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○長崎県病院企業団特定事業主行動計画 

 

平成２８年４月１日 

２８企例規第４号 

 

 

Ⅰ 総論 

１．はじめに  

 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進

法」が制定され、仕事と子育ての両立を支援する環境づくり等を目的とした、事業主行動計画の

策定が、国や地方公共団体、民間事業主に義務付けられました。 

 

 そのため、長崎県病院企業団においても、平成２１年４月に「長崎県病院企業団特定事業主行

動計画」を策定し、育児休業制度をはじめとした子育てに関する諸制度の周知や活用、職場環境

の整備、職員の意識改革の推進等を図るとともに、平成２３年４月には、行動計画の見直しを行

い、職員の仕事と子育ての両立を図りながら男女ともに力を発揮しやすい職場環境づくりを推進

してきております。 

 

 このような中、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる

環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が

平成２７年８月に成立し、女性の職業生活における活躍を推進するための事業主行動計画の策定

が、新たに義務付けられました。計画に盛り込む内容については、現在取り組んでいる、次世代

育成支援対策推進法に基づく「長崎県病院企業団特定事業主行動計画」と重複する部分も多いこ

とから、今回、両者を一本化し、子育て中を含む女性職員の活躍と、職員の仕事と家庭生活の両

立支援を総合的に推進するための、新たな特定事業主行動計画を策定することとしました。 

 

 この行動計画に基づき、女性職員が個性と能力を十分に発揮し活躍できるよう、仕事と家庭生

活の両立に向け、職員の働き方改革や職場環境の整備を推進していきます。 

 

２．計画期間等  

（１）計画期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間を計画期間とします。 

 

（２）計画の実施状況の把握と公表 

本行動計画の実施状況を各年度ごとに把握し、その結果を踏まえてその後の対策の実施や計

画の見直し等を図ります。また、本行動計画の実施状況について、毎年１回、前年度の取組

状況と目標に対する実績等をホームページで公表します。 

 

３. 計画の構成 

 次世代育成支援対策推進法と女性活躍推進法において、それぞれ事業主行動計画の策定が義務

付けられましたが、取組内容については重複する部分が多いことから一体の計画として策定しま

した。各項目については下記のとおり、各法律の趣旨を踏まえた内容としています。 

 

取組項目 根拠法 

女性活躍

推進法 

次世代育

成支援法 

１．家庭と仕事の両立支援 

◎ 長時間勤務の是正をはじめとする働き方改革 

◎ 家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環 

  境の整備 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

２．子育て活動支援のための環境整備  ○ 
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Ⅱ 具体的内容 

１．家庭と仕事の両立支援（ワークライフバランスの推進） 

（１）長時間勤務の是正をはじめとする働き方改革 

 育児や介護などにより時間的制約のある職員をはじめ、全ての職員が十分な能力を発揮できる

よう、業務の効率化や管理職をはじめとする職員の意識改革等に努め、長時間外勤務の是正や働

きやすい職場環境づくりを推進します。 

 

①業務の効率化の推進 

○所属内における弾力的な人員配置や業務の効率化・平準化 

 繁忙期にある班（係、科、課）を所属全体でカバーできるよう、所属内で弾力的な人員配置に

取り組む。また、時間外勤務が多い職場については、所属として削減に向けた目標を立て、目標

の達成に向けて具体的に業務の効率化や平準化などの整理を行い、是正を図っていく。 

 

○効率的な業務遂行に向けた管理職の意識改革 

 管理職に対し、緊急やむを得ない場合のほかは、時間外勤務は原則として命令しないよう徹底

するとともに、時間外勤務の縮減を図るため、業務の見直しや事務の効率化、業務の進捗管理や

タイムマネジメントの徹底を図るほか、時間外勤務の偏在是正を図るための応援体制の整備や臨

機応変な事務分掌の見直しなど、効率的な業務遂行に向けた、管理職の意識醸成を図る。 

 

②これまでの価値観や意識の改革 

○仕事優先の固定的観念や性別役割意識の払拭 

 「長時間労働をする職員や休暇をとらない職員は仕事熱心」ととらえる仕事優先の固定概念や、

「子育ては母親の仕事」という固定的な性別役割分担意識を払拭し、仕事と家庭生活の両立に向

け職員の多様な生き方を応援する職場の雰囲気づくりに取り組む。 

 

 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識など、働きやすい環境を阻害するような職場での

慣行その他の諸要因を解消するため、情報誌の配布等による男女共同参画に関する講演会やイベ

ント等の情報提供を行い、職員の男女共同参画意識の向上のための啓発を行う。 

 また、新規採用職員研修等において、職員の男女共同参画社会への理解を深める取組を実施す

る。 

 

○休暇を取得しやすい環境づくり 

 日頃から所属内で朝礼やミーティングを実施するなどして、業務の進捗状況や情報の共有化を

行い、「お互いにカバーし合う」ことで職員が安心して年次休暇や特別休暇を取得できるような職

場の雰囲気づくりに努める。 

 また、管理職員は自らも率先して年次休暇を取得し、職員が積極的に年次休暇を取得できるよ

う努める。   

 

（２）家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備 

 研修等の機会を通して、管理職をはじめ職員の子育てや介護に対する理解を深め、休暇等を取

得しやすいような職場の雰囲気づくりに取り組むとともに、仕事優先になりがちな男性職員の育

児をはじめとする家庭生活への参加を促すため、育児休業や各種休暇の取得を組織として働きか

けるなど、実効ある取組を展開します。 

 また、育児休業中の職場復帰に向けた支援や、復帰直後の業務の負担軽減への配慮など、職員

が安心して活躍できる環境づくりに努めます。 

 

①育児等にかかる支援制度等の周知 

○ハンドブックやホームページ等による各種休業、休暇及び各種制度の周知 

 子育て支援ハンドブックやホームページなどを活用し、妊産婦や子育て中の職員へ配慮すべき

事項、特別休暇などの子育てに関する諸制度について、職員に対し積極的に発信する。 

 また、ハンドブックを必要に応じて改訂し、内容の充実を図る。 
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○育児休業体験者等の情報提供 

 職員の育児休業経験談を情報提供し、子育てを控えた職員に過去の事例を参考にしてもらうと

ともに、経験談を通して職場全体に育児休業取得に対する理解を深める。 

 

○管理職による子育て中の職員への休暇取得等の働きかけ 

 管理職員に対し、研修や会議の機会を捉えて子育ての意義や重要性についての意識づけを行う。 

 また、管理職員は、子育て中の職員に対し妊娠・出産・育児に関する特別休暇や次のような機

会に年次休暇を取得するよう働きかけを行う。 

 ・ＧＷにおける連続休暇 

 ・夏季期間中における夏季休暇と年次休暇を組み合わせた連続休暇 

 ・職員やその家族の誕生日や結婚記念日 

 ・３連休がない月 

 ・学校行事（家庭訪問、入学式卒業式など） 

 ・母親学級（両親学級）の日 

 ・家庭教育講座などを受講する時 

 ・繁忙な期間が継続する場合の半日休暇 

 ・プロジェクト終了時など業務に一区切りができた時  

 

②職場における育児等への理解促進と応援体制づくり 

○マタニティ･ハラスメントの防止 

 研修や会議の機会を捉えてマタニティ･ハラスメント防止についての意識啓発を図る。     

 

○休暇や各種制度を利用しやすい環境づくり 

 日頃から所属内で朝礼やミーティングを実施するなどして、業務の進捗状況や情報の共有化を

行い、「お互いにカバーし合う」ことで職員が安心して年次休暇や特別休暇を取得できるような職

場の雰囲気づくりに努める。 

 また、管理職をはじめ、職員それぞれが、子育て支援ハンドブックの活用等により、子育てや

介護の意義や諸制度への理解を深め、育児や介護中の職員が休暇や制度を利用しやすい職場の雰

囲気づくりに努める。  

 

○業務の見直しや事務分掌の見直し等による応援体制づくり 

 各所属において、妊産婦や育児中の職員について、深夜勤務や時間外勤務、業務の軽減などに

配慮するとともに、業務の見直しや事務分掌の見直しなどを行い、応援体制を整備する。 

 

○適切な人員の確保 

 職員が安心して育児休業を取得できるよう、各所属において育児休業代替職員の確保に努める。  

 

○子育て等支援を実践する職場への配慮 

 育児とともに、高齢化の進展により家族等の介護を行う職員の増加も見込まれ、これまで以上

に、多くの職場において、育児や介護中の職員を応援していく体制づくりが求められることから、

子育て支援等を実践する所属に対し、突発的な業務増へのワークシェアリング（臨時職員）の活

用など、適切な配慮を行う。    

 

○育児等の状況の意向調査等による把握及び人事上の配慮 

 子どもの養育や介護に関連して、転勤について人事上配慮を求める記載が意向調査表等にあっ

た場合は、人事異動時の参考とするとともに、今後とも子育てや介護中の職員に対して、状況に

応じた人事上の配慮に努める。 

 

③男性の家事・育児・介護へのかかわりの推進 

○男性職員への育児等にかかる休暇・休業制度の周知 

 配偶者の出産を控えた男性職員に対し、育児に関する各種休暇制度等を周知し、子育てへの参

画の重要性や子育てにおける父親の役割等について、男性職員の子育てに関する意識付けを行う。 
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 特に、男性の育児休業については、配偶者の出産直後など、1ヶ月や数週間といった比較的短期

間でも取得が可能であること等、より具体的な周知を行い、制度への理解を深め、積極的取得を

促す。 

 また、出産補助休暇や育児参加のための休暇については、少なくともどちらかの休暇を取得す

るよう意識啓発を行う。  

 

○子育てを控えた男性職員への休暇等取得の働きかけ 

 管理職は、配偶者の出産を控えた男性職員や子育て中の男性職員に対し、出産補助休暇や育児

参加のための各種休暇及び育児休業等の取得を積極的に働きかける。 

 育児休業については、配偶者の出産直後、1 ヶ月や数週間といった比較的短期間での取得など

積極的な取得を働きかける。 

出産補助休暇や育児参加のための休暇については、少なくともどちらかの休暇を取得するよう働

きかける。   

 

■目標数値：男性職員の育児休業取得者数 

平成２６年度   平成２８年度以降 

  １名  →  毎年度１名    

 

■目標数値：男性職員の出産補助休暇等の取得率 

平成２６年度   平成３２年度 

６８％   →  １００％ 

 

 

④育児休業を取得した職員の職場復帰の支援 

○育児休業中の職員への職場復帰に向けた支援 

 育児休業中の職員に広報誌の送付など情報提供を行い、職場と育児休業中の職員とのつながり

を保ち、円滑な職場復帰ができるようサポートする。 

 

○復職直後の業務量の軽減など職場における配慮 

 復職直後の職員の業務軽減や、休業中に改正された制度内容等について適切に引き継ぎを行う

など、各所属において復職直後の職員への負担軽減に配慮する。 

   

２．子育て活動支援のための環境整備 

 次世代育成支援対策は、社会全体で協力して取り組むべき課題との認識の下、各機関に勤務す

る職員は、同時に地域社会の構成員であり、その地域における子育て支援活動への積極的な参加

が期待されていることや、各機関にも、子育てしやすい環境づくりに向け一定の役割が期待され

ていることを踏まえ、ボランティア活動への参加促進や地域活動への施設の提供、職員への交通

安全意識の啓発など、地域の子育て活動の支援等に取り組む。 

 

①地域活動への貢献 

○子ども・子育て等のボランティア活動に関する情報提供 

 ＮＰＯ・ボランティア活動への職員の参加を支援するために、県民ボランティア活動支援セン

ターを通してボランティア活動に関する情報提供を行う。  

 

○地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくり 

 地域の一員として、子育て支援活動等へ参加をすることの意義、重要性について啓発を行う。 

 また、各所属において、スポーツや文化活動など、子育て活動に役立つ知識や特技を持つ職員

や、地域の子育て活動に意欲のある職員等が、地域活動に参加しやすい職場の雰囲気作りを行う。 

 

○子どもが参加する地域行事等への庁舎内施設や敷地の提供 

 子どもが参加する地域の行事・活動については、管理上支障のない範囲において院内施設やそ

の敷地を提供する。 
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○交通安全推進に向けた各種情報の周知・徹底 

 職員に対して、交通安全意識を高め交通事故の防止を図るために、交通安全推進のための各種

情報を提供する取組を強化する。 

 

○公用車を運転する職員への交通安全意識の啓発及び交通法規遵守の徹底 

 公用車の運転士の専門機関等による安全運転に関する各種研修の受講を支援し、交通安全教育

の推進を図る。 

 また、公用車を運転する職員に対し、車両の運転時の交通法規と安全運転の周知徹底を図る。 

 

○レクレーション活動への親子参加の促進 

 各所属で実施するレクレーション活動においては、親子参加を積極的に受け入れる 

 


