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Part 3
職域従業員へのアプローチ・提案 編

し
て
適
切
な
頻
度
で
面
談
を
重
ね
、
事

業
に
つ
い
て
の
変
化
を
察
知
し
、
い
ち

早
く
そ
の
情
報
を
入
手
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
資
金
が
必
要
に
な
る
時
期
を
つ

か
み
、
機
を
逃
さ
ず
提
案
を
行
う
わ
け

で
あ
る
。

　

そ
の
過
程
で
、
オ
ー
ナ
ー
個
人
・
従

業
員
に
つ
い
て
も
情
報
を
収
集
し
、
自

行
庫
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
や
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
で
解
決
で
き
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

提
案
を
し
て
い
く
。
場
合
に
よ
っ
て

は
、
資
金
需
要
に
つ
な
が
ら
な
く
て

も
、
経
営
を
改
善
す
る
た
め
の
提
案
を

積
極
的
に
行
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

職
域
訪
問
の
許
可
を
得
る
場
合
も
、

考
え
方
は
同
じ
だ
。
ま
ず
は
相
手
の
事

業
に
関
心
を
持
ち
、
良
い
関
係
を
構
築

し
、
事
業
の
基
本
事
項
を
把
握
す
る
。

職
域
と
い
っ
て
も
、
相
手
の
事
業
に
ま

っ
た
く
関
心
を
持
た
ず
、
た
だ
職
域
営

業
だ
け
を
目
的
に
訪
問
し
て
も
、
大
き

な
成
果
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で

あ
ろ
う
。
職
域
は
企
業
と
の
本
流
の
取

引
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
付
随
す
る

取
引
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

　

職
域
営
業
の
究
極
的
な
目
的
は
、
経

営
者
も
含
め
た
「
従
業
員
個
々
の
取
引

の
メ
イ
ン
化
」
で
あ
る
。
口
座
開
設
に

始
ま
り
、
個
人
の
給
振
を
自
行
庫
に
指

定
し
て
も
ら
う
こ
と
で
メ
イ
ン
化
の
き

っ
か
け
を
作
り
、
そ
こ
か
ら
各
種
ロ
ー

ン
、
貯
蓄
、
資
産
形
成
、
リ
ス
ク
へ
の

備
え
、
退
職
金
運
用
、
年
金
受
給
に
至

る
ま
で
一
生
涯
に
わ
た
り
メ
イ
ン
行
庫

と
し
て
取
引
し
て
も
ら
う
顧
客
を
増
や

す
こ
と
だ
。

　

そ
れ
を
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
は
、

説
得
す
る
材
料
を
探
す
必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
「
実
態
把
握
」
が
非
常
に

重
要
な
の
で
あ
る
。

　

相
手
の
状
況
も
踏
ま
え
ず
、
単
に

「
職
域
営
業
を
し
た
い
の
で
認
め
て
く

だ
さ
い
」
と
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
も
、
成

功
の
確
率
は
か
な
り
低
い
は
ず
だ
。
相

手
の
事
業
に
関
心
も
な
く
、「
お
借
入

れ
し
ま
せ
ん
か
」
と
い
き
な
り
切
り
出

し
て
も
、
成
約
の
確
率
が
低
い
も
の
に

な
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　

で
は
、
職
域
へ
の
訪
問
を
認
め
て
も

ら
う
た
め
に
、
ど
ん
な
実
態
把
握
が
必

要
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
従
業
員

に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
詳
し
く
は
図
表

１
の
事
項
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
、
従
業
員

や
福
利
厚
生
制
度
の
実
態
を
把
握
し
た

う
え
で
、
ど
の
よ
う
に
提
案
す
れ
ば
い

い
か
を
企
業
ご
と
に
検
討
す
る
の
が
正

し
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
つ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を

見
て
ほ
し
い
（
図
表
２
）。
日
本
政
策

金
融
公
庫
総
合
研
究
所
が
２
０
１
４
年

に
実
施
し
た
「
経
営
者
の
事
業
方
針
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
中
の
「
経
営

の
課
題
」
を
聞
い
た
結
果
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
60
％
弱
の
経
営
者
が
「
人

材
の
確
保
・
育
成
」
を
課
題
と
考
え
て

い
る
。

　

大
部
分
の
中
小
企
業
は
世
間
に
知
ら

れ
て
い
な
い
。
人
材
を
募
集
し
て
も
上

場
企
業
の
よ
う
に
優
秀
な
人
材
が
多
数

応
募
し
て
く
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

だ
ろ
う
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
も
な
か
な

か
適
任
者
が
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う

し
、
人
材
派
遣
会
社
を
利
用
す
れ
ば
相

応
に
コ
ス
ト
が
か
か
る
。

　

数
少
な
い
応
募
者
の
中
か
ら
採
用
し

た
と
し
て
も
、
教
育
に
労
力
を
要
す
る

こ
と
が
多
い
。
苦
労
し
て
育
て
た
人
材

も
、
す
ぐ
に
辞
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は

元
も
子
も
な
い
。
そ
の
た
め
「
人
材
の

確
保
と
維
持
」
が
課
題
と
考
え
る
中
小

企
業
の
経
営
者
が
多
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
職
域
取
引
で
提
案
す

る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
「
御
社
の
従
業

員
の
た
め
に
な
り
、
多
少
な
り
と
も
人

材
の
確
保
や
維
持
に
つ
な
が
る
」、
そ

し
て
「
ひ
い
て
は
、
社
長
の
た
め
、
会

社
の
発
展
の
た
め
に
な
る
」
と
い
う
提

案
で
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
れ
ば
、
職
域
訪

問
を
許
可
し
て
も
ら
え
る
可
能
性
が
高

ま
る
は
ず
で
あ
る
。

日
頃
か
ら
実
態
把
握
を
行
い 

常
に
見
込
先
を
確
保
し
て
お
く

　

セ
ー
ル
ス
は
「
欲
し
く
さ
せ
る
」
こ

と
も
基
本
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
採
用
し
た
場
合
の

「
メ
リ
ッ
ト
」
と
採
用
し
な
い
こ
と
に

よ
る
「
デ
メ
リ
ッ
ト
」
を
、
相
手
の
状

況
に
応
じ
て
効
果
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
い
え
る
。

　

一
般
的
に
、
職
域
訪
問
の
メ
リ
ッ
ト

と
受
け
入
れ
な
か
っ
た
場
合
の
デ
メ
リ

ッ
ト
は
図
表
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
訪

問
先
の
状
況
を
き
ち
ん
と
把
握
し
た
う

え
で
、
こ
う
し
た
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ

ッ
ト
を
考
慮
し
て
、
ど
う
話
せ
ば
最
も

相
手
の
承
認
を
得
や
す
い
の
か
を
考
え

る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
大
切
な
の
は
、
自
分
が
受

け
持
つ
あ
ら
ゆ
る
企
業
に
つ
い
て
、
前

述
し
た
従
業
員
の
実
態
を
日
頃
か
ら
把

握
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
職
域
訪
問
を
許
可
し
て
く
れ
る
先

を
す
ぐ
に
確
保
し
た
い
と
思
っ
て
も
、

実
態
把
握
や
提
案
、
ま
た
は
社
内
承
認

な
ど
に
は
相
応
の
時
間
が
か
か
る
も
の

ー
ル
ス
に
お
い
て
最
も
重
要
な

こ
と
は
「
相
手
の
立
場
に
立

つ
」
こ
と
で
あ
る
。
法
人
オ
ー
ナ
ー
等

に
職
域
訪
問
の
許
可
を
取
り
付
け
る
際

に
も
こ
の
考
え
が
重
要
だ
。

　

単
に
「
従
業
員
へ
の
預
か
り
資
産
セ

ー
ル
ス
を
し
た
い
の
で
、
訪
問
を
認
め

て
ほ
し
い
」
と
言
う
だ
け
で
は
、
メ
イ

ン
の
親
密
な
取
引
先
を
除
き
、
許
可
を

得
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
企

業
に
よ
っ
て
、
ま
た
時
期
に
よ
っ
て
訪

問
を
認
め
る
理
由
は
違
う
は
ず
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
融
資
を
す
る
際
に
も
企

業
に
よ
っ
て
資
金
需
要
は
様
々
で
あ

り
、
資
金
需
要
の
発
生
事
由
も
時
期
に

よ
っ
て
違
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。

従
業
員
関
係
の
実
態
を
把
握
し 

課
題
解
決
型
の
提
案
を
実
施

　

融
資
営
業
に
お
い
て
は
、
渉
外
担
当

者
は
事
前
に
企
業
の
基
本
情
報
を
確
認

し
、
現
地
を
観
察
し
た
う
え
で
、
ま
ず

は
「
御
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
サ
ポ
ー
ト
の

た
め
に
来
て
い
る
」
と
い
う
印
象
を
与

え
、
関
係
者
と
良
好
な
関
係
を
築
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
関
係
を

築
い
た
う
え
で
適
切
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

行
い
、
事
業
の
実
態
を
把
握
す
る
。
そ

セ

図表１　実態把握のポイント

①従業員数・正社員とパート／アルバイ
ト人数の内訳・男女構成比・年齢構成

②職種別人数（営業・製造・経理・総務
等）・役員数・管理職数・経営者親族
人数

③採用方法・教育制度・離職率・人事面
での課題やニーズ

④福利厚生制度（社内預金・社内融資・
社員寮・退職金制度・祝い金制度・弔
慰金制度・その他）

⑤給振元請金融機関（その他取引内容・
担当者・自行庫の役職者や支店長席と
の関係・取引経緯・不満など）

⑥給振指定内容（会社指定か従業員指定
か・複数口座可能か）等

図表２　経営の課題

１．人材の確保・育成 ……………�59.2％

２．販売先の開拓 …………………�55.9％

３．既存商品・サービスの

　　質の維持 ………………………�43.7％

（複数回答可）

職域訪問を許可してもらうために
このように交渉しよう

出所：「経営者の事業方針に関するアンケー
ト」（日本政策金融公庫総合研究所・
2014年）

　社内への「出入り」を認めてもらう推
進方法を、トーク例を交え解説する。


