
特定社会保険労務士
健康経営エキスパートアドバイザー

稲田 耕平（いなだ　こうへい）

健康経営アドバイザー制度の構築やテキストの
執筆に関与したほか、経済産業省委託事業「健康
投資の見える化」検討委員会に検討委員として参
加。東京都社会保険労務士会では、働き方改革・
健康経営特別委員会副委員長 兼 健康経営推進
部会長として、健康経営®の普及に努めている。

特定社会保険労務士/栄養士
健康経営エキスパートアドバイザー

田中 亮子（たなか　あきこ）

中小企業から大企業まで幅広い規模の会社の勤
務経験を活かし、人事労務の相談や各種社会保
険の相談に応じる。
また、社会保険労務士および栄養士の2つの専門
知識を活かし顧客企業先の健康経営®の取組みの
推進サポートを行っている。
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管理部門担当者様にとって注目のテーマに気付きをお届けする
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は
じ
め
に

2
0
2
2
年
3
月
9
日
に
健
康
経
営
優
良
法

人
の
認
定
法
人
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の

中
小
企
業
部
門
の
申
請
数
は
1
万
2
8
4
9
法

人
で
そ
の
う
ち
健
康
経
営
優
良
法
人
と
し
て
認
定

さ
れ
た
企
業
数
は
１
万
2
2
5
5
法
人
で
し
た
。

こ
の
数
字
を
昨
年
と
比
較
す
る
と
申
請
数
で
約

1
・
3
倍
、
認
定
数
で
約
1
・
5
倍
と
な
っ
て
い

ま
す
。
健
康
経
営
優
良
法
人
認
定
制
度
が
始
ま
っ

た
2
0
1
6
年
度
と
比
較
す
る
と
申
請
数
で
約

32
・
5
倍
、
認
定
数
で
約
38
・
5
倍
と
な
り
、
急

激
に
普
及
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た
だ

し
、
今
年
の
認
定
数
を
考
慮
し
て
も
未
だ
企
業
数

の
1
％
未
満
で
あ
り
、
更
な
る
中
小
企
業
へ
の
普

及
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
こ
こ
で
健
康
経
営
Rに
つ
い
て
簡
単
に
解

説
し
て
い
き
ま
す
。
経
済
産
業
省
で
は
『「
健
康

経
営
R」
と
は
、
従
業
員
等
の
健
康
管
理
を
経
営

的
な
視
点
で
考
え
、
戦
略
的
に
実
践
す
る
こ
と
』

と
定
義
し
て
い
ま
す
。
従
来
、
従
業
員
の
健
康
は

個
人
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
企

業
が
従
業
員
の
健
康
に
対
し
て
投
資
を
行
い
、
従

業
員
が
健
康
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
、
従
業
員
の

活
力
向
上
や
生
産
性
の
向
上
な
ど
の
組
織
の
活
性

化
を
も
た
ら
し
、
結
果
的
に
業
績
向
上
や
企
業
イ

メ
ー
ジ
向
上
に
よ
る
優
秀
な
人
材
の
確
保
な
ど
に

つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

新

 

型

 

コ

 

ロ

 

ナ

 

禍

 
が
 

変
え
た
も
の

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
は
、
世
の

中
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ

の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て

Vol.39

新
型
コロ
ナ
禍
で
見
直
す

新
型
コロ
ナ
禍
で
見
直
す

健
康
経
営

健
康
経
営
RR

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
を
き
っ
か
け
に
、
人
々
の

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
を
き
っ
か
け
に
、
人
々
の

健
康
意
識
は
大
き
く
変
化
し
た
と
い
え
ま
す
。
企
業
に
と
っ
て
、

健
康
意
識
は
大
き
く
変
化
し
た
と
い
え
ま
す
。
企
業
に
と
っ
て
、

従
業
員
に
健
康
で
働
い
て
も
ら
う
こ
と
は
、
生
産
性
の
維
持
の

従
業
員
に
健
康
で
働
い
て
も
ら
う
こ
と
は
、
生
産
性
の
維
持
の

観
点
か
ら
も
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
強
く
認
識

観
点
か
ら
も
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
強
く
認
識

さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
健
康
経
営

さ
れ
ま
し
た
。
特
に
、
健
康
経
営
Rの
考
え
方
は
、
業
績
向
上
や

の
考
え
方
は
、
業
績
向
上
や

組
織
価
値
向
上
に
も
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

組
織
価
値
向
上
に
も
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
の
健
康
経
営

そ
こ
で
今
回
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
の
健
康
経
営
Rの
あ
り
方
に

の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士

つ
い
て
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士  

稲
田
耕
平
氏
と
田
中
亮
子
氏

稲
田
耕
平
氏
と
田
中
亮
子
氏

に
、
ご
解
説
い
た
だ
き
ま
し
た
。

に
、
ご
解
説
い
た
だ
き
ま
し
た
。

※「健康経営®」は特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。
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健
康
経
営
Rの
視
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

健
康
診
断
お
よ
び

が
ん
検
診
受
診
率
の
低
下

1健
康
経
営
Rを
進
め
る
に
あ
た
っ
て
自
社
の
健

康
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
は
と
て
も
重
要
で
、
そ

の
た
め
に
健
康
診
断
の
受
診
率
を
1
0
0
％
に

し
、
そ
の
結
果
を
分
析
す
る
こ
と
は
健
康
経
営
R

の
基
盤
と
な
る
取
組
み
で
す
。
こ
の
健
康
診
断
受

診
率
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
前
の
2
0
1
9
年
度
は
59
・
5
％
で
し
た
が
、

2
0
2
0
年
度
は
55
・
0
％
と
低
下
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
未
受
診
の
理
由
を
確
認
し
て
い
く
と
、
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
の
影
響
と
思
わ
れ
る
「
医

療
機
関
や
健
診
会
場
で
コ
ロ
ナ
に
感
染
す
る
の
が

怖
い
」
お
よ
び
「
不
要
不
急
と
判
断
し
た
」
を
合

わ
せ
て
36
・
4
％
と
高
い
割
合
を
占
め
て
い
ま
す

（
図
表
1
）。

2
0
2
0
年
度
は
健
康
診
断
機
関
も
新
型
コ

ロ
ナ
禍
で
の
健
康
診
断
の
体
制
整
備
に
つ
い
て
、

手
探
り
な
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

2
0
2
1
年
度
の
デ
ー
タ
は
現
時
点
で
は
ま

だ
公
表
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
筆
者
の
実
感
と
し

て
は
、予
約
時
間
を
分
散
さ
せ
た
り
、待
合
ス
ペ
ー

ス
で
も
十
分
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
が
確

保
で
き
る
よ
う
に
工
夫
を
し
た
り
し
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
禍
に
対
応
し
た
健
康
診
断
の
提
供
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
健
康
経
営
優

良
法
人
認
定
制
度
に
つ
い
て
も
、
2
0
2
0
年

度
は
健
康
診
断
受
診
率
の
項
目
に
お
い
て
、
新
型

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
一
部
考
慮
さ
れ
救
済
措
置
が

取
ら
れ
ま
し
た
が
、
2
0
2
1
年
度
は
救
済
措

置
が
取
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
健
康
経
営
Rの
取

組
み
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
健
康
診
断
の
実
施

お
よ
び
受
診
率
の
向
上
は
、
企
業
の
従
業
員
に
対

す
る
安
全
配
慮
義
務
の
観
点
で
も
と
て
も
重
要
に

な
り
ま
す
。

が
ん
検
診
の
企
業
で
の
実
施
に
つ
い
て
法
的
根

拠
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
成
28
年
国
民
生
活
基
礎

調
査
に
よ
れ
ば
、
が
ん
検
診
を
受
け
た
者
の
約 

30
～
60
％
が
職
域
に
お
け
る
が
ん
検
診
を
受
け
て

い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
職
域
に
お
け
る
が

ん
検
診
は
、
国
民
に
受
診
機
会
を
提
供
す
る
と
い

う
意
味
で
も
、
我
が
国
の
が
ん
対
策
に
お
い
て
、

非
常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
健
康
経

営
優
良
法
人
認
定
制
度
に
お
い
て
も
、
が
ん
検
診

な
ど
の
任
意
検
診
を
受
診
し
や
す
い
環
境
整
備
は

選
択
項
目
の
一
つ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

が
ん
検
診
や
が
ん
検
診
が
含
ま
れ
る
人
間
ド
ッ
ク

の
受
診
率
も
、
2
0
1
9
年
度
の
31
・
1
％
か

ら
2
0
2
0
年
度
は
27
・
8
％
と
低
下
し
て
い

ま
す
。
こ
ち
ら
も
未
受
診
の
理
由
と
し
て
「
医
療

機
関
や
健
診
会
場
で
新
型
コ
ロ
ナ
に
感
染
す
る
の

が
怖
い
」
が
17
・
1
％
あ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
が
う
か
が
え
ま
す
（
図
表
2
）。
が
ん
は
不

治
の
病
で
な
く
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
よ
り
治

る
可
能
性
も
高
く
な
り
、
再
発
・
転
移
、
死
亡
の

割
合
も
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て

い
る
の
で
、
定
期
的
な
が
ん
検
診
の
実
施
お
よ
び

受
診
が
重
要
な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
従
業
員
に

健
康
で
長
く
働
い
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
定
期
健

診
と
合
わ
せ
て
が
ん
検
診
を
実
施
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

 

テ
レ
ワ
ー
ク
の
影
響

2新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
は
、
働
き

方
に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
内
閣

府
が
実
施
し
た
「
第
4
回　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
下
に
お
け
る
生
活
意
識
・
行
動

の
変
化
に
関
す
る
調
査
」
に
よ
る
と
2
0
2
1
年

9
月
～
10
月
期
の
テ
レ
ワ
ー
ク
の
実
施
率
は
、
全

国
で
32
・
2
％
、
東
京
都
23
区
に
お
い
て
は
55
・

2
％
と
半
数
以
上
の
企
業
が
実
施
し
て
い
る
と
回

答
し
ま
し
た
（
図
表
3
）。
一
部
の
業
種
や
職
種
は

テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入
が
難
し
い
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
大
変
高
い
実
施
率
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
テ
レ

ワ
ー
ク
は
感
染
症
拡
大
の
軽
減
の
ほ
か
、
通
勤
が

不
要
と
な
っ
た
り
、
休
憩
や
隙
間
時
間
の
有
効
活

用
が
で
き
る
な
ど
、
従
業
員
個
人
に
と
っ
て
も
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
、
テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
に
よ
っ

て
も
健
康
状
態
に
影
響
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
も

判
明
し
て
い
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク
経
験
者
を
対
象

に
し
た
調
査
結
果
に
よ
る
と
テ
レ
ワ
ー
ク
の
デ
メ

リ
ッ
ト
は
、
①
「
社
内
で
の
気
軽
な
相
談
・
報
告

が
困
難
」
②
「
画
面
を
通
じ
た
情
報
の
み
に
よ
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
や
ス
ト
レ
ス
」
③
「
取

引
先
等
の
や
り
と
り
が
困
難
」
と
い
っ
た
、
仕
事

の
関
係
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る

出典： 新型コロナウイルス流行下の「新しい生活様式」における生活習慣の変化や予防・健康づくり
への影響に関する調査研究（厚生労働省）

出典： 新型コロナウイルス流行下の「新しい生活様式」における生活習慣の変化や予防・健康づくり
への影響に関する調査研究（厚生労働省）

医療機関や健診会場でコロナに
感染するのが怖い

21.0%

19.1%

15.4%
14.7%

13.3%

16.5% なんとなく

不要不急と判断した

もともと受診する予定がなかった

必要な時は自分で医療機関を
受診するから

その他

なんとなく
医療機関や健診会場でコロナに
感染するのが怖い
必要な時は自分で医療機関を
受診するから
もともと受診する予定がなかった

必要性を感じないから

その他

17.7%

17.1%

16.3%15.8%

14.1%

19.0%

図表1　健康診断未受診理由

図表2　がん健診・人間ドック未受診理由



点
に
課
題
を
感
じ
て
い
る

こ
と
が
多
い
よ
う
で
す（
図

表
4
）。
W
H
O
で
健
康

と
は
「
身
体
的
、
精
神
的

並
び
に
社
会
的
に
完
全
に

良
好
な
状
態
に
あ
る
こ
と

で
あ
り
単
に
病
気
や
虚
弱

で
な
い
こ
と
に
と
ど
ま
る

こ
と
で
は
な
い
」
と
定
義

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
家
族
、

地
域
社
会
、
職
場
と
い
っ

た
社
会
的
に
豊
か
な
人
間
関
係
が
あ
る
こ
と
も
健

康
と
い
え
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
ま
す
。
通

信
回
線
へ
の
負
荷
の
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
な
る

べ
く
顔
が
見
え
る
ビ
デ
オ
会
議
の
環
境
を
整
え

利
用
す
る
な
ど
の
工
夫
も
必
要
で
す
。
厚
生
労

働
省
の
働
く
人
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
・
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
「
こ
こ
ろ
の
耳
」
で
も
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
（
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
）」
の
特

集
ペ
ー
ジ
（https://kokoro.m

hlw
.go.jp/etc/

coronavirus_info/

）
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
在

宅
勤
務
で
変
化
し
た
上
司
・
同
僚
と
の
関
係
性
や
、

家
族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
踏

ま
え
た
「
15
分
で
わ
か
る
は
じ
め
て
の
交
流
分
析
」

と
い
っ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
も
公
開
さ
れ
て
お
り
、
従

業
員
教
育
な
ど
で
活
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

  ま
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
導
入
や
新
型
コ
ロ
ナ
禍

で
の
外
出
自
粛
に
よ
っ
て
運
動
不
足
も
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。
厚
生
労
働
省
の
調
査
研
究
※
の

結
果
に
よ
る
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
前
（
2
0
2
0
年
1
月
）
の
１
日
当
た
り
の

平
均
歩
数
6
9
3
4
歩
に
対
し
、
2
0
2
1
年

3
月
は
6
7
7
0
歩
と
若
干
で
す
が
減
少
し
て

い
ま
す
。
こ
の
数
値
は
歩
数
を
測
っ
て
い
る
人
の

み
の
集
計
で
あ
り
、
筆
者
の
経
験
上
、
歩
数
を

測
っ
て
い
る
人
は
日
々
の
歩
数
に
対
し
て
意
識
を

し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
全
体
で
は
更
に

減
少
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
実
際
に

テ
レ
ワ
ー
ク
を
導
入
し
て
い
る
顧
問
先
企
業
の
担

当
者
か
ら
は
、「
通
勤
が
削
減
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
1
日
の
歩
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
」
と
い
う

話
や
「
従
業
員
か
ら
も
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
運
動

不
足
を
懸
念
す
る
声
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
聞

き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
企
業
で
は
、
公
的
機
関
が

提
供
し
て
い
る
オ
フ
ィ
ス
で
で
き
る
ス
ト
レ
ッ

チ
動
画
や
ラ
ジ
オ
体
操
の
実
施
や
、
最
近
で
は

Y
o
u
T
u
b
e
で
も
多
く
の
ス
ト
レ
ッ
チ
動
画

が
公
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
従
業
員
か
ら
活
用
す

る
動
画
の
提
案
を
受
け
、
決
ま
っ
た
時
間
に
定
期

的
に
実
施
し
て
い
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。
従
業
員

に
対
し
て
活
用
動
画
の
募
集
を
か
け
、
そ
の
動
画

を
活
用
し
て
い
く
こ
と
は
、
運
動
な
ど
の
健
康
経

営
Rの
各
種
取
組
み
が
や
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う

感
覚
か
ら
自
ら
が
参
加
し
て
い
る
と
い
う
意
識
に

な
り
、
ま
た
従
業
員
間
お
よ
び
従
業
員
と
経
営
者

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
促
進
に
も
役
立
つ
こ
と

に
な
り
ま
す
。テ

レ
ワ
ー
ク
に
お
け
る

職
場
環
境
整
備

3新
型
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
出
社
が
基
本
の
勤
務
形

態
の
場
合
、
安
全
配
慮
義
務
を
意
識
し
て
職
場
の

設
備
を
整
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
見
落
と
さ
れ

が
ち
な
の
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
に
お
い
て
も
企
業
の

従
業
員
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
は
自
宅
を
職
場

と
す
る
場
合
も
必
要
と
い
う
点
で
す
。
厚
生
労
働

省
で
は
「
自
宅
等
に
お
い
て
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う

際
の
作
業
環
境
を
確
認
す
る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
（
労
働
者
用
）」
と
「
テ
レ
ワ
ー
ク
を
行
う

労
働
者
の
安
全
衛
生
を
確
保
す
る
た
め
の
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
（
事
業
者
用
）」
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
内
容
は
健
康
経
営
Rの
取
組

み
と
親
和
性
が
高
い
項
目
が
多
く
あ
り
ま
す
。
労

働
者
用
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
も
企
業
と
し
て
在
宅

勤
務
の
職
場
環
境
を
整
備
す
る
基
本
と
な
る
項
目

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
2
つ
の
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
を
活
用
し
て
テ
レ
ワ
ー
ク
の
職
場
環
境
整

備
お
よ
び
健
康
経
営
Rの
取
組
み
を
合
わ
せ
て
検

討
し
、
整
備
し
て
い
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

https://www.mhlw.go.jp/
content/000755113.pdf

「自宅等においてテレワークを行う際の
作業環境を確認するためのチェックリスト

（労働者用）」と「テレワークを行う労働
者の安全衛生を確保するためのチェック
リスト（事業者用）」は以下よりダウンロー
ドできます。

3
※「コロナ下の『新しい生活様式』における生活習慣の変化や予防・健康づくりへの影響に関する調査研究」

出典：第4回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査（内閣府）

出典： 第4回新型コロナウイルス感染症の影響下におけ
る生活意識・行動の変化に関する調査（内閣府）
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社内での気軽な相談・報告が困難
画面を通じた情報のみによる

コミュニケーション不足やストレス
取引先等とのやりとりが困難

テレビ通話の質の限界

セキュリティ面の不安

在宅では仕事に集中することが難しい住環境

仕事と生活の境界が曖昧になることによる働き過ぎ

大勢で一堂に会することができない

通信費の自己負担が発生

同居する家族への配慮が必要
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図表4　テレワークのデメリット（テレワーク経験者） 図表3　�地域別・企業規模別のテレ
ワーク実施率（就業者）
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●お届けいたしましたのは

（生 22 - 2722, 法人開拓戦略室）

本紙に掲載の記事は2022年5月11日時点での情報を基に作成しております。

出典：「健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）認定法人 取り組み事例集」（経済産業省）

健康経営優良法人に認定された企業の事例をご紹介します。
認定基準などの詳しい内容は経済産業省のWebページを参照してください。 
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_
yuryouhouzin.html

健康経営優良法人 取組み事例健康経営優良法人 取組み事例

離職率の高い業界の“常識 ”を打破するために

有給休暇取得率が大幅アップ

株式会社中沢ヴィレッジ
●群馬県草津町 ●宿泊業 ●従業員数：163人

健康経営に取組むきっかけ

推進体制

主な取組み

2017年に従業員満足度調査を実施したところ、身体的および精神的疲労度が高いこと、部門間のコミュ
ニケーションが良好でないことなどが判明。これらの課題は、業界特有といわれており、宿泊業は全業
種中で最も離職率が高く、有給休暇取得率が最も低い。定着率が低ければ顧客サービスの水準が上がら
ず収益も向上しないと判断し、その源である従業員の心と体の健康を重視する経営方針を打ち立てた。

従業員の心と体の健康を重視する経営方針に則り、各部門の責任者である支配人が中心となり実行者とし
て積極的に推進する体制を構築。

❶ 従業員が生き生きと働ける環境づくりを目指して離職率の低下を目標に定め、目標管理制度（MBO）
の導入、連続休暇取得可能な休館日の設定、有給休暇取得強化、福利厚生の充実、キャリア申告制度
による異動の実現、健康増進を勘案した従業員食堂メニューの充実、新型コロナ禍で不安な従業員の
個別面談等で健康増進やストレスの減少などの抜本的見直しを実施（離職率は2017年度の28%から
2019年度は11%に減少）。

❷ 健康経営推進は経営戦略の核心と位置付け、経営トップがさまざまな場で従業員に明示している。ES
調査に基づいて心身の健康推進施策を計画的に実行しているほか、新型コロナ禍でのインフルエンザ予
防接種の費用補助など時期に応じた機動的な施策を展開。

宿泊業の有給休暇取得率が平均32.8％といわれる中、同社は18.3％（2017年度）であった。
さまざまな取組みを経て、2019年度には50.8%と向上し、全業種平均（52.4%）並みに改
善。健康管理や働き方に関する従業員満足度も向上した。


