
「
第
２
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」 

と
し
て
の
求
職
者
支
援
制
度

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は
雇
用
調
整
助
成
金（
以
下
、

雇
調
金
）の
特
例
措
置（
新
型
コ
ロ
ナ
特
例
）が
大
規

模
に
発
動
さ
れ
て
お
り
、
同
措
置
が
一
定
程
度
、
失

業
の
「
流
入
」
を
防
い
で
き
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な

い
。
た
だ
、
雇
調
金
が
、
本
来
な
ら
ば
市
場
か
ら
退

出
し
て
し
か
る
べ
き
企
業
を
延
命
さ
せ
る
こ
と
で
、

産
業
の
新
陳
代
謝
を
妨
げ
て
い
る
と
の
懸
念
も
日
増

し
に
高
ま
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
は
雇
調
金
を
大
幅
に

縮
小
し
て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
一
時
的
に
は
企
業

の
倒
産
は
増
え
、
そ
れ
に
伴
っ
て
失
業
者
も
増
え
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
失
業
し
た
際

の
就
労
支
援
や
失
業
期
間
中
の
生
活
を
支
え
る
失
業

給
付
と
い
っ
た
、
失
業
か
ら
の
「
退
出
」
を
助
け
る

施
策
の
出
番
と
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
失
業
給
付
は
、
非
正
規
雇
用
が
受

給
し
に
く
い
と
い
う
構
造
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

非
正
規
雇
用
は
就
業
が
短
時
間
・
短
期
間
に
な
り
が

ち
で
あ
り
、
保
険
料
の
拠
出
を
前
提
と
し
て
給
付
を

す
る
社
会
保
険
で
は
十
分
な
給
付
を
行
い
に
く
い
か

ら
だ
。
従
っ
て
、
非
正
規
雇
用
に
も
安
全
網
を
提
供

す
る
に
は
、
保
険
料
の
拠
出
を
条
件
と
せ
ず
に
給
付

が
行
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
保
険

料
の
拠
出
と
給
付
の
対
応
関
係
を
弱
め
た
仕
組
み
が

必
要
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
発
想
の
も
と
に
、
２
０
１
１
年
11
月

か
ら
導
入
さ
れ
た
の
が
求
職
者
支
援
制
度
で
あ
る
。

求
職
者
支
援
制
度
と
は
、
学
卒
未
就
業
者
等
の
雇
用

保
険
が
そ
も
そ
も
適
用
さ
れ
な
い
者
や
、
再
就
職
で

き
な
い
ま
ま
雇
用
保
険
の
支
給
が
終
了
し
て
し
ま
っ

た
者
、
雇
用
保
険
の
加
入
期
間
が
足
り
ず
に
受
給
資

格
が
な
い
者
等
を
対
象
に
、
民
間
の
教
育
訓
練
機
関

が
実
施
す
る
「
求
職
者
支
援
訓
練
」
と
い
う
職
業
訓

練
を
無
料
で
受
講
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
制
度
で

あ
る
。
収
入
・
資
産
な
ど
が
一
定
額
を
下
回
る
場
合

に
は
、
訓
練
期
間
中
に
月
10
万
円
の
給
付
金（
職
業
訓

練
受
講
給
付
金
）を
受
給
す
る
こ
と
も
で
き
る
。「
第

１
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」
で
あ
る
雇
用
保
険
か
ら

漏
れ
落
ち
た
人
々
の
た
め
の
安
全
網
と
い
う
こ
と
で
、

「
第
２
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

求
職
者
支
援
制
度
は
、
原
理
的
に
は
、
ギ
グ
ワ
ー

カ
ー（
単
発
・
一
時
的
な
仕
事
を
請
け
負
っ
て
働
く

人
）と
い
っ
た
新
た
な
働
き
方
の
拡
大
に
も
有
効
だ
。

近
年
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
形
で
働
く
者
が
増

え
る
に
つ
れ
、
彼
ら
へ
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の

必
要
性
が
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

雇
用
保
険
の
適
用
を
拡
大
す
る
形
で
の
救
済
も
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
現
状
の
非
正
規
雇
用
と
同
じ

よ
う
に
、
雇
用
保
険
が
適
用
さ
れ
て
も
、
結
局
は
受

給
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ

よ
り
も
、
求
職
者
支
援
制
度
の
よ
う
な
仕
組
み
を
活

用
す
る
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

求
職
者
支
援
制
度
の
利
用
が
低
調
な
理
由

　

し
か
し
、
こ
の
求
職
者
支
援
制
度
は
、
実
の
と
こ

法
政
大
学
経
済
学
部
教
授

酒さかい
井 

正ただし

あ
ら
た
め
て
雇
用
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
考
え
る
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特集 ポストコロナに向けて、
労使協働で持続的成長に結びつくSociety 5.0の実現

ろ
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
求
職
者
支
援
訓
練

の
受
講
者
数
は
、
労
働
市
場
が
堅
調
だ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
前
ま
で
減
り
続
け
て
い
た
。
そ
の

後
、
コ
ロ
ナ
禍
の
２
０
２
０
年
後
半
に
は
、
前
年
同

月
比
で
増
加
に
転
じ
た
も
の
の
、
２
０
２
０
年
度
の

受
講
者
数
は
約
２
万
４
０
０
０
人
と
未
だ
決
し
て
多

く
な
い
。
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
の
受
給
者
数
も
１

万
人
程
度
だ
。

　

厚
生
労
働
省
も
、
求
職
者
支
援
制
度
の
利
用
が
低

調
な
理
由
を
分
析
し
て
い
る
。
労
働
政
策
審
議
会
雇

用
保
険
部
会
の
資
料
に
紹
介
さ
れ
た
、
求
職
者
支
援

訓
練
の
受
講
に
至
ら
な
か
っ
た
事
例
は
示
唆
に
富
む

（
図
表
）。
そ
こ
に
は
、
配
偶
者
や
親
の
収
入
の
存
在

に
よ
っ
て
世
帯
収
入
の
要
件
が
満
た
せ
ず
に
、
給
付

金
を
受
け
ら
れ
な
い
た
め
に
受
講
も
断
念
す
る
と
い

う
ケ
ー
ス
や
、
母
子
家
庭
な
ど
で
子
ど
も
の
世
話
を

す
る
必
要
か
ら
、
欠
席
せ
ず
に
訓
練
に
通
う
こ
と
が

難
し
い
た
め
に
受
講
を
断
念
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
受
け
て
、
厚
生
労
働
省
は
、
職
業
訓
練
受

講
給
付
金
の
本
人
収
入
要
件
お
よ
び
世
帯
収
入
要
件

を
大
き
く
緩
和
し
、
欠
席
に
つ
い
て
も
理
由
に
よ
ら

ず
訓
練
実
施
日
の
２
割
ま
で
認
め
る
と
い
っ
た
措
置

を
打
ち
出
し
た
。

　

ま
た
、「
早
期
の
再
就
職
を
希

望
す
る
が
故
に
訓
練
は
受
講
し
な

い
」
と
い
っ
た
回
答
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
も
、「
２
カ
月
以

上
」
と
さ
れ
て
い
た
訓
練
期
間
を

「
２
週
間
以
上
」
に
変
更
す
る
措

置
が
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

訓
練
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
で
、

訓
練
の
質
が
下
が
っ
て
し
ま
っ
て

は
本
末
転
倒
だ
。
以
上
の
い
ず
れ

の
緩
和
措
置
に
つ
い
て
も
、
訓
練

の
中
退
率
や
就
職
率
等
を
不
断
に

モ
ニ
タ
ー
し
、
効
果
が
見
ら
れ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
即
座
に
元
に

戻
す
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。

ほ
こ
ろ
び
の
な
い 

安
全
網
に
す
る
た
め
に

　

だ
が
、
同
資
料
で
さ
ら
に
興
味

深
い
の
は
、「
同
じ
仕
事
や
同
じ
業

種
の
仕
事
に
就
き
た
い
た
め
に
訓

練
は
受
講
し
な
い
」
と
い
っ
た
理
由
も
見
ら
れ
る
こ

と
だ
。
職
業
訓
練
を
経
ず
に
、
こ
れ
ま
で
の
仕
事
で

培
っ
た
経
験
や
ス
キ
ル
に
関
連
す
る
仕
事
を
見
つ
け

て
再
就
職
し
た
い
と
考
え
て
い
る
者
は
少
な
く
な
い

は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
も
求
職
期
間
中
の

所
得
保
障
は
必
要
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
現
行
で
は

あ
く
ま
で
職
業
訓
練
受
講
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
同

制
度
を
、
将
来
的
に
は
、
よ
り
広
範
な
離
職
求
職
者

を
対
象
と
し
て
所
得
保
障
を
行
う
仕
組
み
に
変
え
て

い
く
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

　

或
い
は
、
職
業
訓
練
と
し
て
は
、
他
業
種
等
へ
の

転
職
を
目
的
と
せ
ず
、
同
一
業
種
・
同
一
企
業
内
で

の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
手
段
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と

も
、
自
律
的
な
就
労
を
実
現
す
る
う
え
で
重
要
に
な

ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
今
般
の
措
置
と
し
て
、
転
職

を
目
指
さ
な
い
者
も
対
象
に
加
え
る
こ
と
を
打
ち
出

し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

　

今
後
、
求
職
者
支
援
制
度
を
広
く
普
及
し
て
い
く

に
当
た
っ
て
、
そ
の
基
盤
と
な
る
財
源
の
問
題
も
あ

る
。
同
制
度
に
係
る
費
用
の
う
ち
、
一
般
財
源
は
現
状

で
５
％
に
す
ぎ
な
い
。一
般
財
源
に
よ
っ
て
制
度
を
運

営
す
れ
ば
、使
途
等
を
巡
っ
て
説
明
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
範
囲
が
広
が
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、

被
保
険
者
か
ら
徴
収
さ
れ
た
雇
用
保
険
料
を
本
来
の

雇
用
保
険
の
枠
外
に
投
じ
る
こ
と
は
、
社
会
保
険
と

し
て
の
性
質
に
ひ
ず
み
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
。

国
庫
負
担
割
合
の
引
き
上
げ
が
求
め
ら
れ
る（
注
）。

　

雇
用
調
整
助
成
金
の
よ
う
な
即
効
性
の
あ
る
施
策

と
異
な
り
、
職
業
訓
練
や
就
労
支
援
の
効
果
が
表
れ

る
の
に
は
時
間
が
か
か
り
が
ち
だ
。
今
後
、
求
職
者

支
援
制
度
を
育
て
て
い
く
息
の
長
い
取
り
組
み
が
必

要
だ
。

（早期就職を希望）
・�早く就職したいので、訓練の受講は考えていない。
（収入要件がネック）
・�同居家族の収入により給付金を受給できない。無収入で数カ月通学する
のは厳しく、就職を優先。

・�中退予定の大学生。訓練の受講を希望するが、親の収入により給付金を
受給できない。中退して訓練を受講する間の生活費の負担を両親に求め
られず、訓練を断念。

（出席要件がネック）
・�子どもの急病時や学校行事で休む必要があり、毎日授業のある訓練を受
講するのは難しい。
・�母子家庭の母。中学生の子の育児で急な対応を要することがあり、毎日
訓練を受けることは難しい。

（同業同職種での就職を希望）
・�経験を活かして再就職したいので、他職種への転職を前提とした訓練は
考えていない。

・�飲食店勤務。シフトが減って生活は苦しいが、今の仕事を続けたい。業況
が回復するまで兼業する仕事を探しており、訓練を受けて転職するつも
りはない。

・�現在の職種の業況が改善したら同じ職種で働きたい。それまでのつなぎ
の仕事を探しており、訓練を受けて他の職種で再就職するつもりはない。

図表　求職者支援訓練の受講に至らなかった事由の例

出所：�労働政策審議会（職業安定分科会雇用保険部会）第156回資料・第158回資料から筆者
が抜粋・整理

（注）この点に関して、2022年１月にまとまった雇用保険部会報告は、
国庫負担を本則（５割）の55％とすることを提示している
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