
く

な
っ
た
り
す
る
職
員
に
対
し
て
、
簡
易
に

休
め
る
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
、
と
い
っ

た
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た「
配
慮
」に
よ
っ

て
、
職
員
は
よ
り
安
心
し
て
働
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
そ
の
ほ
か
に
、
体
力
や
副
作

用
が
改
善
す
る
ま
で
の
配
置
転
換
・
職
種

変
更
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　�

ど
ん
な
配
慮
が
必
要
か
具
体
的
に
聞
き

出
す
た
め
に
重
要

が
ん
は
、
非
常
に
個
別
性
が
高
い
病
気

で
す
。
同
じ
が
ん
種
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

方
の
状
態
に
合
わ
せ
て
治
療
法
が
選
択
さ

れ
ま
す
。
治
療
の
副
作
用
や
後
遺
症
の
出

方
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
一

律
に
「
こ
ん
な
配
慮
が
必
要
」
と
い
う
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
こ
と
は
難

し
い
と
い
え
ま
す
。
む
し
ろ
、
職
員
自
身

や
主
治
医
な
ど
か
ら
、
ど
ん
な
配
慮
が
必

要
か
を
具
体
的
に
引
き
出
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
重
要
性
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す

ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

公
務
職
場
で
は
、
休
職
制
度
が
確
固
と

し
て
確
立
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
一
旦
、

休
職
と
な
っ
た
場
合
、
復
職
予
定
日
近
く

ま
で
は
、「
そ
っ
と
し
て
お
く
」
と
い
う

こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
が
ん
の
場
合
、
手
術
を
し
て

初
め
て
そ
の
後
の
治
療
計
画
が
決
ま
っ
た

り
、
治
療
の
方
法
や
時
期
が
体
調
や
副
作

用
等
に
よ
っ
て
変
更
し
た
り
、
と
治
療
計

画
に
修
正
が
入
る
こ
と
も
非
常
に
多
い
の

で
、
今
後
の
（
休
職
・
復
職
の
）
見
通
し

を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
に
も
、
互
い
の

負
担
に
な
ら
な
い
範
囲
で
連
絡
を
取
り
合

う
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
際
に
、
復
職

時
期
だ
け
で
は
な
く
、
復
職
後
ど
ん
な
配

慮
が
必
要
な
の
か
、
ど
ん
な
働
き
方
を
し

た
い
の
か
、
と
い
う
本
人
の
思
い
や
、
主

治
医
の
意
見
を
収
集
す
る
こ
と
も
併
せ
て

行
い
、
復
職
に
向
け
て
、
本
人
も
職
場
も

準
備
・
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま

す
。ま

た
、
が
ん
の
場
合
、「
手
術
し
た
ら

治
療
は
終
わ
り
」
で
は
な
く
、経
過
観
察
・

治
療
が
長
期
に
わ
た
り
継
続
す
る
こ
と
も

あ
る
た
め
、
復
職
後
も
、
本
人
の
体
調
や

状
況
に
応
じ
て
、
産
業
医
や
主
治
医
と
連

携
を
図
る
な
ど
、
一
定
の
フ
ォ
ロ
ー
が
必

要
で
す
。そ
し
て
、こ
の
フ
ォ
ロ
ー
こ
そ
が
、

職
場
定
着
に
つ
な
が
り
、
ま
た
、
徒
ら
に

再
休
職
と
な
る
こ
と
も
防
ぎ
ま
す
。

今
年
2
月
に
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た
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「
が
ん
」
と
い
う
病
気
は
、
画
一
的
な
対

応
に
な
じ
ま
な
い
特
性
を
持
っ
て
い
ま

す
。
今
後
の
罹
患
者
数
の
増
加
を
前
提
と

し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
、
方
向
転
換
を
図
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
う
し
た
方
向
性
を
打
ち
出
す
こ
と

は
、
決
し
て
、
批
判
さ
れ
る
筋
合
い
の
も

の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
経
験
や
ス
キ
ル
を
積
ん
だ
職

員
が
、
退
職
し
た
り
、
長
年
休
職
し
た
り

す
る
よ
り
は
、
適
切
な
時
期
に
再
び
職
場

に
復
帰
し
、
そ
の
経
験
と
ス
キ
ル
を
公
務

の
場
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
外

部
の
者
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
る
は
ず
だ

か
ら
で
す
。

「
が
ん
と
就
労
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
き
っ

か
け
に
、
が
ん
患
者
に
限
ら
ず
職
場
が
ま

す
ま
す
安
心
し
て
働
け
る
場
に
な
る
こ
と

を
切
に
願
い
ま
す
。

「
事
業
場
に
お
け
る
治
療
と
職
業
生
活
の

両
立
支
援
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に

は
、
が
ん
を
は
じ
め
と
す
る
長
期
に
わ
た

り
治
療
が
必
要
な
疾
患
と
仕
事
の
両
立
の

た
め
に
事
業
場
が
行
う
べ
き
措
置
な
ど
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
主
治
医
や
産
業

医
と
の
連
携
の
方
法
な
ど
、
公
務
職
場
で

こ
そ
よ
り
効
果
的
な
提
言
も
多
い
の
で
、

ぜ
ひ
参
考
に
し
て
、
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

■
職
場
全
体
で
の
取
り
組
み

全
職
員
に
向
け
た
啓
発
や
両
立
を

可
能
に
す
る
風
土
づ
く
り
を

実
際
に
が
ん
に
な
っ
た
職
員
に
向
け
た

対
策
と
は
別
に
、
全
職
員
に
向
け
た
取
り

組
み
も
必
要
で
す
。

が
ん
は
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
他
人
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、
実
際
に

経
験
し
な
け
れ
ば
な
か
な
か
実
感
が
湧
か

な
い
と
い
う
の
が
本
音
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
こ
そ
、
日
ご
ろ
か
ら
の
啓
発
や
意
識
改

革
が
必
要
で
す
。
啓
発
は
、
健
康
教
育
の

一
環
と
し
て
他
の
疾
患
（
メ
ン
タ
ル
疾
患
・

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
な
ど
）
と

合
わ
せ
て
取
り
組
む
こ
と
も
可
能
で
し
ょ

う
。ま
た
、定
期
健
康
診
断
時
に
オ
プ
シ
ョ

ン
と
し
て
、
子
宮
が
ん
・
乳
が
ん
検
査
、

大
腸
内
視
鏡
検
査
な
ど
を
受
診
可
能
に
す

る
、な
ど
の
取
り
組
み
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

検
査
の
費
用
負
担
を
受
診
者
自
身
に
行
わ

せ
る
と
し
て
も
、
定
期
健
康
診
断
と
一
緒

に
行
う
こ
と
で
、
改
め
て
自
分
で
病
院
を

探
し
て
出
か
け
る
手
間
や
時
間
が
省
け
、

し
か
も
、
検
診
に
よ
り
早
期
発
見
に
つ
な

が
る
こ
と
も
期
待
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
風
土
づ
く
り
。
が
ん
に
限
ら

ず
、
病
気
や
介
護
・
子
育
て
等
、
事
情
を

抱
え
な
が
ら
働
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
、
こ

れ
か
ら
の
職
場
に
お
い
て
不
可
避
で
あ
る

以
上
、
そ
う
し
た
、「
事
情
」
は
誰
も
が

抱
え
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、

「
お
互
い
さ
ま
」
の
職
場
風
土
づ
く
り
が

必
要
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
自
発
的

に
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
お
互
い

さ
ま
」
を
支
え
る
仕
組
み
が
あ
っ
て
こ
そ
。

具
体
的
に
は
、
長
期
休
業
や
配
慮
が
必
要

な
職
員
が
出
た
場
合
、
直
属
の
上
司
や
関

係
部
署
に
協
力
を
要
請
す
る
仕
組
み
を
つ

く
る
、
ま
た
、
そ
の
上
司
や
同
僚
な
ど
、

関
係
部
署
自
体
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
を

つ
く
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま

す
。

も
う
一
つ
の
課
題

非
常
勤
職
員
に
つ
い
て

以
上
、
こ
こ
ま
で
「
正
職
員
」
を
念
頭

に
置
い
て
書
い
て
き
ま
し
た
が
、
も
う
一

つ
大
事
な
こ
と
と
し
て
、
非
常
勤
職
員
の

問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。

多
く
の
職
場
で
は
、
正
職
員
の
定
員
削

減
の
一
方
で
、
非
常
勤
職
員
が
増
員
さ
れ
、

な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
る

こ
と
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
非
常
勤
職

員
が
休
職
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
制

度
上
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ

少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
」
が
議
論
さ

れ
る
時
代
で
す
。
社
会
保
険（
健
康
保
険
・

厚
生
年
金
）
の
非
正
規
雇
用
者
へ
の
適
用

拡
大
も
今
後
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
非

常
勤
職
員
も
ま
た
、
貴
重
な
職
場
の
仲
間

で
す
。
正
職
員
同
様
の
対
応
は
今
す
ぐ
に

は
無
理
で
あ
っ
て
も
、
視
野
に
入
れ
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
職
場
と

し
て
可
能
な
と
こ
ろ
か
ら
少
し
ず
つ
で

も
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
の
対
応
改
善

を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に

公
務
職
場
は
さ
ま
ざ
ま
な
外
部
の
目
を

意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
現
実
が
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、「
公
平
性
」

を
考
え
る
あ
ま
り
、
病
休
者
に
対
す
る
処

遇
も
画
一
的
な
対
応
に
終
始
す
る
こ
と
が

多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

特定社会保険労務士／社会福祉士／
産業カウンセラー／キャリアコンサルタント
一般社団法人 CSR プロジェクト理事＆事務局長／
ふじた社労士事務所代表

藤田 久子 （ふじた　ひさこ）

平成19年、乳がんの診断を受け、手術・治療。
その後、自らのがん経験や社会経験から対
人援助を志す。23年3月に前職を退職し、が
ん患者の就労支援活動を開始。共著に「ダイ
バーシティマネジメントの実践」（労働新聞
社）、「がん経験者のための就活ブック」（合
同出版）。
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