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応募したくなる求人へ！
～わかりやすい求人で、より良い人材の確保を目指しましょう！～

＜求人票を出す前のチェック表＞
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���������を������に��
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�����

（3）労働条件の明示
�������に�た���������

����を���������������
���� �����������������
�����
���������に�����
��������������を������
���に�����

���業����������業�に����
�

���業���業����������を��
�������������������
�に���を����に����業���
��に����業���に�����

���������������������
��������������に��に�
����

����に�����������を���
��������������������
�������������������
����に������に�����

�����������������に���
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�����に�����������業���
��に�����

��������に�����
���業��に�����
��������業�������に����
�

��������に�����
����に�����

�������������������
�������������������通
��に����������������た
��������に�����ー�����
��������に�����������
��������������������
���に���������������に

�������������に������ 
����に��������������� 
��に���������を�����に�
��������������������
��������������������
�����������（※）

■書面交付
�����������に�������

���に����������������� 
������������
�た�業����業��������に� 

た�����に���業��������� 
�����に���業���������� 
������������業������� 
��������業�������に��� 
���を���に�た��を������� 
�������������������� 
� �� ���
����ー�タイ����を������ 

を�������������������� 
�������を����た�に������ 
�通��������を��、令和５年８月時点
版）に必要事項を記載して交付することが望ま
れます。

■パートタイム労働法の規定
���������に���������

���������ー�タイ����に�� 
���短時間労働者及び有期雇用労働者の雇
用管理の改善等に関する法律�パートタイム 
・有期雇用労働法�に����������
��������������������
に����������に��������
������������に�������
����
�た��ー�タイ����������� 

た��に��������に�た�����
た��に���������������� 
に�������

※�なお、新たな労働条件明示事項の追加等、一
部ルールが変更となります。詳細は「令和６
年４月から労働条件明示のルールが改正され
ます」（厚生労働省ホームページ）：

　�https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_�
32105.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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ௌ௮੯のંك�ق

؛كپق

છએઐહٹ

ؚഥਮڱফڴাৎਡ
ග

ॺॱॖௌ௮১のૠشঃٹ

ঃشॺॱॖ؞થ౻৷ௌ௮১

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_inputmethod04.html
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������ 

��労働�����は、当該労働者の労働��の��について��をもつ者が��

し、本�に交付すること。

交付の��については、��による交付の��、労働者が��する��には、

������を��する��の��、������の�の�の��をする者を�

�して��を��する��に�い�れる����の��の�����して��を

��できるものに�る�によっても明示することができる。 

����において��項�の�つを��する��には、該当項�に�をつけること。

�����及び����の事項�外の事項は、��の交付によ�明示することが労

働基��によ��務付け�れている事項で�ること。��、労働者に負担させる

べきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、災害補償及び業務外の傷病

扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項については、当該事項を制度とし

て設けている��には���は��によ�明示する�務が�ること。 

  ��、��の労働��についても、労働��の��をする��が�るものは、

���の��の�る労働��を��する��の基�」を��によ�明示すること

が労働基��によ��務付け�れていること。 

����業の��」及び��事すべき業務の��」の�については、����つヲ
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８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤率が８割

以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、

労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を

記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇

月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給

の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載すること。

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数

（期間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合において

は、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時

刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項

名を網羅的に示すことで足りるものであること。

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業

規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に

示すことで足りるものであること。

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間 外

労働が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５

分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる

場合については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、

深夜労働となる場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合につい

ては６割以上の割増率とすること。

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に

記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであ

ること。

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。

また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳までの

安定した雇用を確保するため，次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用

確保措置）を講じる必要があること。

①定年の引上げ ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の

適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する

事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び

制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが

望ましいこと。

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が有期雇用労働者からの

苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。

13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則

を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。

＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どお

りとする必要はないこと。

1�

������ 

��労働�����は、当該労働者の労働��の��について��をもつ者が��し、本�

に交付すること。

交付の��については、��による交付の��、労働者が��する��には、����

��を��する��の��、������の�の�の��をする者を��して��を�

�する��に�い�れる����の��の�����して��を��できるものに�る�

によっても明示することができる。 

����において��項�の�つを��する��には、該当項�に�をつけること。 

�����及び����の事項�外の事項は、��の交付によ�明示することが労働基��

によ��務付け�れている事項で�ること。��、�職金に関する事項、��に���

れる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に

関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表

彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けて

いる��には���は��によ�明示する�務が�ること。 

��労働����については、労働基��に��る���とすること。

��、�����」について���の����」とし���には、��の��の��

及び��する���はし�い��の��の基������を明示すること。 

���� 労働���������項の��によ�、��の��が�る労働��の��

��が����を��るときは、労働者が���をすることによ�、��の�

�の�い労働��に��されるもので�ること。この���の��は����

の����で��できること。  
����業の��」及び��事すべき業務の��」の�については、��れ��のものを�

�することで��るが、��の�業����事させる業務を�せ���に明示すること

は�し���いこと。

  ��、���������による��の��者��度���の��は、��に基�き�

�を�け������に��している����業務������等を��とし、��を

��る��の���に��することが��されている業務�の���びに���及び�

��も�せて��すること。�お、����業務の���及び���は、�����」

の�に��する��労働��の���及び���とは��しも��し�いもので�るこ

と。 

����業、�業の��、休���、�業���、����外労働の��に関する事項」の

�については、当該労働者に��される������を明示すること。��、��労働

��制、��������制、裁�労働制等の��が�る��には、�に��して��

すること。 

���労働��制���する��労働��制の�������、�����等�を��

すること。�の�、交�制で�い��、��交�制」を�で��して

おくこと。 

� ��������制�������は���������が�る��は�の���の

��及び��の��を��すること。�����及び�����

����が�い��、�っこ�きを�で��しておくこと。 

�事業�外��し労働��制���の�業及び�業の��を��すること。 

�裁�労働制�基本とする�業��業��が�い��、��業����������を基本とし、」の

��を�で��しておくこと。 

�交�制�����の�業��業の��を��すること。��、��労働��制で�い

��、��  ���の��労働��制�」を�で��しておくこと。 

���休�」の�については、��休�について���は�を��して��すること。
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6 ඐਜॖথॱشংঝ制২
ಉ

8238



��

�ফઃથஔ休ၿのહଖ日ਯڭٹ

�ফઃથஔ休ၿのૻહଖ日ਯڮٹ

��

8 ফઃથஔ休ၿ

ফઃથஔ休ၿのહଖ日ਯك�ق

ٛ৸ௌ௮日पஅीॊुのٜ

ॺॱॖௌ௮のফઃથஔ休ၿشঃك�ق

ফઃથஔ休ၿのৎఛ変ಌधੑك�ق
હଖ

ৎਜ਼હଖك�ق

৲થஔ休ၿの੭ଝਜك�ق

થஔ休ၿのৎك�ق



��

�ফઃથஔ休ၿのહଖ日ਯڭٹ

�ফઃથஔ休ၿのૻહଖ日ਯڮٹ

��

8 ফઃથஔ休ၿ

ফઃથஔ休ၿのહଖ日ਯك�ق

ٛ৸ௌ௮日पஅीॊुのٜ

ॺॱॖௌ௮のফઃથஔ休ၿشঃك�ق

ফઃથஔ休ၿのৎఛ変ಌधੑك�ق
હଖ

ৎਜ਼હଖك�ق

৲થஔ休ၿの੭ଝਜك�ق

થஔ休ၿのৎك�ق



４

賃
金

��

৸પ௸ःのਉಋك�ق

ਰのਉಋڭাك�ق

日௸ःのਉಋك�ق

4ؙ休ুਊ

5 સੜ൛স

સੜ൛স૨ٹ

১

��

1 ൛সधम

2 ൛সのৠपਊञढथିਔघॊহඨ

3 ൛স੍௸ःのਉಋ

ःのਉಋ௸ోৢك�ق
ઉம௸ःのਉಋك�ق

ڰ

൛
স

��൛স４ 賃金



��

৸પ௸ःのਉಋك�ق

ਰのਉಋڭাك�ق

日௸ःのਉಋك�ق

4ؙ休ুਊ

5 સੜ൛স

સੜ൛স૨ٹ

১

��

1 ൛সधम

2 ൛সのৠपਊञढथିਔघॊহඨ

3 ൛স੍௸ःのਉಋ

ःのਉಋ௸ోৢك�ق
ઉம௸ःのਉಋك�ق

ڰ

൛
স

��൛স

णःथम ��� ਰभસੜ൛স੍॑௸ॎऩऐो
यऩॉऽच॒؛ऩउؚௌઞੈभഁपेॉؚ
১સੜ൛স૨भਬऑীभસੜ൛সभ੍௸
पणःथमથஔभ೬ၿقফઃથஔ೬ၿधमશ
दघك؛भહଖप৻इॊऒधऋदऌऽघ؛
ؙऽञؚસੜ൛সੑपਊञढथ੦ຊधऩॊ
൛সपमؚੇఔুਊؚৢඐুਊऩनௐেௌ௮
ഥपीॊ൛সमোखऩऎथु୷ख੍इ
ऩःधऔोथःऽघقௌ௮੦১ষૠಋਸ਼
�� ؛ك

پق ���ك� ॑தइॊ૨धघॊेअीॊऒधऋਏदघ؛
پق ���؟قহৃदௌઞੈ॑ഁघोयؚ১સੜ൛স૨भਬऑী ك� ऊै ��� पਬऌऑञ୷भ ��� ীكभસੜ൛

সभ੍௸प৻इथؚથஔ೬ၿ॑હଖघॊ২ق৻౹೬ၿ২॑كਝऐॊऒधऋदऌऽघ؛
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５

労
働
保
険
・
社
会
保
険

��

ௌ಼৳૫ওজॵॺ制২ٹ

৷৳૫౻ك�ق
⋇�ి৷॑ਭऐॊহ

⋈�ి৷॑ਭऐॊௌ௮ق৳૫ك

⋉�ஔહ日ਯ

2 ভ৳૫

೨৳૫ك�ق

⋇�ਘ制ి৷হਚ

౻৷৳૫のి৷

��

1 ௌ௮৳૫

كگௌ಼৳૫১ਸ਼قௌ಼৳૫ك�ق
⋇�ి৷॑ਭऐॊহ

⋈�ి৷॑ਭऐॊௌ௮قௌ௮੦১ਸ਼ڵك

⋉�৳૫ஔહقௌ಼৳૫১ਸ਼��のؚڴ��ك

⋊�્શਸোقௌ಼৳૫১ਸ਼��ك

ௌ಼৳૫૨ٹ

ڱ

労
働
৳
૫
・

ভ
৳
૫

��ௌ௮৳૫؞ভ৳૫５ 労働保険・社会保険



��

ௌ಼৳૫ওজॵॺ制২ٹ

৷৳૫౻ك�ق
⋇�ి৷॑ਭऐॊহ

⋈�ి৷॑ਭऐॊௌ௮ق৳૫ك

⋉�ஔહ日ਯ

2 ভ৳૫

೨৳૫ك�ق

⋇�ਘ制ి৷হਚ

౻৷৳૫のి৷

��

1 ௌ௮৳૫

كگௌ಼৳૫১ਸ਼قௌ಼৳૫ك�ق
⋇�ి৷॑ਭऐॊহ

⋈�ి৷॑ਭऐॊௌ௮قௌ௮੦১ਸ਼ڵك

⋉�৳૫ஔહقௌ಼৳૫১ਸ਼��のؚڴ��ك

⋊�્શਸোقௌ಼৳૫১ਸ਼��ك

ௌ಼৳૫૨ٹ

ڱ

労
働
৳
૫
・

ভ
৳
૫

��ௌ௮৳૫؞ভ৳૫



��

3 র৵੫সુੋ制২

كુقসુੋ制২ك�ق

⋇�ਸোदऌॊহम

⋈�ৌपऩॊௌ௮म

⋉�য্म

⋊�ෳসम

⋋�制২のৢम

ಹのর৵੫সુੋ制২ك�ق
كরુق

�8

⋈�ભਔి৷হਚ

ফসك�ق
বড়ফসのਏٹ

⋇�ਸ਼ڭಀ৳૫

⋈�ਸ਼ڮಀ৳૫

⋉�ਸ਼گಀ৳૫

ௐেফস৳૫ٹ
⋇�ి৷হਚ؞ભਔి৷হਚ

⋈�৳૫の೧

૧৳૫ஂك�ق

⋇�ਸ਼ڭಀ৳૫

⋈�ਸ਼ڮಀ৳૫

ৈೡୢ制২ك�ق

ؙঃشॺॱॖௌ௮पणःथमؚजभহ
ਚधଞ৷౻৷ঢ়બपँॊऊनअऊपेॉ
શपਖ਼औोऽघऋؚ� ౝभਚௌ௮ৎ
ल � ऊাभਚௌ௮ਯऋಹజ৩भउउ
िब � ীभ � ਰपऩॊৃ়मؚ೨৳૫
लௐেফস৳૫भ৳૫धऩॉऽघ؛
ؙਛ��ফ��াعഥਮ�ফ��াभ১ਫदؚ
⋇ਚௌ௮ৎऋౝ �� ৎਰؚ⋈াપ ���
ਐਰقফઽ ��� ਐਰؚك ⋉ඐਜ �
ऊাਰؚ⋊৾েਰਗؚ⋋జ৩ ��� যਰ
भ੫ؚभ੯॑৸थञघಢৎௌ௮मؚ
೨৳૫؞ௐেফস৳૫ऋి৷औोथःऽघ؛
ؙऽञؚഥਮ � ফ �� াऊैؚ੶भ⋋జ৩
��� যਰभ੫ऋ �� যਰपి৷ऋఁপऔ
ोऽघ؛



��

3 র৵੫সુੋ制২

كુقসુੋ制২ك�ق

⋇�ਸোदऌॊহम

⋈�ৌपऩॊௌ௮म

⋉�য্म

⋊�ෳসम

⋋�制২のৢम

ಹのর৵੫সુੋ制২ك�ق
كরુق

�8

⋈�ભਔి৷হਚ

ফসك�ق
বড়ফসのਏٹ

⋇�ਸ਼ڭಀ৳૫

⋈�ਸ਼ڮಀ৳૫

⋉�ਸ਼گಀ৳૫

ௐেফস৳૫ٹ
⋇�ి৷হਚ؞ભਔి৷হਚ

⋈�৳૫の೧

૧৳૫ஂك�ق

⋇�ਸ਼ڭಀ৳૫

⋈�ਸ਼ڮಀ৳૫

ৈೡୢ制২ك�ق

সુੋ২पणःथ
https://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/index.html

https://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/index.html


６

安
全
衛
生
及
び
健
康
管
理

�1

્શઇقௌ௮৸ୋেૠಋਸ਼��્ؚશઇૠஙਸ਼��ك


ਭ

॑

റ
द
ऌ
ॊ

件


ৗ
ञ
ऩ
્
શ
ઇ

भ
ৎ

ध
ਭ

॑

റ
द
ऌ
ॊ

件
प
ჾ
ਊ
घ
ॊ
্
ऋ
ਭ

घ
ॊ
स
ऌ
ৎ

भ
ৌ
ૻ


��

1 ৸ୋেଵ৶৬制

ௌ௮षの৸ୋেのଦൟك�ق

৸ୋেଵ৶৬制ك�ق

ਏऩৱતಉك�ق

ٴ

৸ୋেઇك�ق

ٴ

ڲ


৸
ୋ
ে

ल

೨
ଵ
৶

��৸ୋেल೨ଵ৶６ 安全衛生及び健康管理



�1

્શઇقௌ௮৸ୋেૠಋਸ਼��્ؚશઇૠஙਸ਼��ك


ਭ

॑

റ
द
ऌ
ॊ

件


ৗ
ञ
ऩ
્
શ
ઇ

भ
ৎ

ध
ਭ

॑

റ
द
ऌ
ॊ

件
प
ჾ
ਊ
घ
ॊ
্
ऋ
ਭ

घ
ॊ
स
ऌ
ৎ

भ
ৌ
ૻ


��

1 ৸ୋেଵ৶৬制

ௌ௮षの৸ୋেのଦൟك�ق

৸ୋেଵ৶৬制ك�ق

ਏऩৱતಉك�ق

ٴ

৸ୋেઇك�ق

ٴ

ڲ


৸
ୋ
ে

ल

೨
ଵ
৶

��৸ୋেल೨ଵ৶



��

3 ᅇಉपउऐॊ૫ଆ كௌ௮৸ୋে১ਸ਼��قૃ

ᅇୗ౫ಉのपणःथؚহك�ق
मௌ௮の૫॑ଆૃघॊञ
ीؚਰৣのೈ઼॑ङॊਏऋँ
ॉऽघ؛

受け口
追い口

切り残し
の幅

胸高直径

伐根直径

切り残し
（つる）

伐倒方向

��

ྼमཱૐ౫
ਃ༊भઈૡਜ

ঽਫ਼ਪल્ঽਫ਼ਪك�ق

2 ೨ଵ৶��

ੜਤ؞ௌ௮の೨のك�ق

ःোोৎलಹ೨൧のৰ౻ك�ق

೨൧पणःथ્ك�ق

হೈ઼पणःथك�ق

એமك�ق



��

3 ᅇಉपउऐॊ૫ଆ كௌ௮৸ୋে১ਸ਼��قૃ

ᅇୗ౫ಉのपणःथؚহك�ق
मௌ௮の૫॑ଆૃघॊञ
ीؚਰৣのೈ઼॑ङॊਏऋँ
ॉऽघ؛

受け口
追い口

切り残し
の幅

胸高直径

伐根直径

切り残し
（つる）

伐倒方向

��

ྼमཱૐ౫
ਃ༊भઈૡਜ

ঽਫ਼ਪल્ঽਫ਼ਪك�ق

2 ೨ଵ৶��

ੜਤ؞ௌ௮の೨のك�ق

ःোोৎलಹ೨൧のৰ౻ك�ق

೨൧पणःथ્ك�ق

হೈ઼पणःथك�ق

એமك�ق



��

ਸ਼���ق৳૧ၣのା৷ك

ਸ਼���ৣق࿔のજଆૃ৷৳૧の৷ك

࿔のજଆૃ৷৳૧ৣكڳق

َௐেௌ௮شঌش४َᅇ؞प
उऐॊ৸ৌੁُقKWWSV���ZZZ�PKOZ�JR� 
MS�VWI�VHLVDNXQLWVXLWH�EXQ\D�����������B 
������KWPOेكॉਬ৷ُ

ဥ制ૃ৷ஓق৸ఝكपঢ়खथ

��

ਸ਼���قᅇの়ك

ਸ਼���قୗ材पउऐॊ૫のଆૃك
౫

ਸ਼���قয়োరૃك

য়োరૃの೧كڲق

भ
ॊ

ऒधपेॉௌ௮प૫ऋেङॊത
ोभँॊधऒौपमؚਊჾऊऊॉ
भ૪৶भपజহघॊௌ௮ਰਗ
भௌ௮॑য়োैचथमऩैऩः؛

ਸ਼ ���قఊၨपेॊૐ౫ྼमઈ౫
पउऐॊ૫のଆૃك

ਸ਼���قபଠৎのరૃك



��

ਸ਼���ق৳૧ၣのା৷ك

ਸ਼���ৣق࿔のજଆૃ৷৳૧の৷ك

࿔のજଆૃ৷৳૧ৣكڳق

َௐেௌ௮شঌش४َᅇ؞प
उऐॊ৸ৌੁُقKWWSV���ZZZ�PKOZ�JR� 
MS�VWI�VHLVDNXQLWVXLWH�EXQ\D�����������B 
������KWPOेكॉਬ৷ُ

ဥ制ૃ৷ஓق৸ఝكपঢ়खथ

��

ਸ਼���قᅇの়ك

ਸ਼���قୗ材पउऐॊ૫のଆૃك

ਸ਼���قয়োరૃك

য়োరૃの೧كڲق

भ
ॊ

ऒधपेॉௌ௮प૫ऋেङॊത
ोभँॊधऒौपमؚਊჾऊऊॉ
भ૪৶भपజহघॊௌ௮ਰਗ
भௌ௮॑য়োैचथमऩैऩः؛

ਸ਼ ���قఊၨपेॊૐ౫ྼमઈ౫
पउऐॊ૫のଆૃك

ਸ਼���قபଠৎのరૃك

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00003.html


��

ૐ౫ਃ༊ཱٹ

ਃ༊ૐ౫ಎ઼लઈ౫ดٹ

ලಔཱૐ౫ಎ઼ٹ

ख
ञ؛

4 ஷ૩のଆૃৌੁ

5 জ५ॡ॔७५ওথॺ

��

ඨਸ਼ڮಀऊैਸ਼ڰ
ಀऽदभহඨपणःथঢ়બௌ௮
पఢੴऔचऩऐोयऩैऩः؛

௺౫ᅇলਃ༊

ਃ༊ૐ౫ಎ઼ؚઈ౫ดलලಔك�ق
ཱૐ౫ಎ઼॑ਝ઼खञॉؚऒोप
ेॊ॑ষअधऌमؚௌ௮の
૫॑ଆૃघॊञीؚਰৣのೈ઼॑
ङॊਏऋँॉऽघ؛

ृ৲ਠৃपमؚௌ௮ৡのৈೡك�ق
যুਂଌ॑౷ऽइؚઃの௺౫
ᅇলਃ༊ऋোऔोथउॉؚௌ௮
৸ୋেૠಋपउःथ্১્ؚશ
ઇऩनহऋङसऌ৬ೈ
઼ऋਰৣのधउॉीैोथःऽघ؛

௺౫ᅇলਃ༊ٹ

ᅇಉਃ༊ٹ

ষૐ౫ਃ༊ٹ



��

ૐ౫ਃ༊ཱٹ

ਃ༊ૐ౫ಎ઼लઈ౫ดٹ

ලಔཱૐ౫ಎ઼ٹ

ख
ञ؛

4 ஷ૩のଆૃৌੁ

5 জ५ॡ॔७५ওথॺ

��

ඨਸ਼ڮಀऊैਸ਼ڰ
ಀऽदभহඨपणःथঢ়બௌ௮
पఢੴऔचऩऐोयऩैऩः؛

௺౫ᅇলਃ༊

ਃ༊ૐ౫ಎ઼ؚઈ౫ดलලಔك�ق
ཱૐ౫ಎ઼॑ਝ઼खञॉؚऒोप
ेॊ॑ষअधऌमؚௌ௮の
૫॑ଆૃघॊञीؚਰৣのೈ઼॑
ङॊਏऋँॉऽघ؛

ृ৲ਠৃपमؚௌ௮ৡのৈೡك�ق
যুਂଌ॑౷ऽइؚઃの௺౫
ᅇলਃ༊ऋোऔोथउॉؚௌ௮
৸ୋেૠಋपउःथ্১્ؚશ
ઇऩनহऋङसऌ৬ೈ
઼ऋਰৣのधउॉीैोथःऽघ؛

௺౫ᅇলਃ༊ٹ

ᅇಉਃ༊ٹ

ষૐ౫ਃ༊ٹ



７

女
性

��

७ॡ३গ॔ঝঁছ५ওথॺलك�ق
ؙؙঐॱॽॸॕঁছ५ওথॺのଆૃಉ

�8

1 ਙ�

ਓਓの休ಉك�ق

ਓഎಉのの制ك�ق

ుৎك�ق

ে৶日のऋ෩खऎऩਙك�ق
पणःथ

੬౻৷ਃভಉ১पेॊૠ制ك�ق

ڳ


ਙ

��ਙ７ 女性



39

（6）セクシュアルハラスメント及び
マタニティハラスメントの防止等

　なお、派遣先で就業する派遣労働者につ
いては、派遣先も事業主とみなして、ハラス

 

メント防止措置義務等が適用されます。また、
法改正及び厚生労働省が定める指針の改正
により、上記に加えて、事業主・労働者は以
下の事項に努めることが明確化されました。

38

1 女性 

（1）産前産後の休業等

（2）妊産婦等の就業の制限

（3）育児時間

（4）生理日の就業が著しく困難な女性
について

（5）男女雇用機会均等法による規制

７

女
性

7 女性



41

（3）有期雇用労働者の場合
������の������������� 

���有期雇用者�������������
の��������

���� ����

����の����������������
����������

����������
��������
��������
��������
��������
����

����������
���������
��������
��������
��������
��������
��������
�������

（4）時間外労働・深夜業の制限
������の�������������

���������������������
����������������������
��������������
������の�������������

��������������������の
����������������

（5）所定労働時間の短縮
�������������の������

���������������������
��の������������������
��������������������
��������������������

���������������������
�����������������の���
���
���������
�����������
���������の�������
����������の����の�����
����

の����の���������������

（6）所定外労働の免除
��������の�����������

���������������������
�の�������������������
��������

（7）子の看護休暇
������の�������������

��������������の������
���������������������
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更に、①について、従来の１項目以上の公表
に加え、「男女の賃金の差異」の情報公表が必
須とされました（令和５年７月８日施行）。
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�����の��の�����������り 
���の����������������� 
������������������

�������に������������� 
��� ���の��������の��の��に 
�す�������������の����� 
す�のに��������������り�� 
�����の��������������� 
の��の��に�す���の�������� 
��り������� ��下の�������� 
務��

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推
進に関する取組の実施状況が優良な企業につい
ては、申請により、厚生労働大臣の認定を受け
ることができます。認定を受けた企業は、厚生
労働大臣が定める認定マークを商品などに付す
ることができます。

2軆育児・介護休業法の概要

　育児休業とは、労働者が1歳に満たない子を
養育するための休業です。事業主は、労働者か
ら申出があった場合は、子1人に付き原則2回
まで、育児休業を取得させなければなりません。
　更に、令和 4年 10月から出生時育児休業（産
後パパ育休）が創設され、育児休業とは別に子
の出生後 8週間以内に 4週間まで取得可能と
なりました。
　また、子が 1歳を超えても休業が必要と認
められる一定の場合（例えば、保育所に入所を
希望しているが入所できない場合など）には、
労働者は、子が 1歳 6 か月に達するまで（1
歳 6か月でも入所できなければ 2歳まで）休
業することができます。
　また、父母がともに育児休業を取得するなど
一定の要件を満たした場合は、子が 1歳 2か
月に達するまでの間に 1年間の育児休業が取
得できます。

　更に、令和元年の同法の改正により、令和4
年 4月 1日より、一般事業主行動計画の策定・
届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表
の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人
以上から 101人以上の事業主に拡大されまし
た。
　また、令和 2年 6月 1日より、常時雇用す
る労働者が 301 人以上の事業主は、情報公表
項目について、①職業生活に関する機会の提供
に関する実績、②職業生活と家庭生活との両立
に資する雇用環境の整備に関する実績の各区
分から 1項目以上公表することとされました。
　加えて、同じく令和２年６月１日から、女性
の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の
方への認定（えるぼし認定）よりも水準の高い
「プラチナえるぼし」認定が創設されました。
　更に、情報公表項目①職業生活に関する機会
の提供に関する実績について、従来の１項目以
上の公表に加え、「男女の賃金の差異」の情報
公表が必須とされました（令和５年７月８日施
行）。
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更に、①について、従来の１項目以上の公表
に加え、「男女の賃金の差異」の情報公表が必
須とされました（令和５年７月８日施行）。
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また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推
進に関する取組の実施状況が優良な企業につい
ては、申請により、厚生労働大臣の認定を受け
ることができます。認定を受けた企業は、厚生
労働大臣が定める認定マークを商品などに付す
ることができます。

2軆育児・介護休業法の概要

　それぞれ下記の表の条件を満たす有期雇用
労働者については、育児・介護休業の対象と
なります。

育児休業 介護休業

子が 1 歳 6 か月に
達する日までに労
働契約期間が満了
し、更新されない
ことが明らかでな
いこと。

介護休業開始予定
日から起算して 93
日経過日から 6 か
月を経過する日ま
でに労働契約期間
が満了し、更新さ
れないことが明ら
かでないこと。
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����� ����������の��の��
����の���り����の������
������す�
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① 労働基準法上等の解雇制限

������������������

��り��する������の� �� 
日間の解雇

���������������の��
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９ 解雇・退職等
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② 解雇回避努力義務の履行
��の�めの������に�����

�������������������
�を������
��������の�������の���

�����の�����������に���
����を����ための�������
����������に��������
�を���������������

③ 被解雇者選定の合理性
����ための�����合�����

�����合�������������
����������を�������場
合���の����合���������

④ 手続の妥当性
����に��������に����

�������������������
���合���し������を����
に��の������に��������
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�を�����������の��を�た
し���������������

【有期雇用の雇止め】
��の�めの������������の

��に�����に������を����
����の���し�し������� ���
�������������を��した場合
������の��の����に�����
のに����������を��した場合に
���の��め�����に合�����を
���������������め����
������の������の������

������の�������した�の�し
��������し�した�

� ��に������た������の
��の�めの�������の��め
�������の���������
������め���場合�

� ���に����������の��
�����に�の������に��
�������の�������に�
��合��������場合�

�に���������した������ 
����に����の�めの������� 
�����に�����場合に������ 
��を����し����めに���の� 
�����した�����場������ 
�������������に���������� 
の���合��に��������に��場
合に��������の��������し
た������������ ������������ 
���の��の������た������ 
��に������た��������
���������の�������に� 

������の�を��し������
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⑤ 個別労働紛争解決法上の解雇制限

⑥ 公益通報者保護法による解雇制限

（2）解雇の予告
【解雇予告制度】

【解雇予告除外認定】

【解雇予告の特例】

【整理解雇の解雇権濫用の判断基準】

① 人員整理の必要性

　労働基準法第 20 条第 1 項「ただし使用者は
天災事変によって事業の継続が不可能となっ
た場合」には、事前に所轄労働基準監督署長
の解雇予告除外認定（労働基準法第 20 条第 3
項）を受ければ、即時解雇することが可能です。
　また、同項は「労働者の責に帰すべき事由」
によって解雇する場合にも、所轄労基署長の
解雇予告除外認定を受ければ、使用者は、解
雇予告を行わずに即時解雇できるとしていま
す。この労働者の責めに帰すべき事由による
解雇であって解雇予告除外認定が認められる 
場合については、通達（昭 23.11.11 基発
1637 号、昭 31,3, 1 基発 111 号）は以下の 
事由を例示しています。
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林業労働力の確保の促進に関する基本方針について

資 料

      

資
料

「林業労働⼒の確保の促進に関する基本⽅針」の変更について

1．「林業労働⼒の確保の促進に関する基本⽅針」について
「林業労働⼒の確保の促進に関する基本⽅針」（以下「基本⽅針」という。）は、「林業労働⼒の確保
の促進に関する法律」（平成 8年法律第 45号）第 3条第 3項の規定に基づき、農林⽔産⼤⾂及び厚⽣
労働⼤⾂が定めるものです。
基本⽅針は、
（1）林業における経営及び雇⽤の動向に関する事項
（2）林業労働⼒の確保の促進に関する基本的な⽅向
（3）事業主が⼀体的に⾏う雇⽤管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置に関する事項
（4）新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
（5）その他林業労働⼒の確保の促進に関する重要事項
について定めるものとされており、情勢の推移により必要が⽣じたときは、変更するものとされて

います。
令和 4年 10⽉ 5⽇付けで、基本⽅針を変更しました。

2．変更の概要
今回の変更は、令和 3年 6⽉に閣議決定された森林・林業基本計画や情勢の推移を踏まえ、林業労

働⼒の確保を図るため、林業従事者が⽣きがいをもって働ける魅⼒ある職場づくりを推進することと
し、以下のような内容について新たに定めています。
（1）「新しい林業」の実現に必要な造林や ICT 等の知識や技術、技能を持つ⼈材の確保・育成
（2）�極めて⾼い労働災害の発⽣状況の改善に向けた、伐⽊作業や⼩規模経営体の安全対策強化、⾼

性能林業機械等の導⼊・開発促進
（3）地域の実態に応じた林業への新規参⼊等多様な担い⼿の確保
（4）⼥性の活躍・定着の促進、外国⼈材の受⼊れ等

林業労働⼒の確保の促進に関する基本⽅針（令和4年 10月 26日公表）

はじめに
「林業労働⼒の確保の促進に関する法律（平成８年法律第 45号）」（以下「労確法」という。）の制定
に伴い平成８年に策定した基本⽅針を平成 22年に変更して以降、基本⽅針に基づく林業労働⼒の確保
の促進に向けた取組等により、林業労働者の雇⽤管理の改善及び事業の合理化を促進する意欲及び能
⼒を備えた認定事業主（労確法第５条に基づき都道府県の認定を受けた事業主）は増加傾向で推移し、
平成 22年の 1,904 者から令和２年には 2,234 者に増加した。また、通年雇⽤化や⽉給制の導⼊、社
会保険等の加⼊も拡⼤するとともに、労働災害も減少傾向で推移し、雇⽤管理の改善が図られてきた。
林業労働者の⼈材の確保・育成に関しては、平成 15年度から開始した「緑の雇⽤」事業による取組

により、平成22年度から令和３年度末までに1.1万⼈を超える新規就業者に対する林業に関する知識・
技術の習得のための研修を実施し、平成 22年の変更の柱であるキャリア形成については、約５千⼈の
現場作業の要となる現場責任者等を育成してきた。また、平成 25年度より開始した林業⼤学校等で学
ぶ学⽣への給付金による支援により、令和２年度までに約１千⼈を林業への就業につなげてきた。さ

資 料
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ௌ௮ৡのન৳のയਤपঢ়घॊ੦ম্ଉपणःथ

ৱ�મ

������

ৱ
મ ैपؚਛ �� ফ২ेॉ৫खञૐ৺৲॑૿अউছথॼشभਛ੍ରपेॉ৺ ��� য

॑ਛखथऌञ؛ऒोैয౫भન৳؞ਛपऐञੌपਸइؚଡ଼ිभତृৈਙચਃ༊भো
ಉुਤाؚ౫भবেਓमؚഥਮڮফपमਛ �� ফभ ��� पਊञॊ ������ ⒛पੜਸघॊ
धधुपؚᅇधुपেਓਙऋقਛ �� ফ২؟ᅇ ����ؚᅇ ����ؚഥਮڮফ২؟ᅇ ����ؚ
ᅇ ⒛ق���� � যككखؚௌ௮भਚ੭भुैोथऌञ؛

্ؚऋবभযઠमਛ �� ফपআشॡ॑ಶइथଂએपૡगؚഥਮڮফڭাपमؚমযয
ઠभ்قফাૻكऋੂीथ �� ਐয॑தइञ؛েਓফೡযઠुखथउॉؚযুਂଌृব
ৃभೠ৵ऩनভ৽ੋभણৡৣऋೃऔोथःॊ؛

ऒभेअऩরؚௌ௮मൊदख્ؚपୗ॑૿अௌ௮भऋႀ෩धऩढञ؛
जभऩਏधखथ৽ୡृચৡऋખऔोऩःௌ௮भਚ੭भ૾யृؚਓधૻसथாीथৈ
ःपँॊௌ௮಼૩भে૾யऋઅइैोॊ؛৸ਓীपउःथযুਂଌभൊऋਢःथःॊরؚ
ऒोैभఒपणःथؚਬऌਢऌਘৡपਤीथःऎਏऋँॊ؛

ഥਮگফपোॉؚৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪभ਼ੀऩᑷభ॑ూବप਼ੀऩ౫ਏभৈऽॉृ
भೊपेॉؚবषभଲ౫ષಉभୟোऋखؚ౫તमৈྐྵखؚবभ౫ਏभৈऽ
ॉऋৄैोॊ૾யधऩढञ؛ਸइथؚট३॔पेॊक़ॡছॖॼറ॑ॊੲિऊै਼ؚੀभ౫ਏ
ऋਂऩਏಞ॑થघॊরؚेॉಽभবਓ౫भஔ؞ਏभન৳पॉੌिऒध॑ৢगथؚ
ਲਗৃभ୶॑ਭऐपऎः౫ஔଡୗ॑ଡണघॊऒधऋਏधऩढथःॊ؛

০भௌ௮ৡન৳भੁன৫पਊञढथमؚभ੦ম্ଉಌभऒअखञਛટृੲિ৲
ಉ॑ેীप౷ऽइथःऎਏऋँॊ؛

पउऐॊ৽ल౻৷भपঢ়घॊ事ඨ؝１
॑ॉඕऎੲિ؞ك�ق

ऋবपउःथमؚऋবଅभ৺ڳસ॑ಚीथउॉ਼ؚੀपਢ૭ચऩ৽पणःथभ
ঢ়ੱऋৈऽढथःॊরदؚ؞भ૽સपৌघॊবড়भୄऋৈऽढथःॊ؛

বড়ऋपୄघॊ௮ऌधखथमؚૉആ৲भଆૃषभ൴ؚടोृဏಉभ಼૩भଆૃؚ
౺भ᩿

㔉㕓

ുಉऩुभऋँॊ؛ऒोैभਃચ॑ਢपมऔचथःऎञीपमؚలਟपॎञॉؚ
॑ిજपତल৳৸खथःऎऒधऋਏदँॊ؛

ऽञؚऋবभभ৺ڰસ॑ಚीॊযੵभৱ౺૾ய॑ाॊधؚਹ৷૭ચऩৱ౺ऋౄৰख
णणँॊऒधऊैؚবਓ౫ਉಉभஔपৌघॊ౫ਓಉभୄभৈऽॉपৌखथؚऋ
ऒोपનपૢइؚ౫ਹ৷पेॊ৲ຍಞभൾল೪ؚຍಞฅ॑ৢगؚૉ୭ृযథपधढ
थாीथਏऩୖदँॊঃজੈৣपउऐॊആટफ़५ൾলచ৯ఏभਛभाऩैङؚ
भથघॊએਃચभม॑ৢग ؚভ৽ੋেણभधढ़شথॽগشॺছঝपఞଖघॊَॢজش
থਛশُ॑ৰਠखथःऎऒधऋਏदँॊ؛

ऒभेअऩ૾யपउःथؚফؚᅇએमੜਸൊपँॊ্दؚગୗએमڰعگસங২
पधनऽढथःॊ؛মતऩਹ৷॑ಶइञযੵपणःथमؚਬऌਢऌిજऩᅇृᅇप
ਏऩಌৗ॑ॊऒधदؚৱ౺धखथ୭ਹ৷॑ॉणणؚ৲घॊपৌघॊবড়भॽش६॑
౷ऽइؚୠभৰੲपૢगथؚرऩেమृரऊैଡਛऔोॊऋংছথ५ଐऎଦ઼औो
ञऽखःभपාघॊऒधऋਏदँॊ؛

হभਠ૾धୖك�ق
ഥਮڮফभ७থ१५पेोयؚಞ౫েਓभ৺ڴસमਭྼमয়େःपेॉষॎोथउ

ॉؚजभ৽৬ਯम৺ ����� दൊपँॊ؛্दؚऋবभಞ౫েਓलગୗએ
मੜਸखथःॊऒधऊैؚڭ৽৬ਊञॉभಞ౫েਓధलपહऐलৣ࿘ॉभએमੜਸൊ
पँॉؚऽञؚڭਰभਭઽোभँॊ৽৬ुੜਸघॊऩनؚহૠெभఁপऋਤ॒दःॊ؛
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্ؚਭྼमয়େःपेॉಞ౫েਓ॑ষढञ৽৬भ৺ڰસमফभಞ౫েਓऋ ����� ⒛
ؚਭઽোभँढञ৽৬भ৺ڮસमਭઽোऋ ��� ਐदँॊऩनؚ৵ૠெ؞ཧऩ৽
৬ुோखथःॊ؛

ऒभञीؚऒोैभহभ৽भ৲ؚधॉॎऐহभન৳ऋਏदँॉؚभ
ૐ৺৲ऋਂ૭ಳधऩढथःॊ؛

ऒअखञরؚহऋਚથषभૐ৺৲ृଡ଼ිधৈਙચਃ༊॑ੌा়ॎचञ॥५
ॺ३५ॸभোಉभ੧॑ষःؚেਓਙभ॑ढथःॊহृؚളਯभহऋ৴
खथਏपৌखथपੈ৮॑ষअऒधपेॉؚਲ਼भಊपणऩऑॊহुৄैोؚ
০ؚऒअखञੌ॑ಌपઁऑथःऎਏऋँॊ؛

ऽञ ؚऋবभஎથभਠ૾॑౷ऽइॊध ؚਚથੲਾभཔृੀभન৲ऋਂ૭ಳदँॉؚ
৽ଵ৶১قਛ �� ফ১ਸ਼ �� ಀكप੦तऎ৽ଵ৶২पेॊभ৽ଵ৶भૐ
ಉभੌभਤಉपेॉؚऒोैभୖपଫपৌૢखथःऎਏऋँॊ؛

হपमؚਚથभ়ਔਛऊै৽ੑभਛؚᅇ఼ؚગୗಉभभৰपඹ
ॊୠभଵ৶भ৬धखथभ்ઁः૽સऋୄऔोॊ؛

ௌ௮भ౻৷ଵ৶भਠ૾धୖك�ق
ௌ௮भ౻৷ଵ৶भਠ૾॑ाॊधؚৢফ౻৷৲ृাஔোؚভ৳૫ಉभਸোસ়मဉر

पੜਸखथःॊुभभؚௌ௮भఛතਙृ౫ਏभؚহभ৽੦ೕभᒤൠਙऊैؚఛ
තௌ௮ृ౻ःௌ௮भસ়ुऎؚ౻৷ऋखथःऩः૾யुऩऎऩः؛

ऽञؚௌ௮भফೡଡਛऋ৲खणणँॊরदؚ৽ୡृચৡपૢगञਚ੭ଦী॑खृघः
૾யदँॊुभभؚ৽ୡृফೡ॑बथुਓभফ৻धૻसथਚ੭ऋः૾யपँॊ؛ভ৳
૫ಉषभਸোपणःथुؚ౻৷ऋಏৎؚदँॊऒधऩनऊैి৷पऩैऩःৃ়ुँॊ؛
ऒभञीؚਓధाभਚ੭भન৳ृ౻৷ଵ৶भఒऋୖधऩढथःॊ؛

पउऐॊௌ௮಼૩मؚৈਙચਃ༊भোृௌ௮৸पৌघॊਔभৈऽॉಉपेॉশ
पൊपँॊऋؚ৸ਓपૻसॊधൂேधखथாीथৈःে૾யपँॉؚजभఒम
ཹಸभୖदँॊ؛ௌ௮भ৸ध೨भન৳मহभிਜदँॉؚௌ௮৸ৌੁभਘ৲ृి
ऩৃ୭भਛ॑ಽയਤघॊਏऋँॊ؛

ऽञؚௌ௮पৌखथாपੴृૼؚૼચभಆ੭पेॊચৡभ॑ॊਃভ॑
ଖइथःॊহमऩः૾யदँॉؚઇธಫभౄৰ؞ਘ৲पॉੌिऒधऋਏदँॊ؛
ௌ௮पৌखथਏऩઇธಫ॑ষअऒधमؚহभிਜदँॉؚௌ௮भেણ॑ৢग
ञभؚਚ੭भન৳लভ؞৽ੋਜ਼भ॑ॊ௴ਡऊैुਏदँॊ؛ऽञؚઃ
৻॑૿अௌ௮षभૼચഅಲभ௴ਡऊैुजभਏਙؚਏਙमಽৈऽढथःॊ؛

ઇธಫपਊञढथमؚرऩਠৃृളਯभઍपुৌૢदऌॊௌ௮भચੵ৲भ
ਤऋਏदँॊ؛ચੵ৲मؚౕऩஔभ৲पुฑໞऩৌૢ॑૭ચधघॊऺऊؚྉಉभॳش
ডشॡभؚেਓਙभಉभટ॑ुञैखؚऱःथमহभಲਢ؞ఁপؚௌ௮भਚ
੭भؚગୗभਤपुৱघॊਏऩੌधऩॊ؛

औैपؚশपॎञॉ৽ख੭ॊਥਹಉधૠெ॑ન৳खؚௌ௮भেણ੍॑इॊਚ੭भન৳
धௌ௮୭भ॑ॊञीؚᅇ఼ऊैગୗ؞৳पඹॊઽ੍भউছ५ૡఌ॑૭ચधघॊَৗख
ःُ॑ৰਠघॊऒधऋਏदँॊ؛

ௌ௮ৡभك�ق
ऋবभௌ௮ৡपणःथमؚশपൊपँॊরदؚফؚਹ৷૭ચऩবभৱ

౺भౄৰपൣअಞ౫েਓभੜਸपৌૢखथᅇ఼ಉ॑૿अௌ௮ऋੜਸपૡगॊ্दؚગୗ
؞৳॑૿अௌ௮मপऌऎखथउॉؚৗञऩଂએ॑ಶइथःॊ؛
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ৗૠमَभ౻৷ُহ৫ਰधૻसथੜਸൊदखؚফೡमନॉൊपँ
ॊऋؚফभથয૨भৈऽॉभরदؚৗૠਯमሰൊपँॊ؛

भା૾யपणःथमَؚ भ౻৷ُহपेॉखञभ৹ਪदमؚگফम৺ڳ
સध৸ਓधૻसथुৈःुभभؚڳফਰఋमڱસ॑ৣॊ૾யपँॊ؛

पउऐॊਙௌ௮मؚभਃ༊৲भਤனಉपൣःؚফभસ়दৗૠऋৄैो
ॊुभभؚਓधૻຎघॊधऩः૾யपँॊ؛

ऒोैपणःथमؚषभपउःथਓपૻसऩ౻৷ृਚ੭ऋેীपન৳औोथ
ःऩःৃ়ुँॊऒधؚ৸એृ৬ৡએदभୖऋँॊऒधऩनऋ୶खथःॊधઅइैोॊ؛

ऒभेअऩपਊञढथभୖृਂपৌૢखथ୭॑ఒखؚषभྟৡभ॑
ैऩऐोयؚௌ௮ৡभऋಌपਤষखؚలਟؚभిજऩଵ৶॑ৢगञૉആ৲भଆૃؚ
বଅभ৳৸ؚ౺भ᩿

㔉㕓

ുಉभਁஇਃચभมल౫भஔ॑ढथःऎदമऩ୶॑
ऻघऒधऋೃऔोॊ؛

ऽञؚಢ౻৷भௌ௮ৡभपेॉؚୗ؞৳ऩनभఛතਙभँॊௌ௮ਏृ౫ਏभ
षभৌૢऋਰेॉखःଡୗधऩढथःॊऒधुઅइैोॊ؛

ऒभऺऊؚગୗपਂ૭ಳऩ၈भেਓभਛ؞ન৳ुಡचथॊऒधऋਏदँॊ؛

ௌ௮ৡभન৳भയਤपঢ়घॊ੦মऩ্؝２
َॢজشথਛশُभৰਠपऐؚᅇभిજऩಌৗ॑அीؚలਟपॎञॉ॑ిજपତ؞৳৸

खथःऎञीؚजभ૿ःুधऩॊௌ௮ৡभન৳ऋਏदँॊ؛जभؚ౫েਓ॑૿अௌ௮॑
ન৳घॊधधुप્ؚपൊपँॊગୗ؞৳॑૿अௌ௮भન৳पऐञੌ॑ਘ৲घॊऒ
धऋਏदँॊ؛

ௌ௮ৡ॑ન৳खथःऎञीपमؚधखथؚ౻৷ঢ়બभન৲ؚ౻৷भ৲ؚਓధा
भௌ௮੯ृௌ௮৸भન৳ಉ౻৷ଵ৶भఒपਬऌਢऌीॊऒधऋਏदँॊ؛ऽञؚৱ౺
भਛ࿃৲ृবড়भीॊऩतऎॉ॑ూବपؚௌ௮पमেਓਙभಉহभ়৶৲॑
ॉؚऩ౫ஔ੍॑इॊেਓଵ৶ચৡभृَਢ૭ચऩ৽ُपঢ়घॊৈ২ऩચৡऋ
ीैोॊऒधऊैؚௌ௮ऋपାखؚਏऩੴृૼؚૼચ॑ಆ੭ؚखथःऎऒ
धऋਏदँॊ؛

षभৗૠृାपमؚௌ௮ऋ್इॊలਟभেણपउऐॊਂ॑ॉऌؚଌ
भःऎ௮ऌऋः॑ञचॊਏऋँॊ؛जभञी ؚपउऐॊ௮ऌ্भਤृহಉभ॥গ
ॽॣش३ঙথ५य़ঝभऩनभ௮ऌृघःৃ୭॑ତघॊऺऊؚ৽ୡಉपૢगञऩय़কজ
॔ਛ੍॑ରखؚ৽ୡফਯؚୄऔोॊ૽સृிભपૢगथؚੴૼ؞ૼ؞ચؚિ؞ଙ২ؚౚ؞
ਛટಉ॑௴प௬घॊચৡ௬॑োखؚௌ௮भভ؞৽ੋਜ਼भपेॊ૪
ఒपणऩऑॊੌ॑ਤघॊऒधऋਏदँॊ؛

ऽञؚषभৗૠृା॑യघदؚৱ౺भ୭ਹ৷पेॊୠஷ௪मुधेॉؚૉ
ആ৲भଆૃृবଅभ৳৸ؚ౺भ᩿

㔉㕓

ുಉभਁஇਃચभมषभ൴ऩनؚऋટञघ૽સपৌ
घॊ৶ੰभയਤृभྟৡभਦऋਏदँॊ؛

౻৷ଵ৶भఒؚधॉॎऐਓధाभਚ੭भન৳मؚহभহभ়৶৲धഡமपঢ়৴खथः
ॊऒधऊैؚ౻৷ଵ৶भఒధलपহभન৳ؚৈਙચਃ༊ಉभোल؞
भତಉपेॊহभ়৶৲॑৬ऊण়पയਤघॊऒधऋਏदँॊ؛

ऒभेअऩ౻৷ଵ৶भఒलহभ়৶৲भ৬ऊण়ऩਤपਊञढथमؚਿੴ
হऋୠभৰੲपૢगथघॊௌ௮ৡન৳੍ର७থॱقشਰৣ੍َର७থॱُشधःअك؛ऋর
ੱधऩॉؚୠभঢ়બਃঢ়ध৴खथؚੳহभ॑ষअधधुपؚੳহपਏऩੲਾ
੍ؚର॑ৰघॊਏऋँॊ؛ऽञؚੳহभ౻৷ଵ৶भఒलহभ়৶৲॑ਘ৲घॊ
௴ਡऊैؚবभଓஃহಉपउःथॡট५॥থউছॖ॔থ५भੌ॑ਤीॊऩनટप੍ରೈ઼॑
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ৰघॊऒधऋਏदँॊ؛
ऩउؚௌ௮ৡभન৳भੌ॑ಽਤघॊ௴ਡऊैؚਿੴহऋহ॑ੳघॊपਊञढ

थमؚ౻৷ଵ৶भఒलহभ়৶৲॑ौअधघॊহभऺऊؚৗञपୗಉभহ॑ষअভ
॑௪खؚྼमரऊैपোघॊञीௌ௮॑౻৷घॊহपणःथुؚभ੯
भुधदৌधघॊऩनؚഩৡपৌૢघॊऒधऋਏदँॊ؛जभؚୠभତभ૿ःুध
खथؚঽᅇृ્ୠतऎॉহੈੌ়भੌाभણ৷ऩनؚௌ௮भႸभఁপपण
ऩऋॊऌुৄैोؚऒअखञऌ॑യਤघॊ௴ਡऊैुহषभ৸ؚૼؚ৽ؚ౻৷पঢ়घ
ॊಉ॑ిજपষअਏऋँॊ؛

ऽञؚফभ௮ऌ্पৌघॊਔभ৲ृৗ॥টॼक़ॖঝ५ഉඪఁপपेॊ্કषभঢ়ੱ
भৈऽॉऋৄैोॊরदؚ౻৷भਭऐधखथभषभୄऋৈऽढथउॉؚजभୄपૢइॊऒ
धऋीैोथःॊ؛

�事ऋ৬पষअ౻৷ଵ৶भఒल事भ়৶৲॑യਤघॊञीभೈ઼ధलप؝گ
ৗञपपखेअधघॊभभෟ৲भञीभೈ઼पঢ়घॊ事ඨ

হऋ৬पষअ౻৷ଵ৶भఒलহभ়৶৲॑യਤघॊञीभೈ઼ధलपৗञपप
खेअधघॊभभෟ৲भञीभೈ઼भৰपਊञढथमؚੳহ॑রੱप੍ର७থ
ॱشभણ॑ৢगथؚ౻৷ଵ৶भఒलহभ়৶৲॑৬पയਤघॊऒधऋਏदँॊ؛

ௌ௮पৌघॊઇธಫभৰमؚଌभःऎ௮ऌऋः॑ଖइؚषभାपणऩऋॊऒध
ऊै੍ؚର७থॱشಉऋষअઇธಫ২ؚரଢ଼ఊलय़কজ॔॥থ१ঝॸॕথॢपৌखथ੍ର
खथःऎऒधऋਏदँॊ؛ऽञؚ౻৷ଵ৶लহ॑ৌधखञ౻৷ଵ৶ఒଢ଼ఊؚহभ়
৶৲पબॊৼಉषभৌૢधःढञൣ੍ରभੌ੍॑ର७থॱشऋরੱधऩढथभਃঢ়धु৴
खणणਘ৲खथःऎऒधऋਏदँॊ؛

হभન৳ृਃ༊৲ಉपेॊহभ়৶৲मؚ৽ૠெभᒤൠऩহرभੌपमੀ
ऋँॊऒधؚ౻৷ଵ৶भఒमളਯभহदষअ্ऋટऩৃ়ुःऒधऊैؚرभহ
भੌपਸइؚളਯभহपेॊુ৲ؚੈ৲ಉ॑ৢगञ৽੦ೕध৽ৡभਘ৲ಉभञीभ
ੌ੍॑ରखथःऎऒधऋਏदँॊ؛ੌ়पणःथमؚੌ়১भഥਮڮফ১ਸ਼ �� ಀपेॊ
ਫೈ઼॑ણ৷खञহ৴॑യਤखؚ৽੦ೕ॑ਘ৲घॊਏऋँॊ؛

হऋ৬पষअ౻৷ଵ৶भఒलহभ়৶৲॑യਤघॊञीभೈ઼ك�ق
ؙ॔౻৷ଵ৶भఒ॑യਤघॊञीभೈ઼

⫷ؙ౻৷ଵ৶৬भౄৰ
হਚपउऐॊ౻৷ଵ৶৬भનয়॑ॊञीؚহ॑ৌधखञ౻৷ଵ৶ଢ଼ఊृ॥থ१

ঝॸॕথॢಉ॑യਤघॊ؛
ऽञؚଞৎڱযਰभௌ௮॑౻৷घॊহਚपउःथमؚ౻৷ଵ৶भ৭ભपीॊ

ेअཟ॑യਤघॊधधुपؚ৭ભऔोञ౻৷ଵ৶भৱସभ॑ॊञीभଢ଼ఊभਭ
॑യਤघॊ؛
⫸ؙ౻৷ঢ়બभન৲

ௌ௮भలਟਝੑ॑૭ચपघॊपमؚௌ௮धનऩ౻৷ీ৺॑लؚઉம౻৷॑ਤीॊऒ
धऋਏदँॉؚ౻৷ঢ়બभન৲पऐञੌ॑ਤीॊऒधऋਏदँॊ؛

ऒभञीؚ౻োৎपহभྼमؚู౻৷ಉ॑੶खञ౻োৢੴછभઐહपणऌ
भජೲ॑ॊ؛

ऽञؚःॎॅॊَয্ُधभీ৺पणःथमؚૄपযহदँढथुৰଙऋ౻
৷ௌ௮दँॊৃ়पमؚௌ௮ঢ়બ১ഥभి৷ऋँॊऒधपणःथؚਬऌਢऌఢੴ؞ཟ॑
ॊधधुपؚชਫपऐञभජೲ॑ॊऩनؚঢ়બਃঢ়धभ৴॑ॉऩऋैટऩৌ
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ૢ॑ਤघॊ؛
⫹ؙ౻৷भ৲

ௌ௮भ౻৷भ৲॑ॊञीपमؚચৡपૢगञਚ੭॑ન৳घॊधधुपؚে
ણपৌघॊਂ॑ॉऌੱखथ௮ऐॊ౻৷୭षఒघॊऒधऋਏदँॊ؛

ऒभञीؚহभન৳धৼऽढथؚৢফ౻৷৲ृাஔোपीॊेअཟ॑യ
ਤघॊ؛
⫺ؙௌ௮੯भఒ

ௌ௮੯भఒपਊञढथमؚৼਊங২भহभન৳धৈःেਓਙपेॊઽஇਙभभ
ऺऊؚय़কজ॔ਛभ੍ରؚચੵ৲भਤؚચৡ௬भোಉ॑ৢगञؚਓధाभਚ੭
भન৳ऋਏदँॊ؛

ऽञؚௌ௮भੱମभ೨भ৳मुधेॉؚডشॡ؞ছॖই؞ংছথ५भਤृফಉ
भোलାभയਤभ௴ਡऊैؚঁছ५ওথॺଆૃৌੁभජೲؚௌ௮ৎृ೬ਯಉभௌ௮
੯भఒऋਏदँॊ؛

ऒभञीؚহपৌघॊ౻৷ଵ৶ੲਾभؚཟपीؚपउऐॊ௮ऌ্भ
ਤृౝ೬भোಉ॑യਤघॊ؛

जभؚૠಋभਛଝਜऋऩः৵ૠெभহਚदुؚহधௌ௮ऋુखथঝشঝ
॑ਛखુથघॊऒधऋથदँॊऒधऊैؚૠಋभਛ॑യਤघॊ؛

ऽञؚ১ഥदीैोञভ৳૫ಉषभਸোभऺऊؚসુੋ২ಉभর৵੫
সુੋ২षभਸোऩनૣਹௐেभౄৰಉ॑യਤघॊऒधधखؚয্पৌखथुௌ಼৳૫
્શਸো২ृসુੋ২षभਸোपणःथఢੴ؞ཟ॑ॊऩनؚௌ௮੯भఒ
ऋैोॊेअಽभཟ؞॑ਤघॊ؛

औैपؚਿ৹भৌ੫भ൛ऑ॑യघੌ॑ষअऩनؚௌ௮भ૪ఒ॑യਤ
घॊ؛
⫻ؙௌ௮৸भન৳

৸ਓधૻसாीथৈःௌ௮಼૩भে૾ய॑ఒघॊञीؚௌ௮৸ୋেঢ়બ১ഥृ
َॳख़شথ९شपेॊᅇಉभ৸पঢ়घॊफ़ॖॻছॖথُಉप੦तऎᏍஹহඨभජೲ॑
ॊऒधऋਏदँॉؚফभௌ௮಼૩भে૾ய॑౷ऽइञؚ৽ୡृফೡपૢगञ৸प
ৱघॊଢ଼ఊृ৸ਔभཟ॑യਤखؚௌ௮಼૩भেᄄ২ऋৈः৵ૠெऩহಉभ৸ৌ
ੁ॑ਘ৲घॊ؛

ँॎचथؚᅇૼभपणऩऋॊૼચਫ਼২भোؚௌ௮৸पৱघॊಎ؞ಎ઼ಉ
भभੌ॑യਤघॊधधुपؚৈਙચਃ༊भোಉपेॊஷਃ༊भඝৎभಢೠ
ृௌ௮ਘ২भೄಉ॑ॊ؛ऽञؚ೫࿒ඝ؞ঽඝਃ༊भ৫ؚఝਗ਼ਵऋৢगऩः
दँढथुௌ௮಼૩েৎप໌ৎभஃਏடऋ૭ચधऩॊৢਦুभણ৷पेॉಸৎभ৴
൪৬भન৳॑ॊ؛

ऽञؚরඪभଆृቴඵऔो಼૩भଆૃಉभੌ॑ਤघॊधधुपؚಉତपेॊ
॔ॡ७५भఒؚ೬ህਝभତಉपेॊௌ௮भೄलৃ୭भఒ॑ॉؚిऩ
ৃ୭भਛ॑യਤघॊ؛
⫼ؙ൳ૐ؞఼৷भఒ

যपਊञढथमؚનऩয੯भਝಉपेॊટऩ൳ૐણभৰपीॊधधु
पؚषभ॔আشঝ২॑ৈीॊञी੍ؚର७থॱشपेॊ൳ૐभણ৷ल়যହ
ভषभਸ॑യਤघॊ؛ऩउؚਏऩௌ௮भન৳॑ਛघॊञीपमؚટऩ൳ૐણ
धभ౻৷ଵ৶भఒ॑ಡचथষअऒधऋਏदँॊ؛
⫽ؙઇธಫभౄৰ

ଞभਜ॑ৢगथਏऩੴृૼؚૼચ॑ମपणऐऔचॊઇธಫك7-2قलଞभ
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ਜऊैोथଝ॑ਭऐॊಉपेॉਏऩੴृૼؚૼ ચ॑ମपणऐऔचॊઇธಫ2ق))�
ऩउؚऒभेअऩೈ઼॑गॊपखथुؚ؛भੑऩৰपीॊेअཟ॑യਤघॊك7-
શभহभादमढ़জय़গছभੁಉঀक़ঁक़भએदऩৃ়ुँॊऒधऊै੍ؚର
७থॱشಉपेॉढ़জय़গছभੁृુઇธಫभৰؚಆ੭औोञੴृૼؚૼચभ
ಆ࿃২়ःपঢ়घॊৼल॑ষअऒधऋਏदँॊ؛

ऽञؚফभৈਙચਃ༊भपेॊ३५ॸभ৲ृ ,&7 ಉभৗञऩૼभਤனؚ
ௌ௮৸ୋেঢ়બ১ഥभৄઉखؚঽே୭पଦൟखञषभৌૢऩनؚௌ௮पीै
ोॊੴृૼચु৲खथउॉؚभ৽ୡ॑થघॊ࿃ಫखञௌ௮पৌघॊ৾ल
ઉखभਃভभౄৰ॑ॊऒधुਏदँॊ؛

जभؚপ৾ૅಉपउःथषभ॑৯घ৾েಉषभ੍ରಉपेॉమऊण৬
௺ऩয౫ਛभੌ॑ਤघॊ؛
⫾ؙਙௌ௮ಉभણඩ؞ାभയਤ

ਙभણඩਤमਠৃपऩக௴ृਔੵ॑ुञैखؚ৸৬भણৡपणऩऋ
ॊधઅइैोॊऒधऊैؚਙभেણपउऐॊણඩभਤपঢ়घॊ১قਛ �� ফ১ਸ਼
�� ಀ॑ك౷ऽइञಹহষੑੁृَइॊऻखੳُಉभੌ॑യਤघॊ؛

ऽञؚऩয౫ऋषभো॑৭උखؚ௮ऌਢऐैोॊेअؚधपঢ়ੱ॑થ
घॊधभઐਃভभল্ؚ১ृ৸ৌੁभଦൟؚॺॖঞृಌभତؚঁছ५ওথ
ॺଆૃৌੁभජೲಉपेॊৃ୭भఒ॑യਤघॊधधुपؚजोझोऋ৯घডشॡ؞ছ
ॖই؞ংছথ५॑खदऌॊेअऩௌ୭भତ॑യਤघॊ؛
⫿ؙৈফೡௌ௮भણඩभയਤ

ૼચभಲഅ॑ෟपਤीॊञीपुؚৈ২ऩ࿃ಫௌ௮दँॊৈফೡभણඩऋਂ૭ಳदँ
ॊ؛

ऒभञीؚৈফೡಉभ౻৷भಉपঢ়घॊ১ೣقਮ �� ফ১ਸ਼ �� ಀكपउऐॊফ
भਬऑृಲਢ౻৷২োಉपेॊ �� ୃऽदभৈফೡ౻৷ન৳ೈ઼भଝਜ৲ल �� ୃऽ
दभৈফೡન৳ೈ઼भৡଝਜ৲॑౷ऽइؚऒोैभ২ऋిਫपઈ৷औोॊेअఢੴ
ಉ॑ষअ؛

ৈফೡௌ௮भ્ਙृ೨ ৬ؚৡಉपৌૢखञௌ୭भତ॑ॊञी ্ؚ১भৄઉखؚ
ిਫऩଦ઼ؚฑໞऩඐਜଙؚ৸ୋেৌੁಉभిજऩ౻৷ଵ৶ऋষॎोॊेअؚཟ؞
॑ਤघॊ؛
⬀ؙীपउऐॊ૩౻৷भയਤ

ীपउऐॊ૩भ౻৷मؚ૩भেऌऋःभলृௌਃভभఁপؚভभ
ৰਠपणऩऋॊुभदँॉؚୗभऺऊர၈েਓऩनभীदभੌऋৄैोॊ؛
ীपउःथुؚহपेॊலহभજॉলखभੵृిજऩ়৶ଦൟभಉؚ૩
౻৷पબॊਏহඨपঢ়खथؚఢੴ؞ཟ॑യਤखؚ૩౻৷भಽभਤ॑ॊ્؛पؚ
ীपउःथमؚ৸એृ৬ৡએಉभୖृೃऋँॊऒधऊैؚ૩્ਙಉ॑౷ऽइञ
ిજऩਜଦ઼্ؚ১भৄઉखؚฑໞऩඐਜଙؚ৸ୋেৌੁಉपणःथؚহभி
ભधखथిਫऩ౻৷ଵ৶॑ষअ؛
⬁ؙजभभ౻৷ଵ৶भఒ

হपेॊ౻৷ଵ৶भఒभੌ॑യਤघॊ௴ਡऊै੍ؚର७থॱشपेॊੳহभ
౻৷ଵ৶ఒभ૾யभऩਡਫ਼ؚपउऐॊ௮ऌ্भਤपऐञిજऩஃ؞
ಉभੌ॑യਤघॊ؛

ऽञؚடহऋःपउःथमؚ৸ৌੁभৰृভ৳૫ಉषभిਫऩਸোऩनௌ
௮৸ୋেঢ়બ১ഥಉभᏍஹपਂ૭ಳऩ৽ા॑मगीधघॊௌਜঢ়બ౾৽ાभન৳ؚਉ౫મृ
ग़ॿঝॠشभ॥५ॺಊীभిજऩતૡႭؚిજऩੵभਝಉ॑ਤघॊ؛
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્पؚતभిજऩਝؚੵৎಉभ৲ؚௌ௮षभిਫऩ൛স੍௸ःؚௌ
௮ৎभಢೠಉभௌ௮੯भఒपৱघॊহभି॑ਤघॊ؛

ॖؙহभ়৶৲॑യਤघॊञीभೈ઼
⫷ؙহभન৳

হऋহभ়৶৲॑ਤीॊञीपमؚহभન৳॑ॊऒधऋਏदँॊ؛ख
ऊखऩऋैؚऋবभஎથभ৵ૠெ؞ཧऩਚથૠெदमؚرभਚથಉऋஆद
૨ऩ॑ৰघॊऒधमदँॊञीؚभૐ৺৲॑ਤघॊऒधऋਏदँॊ؛

ऒभञीؚਔඟऋৣखथःॊਚથಉपৌखभ্ଉृহ॑ৰखञৃ়भ
ઽ੍॑ैऊपखञॹشॱऩन॑ંखणणؚহऋாपभৰ॑௮ऌऊऐؚ
ઽஇृেਓਙपଦൟखञ૨ऩ॑ৰघॊऒधऋदऌॊউছথॼشಉभয౫भ
ਛ॑യਤघॊ؛औैप৽ଵ৶২पेॊ৽ଵ৶ৰਥभਝ॑ણ৷घॊಉؚহ
मশଳਡ॑ुढथ৽ৡभਘ৲पॉੌि؛

ऽञؚবથহमؚহभ৽भ৲लௌ௮भ౻৷भ৲पৱघॊ௴ਡ
ऊैؚੑؚऩহभିल఼ਥ২भਤपीॊ؛

ऩउؚহभન৳पਊञढथमؚजभधखथؚௌ௮ৡभન৳भയਤपঢ়घ
ॊ১धधुपؚ৽੦ೕभਘ৲ಉभയਤभञीभৱসभৢपঢ়घॊྫೈ઼১ೣقਮ
�� ফ১ਸ਼ �� ಀكल౫भஔभન৳पঢ়घॊ્શೈ઼১قਛڴফ১ਸ਼ �� ಀك
प੦तऌؚਆऊैਆৣपඹॊऩ౫भஔ৬॑ଡണघॊधधुपؚ౫भਏఁপ
॑ॉؚ؞౫ਓभણਙ৲पीॊ؛

⫸ؙেਓਙभ
েਓਙभ॑ॊञीपमؚৈਙચਃ༊ಉभোपेॊभਃ༊৲ऋਂ૭ಳद

ँॊ؛ऽञؚৈਙચਃ༊ಉभোमؚௌ௮ਘ২भೄृௌ௮৸ୋেभન৳ؚऔैपम
षभृਙभपुৱघॊुभदँॊ؛

ऒभञीؚজش५؞ঞথॱঝ৬भତಉुஅीथৈਙચਃ༊ಉभো॑ॊधधुपؚ
ऋবभؚ৽ૠெಉपಽిૢखञৈਙચਃ༊भ৫लଐ॑യਤघॊ؛ऽञؚ
ୠपిखञ३५ॸभାؚಉभেਓ੦ೕभତಉ॑യਤघॊधधुपؚ
३५ॸभତपਏऩয౫भਛपऐञੌृਾभણ৷पेॊ३५ॸभఒ॑
ਤघॊ؛

औैपؚহभषभৌૢृਜ૿भ৲ಉपৱघॊؚୗ؞৳؞ᅇ఼ಉभളਯ
भ౮ऩॊृੵஙपৌૢदऌॊચੵ৲॑ਤघॊ؛
⫹َؙ ৗखःُभৰਠपऐञৌૢ

ᅇ఼ऊैગୗ؞৳पඹॊઽ੍भউছ५ૡఌ॑૭ચधघॊَৗखःُ॑ৰਠघॊञीؚ
ग़জشॺॶজشಉभᄎؚᅇ఼धୗभฮಉभৗञऩୗૼपঢ়घॊੴ॑णୗ
ুृؚঞش२166*؞ ಉ॑ણ৷खञৈ২ऩৱ౺ੲਾಉभཔ؞ણ৷ؚ,&7 ॑ણ৷खञ
েਓৢଵ৶ಉभ૨৲धःढञ५ঐشॺಉभૼभણ৷पਏऩੴृૼؚૼચ॑
णॹ४ॱঝয౫भਛ॑ਤघॊ؛ऽञؚৼਊங২भহलৈःেਓਙ؞ઽஇਙ॑થघॊ
ऒधदؚୠपउऐॊਓధाभਚ੭भન৳लௌ௮୭॑ન৳खَؚ শपॎञॊਢऩ
৽ُ॑ৰਠदऌॊহभਛ॑ਤघॊ؛

औैपؚभৡ৲؞ೄௌ৲ؚௌ௮৸भન৳पणऩऋॊ೫࿒ඝ؞ঽඝਃ༊ಉ
भ৫؞॑ਤघॊ؛
⫺ؙௌ௮भय़কজ॔पૢगञૼચभ

ௌ௮भਛ؞ન৳पਏऩ૽સ॑ટञखथःॊَभ౻৷ُহಉपेॉؚৗૠ
पभએਃચृभତ؞৳৸भਏਙಉ॑৶ੰऔचॊधधुपؚ৸ऩ
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্১ऋಆ੭दऌॊेअؚपਏऩ੦মऩੴृૼؚૼચभಆ੭पঢ়घॊଢ଼ఊ॑
യਤघॊ؛

ऽञؚங২भ৽ୡ॑થघॊௌ௮॑ৌपؚਠৃଵ৶ிભषभઇธಫधखथؚ
३५ॸؚಉभਝؚেਓଵ৶ಉभেਓਙभृਠৃभ৸ଵ৶पਏ
ऩੴृૼؚૼચभऺऊؚৗૠषभચৡभ॑ॊ؛

औैपؚളਯभਠৃଵ৶ிભ॑ଁฐघॊषभઇธಫधखथؚളਯभਠৃृঢ়બध
भ৹ତपेॊেਓਙ؞৸ਙभಉपਏऩੴृૼؚૼચभಆ੭॑യਤघॊ؛

ऒोैਠৃૼચपঢ়घॊઇธಫभऺऊؚহभન৳ಉपेॊহभ়৶৲॑ॊञीؚ
भૐ৺৲ಉ॑૿अউছথॼृش౫भથਹਲ਼ಉ॑૿अ৽উছথॼش
भਛ॑യਤघॊ؛

ऒभेअऩమऊण৬௺ऩઇธಫ॑ৢगؚௌ௮भय़কজ॔पૢगञੴृૼؚ
ૼચभ॑ॉؚহभ়৶৲धચৡपૢगञਚ੭भન৳॑യਤघॊ؛
َभ౻৷ُহಉभଢ଼ఊ॑ఊവखञभఃஈ২ृউছথॼشಉभੳलૼચਫ਼

২पेॊૼચभ੭पणःथमؚௌ௮ঽैभ৯ఏपऩॊधधुपؚহपधढ
थमௌ௮भચৡ௬पुৱघॊऒधऊैؚহऋୄभఒಉध৬पॉੌीॊ
ेअؚାৰऩઈ৷؞োपीॊ؛ऽञؚௌ௮भચৡऋઁऎভಹपउःथిਫ
प௬औोॊेअؚजभலੌाभણ৷ಉ॑ॊऒधपेॉؚચৡभৄइॊ৲॑ਤघॊ؛

ৗञपपखेअधघॊभभෟ৲भञीभೈ઼ك�ق
হಉषभ੍ରधखथؚৗञपपखेअधघॊಉपؚଢ଼ఊؚૡಉभपਏ

घॊৱসदँॊയਤৱস॑खહऐॊधधुपؚलௌ௮पणःथभཟؚ౻৷
ੲਾभ৬भତ੍ؚର७থॱشऋষअ൳ૐभટણ৷ؚपਏऩૼಉपঢ়
घॊଢ଼ఊभৰಉभपඹॊऽदभ৴भ੍ରೈ઼॑യਤघॊ؛

ऽञؚൌ॑નৰऩृାपणऩऑॊञीَؚ भ౻৷ُহಉपेॊൌषभ
फ़ॖॲথ५ृਠৃ௰ਖधभ৴൪৹ତؚॺছॖ॔ঝ౻৷ಉभੌ॑ਤघॊधधुप্ؚਁુ੮
৬ऋষअક୧ؚઇलୢಉषभ੍ରपঢ়घॊੲਾभ॑യਤघॊऩनؚકषभੌधभ৴
॑ॊ؛

जभௌ௮ৡभન৳भയਤपঢ়घॊਏ事ඨ؝ڰ
ௌ௮ৡभન৳भയਤपঢ়घॊ੦মੑੁपउऐॊঢ়બभਔৄभലك�ق

ਿੴহमؚௌ௮ৡभન৳भയਤपঢ়घॊ੦মੑ॑ੁघॊपਊञॉؚୠभௌ
௮ৡभ૾யलਖਡपનपৌ૪घॊञीؚୠभृௌ௮पঢ়घॊ্એभঢ়બऊै
भਔৄ॑ലघॊेअीॊ؛

भਜઈشର७থॱ੍ك�ق
੍ର७থॱشभਜभઈपਊञढथमؚजभෟऩઈऋैोॊधधुपؚহपৌघॊ

ಉभ੍ରऋટपৰदऌॊेअؚবؚਿमुधेॉؚ੨ؚੌ়ಉभঢ়બਃ
ঢ়भ৴ਘ৲॑ॊ؛

ऽञؚਿੴহऋ੍ର७থॱ॑شघॊपਊञढथमؚୠଵ৶३५ॸभਤलਹ৷
भਹਙभન৳भ௴ਡऊैؚટऩহઈऋન৳दऌॊेअଦൟघॊ؛

উृઇਃঢ়ಉपेॊ੍ରभയਤشଢ଼ॢঝك�ق
৽॑૿असऌয౫॑ਛ؞ન৳घॊञीؚহ৬भ৽ृୠभজشॲشधऩॉ੭

ॊਚથಉदੌ௶घॊଢ଼ॢঝشউಉऋؚ؞ঢ়બ৾ఐभৈૅেृপ৾েؚৗૠ
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োಉपৌखथষअ৬ୡ؞৽ؚୠভषभାയਤણलୠभহपৌख
थষअઐણಉषभ੍ର॑ਤघॊ؛ऽञؚৈ২ऩૼ॑થघॊপ৾॑मगीधघॊઇਃ
ঢ়ಉऋহृௌ௮पৌखथষअ৾ಆਃভभृਠदभಉषभ੍ର॑ৢगथؚૼ
भಽभৈ২৲॑യਤघॊ؛

৳କभയਤಉपेॊऩ૿ःুभન؞ୠୖपৌૢखञषभৗૠোك�ق
ফभୠपउऐॊௌ௮ৡभન৳मؚజਟभহपेॊௌ௮ৡभન৳पਸइؚଲ౫ੵৃृ

౫ৃಉपेॊषभৗૠোृহ৬दभ৽ୡ॑णௌ௮पेॊକभऺऊؚ
ୠभ৽भ૿ःুभणधखथି৯औोॊঽᅇृ્ୠतऎॉহੈੌ়भੌ
ा॑ણ৷खञੌؚୠभ৴ಉपेॊௌ௮ৡभન৳भऌऋৄैोॊ؛

ऒोैभऌमؚગୗभਤಉभୠୖؚऽञؚௌ௮भႸभఁপपेढथহभ
पुৌૢखञௌ௮ৡभન৳ृୠभણਙ৲पणऩऋॊुभदँॉؚௌ௮भ౻৷
୭ृચৡ৫ؚ৸ध೨भન৳ಉपଦൟखणणؚୠपउऐॊୖपৌૢखञऩ૿ः
ুभન৳पऐञੌ॑യਤघॊ؛

૦ਝಉ౮ரधभ৴യਤك�ق
ੌ়ؚಞ౫েਓಉभহध૦ਝಉभহऋ৴खऩऋैؚभেਓ੦ೕदँॊ

ଡ଼ිତؚ૦ਝੵহपउऐॊ౫ਹ৷ؚୠ౫॑ણ৷खञક୧तऎॉृຍಞভभৰਠपৱघॊ
ಉभञीभ૦ണಉपउऐॊ౫भਹ৷भയਤपঢ়घॊ১قਛ �� ফ১ਸ਼ �� ಀ॑ك౷ऽइञ
ಉपउऐॊ౫ਹ৷ुஅीؚ৷ಥ৫ิृਏఁপಉभੌ॑ਤीॊऒधमؚহभન৳ृ౻
৷भলपणऩऋॊऒधऊैؚୠभध૦ਝಉ౮ரधऋ৴खञੌؚ॑ௌ௮भચ
ৡ৫ؚ৸ध೨भન৳ಉपଦൟखणणؚாपਤघॊ؛

੨ୠभણਙ৲लક੯भତك�ق
ऩਃভभન৳॑ৢगञ੨ୠभણਙ৲॑ॊञीؚ੦ୌਓदँॊ؞౫ਓ

भஷ௪ؚସংॖड़ঐ५ؚऌभऒؚຍؚቤؚؚᄢಉभ્৷ਓؚઁ୴ؚ४অग़ऩनभୠ
ৱ౺॑ણ৷खञਓभਛؚਸइथؚ೨؞௴؞ઇऩनرऩীद૬॑ણ৷घॊ१ش
অ५ਓभਤಉपीॊ؛

ऽञؚৗૠোಉभ੨ୠषभା॑ॊञीؚ੨ୠपउऐॊક੯भତ્ؚपؚ
पउऐॊྟৡँॊৃतऎॉपਸइथક୭भତपीॊ؛

ृ੨पৌघॊবড়भ৶ੰभയਤ؞ك�ق
पৌघॊবড়भঢ়ੱऋৈऽॉ॑ৄचथःॊরؚदभତ؞৳৸ણ॑ষअ੮৬ऋੜ

ਸखथःॊ؛ऒभेअऩੌभയਤ॑ৢगथৱ౺भ୭ਹ৷ؚभତ؞৳৸ણपणःथ
भবড়भ৶ੰभपीॊ؛

ऽञؚઁਾણؚ৾ૅઇಉँैॅॊਃভ॑ৢगؚ؞ृ੨ऋবড়েણभपટ
ञखथःॊએऩ૽સलऒोैभ૽સ੍॑इथःॊௌ௮भਏਙؚभྟৡपणःथব
ড়भঢ়ੱल৶ੰ॑ीॊ؛

્पؚ੨ୠमؚಉभ௹୕ऩঽேؚखःବ௴ؚपऩःଁ؞ધ৲ृ॥গॽॸॕ
ਃચऩन્થभྟৡ॑થखथउॉؚবড়भக௴؞ছॖই५ॱॖঝभ৲पૢइॊ௴ਡऊैुؚ
ੲਾਦ॑ਤखؚ੨धधभઐृ੨षभકभയਤभਘ৲पीॊ؛

जभؚ؞ृ੨पৌघॊ৶ੰ॑ीॊ௴ਡऊैؚ੨ୠृजभકড়धಲਢपঢ়ॎ
ॊَঢ়બযઠُ॑ఁপऔचथःऎऒधुટदँॊ؛
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��

੦ম্ଉ॑౷ऽइञੌपणःथ

現状と問題点

課　　題

施　　策

ௌ௮ੁの্पणःथ

ਗবয౫भిਫऩਭোोك�ق
ૼૡ॑ৢगञ৫ಥবषभবੈৡ॑৯धखञૼચৰಆ২प੦तऎૼચৰಆেಉभ

ীद௮ऎਗবযௌ௮मؚਓपૻຎखथऩः૾யपँॊऋؚਠؚੀ੮৬पउःथؚ
ૼચৰಆڮಀষৌர୯ਸपऐञੌऋষॎोथःॊ؛

ૼચৰಆেभਭোोपਊञढथमؚௌ௮ৡभஔभ৹ତभুधखथষॎोथमऩैङؚૼચৰ
ಆभిਫऩৰलૼચৰಆেभ৳૧ऋैोॊेअؚૼ ચৰಆে॑ਭऐোोॊহقৰಆৰك
ऋਗবযभૼચৰಆभిਫऩৰलૼચৰಆেभ৳૧पঢ়घॊ১قਛ �� ফ১ਸ਼ �� ಀك
लௌ௮੦১ೣقਮ �� ফ১ਸ਼ �� ಀكಉभঢ়બ১ഥ॑Ꮝஹघॊधधुपؚిਫऩ౻৷ీ৺ؚ
୭ତ॑ষअेअؚਗবযૼચৰಆਃଡಉभঢ়બਃঢ়ध৴खथఢੴؚ॑ජೲघॊ؛

ऽञ્ؚૼચ২भણ৷पणःथमؚ౻৷ଵ৶ఒृহभ়৶৲पेॊেਓਙभृব
য౫भન৳॑ਬऌਢऌਘৡपਤखؚবয౫भ૪भఒ૾யृௌ௮৸એभఒ૾யؚਭোो
भਏ੯धऩॊঢ়બ১ഥभᏍஹಉ॑౷ऽइथਫ਼ୈघॊ؛
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੦ম্ଉ॑౷ऽइञੌपणःथ

現状と問題点

課　　題

施　　策

ௌ௮ੁの্पणःथ林業労働施策の方向について
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段階的かつ体系的な技能者育成（全国統一の研修カリキュラム）
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新規就業者の確保・育成 現場責任者の育成
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キャリアのイメージ

林業労働力の育成・確保について

2

１．林業の雇用管理改善について

２．雇用管理改善のポイントについて

３．労働災害の防止について

�業�����������業�場���������������業�������������
������������業���������������業�����������������
������������業���������������������������������
���������������
����業����業�����������������業�����������������

������業������場�������������業������������������
���������

������������������������������������������業�業
����������������������������������������������
��
�������������業�������������������������������

������������������������������
��������������業������������������������������

��������

�業�����業場���������������������業�������������� 
�����������
�������������������������「農林水産業・食品産業の作業安全のため

の規範（個別規範︓林業）」や各事項の取組状況の点検に使える「事業者向け チェックシート」を活
用し、事業体の安全対策に取り組んでください。

農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（林業・木材産業） 
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html
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3

林業事業体 雇用管理改善のためのチェックリスト
（□内にチェックマークをいれること）

（注）太字は法定の重要事項、★のある事項は違反した場合の刑事罰も規定されている法定事項。
細字は法定ではないが重要な事項、☆のある事項は国の基準等が定められている事項。

□募集ルート・情報提供媒体は適切に選択されているか
□人材募集時に、必要な労働条件を明示しているか
□募集・採用にあたって、差別的な取扱を行っていないか

□採用時に、書面で労働条件を通知しているか★
□３年を越える労働契約の期間を設けていないか★

□外国人の使用にあたっては、在留資格等の確認が適切に行われているか★
□労働基準法の必要事項を記載した労働者名簿を事業場毎に備えているか★

□週 40 時間、１日８時間の法定労働時間は守られているか★

□勤務実態に合った、１ヶ月・１年などの変形労働時間制を採用し、適切
に運用しているか

□休憩時間は確保されているか★
□週１回の休日は確保されているか★
□振替休日や代休の処理が適正になされているか★

□時間外労働、休日労働を行う場合は、時間外・休日労働に関する協定届
（三六協定）を締結し、届出するなど、適法に行われているか★

□労働時間が適切に記録され、３年間保存されているか★
□年次有給休暇の付与・取得・管理方法が適切に整備・運用されているか★

□年次有給休暇取得時に支払う賃金は適切か（通常の賃金、平均賃金、健
康保険の標準報酬日額相当額から選択）★

□育児・介護休業など、休業、休暇の種類、取得のルール、付与日数、賃
金の扱い等が定められているか

□勤務間インターバル制度を適切に運用しているか☆

4

□諸手当の支給基準等を、就業規則又は賃金規程に明記しているか★
□最低賃金を下回る賃金額を支払っていないか★
□出来高払い制で労働者を使用する場合は一定額の賃金の保障をしているか★

□賃金支払い５原則（通貨で・直接・全額・毎月１回以上・一定期日に）
が守られているか★

□賃金の非常時支払いを行っているか★
□休業手当は適切に支払われているか★
□割増賃金は法定どおり支払われているか★

□労働基準法の必要事項を記載した賃金台帳を事業場ごとに備え、３年　
間保存しているか★

□労災保険は全員加入して（全労働者分の賃金を算定基礎に入れて）いる
か（労災保険法第３条）

□雇用保険は、短時間勤務者であっても、週 20時間以上 31日以上雇用
見込みのある者は加入しているか

□労働保険の年度更新手続きは正しく行われているか
□労災保険に関し、請負事業・有期事業一括手続等は適切に行われているか

□労災保険の書類は３年間、雇用保険の書類は２年間（ただし、被保険者
に関する書類は４年間）保存されているか

□強制適用事業所の場合、社会保険の適用が行われているか
□社会保険の加入要件は適正か（加入要件どおりに該当者を加入させているか）
□社会保険の算定基礎届手続は正しく行われているか
□社会保険に関する書類は２年間保存されているか
□安全衛生管理体制は確立されているか★
□入社時及び配置転換時に安全衛生教育を行っているか★

□特定業務の就業制限に係る現場入場者の免許、資格所持状況把握や作業
主任者の選任がなされているか★

2
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林業事業体 雇用管理改善のためのチェックリスト
（□内にチェックマークをいれること）

（注）太字は法定の重要事項、★のある事項は違反した場合の刑事罰も規定されている法定事項。
細字は法定ではないが重要な事項、☆のある事項は国の基準等が定められている事項。

□募集ルート・情報提供媒体は適切に選択されているか
□人材募集時に、必要な労働条件を明示しているか
□募集・採用にあたって、差別的な取扱を行っていないか

□採用時に、書面で労働条件を通知しているか★
□３年を越える労働契約の期間を設けていないか★

□外国人の使用にあたっては、在留資格等の確認が適切に行われているか★
□労働基準法の必要事項を記載した労働者名簿を事業場毎に備えているか★

□週 40 時間、１日８時間の法定労働時間は守られているか★

□勤務実態に合った、１ヶ月・１年などの変形労働時間制を採用し、適切
に運用しているか

□休憩時間は確保されているか★
□週１回の休日は確保されているか★
□振替休日や代休の処理が適正になされているか★

□時間外労働、休日労働を行う場合は、時間外・休日労働に関する協定届
（三六協定）を締結し、届出するなど、適法に行われているか★

□労働時間が適切に記録され、３年間保存されているか★
□年次有給休暇の付与・取得・管理方法が適切に整備・運用されているか★

□年次有給休暇取得時に支払う賃金は適切か（通常の賃金、平均賃金、健
康保険の標準報酬日額相当額から選択）★

□育児・介護休業など、休業、休暇の種類、取得のルール、付与日数、賃
金の扱い等が定められているか

□勤務間インターバル制度を適切に運用しているか☆

4

□諸手当の支給基準等を、就業規則又は賃金規程に明記しているか★
□最低賃金を下回る賃金額を支払っていないか★
□出来高払い制で労働者を使用する場合は一定額の賃金の保障をしているか★

□賃金支払い５原則（通貨で・直接・全額・毎月１回以上・一定期日に）
が守られているか★

□賃金の非常時支払いを行っているか★
□休業手当は適切に支払われているか★
□割増賃金は法定どおり支払われているか★

□労働基準法の必要事項を記載した賃金台帳を事業場ごとに備え、３年　
間保存しているか★

□労災保険は全員加入して（全労働者分の賃金を算定基礎に入れて）いる
か（労災保険法第３条）

□雇用保険は、短時間勤務者であっても、週 20時間以上 31日以上雇用
見込みのある者は加入しているか

□労働保険の年度更新手続きは正しく行われているか
□労災保険に関し、請負事業・有期事業一括手続等は適切に行われているか

□労災保険の書類は３年間、雇用保険の書類は２年間（ただし、被保険者
に関する書類は４年間）保存されているか

□強制適用事業所の場合、社会保険の適用が行われているか
□社会保険の加入要件は適正か（加入要件どおりに該当者を加入させているか）
□社会保険の算定基礎届手続は正しく行われているか
□社会保険に関する書類は２年間保存されているか
□安全衛生管理体制は確立されているか★
□入社時及び配置転換時に安全衛生教育を行っているか★

□特定業務の就業制限に係る現場入場者の免許、資格所持状況把握や作業
主任者の選任がなされているか★
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□常時使用する労働者を雇い入れるときは、健康診断を行っているか

□健康診断を年１回（チェーンソー及び刈払機を使用する労働者は半年に
１回）実施し、その記録を５年間保存しているか★

□再検査等の受診指導を行っているか。また、所見のある者に対して医師（産
業医）の意見を聞いているか

□法定時間外労働が１ヶ月当たり100時間を越える労働者からの申出に対
し、医師による面接指導を実施しているか

□常時雇用するパートタイム労働者
の健康診断を行っているか

□伐木作業等における危険防止措置を講じているか★

□機械集材装置及び運材索道の設置・作業における危険防止措置を講じて
いるか★

□振動障害の防止対策を講じているか★
□一定の機械について自主検査を行っているか★
□産前産後休業等、妊産婦の健康管理に必要な措置が講じられているか★

□募集、採用、昇給・昇格、配置・昇進、教育訓練等において、性別によ
る差別的措置がなされていないか

□育児介護休業等の制度が整備されているか

□セクシュアルハラスメント及びマタニティハラスメントの防止等への措
置を講じているか

□女性活躍推進法を理解し、必要な措置を講じているか☆

□解雇の際の帰郷旅費を負担することになっているか
□60歳を下回る定年を設定していないか

□高年齢者雇用安定法に定める高年齢者雇用確保措置に基づき、65歳まで
の雇用の確保を行っているか

□60歳以降の継続雇用を行う際、及び継続雇用更新の際の基準は適切か
□解雇などで離職する高年齢者等に対する求職活動支援を行っているか
□募集・採用における年齢制限を行っていないか

□ 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることが事業主の努
力義務であることを知っているか

6
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□退職、解雇、懲戒解雇についてのルールを就業規則に規定しているか
　（懲戒解雇規定は任意）★

□違法な解雇を行っていないか★
□労働関係終了に伴う手続きは適切に行われているか
□解雇の予告の際に、解雇予告制度等の注意事項を遵守しているか

����

□就業規則の絶対的必要記載事項と相対的記載事項は適切か★
□法令、労働協約、就業規則、労働契約との関係は適切か
□就業規則等規程類を届出・周知しているか★
□就業規則変更による労働条件不利益変更の手続きは適切か
□セクハラ対策、苦情相談窓口等が就業規則に規定されているか

4
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　群馬県・多野東部森
林組合参事の浦部氏に
組合で実践している安
全指導と、人材育成に
対する考え方について
伺った。まず毎朝、事
務所での朝礼と現場で

のKY活動を欠かさないほか、組合内部での研修会

を年に3回ほど行い、うち新年度の初めには昨年度

の反省や今年の目標、そして班ごとの考えの取りま

とめをする。またそれとは別に、年に一度は外部の

講師に依頼して研修を行うようにしているという。

　以前組合で実施した研修では、伐倒時の退避方法

を中心にしたマニュアルの作成が行われた。伐倒時

の退避行動や次の伐倒木に移動する際の動作をどの

ように行うべきか、「退避時に伐倒木が折れたり転

んだりした」といった各技能者のヒヤリハットを聞

き、ふせん等を使って組合の皆で意見を出し合った。

それを取りまとめてマニュアルとして組合内で共有

する事を行ったのだ。

　多野東部森林組合では、職員を含めた現場技能者

の育成は自分た

ちで行うという思

いをもとに、常に

成長できる仕組

みや方法を考え、

工夫しながら指

導を行っている。

組合で作成したマニュ
アル（一部抜粋）

参事　浦部 秀一郎 氏

技能者が所属する経営体自身で責任を持って育てる

ことが重要なのではないかという。現在の「緑の雇

用」事業ではフォレストワーカー等の現場技能者の

育成が行われているが、それらはあくまでも指導を

補完するものというスタンスにすべきである。職場

には様々な人が入ってくる。知識や技術の習得度合

いにも差がある。さらには、コミュニケーションな

ど人との関わり方も異なり得手不得手もある。職場

環境が原因で辞めていく人もいる。また、仕事の規

模も内容も経営体によって大きく変わる。そのよう

な状況であるからこそ、その経営体にとってどんな

人材が必要なのかということを自分たちで考え、計

画を立てて皆で育成していく。それが本来の経営体

のあるべき姿だと思うし、それをできるようにする

のが自分の役目だと考え努めてきた。

　現場での具体的な指導方針は総班長や班長、副班

長に話し合って決めてもらっている。現場技能者そ

れぞれで成長の度合いは異なるので、実際に現場で

その姿を見ている総班長や班長、副班長の考えを尊

重したいからだ。指導にあたっては、多少現場が忙

しくあっても、必要とあれば十二分に時間をとって

もらうようにしている。その分班長・副班長の負担

は大きくなるが、それ故にその仕事の対価・評価と

して班長手当・副班長手当を支給している。

研修会風景

　また浦部氏は現場技能者の育成において、森林組

合や民間の林業経営体は「緑の雇用」事業など外部

機関が実施する研修等に依存するだけではなく、現場

『OJT研修指導員活動事例集』より転載

～　事例紹介「林業経営体が主体性を持って人材育成をする」
　　多野東部森林組合（群馬県）～

参 考 ２
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相談窓口・連絡先
北海道エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
北海道 （一社）北海道造林協会 北海道森林整備担い手支援センター 〒 060-0004 札幌市中央区北 4条西 5丁目 1番地 西鉄・林業会館ビル 4階 011-200-1381

東北エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
青森県 （公社）青森県林業会議 青森県林業労働力確保支援センター 〒 030-0813 青森市松原一丁目 16番 25号 青森県森林組合会館内 017-732-5288
岩手県 （公財）岩手県林業労働対策基金 岩手県林業労働力確保支援センター 〒 020-0021 盛岡市中央通 3-15-17 019-653-0306
宮城県 （公財）みやぎ林業活性化基金 宮城県林業労働力確保支援センター 〒 980-0011 仙台市青葉区上杉 2-4-46 022-217-4307
秋田県 （公財）秋田県林業労働対策基金 秋田県林業労働力確保支援センター 〒 010-0931 秋田市川元山下町 8-28 秋田県森林組合会館 3階 018-864-0161
山形県 （公財）やまがた森林と緑の推進機構 山形県林業労働力確保支援センター 〒 990-2363 山形市大字長谷堂字馬場 2265 023-666-6348
福島県 （公社）福島県森林・林業・緑化協会 福島県林業労働力確保支援センター 〒 960-8043 福島市中町 5-18 福島県林業会館内 024-521-3270

関東エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
茨城県 （公社）茨城県森林・林業協会 茨城県林業労働力確保支援センター 〒 310-0011 水戸市三の丸 1-3-2 029-225-5949
栃木県 （公社）とちぎ環境・みどり推進機構 栃木県林業労働力確保支援センター 〒 321-0974 宇都宮市竹林町 1030番地 2 河内庁舎別館 3階 028-624-3710
群馬県 （一財）群馬県森林・緑整備基金 群馬県林業労働力確保支援センター 〒 370-3503 群馬県北群馬郡榛東村大字新井2935番地 群馬県林業試験場別館内 027-386-5901
埼玉県 （公社）埼玉県農林公社 埼玉県林業労働力確保支援センター 〒 368-0034 秩父市日野田町 1-1-44 0494-25-0291
千葉県 （公社）千葉県緑化推進委員会 千葉県林業労働力確保支援センター 〒 299-0265 袖ヶ浦市長浦拓 2号 580-148 0438-60-1521
東京都 （公財）東京都農林水産振興財団 東京都林業労働力確保支援センター 〒 190-0013 立川市富士見町 3-8-1 042-528-0643
神奈川県 神奈川県環境農政局緑政部森林再生課 林業振興グループ 〒 231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通 1 045-210-4342
山梨県 （一社）山梨県森林協会 山梨県林業労働センター 〒 400-0016 甲府市武田 1-2-5 055-242-6667

北陸エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
新潟県 （公社）新潟県農林公社 新潟県林業労働力確保支援センター 〒 950-0965 新潟市中央区新光町 15-2 025-285-7712
富山県 （公社）富山県農林水産公社 富山県林業労働力確保支援センター 〒 930-0096 富山市舟橋北町 4-19 富山県森林水産会館 6階 076-441-6747
石川県 （公財）石川県林業労働対策基金 石川県林業労働力確保支援センター 〒 920-0209 金沢市東蚊爪町 1-23-1 076-237-0121
福井県 （公財）福井県林業従事者確保育成基金 福井県森林整備支援センター 〒 918-8567 福井市江端町 20-1 0776-38-0345

東海エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
長野県 （一財）長野県林業労働財団 長野県林業労働力確保支援センター 〒 380-0936 長野市岡田町 30-16 026-225-6080
岐阜県 （公社）岐阜県森林公社 岐阜県林業労働力確保支援センター森のジョブステーションぎふ 〒 501-3756 美濃市生櫛 1612-2 岐阜県中濃総合庁舎 1階 0575-33-4011
静岡県 （公社）静岡県山林協会 静岡県林業労働力確保支援センター 〒 420-8601 静岡市葵区追手町 9-6 県庁西館 9階 054-255-4485
愛知県 （公財）愛知県林業振興基金 愛知県林業労働力確保支援センター 〒 460-0002 名古屋市中区丸の内 3-5-16 052-953-3608
三重県 （公社）みえ林業総合支援機構 三重県林業労働力確保支援センター 〒 515-2602 三重県津市白山町二本木 3769-1 059-261-4760

近畿エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
滋賀県 （一社）滋賀県造林公社 滋賀県林業労働力確保支援センター 〒 520-0807 大津市松本 1-2-1 077-522-0307
京都府 （公財）京都府林業労働支援センター 京都府林業労働力確保支援センター 〒 604-8424 京都市中京区西ノ京樋ノ口町 123 075-821-9277
大阪府 （一社）大阪府木材連合会 大阪府林業労働力確保支援センター 〒 559-0025 大阪市住之江区平林南 1-1-8 大阪木材会館 2F 06-6685-3101
兵庫県 （公財）兵庫県営林緑化労働基金 兵庫県林業労働力確保支援センター 〒 650-0012 神戸市中央区北長狭通 5-5-18 兵庫県林業会館 4階 078-361-8010
奈良県 （公財）奈良県緑化推進協会 奈良県林業労働力確保支援センター 〒 634-0033 奈良県橿原市城殿町 459番地 大和平野土地改良区事務所建物 4階 0744-26-0202
和歌山県（一社）わかやま森林と緑の公社 わかやま林業労働力確保支援センター 〒 649-2103 和歌山県西牟婁郡上富田町生馬 1504-1 0739-83-2022

中国エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
鳥取県 （公財）鳥取県林業担い手育成財団 鳥取県林業労働力確保支援センター 〒 680-0947 鳥取市湖山町西 2-413 鳥取県森林組合連合会内 0857-28-0123
島根県 （公社）島根県林業公社 島根県林業労働力確保支援センター 〒 690-0876 松江市黒田町 432-1 島根県土地改良会館 3階 0852-32-0253
岡山県 （公財）岡山県林業振興基金 岡山県林業労働力確保支援センター 〒 701-1202 岡山県岡山市北区楢津 491-1 086-230-7444
広島県 （一財）広島県森林整備・農業振興財団 広島県林業労働力確保支援センター 〒 731-1533 広島県山県郡北広島町有田 23-3 0826-72-7833
山口県 （一財）やまぐち森林担い手財団 山口県森林整備支援センター 〒 753-0048 山口市駅通り 2-4-17（山口県林業会館内） 083-932-5286

四国エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
徳島県 （公財）徳島県林業労働力確保支援センター 〒 770-8008 徳島市西新浜町二丁目 3番 102号（徳島県森林組合連合会内） 088-676-2200
香川県 （一財）香川県森林林業協会 香川県林業労働力確保支援センター 〒 760-0008 高松市中野町 23-2 087-861-4353
愛媛県 （公財）えひめ農林漁業振興機構 愛媛県林業労働力確保支援センター 〒 790-0003 松山市三番町 4-4-1 林業会館 4階 089-934-6153
高知県 （公財）高知県山村林業振興基金 高知県林業労働力確保支援センター 〒 782-0078 香美市土佐山田町大平 80 0887-57-0366

九州・沖縄エリア
都道府県 団体名 住所 電話番号
福岡県 （公財）福岡県水源の森基金 福岡県林業労働力確保支援センター 〒 810-0001 福岡市中央区天神 3-14-31 天神リンデンビル 3階 092-712-1443
佐賀県 （公財）佐賀県森林整備担い手育成基金 佐賀県林業労働力確保支援センター 〒 840-8570 佐賀市城内 1-1-59 佐賀県庁林業課内 0952-20-0084
長崎県 （一社）長崎県林業協会 長崎県林業労働力確保支援センター 〒 854-0063 諫早市貝津町 1122-6 0957-25-0184
熊本県 （公財）熊本県林業従事者育成基金 熊本県林業労働力確保支援センター 〒 862-0950 熊本市中央区水前寺 6丁目 5-19 096-340-1151
大分県 （公財）森林ネットおおいた 大分県林業労働力確保支援センター 〒 870-0846 大分市花園二丁目 6番 46号（林業会館新館 2F） 097-546-3009
宮崎県 （公社）宮崎県林業労働機械化センター 宮崎県林業労働力確保支援センター 〒 880-0802 宮崎市別府町 3-1 宮崎日赤会館 3階 0985-29-6008
鹿児島県（公財）鹿児島県林業担い手育成基金 鹿児島県林業労働力確保支援センター 〒 899-5302 姶良市蒲生町上久徳 182-1 0995-54-3131
沖縄県 （一社）沖縄県森林協会 沖縄県林業労働力確保支援センター 〒 901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川 135 098-987-1804

東京都千代田区鍛冶町 1-9-16 丸石第 2ビル 6階　
TEL：03-6700-4739
林業就業支援事業のご案内　https://ringyou.jp/
林業就業支援ナビ　https://www.nw-mori.or.jp/
< 監修>キリン社会保険労務士事務所

全国森林組合連合会

https://ringyou.jp/
https://www.nw-mori.or.jp/
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