
大
家
さ
ん
の
野
菜
を
取
り
入
れ

て
い
ま
す 

  

都
市
近
郊
農
業
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
視
点
か

ら
も
貴
重
な
地
域
の
財
産
で
あ
り
、
災
害

時
に
は
畑
の
ス
ペ
ー
ス
が
命
を
守
る
安
全

資
源
と
も
な
り
ま
す
。
ゆ
い
ま
ぁ
る
発
祥

の
地
、
南
沢
で
農
業
を
営
む
篠
宮
善
道
さ

ん
は
、
明
治
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
農
家

で
あ
り
、
ゆ
い
ま
ぁ
る
南
沢
事
業
所
の
大

家
さ
ん
で
も
あ
り
ま
す
。
南
沢
事
業
所
の

周
辺
に
広
が
る
畑
で
は
、
キ
ュ
ウ
リ
・
ネ

ギ
・
ナ
ス
を
は
じ
め
、
年
間
で
は
50
種
も

の
野
菜
を
収
穫
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
さ

る
7
月
2
日
に
は
大
家
さ
ん
の
畑
の
一

角
で
、
地
域
交
流
事
業
と
し
て
恒
例
に
な

っ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
堀
り
を
、
近
隣
に
お
住

ま
い
の
１２
家
族
・
3２
名
の
参
加
で
開
催
で

き
ま
し
た
。
大
家
さ
ん
が
丹
精
込
め
て
育

て
て
く
れ
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
収
穫
で
き
て
、 

参
加
し
た
子
供
た
ち
は
大
喜
び
で
し
た
。 

大
家
さ
ん
の
畑
で
と
れ
た
野
菜
は
、
次

世
代
の
篠
宮
哲
彦
さ
ん
の
ご
協
力
の
も
と

で
、
ゆ
い
ま
ぁ
る
の
日
替
り
弁
当
の
食
材

と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。
地
産
地
消
の

旬
の
野
菜
を
食
す
こ
と
が
、
利
用
者
様
の

健
康
に
も
環
境
に
も
や
さ
し
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
全
て
の
食
材
を
賄
う
た
め
に
は
、

需
給
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど
の
課
題
も
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
か
ら
も
出
来
る
限
り
大
家
さ 

ん
の
畑
の
野
菜
を
使
用
し
て
い
き
た
い
と 

 

 

思
い
ま
す
。 

 

イ
オ
ン
で
毎
月
11
日
に
実
施
さ
れ
て
い

る
「
イ
オ
ン
幸
せ
の
黄
色
い
レ
シ
ー
ト
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
で
、
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ
い

た
レ
シ
ー
ト
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
厨
房
で
使

用
す
る
フ
ラ
イ
パ
ン
・
ス
ケ
ー
ル
・
し
ゃ
も

じ
等
に
交
換
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
協
力
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

（
食
事
部
管
理
者
：曾
田
麻
利
子 

記
） 

 

サ
ボ
テ
ン
の
花
を
見
学 

 
南
沢
デ
イ
ル
ー
ム
で
は
、
天
気
の
い
い

日
は
散
歩
に
出
か
け
て
い
ま
す
。 

近
所
に
大
き
な
サ
ボ
テ
ン
が
あ
り
、
『
大

き
い
わ
ね
～
花
が
み
た
い
わ
ね
』
い
つ
も

話
し
て
い
ま
す
。 

サ
ボ
テ
ン
の
花
は
夏
の
夜
に
咲
く
た
め

昼
間
は
見
ら
れ
な
い
と
聞
い
て
お
り
、
毎

年
諦
め
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
今
年
は
な
ん
と
！
！
昼
間
に
咲

い
て
い
た
の
で
す
！ 

『
わ
ぁ
ー
綺
麗
ね
～
』
と
皆
さ
ん
感
動
し
、

し
ば
ら
く
花
を
眺
め
て
い
ま
し
た
。 

『
写
真
撮
っ
て
～
』
と
利
用
者
さ
ん
に
言
わ

れ
、
急
い
で
ス
マ
ホ
で
撮
影
で
す
。 

帰
り
道
は
、
い
い
こ
と
あ
り
そ
う
ね
♪

ラ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
わ
ね
♪
と
テ
ン
シ
ョ
ン

が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
外
出
も
制
限
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
感
染
症
対
策
を
し
っ
か
り
行
い

つ
つ
、
散
歩
を
通
し
て
こ
う
い
う
小
さ
な

幸
せ
を
み
つ
け
て
い
き
た
い
で
す
ね
♪ 

（
南
沢
デ
イ
管
理
者 

中
村
美
由
紀 

記
） 

髙 た
か

澤 ざ
わ 

幸
江

ゆ

き

え 

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
提
供

責
任
者
か
ら
の
ご
挨
拶 

 
 

 
 

 
 

        

私
の
自
宅
で
は
、
沢
山
の
方
に
支
え
て

頂
き
、
家
族
介
護
が
出
来
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
自
分
も
、
自
宅
で
の
サ
ポ
ー
ト
を
待

っ
て
い
る
方
の
お
力
に
少
し
で
も
な
れ
た

ら
と
思
い
、
介
護
の
仕
事
を
始
め
ま
し
た
。

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
上
司
や
同
僚

が
と
て
も
温
か
い
こ
と
、
そ
し
て
困
っ
た

と
き
は
す
ぐ
に
対
応
し
て
く
だ
さ
り
、
安

心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ゆ
い

ま
ぁ
る
で
介
護
職
に
就
け
て
良
か
っ
た
で

す
。 

 

7
月
1
日
か
ら
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
に
就
任
し
ま

し
た
。
こ
の
役
職
は
未
経
験
で
す
が
、
経

験
豊
富
な
先
輩
方
に
教
わ
り
な
が
ら
、
利

用
者
様
や
ご
家
族
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
頑
張
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
未
熟
者
で
す

が
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

     

４
月
～
6
月
に
採
用
さ
れ
た
、
食
事
部

の
職
員
を
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
、
ご
紹
介

し
ま
す
。 

①
最
近
読
ん
だ
本
、
又
は
観
た
映
画
で
特

に
印
象
深
か
っ
た
も
の
は
？ 

②
介
護
・福
祉
の
仕
事
で
、
あ
な
た
が
こ
こ

に
拘
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
こ
と
は
？ 

①
N

H

K
の
特
集
で
興
味
を
も
ち
、
シ

モ
ー
ヌ
・ド
・ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
大
著
「老

い
」を
読
ん
で
い
ま
す
。 

②
人
が
老
い
て
い
く
の
は
決
し
て
避
け
ら

れ
な
い
宿
命
で
す
。
自
分
も
65
歳
に
な
り
、

そ
の
宿
命
に
対
面
す
る
歳
に
な
り
ま
し
た
。

仕
事
も
い
つ
も
裏
方
で
し
た
の
で
、
こ
れ

か
ら
は
、
人
に
対
し
て
い
い
裏
方
さ
ん
に

な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

①
ト
ッ
プ
ガ
ン
（
マ
ー
ヴ
ェ
リ
ッ
ク
）
を
観

て
、
信
頼
を
得
る
心
の
苦
し
さ
、
分
か
り

合
え
た
時
の
喜
び
に
共
感
し
ま
し
た
。 

②
両
親
が
施
設
入
所
し
た
中
で
、
介
護
は

奥
が
深
く
介
護
さ
れ
る
人
の
思
い
と
介
護

す
る
人
の
思
い
が
微
妙
に
か
み
合
わ
な
い

苦
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
時
間
は
か
か
っ

て
も
、
心
に
寄
り
添
っ
て
話
を
聞
く
こ
と

が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
食
事
を
提
供
す

る
仕
事
で
は
、
「
美
味
し
か
っ
た
」
と
笑
顔

に
な
っ
て
頂
け
る
弁
当
作
り
を
心
掛
け
た

い
で
す
。 

 

①
西
村
京
太
郎
の
ト
ラ
ベ
ル
ミ
ス
テ
リ
ー

シ
リ
ー
ズ
を
ほ
ぼ
読
破
。
旅
好
き
で
、
旅
先

に
ち
な
ん
だ
一
冊
を
読
み
な
が
ら
旅
す
る

こ
と
で
、
小
説
の
中
に
入
り
込
ん
だ
気
持

ち
に
な
り
、
小
説
も
旅
も
楽
し
さ
が
倍
増

し
ま
す
。 

②
介
護
施
設
で
の
調
理
業
務
に
携
わ
り
最

も
や
り
が
い
を
感
じ
る
の
は
利
用
者
の
方

に
「
美
味
し
か
っ
た
」
と
声
を
か
け
て
い
た

だ
い
た
時
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
安
全
で
お

い
し
い
食
事
作
り
に
拘
り
、
提
供
で
き
る

よ
う
努
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

篠宮哲彦さん（右）と曾田管理者（左） 

 

新入職員 

紹介 

 

 

浅井
あさい

 立夫
たつお

さん 

6月 1日本採用 

配達業務 

 

長宗
ながむね

 佳子
よしこ

さん 

6月 1日採用  

調理業務 

 

堀江
ほりえ

 美恵子
み え こ

さん 

4月 1日採用 

調理業務 

 

介護職員等への処遇改善の実施状況についてのお知らせ 

 

政府は、昨年 11 月 19 日に「コロナ克服・新時代開拓のため

の経済対策」を閣議決定しました。この対策の中の「分配戦略」

の項に、公的部門での分配機能の強化策として「保育士等・幼稚

園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取

組を行うことを前提として、収入を３％程度（月額 9 千円） 引き上

げるための措置を、2022 年２月から前倒しで実施する」ことが盛

り込まれました。その後に、補正予算が確保され、介護職員へ「介護

職員処遇改善支援補助金」、障害福祉に携わる職員へ「福祉・介護

職員処遇改善臨時特例交付金」が、本年 6 月から順次交付されて

おります。 

交付に先立ち、法人としての処遇改善計画を提出しました。従来

から、処遇改善については、「見える化」が求められており、計画の

全職員への周知が義務付けられています。計画書の概要は法人の

HP にて開示していますが、新たな補助金・交付金の職員への配分

方法について、以下に説明を加えます。 

今回の補助金・交付金は、介護職員のベースアップに総額の 3分

の 2 を充てることが求められております。また、政府の指針から、

平均 9 千円程度の引き上げが目安となっているため、介護に従事

する常勤職員のベースアップ分として 9千円を配分し、その他の常

勤職員には 7 千円を配分することとしました。また、非常勤の介護

従事職員の時間給を、5 円～10 円（障害のヘルプ事業分について

は 70 円程度）引き上げることとしました。この方法で本年 2 月～

9月の 8か月分の給与の改善を図ります。そして、この配分方法に

より仮に補助金・交付金に未返納の残額が生じた場合は、調整額と

して介護従事職員に残らず配分することとします。なお、10月以降

は、介護報酬の改定等により、同様の措置が継続できるように財源

が措置される予定です。 

 


