
び
を
つ
か
む
に

は
、
ま
ず
利
用

者
と
と
も
に
四

季
を
過
ご
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
体

験
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
自
分
の
介

護
能
力
が
低
い

う
ち
は
、
利
用

者
と
の
信
頼
関

係
の
糸
口
を
つ

か
む
の
も
難
し

い
も
の
で
す
。

そ
こ
で
新
人
が

「
こ
ん
な
は
ず

じ
ゃ
な
か
っ
た
」

と
い
う
思
い
を
一
人
で
抱
え
て
辞
め
て

し
ま
わ
な
い
た
め
に
も
、
新
人
の
不
満

や
疑
問
と
希
望
に
働
き
か
け
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。「
最
近
ど
う
？
」

「
大
丈
夫
？
」の
ひ
と
声
で
よ
い
の
で
す
。

さ
ら
に
介
護
の
仕
事
の
や
り
が
い
を
ぜ

ひ
伝
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
新
人
が
介
護
の
仕
事
に
や

り
が
い
と
手
応
え
を
感
じ
る
う
え
で
、

大
き
な
手
助
け
に
な
る
で
し
ょ
う
。

能
力
評
価
・
能
力
開
発
で

不
安
軽
減
し〝
参
加
感
〞高
め
る

介
護
職
が
働
く
う
え
で
の
悩
み
や
不

安
・
不
満
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
利
用
者
に

適
切
な
ケ
ア
が
で
き
て
い
る
か
不
安
が

あ
る
」
と
い
う
人
が
半
数
を
占
め
て
い
ま

す
※
３
。
特
に
経
験
が
浅
く
介
護
能
力
が

低
い
介
護
職
員
に
対
し
て
、
こ
う
し
た

不
安
を
軽
減
し
、
自
信
を
持
た
せ
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

そ
れ
に
は
介
護
能
力
の
把
握
・
評
価

と
能
力
の
伸
び
に
応
じ
た
仕
事
の
与
え

方
の
工
夫
、
能
力
開
発
が
有
効
で
す
。

と
り
わ
け
１
年
目
は
見
習
い
期
間
と
位

置
づ
け
て
、
計
画
的
に
能
力
開
発
を
進

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
大
切
な
の
は
、
介
護
能
力
を
把

握
す
る
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
ヘ
ル
パ

ー
の
仕
事
を
18
に
わ
け
、
難
易
度
に
応

じ
た
54
の
課
業
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
習

熟
度
を
評
価
し
、
身
体
介
護
、
生
活
援

※1 介護サービスにおける離職率は介護労働安定センター「平成18年度介護労働実態調査（事業所調査）（仮題）」2007年6月刊行予定より
全産業（常用労働者）の離職率は厚生労働省「平成17年雇用動向調査結果の概況」2006年より

※2 堀田聰子「ホームヘルパーの職業能力」（『ヘルパーの能力開発と雇用管理』より）
※3 介護労働安定センター「平成18年度介護労働実態調査　介護労働者の就業実態と就業意識調査結果（仮題）」2007年6月刊行予定より

１
年
目
に
や
り
が
い
と
手
応
え
を

得
ら
れ
る
た
め
の
フ
ォ
ロ
ー
を

良
質
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
安
定
的
な

提
供
に
は
、
質
の
高
い
介
護
を
提
供
で

き
る
職
員
の
確
保
・
育
成
が
不
可
欠
で

す
。
介
護
業
界
全
体
と
し
て
人
手
不
足

感
が
あ
る
今
、
採
用
し
た
人
材
の
定
着

と
能
力
発
揮
を
促
す
雇
用
管
理
の
充
実

が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
業
界
に
お
け
る
１
年
間
の
離
職

率
は
全
体
で
20
・
３
％
、
全
産
業
の
離
職

率
が
17
・
５
％
で
す
か
ら
、
他
の
産
業
と

比
較
し
て
大
幅
に
高
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
※
１
。
介
護
職
の
定
着
促
進
を
考

え
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
は
、
離
職
者
の

勤
続
年
数
で
、
１
年
未
満
の
者
が
４
割

を
超
え
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
介
護
の
仕

事
の
経
験
年
数
が
１
年
未
満
で
は
ひ
と

と
お
り
の
仕
事
が
「
だ
い
た
い
で
き
る
」

レ
ベ
ル
に
達
し
て
お
ら
ず
※
２
、
現
状
は
、

介
護
の
仕
事
の
手
応
え
を
得
る
前
に
辞

め
て
し
ま
う
人
が
多
い
の
で
す
。

で
は
、
１
年
の「
壁
」
を
越
え
て
定
着

を
図
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し

ょ
う
か
。
ま
ず
、
ど
れ
だ
け
人
材
不
足
で

あ
っ
て
も
、
応
募
が
あ
っ
た
時
点
で
仕
事

の
実
態
に
つ
い
て
よ
く
説
明
す
る
こ
と
、

可
能
で
あ
れ
ば
仕
事
の
現
場
を
見
て
も

ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て

期
待
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
る
離
職
を

減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
新
人
が
働
き
始
め
た
ら
、
上

司
も
同
僚
も
、
と
に
か
く
「
声
か
け
」
を

し
て
く
だ
さ
い
。
介
護
の
仕
事
を
志
す
人

に
は
利
用
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

強
い
魅
力
を
感
じ
る
人
が
多
い
よ
う
で

す
。
で
も
、
利
用
者
と
の
か
か
わ
り
の
喜
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表　ヘルパーの職業能力測定の枠組み（一部抜粋）
環境を整え、必要物品を準備して、羞恥心に配慮しな
がら利用者の入浴・シャワー浴の見守りを行うこと

麻痺や硬直がある利用者からの指示に従った入浴介
助を行うこと

転倒につながる危険を予測し、常に利用者と自分の
体勢の安定・安全に配慮すること

金額を確認してお金を預かり、買い物が終わったら、
商品と価格を説明してから残金を返却すること

利用者の買い物の希望（何を、どこで、どれだけ、い
くらで）を具体化すること

次回の訪問予定、使用量の見込みなどを考慮し、買い
物の提案を行うこと

必要な情報を利用者・家族に伝えること

難しい言葉や専門用語を使わず、利用者・家族に分か
る言葉で説明すること

利用者の状況（体調・表情など）をみて、説明のタイ
ミングや内容を変えること

5…実務経験があり確実にできる（90点以上）
4…実務経験がありかなりできる（70～80点）
3…実務経験がありだいたいできる（50点前後）
2…実務経験があり少しできる（20～30点）
1…実務経験なし・ほとんどできない（10点以下）
出所：佐藤博樹・大木栄一・堀田聰子『ヘルパーの能力開発と雇用管理』勁草書房、2006年

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

a

b

c

a

b

c

a

b

c

入
浴
介
助

買
い
物

説
明

東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所

助
教

堀
田
聰
子
氏

介
護
未
経
験
者
の

定
着
と
能
力
発
揮
は

最
初
の
１
年
が
勝
負
！

パ
ー
ト
２
で
は
、
介
護
未
経
験
者
に
対
し
て

特
に
配
慮
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

専
門
家
に
解
説
し
て
も
ら
い
、

新
人
の
定
着
・
戦
力
化
の
秘
訣
を
探
る
。

P
A
R
T

2

早
期
退
職
を
防
ぐ
フ
ォ
ロ
ー
対
策



助
と
い
ず
れ
に
も
共
通
す
る
人
間
関
係

構
築
な
ど
、
分
野
ご
と
に
得
点
を
合
計

す
る
こ
と
で
、
仕
事
別
、
分
野
別
に
能
力

を
測
定
す
る
枠
組
み
を
開
発
し
て
い
ま

す
（
表
）。
こ
う
し
た
尺
度
を
用
い
て
職

員
が
介
護
能
力
を
自
己
評
価
し
、
そ
れ

を
も
と
に
上
司
と
面
談
す
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。
尺
度
を
示
す
こ
と
が
、
職
員

に
求
め
る
能
力
の
明
確
化
に
つ
な
が
る

し
、
面
談
は
、
本
人
の
介
護
能
力
に
対

す
る
正
確
な
理
解
を
促
す
だ
け
で
な
く
、

上
司
へ
の
不
安
や
希
望
の
伝
達
と
能
力

開
発
の
目
標
設
定
の
機
会
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
も
と
に
、
能
力
と
希
望
に
応
じ

て
や
さ
し
い
仕
事
か
ら
難
し
い
仕
事
へ
と

仕
事
の
割
り
振
り
を
工
夫
す
る
こ
と
、

実
務
の
な
か
で
上
司
や
先
輩
か
ら
指
導

を
得
る
機
会
や
、
実
務
を
離
れ
た
研
修

の
機
会
を
設
け
る
こ
と
、
さ
ら
に
賃
金

な
ど
に
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
が
自
信
に

つ
な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
非
常
勤
職
員
も
含
め
て
、
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
な
ど
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ

と
も
重
要
で
す
。
こ
れ
は
日
頃
の
自
分

の
ケ
ア
が
適
切
か
ど
う
か
を
見
直
し
、

不
安
や
疑
問
を
解
消
す
る
機
会
に
な
る

だ
け
で
な
く
、
孤
立
感
を
や
わ
ら
げ
ま

す
。
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
な
ど
へ
の
参
加
が

難
し
く
て
も
、
職
員
の「
こ
う
す
れ
ば
も

っ
と
良
く
な
る
の
で
は
」
と
い
う
ち
ょ
っ

と
し
た
ひ
と
言
を
上
司
が
吸
い
上
げ
て

ケ
ア
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
と
て
も
大

切
で
す
。
私
は
〝
参
加
感
〞
と
呼
ん
で
い

る
の
で
す
が
、
チ
ー
ム
ケ
ア
の
一
員
と
し

て
、
利
用
者
に
対
す
る
よ
り
良
い
ケ
ア
の

実
現
に
役
立
て
た
と
い
う
実
感
は
、
確

実
な
手
応
え
に
つ
な
が
り
ま
す
。

現
場
管
理
者
の
人
事
管
理
能
力
が

職
員
の
定
着
・
能
力
発
揮
の
鍵

介
護
の
仕
事
に
就
い
た
人
に
、
や
り

が
い
を
持
っ
て
働
き
続
け
て
も
ら
う
た
め

の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
す
る
と
、
①
応
募

時
点
で
仕
事
の
実
態
を
説
明
す
る
こ
と
、

②
特
に
最
初
の
1
年
間
は
日
常
の
声
か

け
を
充
実
さ
せ
、
不
安
を
吸
い
上
げ
仕

事
の
や
り
が
い
を
伝
え
る
こ
と
、
③
介
護

能
力
を
把
握
・
評
価
し
仕
事
の
与
え
方

や
能
力
開
発
、
賃
金
な
ど
に
つ
な
げ
る

こ
と
、
④
1
年
目
は
見
習
い
と
し
て
計

画
的
に
能
力
開
発
を
進
め
る
こ
と
、
⑤

チ
ー
ム
ケ
ア
へ
の
参
加
感
を
引
き
だ
す
職

場
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
を
す

る
こ
と
―
―
の
５
つ
で
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
進
め
、
魅
力

あ
る
職
場
づ
く
り
が
で
き
る
現
場
管
理

者
を
し
っ
か
り
育
て
る
こ
と
が
、
実
は
介

護
職
員
の
確
保
・
定
着
・
育
成
の
鍵
に
な

り
ま
す
。
私
た
ち
の
研
究
で
は
、
訪
問
介

護
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
現
場
管
理
者
で

あ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
人
事
管

理
能
力
が
、ヘ
ル
パ
ー
の
定
着
と
介
護
能

力
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
ま
す
※
４
。
ま
た
、
訪
問
介

護
に
限
ら
ず
介
護
業
界
全
体
で
、
サ
ー

ビ
ス
の
質
向
上
の
た
め
に
特
に
重
要
だ

と
思
う
こ
と
と
し
て「
現
場
で
職
員
の
管

理
・
指
導
に
あ
た
る
現
場
管
理
者
・
中
堅

リ
ー
ダ
ー
層
の
育
成
」
を
あ
げ
る
事
業
所

が
7
割
近
く
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
※
５
。

し
か
し
、
多
く
の
現
場
管
理
者
は
こ

う
し
た
取
り
組
み
を
充
実
し
た
い
と
思

い
な
が
ら
も
、
煩
雑
な
事
務
作
業
や
直

接
介
護
の
業
務
に
追
わ
れ
、
や
り
た
く

て
も
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
現
場
管
理
者
が
人
事
管
理
能
力

を
高
め
ら
れ
る
機
会
を
充
実
さ
せ
、
業

務
範
囲
と
業
務
フ
ロ
ー
の
明
確
化
や
分

担
の
見
直
し
な
ど
を
通
じ
て
本
来
業
務

を
果
た
し
や
す
い
環
境
を
整
備
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

介
護
職
員
の
定
着
と
能
力
発
揮
を
促

す
た
め
に
は
、
1
年
目
の
フ
ォ
ロ
ー
を
中

心
に
、
能
力
開
発
型
処
遇
を
行
う
こ
と
、

魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
を
実
現
で
き
る

現
場
管
理
者
を
育
成
す
る
こ
と
が
大
切

だ
と
い
え
ま
す
。

※4 堀田聰子「ホームヘルパーの能力開発と事業者・サービス提供責任者の役割」（『ヘルパーの能力開発と雇用管理』より）
※5 シルバーサービス振興会「介護サービス事業者の資質向上のための取り組み状況の実態に関するアンケート調査」の結果より
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第2特集 “介護人材の 新たな宝庫”

若者が介護分野から去っていく理由として待遇面と並んで
多いのが、職場の人間関係。高齢者相手の仕事で、同僚も年
上ばかりという職場では、世代間のコミュニケーションが未
熟な若者は孤立してしまい、悩みを誰にも相談できずに退職
してしまうことも少なくない。
PART1でも登場いただいたリクルート・高森志文氏は、「年

齢の近い先輩や同期入社組など、気軽に相談できる相手が
いない職場では、若者の早期退職は増えやすい。管理者は
未経験職員が孤立しないような職場の雰囲気づくりに気を配
る一方、職員の年齢構成が偏らないよう配慮するとよいので
は」と話す。職場になじむまでは、年齢の近い先輩職員がマ
ンツーマンで仕事を教えるなどの工夫が求められる。
また、採用時に雇用者側が描くキャリアパスを提示するこ

とも大切だ。
「10年後にどんな仕事をし、どんな資格を取り、どんなポジ
ションにいて欲しいか伝えることで、介護現場での仕事の先
に次のキャリアがあるという理解につながるはず」（高森氏）
こうした“手厚い”フォローは、決して「甘やかしすぎ」では

ない。昔ながらのやり方では、若者はついてこないからだ。
「若者に譲歩するというより、そういう時代だと理解しましょ
う」と高森氏は話す。
一方、他業種を定年退職した人を新たに介護未経験人材

として採用する場合の注意点は何か。
次ページで紹介するデイサービス「ふれあいの家」を経営

する稲垣あきら氏は、自身の経験や実際に定年退職した男性
を雇用する経営者としての立場を踏まえ、次のようにアドバ
イスする。
「私はいつも、車が好きであれば送迎車の運転手など、自分
がやれることから入ってくれれば良いと伝えています。好き
なことなら自然と続けることができるからです。また、定年以
降は体力も低下し、体調も崩しやすくなるため、無理は禁物。
短時間勤務など柔軟な雇用形態を用意することも必要でし
ょう」
無理せず、楽しく仕事をしてもらうことが定年退職者の定

着と活用のポイントのようだ。

孤立の防止が若手定着のカギ
年配者は「無理せず、楽しく」

年齢層別 フォローのポイント


