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治療と仕事の両立は、
さまざまな制度によって支援されています。

治療を続けながら働くために、
まずは専門家にご相談ください。

治療を続けながら
働くために。
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〇
×
総
合
病
院

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

で
神
経
内
科
に

通
院
中
の
Ａ
さ
ん

彼
は
あ
る
こ
と
で

悩
み
を

抱
え
て
い
た

医
療
相
談
窓
口
か
…

―
そ
れ
で
はお

仕
事
に
つ
い
て

詳
し
く
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い

Bさん
医療ソーシャルワーカ
（MSW）

え
っ
と

そ
う
で
す
ね
…

私
の
勤
め
先
は

自
動
車
部
品

メ
ー
カ
ー
の
下
請
け

を
や
っ
て
ま
し
て

従
業
員
は
だ
い
た
い

40
人
く
ら
い
で
す

私
は
そ
こ
で

高
校
を
卒
業
し
て
以
来

30
年
間
ず
っ
と

製
造
現
場
で
金
属
を
溶
接
す
る

作
業
を
担
当
し
て
き
ま
し
た

30
年
も
…

す
ご
い
で
す
ね
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10
年
前
に

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
と

診
断
さ
れ
た
の
で
す
が

幸
い
治
療
が

功
を
奏
し
ま
し
て

こ
れ
ま
で
特
に

大
き
な
問
題
も
な
く

仕
事
を
続
け
て

こ
れ
ま
し
た

え
え
…

―
で
す
が
最
近

薬
の
効
き
が
悪
い

時
間
帯
が

出
て
き
て
し
ま
っ
て仕

事
に
も

影
響
が
出
て
き
た
の
で

投
薬
の
調
整
を
し
て
も
ら
っ
て

い
る
ん
で
す

主
治
医
の
先
生
か
ら
は

薬
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

も
う
少
し

う
ま
く
い
け
ば

効
き
の
悪
い
時
間
を

な
く
せ
る
か
も
と

言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
…

悪心

吐き気・嘔吐

食欲不振

副
作
用
も

出
て
き
て
る
の
で

正
直
こ
れ
か
ら
先

仕
事
を
続
け
ら
れ
る
の
か

不
安
で
…

…
そ
う
で
し
た
か
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私
と
し
て
は

で
き
る
だ
け

今
の
仕
事
を
続
け
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
す
が

う
ち
の
会
社
に
は

産
業
医
も

い
な
い
で
す
し

こ
れ
ま
で
あ
ま
り

話
し
て
こ
な
か
っ
た
病
気
の
こ
と
を

会
社
に
ど
う
伝
え
た
ら
い
い
か

悩
ん
で
し
ま
っ
て
…

Ｂ
さ
ん
は

ま
ず
は
治
療
費
の
こ
と
や

休
職
し
た
場
合
の

傷
病
手
当
金
の
こ
と
な
ど

経
済
的
な
点
に
つ
い
て

Ａ
さ
ん
に
詳
し
く
説
明

し
ま
し
た

い
ろ
ん
な
制
度
や

支
援
が

あ
る
ん
で
す
ね
…

体
調
の
こ
と
を

考
え
る
と

そ
う
い
っ
た
制
度
等
を

利
用
さ
れ
る
の
も

選
択
肢
の
一
つ
か
と

思
い
ま
す

ま
た
私
か
ら

主
治
医
の
先
生
に

連
絡
を
と
っ
て

ど
の
よ
う
な

仕
事
な
ら

無
理
な
く

続
け
ら
れ
る
か
を

ま
と
め
た

「
就
労
に
関
す
る
意
見
書
」
を

作
成
し
て
も
ら
い
ま
す
の
で

そ
の
内
容
と
合
わ
せ
て

会
社
に
お
伝
え
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
で
す
ね

そ
れ
が
あ
る
と

話
し
や
す
い

気
が
し
ま
す 就労に関する

意見書
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後
日

Ｃ
さ
ん

ち
ょ
っ
と

い
い
で
す

か
？

は
い

Ｃさん
Ａさんの勤務先の
人事担当者
（衛生管理者）

Ａ
さ
ん
は
Ｂ
さ
ん
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
踏
ま
え

主
治
医
か
ら
の
意
見
書
を

勤
務
先
に
持
参

担
当
者
の

Ｃ
さ
ん
に

病
気
の
こ
と
を

話
し
ま
し
た

最
初
Ｃ
さ
ん
は

初
め
て
聞
い
た

病
名
で
戸
惑
っ
て

い
ま
し
た
が

主
治
医
か
ら
の

意
見
書
を
読
み症

状
に

波
が
あ
る
こ
と

現
時
点
で
は

で
き
る
こ
と
も

今
後
は
で
き
な
く
な
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

理
解
し
ま
し
た

分
か
り
ま
し
た
…

ち
ょ
っ
と
こ
ち
ら
で

検
討
し
て
み
ま
す
ね

よ
ろ
し
く

頼
み
ま
す

―
た
だ

Ｃ
さ
ん
は
職
場
と
し
て

ど
の
よ
う
に

対
応
し
た
ら
い
い
か

分
か
ら
ず

不
安
を
覚
え
た

様
子
で
し
た
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数
日
後

Ａ
さ
ん
は
再
び

相
談
窓
口
を
訪
れＢ

さ
ん
に
Ｃ
さ
ん
の

様
子
に
つ
い
て

話
し
ま
し
た

こ
ん
に
ち
は
―

Ａ
さ
ん

そ
の
後
会
社
の
対
応
は

ど
う
で
す
か
？

病
気
に
つ
い
て
は

理
解
し
て
く
れ
た

よ
う
な
の
で
す
が

会
社
と
し
て
も

前
例
の
無
い

こ
と
な
の
で

対
応
に
困
っ
て
い
る

様
子
で
し
た

そ
う
で
す
か
…

確
か
に
…
初
め
て
の
こ
と
だ
と

何
か
ら
始
め
れ
ば
い
い
か

分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね

―
で
し
た
ら

Ｃ
さ
ん
に

産
業
保
健
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
の

個
別
調
整
支
援
事
業
を

紹
介
し
て
み
る
の
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
？

企
業
の
産
業
医
や

Ｃ
さ
ん
の
よ
う
な

衛
生
管
理
担
当
者
の

支
援
や
研
修
を
行
っ
て
い
る

機
関
で
す

そ
れ
は

い
い
で
す
ね

Ｃ
さ
ん
に

伝
え
て
み
ま
す
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Ａ
さ
ん
は
Ｃ
さ
ん
に

支
援
セ
ン
タ
ー
の

こ
と
を
伝
え
ま
し
た

こ
れ
は
…

ぜ
ひ
相
談
し
た
い

で
す
！

そ
れ
じ
ゃ
あ
Ｂ
さ
ん
に

手
続
き
を
し
て

も
ら
い
ま
す
ね

Ａ
さ
ん
か
ら

連
絡
を
う
け
た
Ｂ
さ
ん
は

支
援
セ
ン
タ
ー
に

こ
の
件
を
依
頼―

す
る
と

両
立
支
援
促
進
員
が

派
遣
さ
れ
ま
し
た

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
！

Dさん
両立支援促進員
（社会保険労務士）

Ｄ
さ
ん
は

Ａ
さ
ん
の

勤
務
先
を
訪
問
し

職
場
の
仕
事
内
容
や

就
業
規
則
を
確
認

そ
の
内
容
を
踏
ま
え
て

Ａ
さ
ん
が
将
来
的
に
は

溶
接
作
業
を
離
れ
て

管
理
や
事
務
的
な

仕
事
に
移
行
で
き
る

よ
う
に

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

し
て
い
く
よ
う
な

両
立
支
援
プ
ラ
ン
を

Ｃ
さ
ん
が
作
成
す
る
の
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
し
た
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―
そ
し
て

Ａ
さ
ん
つ
い
に

で
き
ま
し
た
よ

両
立
支
援
プ
ラ
ン

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
！

う
ち
の
よ
う
な

中
小
企
業
で
も

専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
を

受
け
て
工
夫
す
れ
ば社

員
の
皆
さ
ん
に

安
心
し
て
仕
事
を
続
け
て

も
ら
う
為
の
支
援
が

で
き
る
ん
で
す
ね

企
業
の

衛
生
管
理
者
と
し
て

今
回
の
こ
と
は
本
当
に

勉
強
に
な
り
ま
し
た

…
Ａ
さ
ん改

め
て
…

こ
れ
か
ら
も

末
永
く

よ
ろ
し
く

お
願
い

し
ま
す
！

こ
ち
ら
こ
そ

よ
ろ
し
く
！



パーキンソン病
パーキンソン病は、脳の異常のために、体の動きに障害があらわれる病気です。現在、日
本には約15万人の患者さんがいるといわれています。高齢者に多くみられる病気ですが、
若い人でも発症することがあります。何年もかけてゆっくりと進行するのが特徴です。動作
が遅くなったり、手足が震えたり、バランスが取れなくなったりします。

両立支援促進員
両立支援に取り組む事業場の支援を行うために、各産業保健総合支援センターに配置され
ています。看護師、保健師、社会保険労務士、キャリアコンサルタントなど、色々な専門性
を持っています。

両立支援プラン
事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務に

よって疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を決定し、実施する必要があります
が、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめ
た計画のことです。

産業保健総合支援センター
全国47都道府県に設置されていて、職場の健康管理への啓発を行っています。治療と仕

事の両立支援については、個別訪問支援、事業者啓発セミナー、個別調整支援、窓口での相
談対応を行っています。

漫画に登場する主な用語集

就労に関する意見書
本人の求めに応じて、主治医から事業者に対して提供される両立支援の検討に必要な情

報が記載された書類のことです。両立支援の検討に必要な情報として、事業場における治
療と職業生活の両立支援のためのガイドラインには下記の情報が記載されています。

ア 症状、治療の状況
･現在の症状
･入院や通院治療の必要性とその期間
･治療の内容、スケジュール
･通勤や業務遂行に影響を及ぼしうる症状や副作用の有無とその内容

イ 退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見

ウ 望ましい就業上の措置に関する意見
（避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等）

エ その他配慮が必要な事項に関する意見
（通院時間の確保や休憩場所の確保等）

●個別訪問支援とは

これから両立支援に取り組む企業等の依頼を受けて、両立支援促進員

（社会保険労務士、医療ソーシャルワーカー、保健師等の専門家）が事業

場を訪問し、治療と職業生活の両立支援に関する制度導入の支援や管理

監督者、社員等を対象とした意識啓発を図る教育を実施します。

●個別調整支援とは

両立支援促進員が、事業場に出向いて個別の患者（社員）に係る健康

管理について、事業者と患者（社員）の間の仕事と治療の両立に関する

調整支援を行い、両立支援プラン・職場復帰支援プランの作成を助言、

支援します。この支援は、患者（社員）又は患者（社員）から主治医の

意見書が提出された企業担当者や産業保健スタッフ等からの申出により

実施します。支援の実施に当たっては、ご本人の同意が必要になります。

医療ソーシャルワーカー
社会福祉の立場から患者さんやその家族の方々の抱える経済的・心理的・社会的問題の

解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行います。医療機関の医療相談窓口に在
籍して、患者さんからの相談対応をしていることが多いです。具体的には、

を行っています。これらの活動の中に、就労支援も含まれています。

①療養中の心理的・社会的問題の

　解決、調整援助

②退院援助

③社会復帰援助

④受診・受療援助

⑤経済的問題の解決、調整援助

⑥地域活動
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