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厚
生
労
働
省
は
、
脳
・
心
臓
疾
患
に
対
す
る
労
災
認
定
に
つ
い

て
の
、
い
わ
ゆ
る
「
過
労
死
ラ
イ
ン
」
を
２
０
年
ぶ
り
に
見
直
し

労
災
と
し
て
認
定
さ
れ
や
す
い
環
境
を
整
備
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。

過
労
死
ラ
イ
ン
に
つ
い

て
の
認
定
基
準
の
代
表
的

な
も
の
と
し
て
、
長
期
間

に
お
け
る
過
重
な
労
働
時

間
が
疲
労
の
蓄
積
を
も
た

ら
す
重
要
な
要
因
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、

①
病
気
発
症
直
前
１
ヶ
月

間
に
お
お
む
ね
１
０
０

時
間
超
の
残
業
を
行
っ

て
い
た
か
、
ま
た
は
、

②
病
気
発
症
前
２
～
６
ヶ

月
間
に
わ
た
っ
て
月
当

た
り
お
お
む
ね
８
０
時

間
超
の
残
業
を
行
っ
て

い
た

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

業
務
と
発
症
と
の
関
連
性

が
強
い
と
評
価
で
き
る
と

し
て
い
ま
す
。

残
業
時
間
が
上
記
の
基

準
に
至
ら
な
く
て
も
、
近

い
水
準
の
残
業
を
し
て
い

て
「
労
働
時
間
以
外
の
負

荷
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
業
務
と
発
症
と
の

関
連
性
が
強
い
と
評
価
で

き
る
と
新
た
に
示
さ
れ
ま

す
。労

働
時
間
以
外
の
負
荷

と
は
、
具
体
的
に
は
、

が
、
検
討
対
象
と
な
っ
て

い
ま
す
。

◆
ま
と
め

こ
れ
ま
で
は
、
残
業
時

間
数
の
多
い
少
な
い
ば
か

り
に
注
目
が
集
ま
り
、

「
８
０
時
間
を
超
え
て
い

る
か
ら
ア
ウ
ト
」
と
か
、

「
何
と
か
８
０
時
間
未
満

で
収
ま
っ
て
い
る
か
ら
Ｏ

Ｋ
」
の
よ
う
な
結
論
の
出

し
方
を
し
て
い
る
企
業
も

あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

今
後
は
単
に
労
働
時
間
数

だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、

度
重
な
る
夜
勤
勤
務
や
１

０
連
勤
シ
フ
ト
な
ど
労
働

者
へ
の
過
重
な
負
荷
が
か

か
っ
て
い
な
か
っ
た
か
な

ど
も
労
災
認
定
の
際
に
考

慮
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
た
め
、
労
務
管
理
も

見
直
し
が
迫
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
で
し
ょ
う
。

◆
現
行
基
準

◆
新
た
な
基
準
（
追
加
）

・
不
規
則
な
勤
務

・
拘
束
時
間
の
長
い
勤
務

・
交
代
制
勤
務
や
深
夜
勤

務
・
休
日
の
な
い
連
続
勤
務

・
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

が
短
い
勤
務

男
性
の
育
児
休
業
が
、
最
近

徐
々
に
浸
透
し
て
き
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
。
当
事
務
所
に
も
、
取
得

に
関
す
る
ご
相
談
が
増
え
て
い
ま

す
。た

だ
、
男
性
の
取
得
率
は
ま
だ

ま
だ
低
く
、
政
府
統
計
で
も
７
％

台
と
伸
び
悩
ん
で
い
ま
す
。
し
か

も
、
う
ち
７
割
以
上
が
、
１
週
間

以
内
の
短
期
間
取
得
だ
そ
う
で
す
。

こ
れ
で
、
本
当
に
育
児
を
し
た
！

と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。

あ
る
調
査
で
は
、
「
今
後
、
夫

に
育
休
を
取
得
し
て
ほ
し
い

か
？
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、

約
半
数
の
人
が
「
ノ
ー
」
と
答
え

た
そ
う
で
す
。

悲
し
い
か
な
、
こ
れ
が
男
性
の

「
と
る
だ
け
育
休
」
と
い
わ
れ
る

実
態
で
す
。

取
得
率
の
低
さ
は
、
「
男
性
が
育

休
な
ん
て
と
り
に
く
い
」
と
い
う

根
強
い
風
土
や
制
度
不
備
の
せ
い

も
あ
り
ま
す
が
、
父
親
の
自
覚
不

足
も
一
因
に
あ
り
ま
す
。
子
育
て

の
期
間
は
一
生
の
う
ち
の
ほ
ん
の

数
年
で
す
。
育
児
に
真
摯
に
向
き

合
う
こ
と
が
一
番
大
切
な
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
会
社
側
は
助
成
金
な
ど

を
利
用
し
て
損
な
く
男
性
育
休
を

普
及
さ
せ
る
な
ど
し
、
会
社
・

夫
・
妻
の
誰
も
が
、
「
育
休
を

取
っ
て
良
か
っ
た
」
、
「
取
ら
せ

て
良
か
っ
た
」
と
思
え
る
よ
う
に

な
れ
ば
、
取
得
率
は
自
ず
と
あ
が

る
で
し
ょ
う
。

(

三
木)

この制度は、建設技能者と事業者の情報を
システムに登録し、積み重ねていくことで
キャリアアップにつなげ、年々不足している
技能者の維持管理を目指すものです。

これによって技能者の業界統一基準による
評価ができるため、本人にとって正当な評価
基準が持てるというメリットはもちろん、雇
用する事業者にとっても会社の施工能力を見
える情報としてアピールすることができます。

国交省の肝入りで推し進められている同シ
ステム、徐々に広がりが見られており、元請
から要請を受けて導入に踏み切る会社も目
立ってきました。今後は良質な現場であれば
あるほど同システムを導入していることが不
可避となるかもしれません。

検討中だが忙しい、難しいなどの理由で導
入に踏み切れていない事業者様は当事務所に
ぜひ一度ご相談下さい。


