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し
ま
す
。
新
た
な
体
制
に
な
り
融
合
化
も
行
わ
れ
る

こ
と
か
ら
、
教
育
体
制
の
充
実
の
た
め
に
副
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
長
の
配
置
を
求
め
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
会
社
は
「
職
場
の
フ
ォ
ア
マ
ン
で
あ
る
主

務
も
い
る
こ
と
か
ら
配
置
し
な
い
」
と
い
う
回
答
に

終
始
し
ま
し
た
。

　
新
た
な
体
制
に
お
い
て
、
安
全
管
理
の
教
育
、
工

事
な
ど
公
印
が
必
要
な
手
続
き
や
福
利
厚
生
等
の
手

続
き
な
ど
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

電
気
部
門
の
在
来
線
の

効
率
的
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
体
制
の
確
立

　
保
守
業
務
を
移
管
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
こ
れ
ま

で
と
同
様
の
検
査
の
質
や
異
常
時
対
応
の
体
制
を
確

保
で
き
る
の
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

業
務
フ
ロ
ー
を
明
確
に
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、

要
員
と
業
務
量
が
適
正
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
施
策
に
よ
っ
て
、

移
管
さ
れ
る
業
務
に
つ
い
て
の
支
援
と
育
成
を
目
的

と
し
た
出
向
が
発
生
し
ま
す
が
、
そ
の
期
限
を
明
確

に
区
切
る
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ス
マ
ー
ト
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
導
入
等
に
よ
る

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
務
の
ス
リ
ム
化

　
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
装
置
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
実
施
内
容
、
実
施
時
期
が
違
う
こ
と
か
ら
、

導
入
時
点
に
お
い
て
労
使
議
論
を
行
う
こ
と
を
求
め

ま
し
た
。
会
社
は
「
全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
守
る
」

「
そ
の
時
点
で
提
起
が
あ
れ
ば
応
じ
る
」
と
い
う
姿

勢
を
崩
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
導
入
に
あ
た
っ
て
し

っ
か
り
と
し
た
試
行
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
一

致
さ
せ
ま
し
た
。
今
後
は
、
各
項
目
が
実
施
さ
れ
る

前
後
で
、
検
証
運
動
を
創
り
あ
げ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

技
術
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
業
務
の
簡
素
化

　
設
備
21
で
目
指
し
た
、
設
備
強
化
に
つ
い
て
は
殆

ど
の
項
目
に
お
い
て
１
０
０
％
の
達
成
に
は
至
っ
て

い
ま
せ
ん
。
工
事
設
計
業
務
の
見
直
し
は
、
今
回
示

さ
れ
た
項
目
だ
け
で
は
、
全
体
的
な
業
務
量
の
圧
縮

に
は
至
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
議
論
を
深
め

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
予
算
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
通
達
時
期

の
変
更
や
工
事
の
次
年
度
へ
の
繰
り
越
し
な
ど
、
現

場
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
提
起
し
ま
し
た
が
、
当
面

は
平
準
化
す
る
と
し
て
合
意
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、

職
場
現
実
を
積
み
上
げ
て
、
検
証
運
動
を
創
り
出
し

て
い
く
こ
と
が
課
題
で
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
セ
ン
タ
ー
の
効
率
的
な

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
体
制
の
確
立

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
業
務
の
効

率
化
に
関
し
て
は
、
給
電
部
門
に
お
い
て
部
外
能
力

を
活
用
し
て
、
現
行
業
務
の
サ
ポ
ー
ト
を
得
て
い
く

内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
川
崎
発
電
所
に
お

け
る
当
直
体
制
に
つ
い
て
は
、
最
大
４
台
稼
働
し
た

と
き
に
も
、
安
全
に
操
作
を
行
え
る
体
制
を
確
立
す

る
必
要
性
を
訴
え
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
会

社
は
「
こ
れ
ま
で
、
同
時
に
３
台
以
上
の
操
作
実
績

は
無
い
」「
異
常
時
に
は
自
動
停
止
す
る
機
能
を
備

え
て
い
る
」
な
ど
と
し
て
実
現
に
は
至
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
当
直
の
行
う
巡
回
業
務
の
外
注
化
に
つ
い
て

は
、
今
回
の
見
直
し
で
行
わ
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま

し
た
。

異
常
時
対
応
に
つ
い
て

　
在
来
線
に
お
け
る
Ｔ
Ｅ
Ｍ
Ｓ
へ
の
業
務
移
管
や
新

幹
線
部
門
の
見
直
し
も
含
め
て
考
え
た
時
に
、
こ
れ

ま
で
通
り
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、
新
た
な
体
制
の
中
で
各
系
統
内
で
責
任

を
持
っ
て
対
応
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
大
規
模
な
設
備
故
障
や
自
然
災
害
へ
の
対
応
時

に
、
系
統
を
超
え
て
協
力
し
て
い
く
こ
と
を
否
定
は

し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
か
な
る
時
で
あ
っ
て
も
安

全
に
関
す
る
教
育
を
受
け
な
い
で
線
路
内
に
立
ち
入

る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
在
来

線
に
お
い
て
は
、
土
日
の
保
安
要
員
体
制
を
Ｔ
Ｅ
Ｍ

Ｓ
で
は
実
施
し
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。
体
制
変
更

に
よ
っ
て
要
員
配
置
も
変
化
す
る
こ
と
か
ら
「
職
責

を
こ
え
て
一
致
協
力
す
る
」
こ
と
だ
け
が
一
人
歩
き

し
て
、
最
終
的
な
し
わ
寄
せ
が
職
場
に
押
し
つ
け
ら

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
今
施
策
の
実
施
後
に
お
い
て
も
、
職
場
現
実
が
施

策
で
目
指
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
か
、
実
際
に
担

う
職
場
の
声
を
受
け
止
め
て
検
証
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。

施策の共通認識について
・二度と死亡災害、事故を起こさないように事象を捉え返し、撲滅に向かっ

ていく。

・要員や根拠などの議論に必要なデータは地方において示し、地方議論がス

ムーズに進むようにしていく。標準数等の示し方は、これまでの地方ごと

の進め方がある。そこを変えることは考えていない。

・地方において問題が発生した場合、施策実施前に本部―本社間で鋭意議論

し課題克服を目指す。

・施策実施後においても、検証に基づく課題についての議論に対応する。

労働条件の向上に向けて
・システムチェンジやスマートメンテナンスによって、設備数量・検査数量

の削減を図り、工事の平準化などで夜間作業の削減を目指す。

・出向先におけるＪＲ出向者の夜間作業回数を年間概ね120回程度とした

2001年の議事録確認の考えは変わらない。

育成について
・在来線・新幹線それぞれに特化した教育を行う。なお、設計等の在・幹共

通部分の内容に関しては変わらない。

・融合教育のスケジュールは現場の実態を踏まえて前広に示していく。

・育成プラン途中において、在・幹交流を行うことは考えていない。

異動に関して
・本人の意思を明確にする場を確保していく。画一的に行うものではない

が、一人ひとりの希望を丁寧に把握するように努め「こんなつもりではな

かった」という社員が出ないようにしていく。その際には、真剣な話をす

ることになるので、ＴＰＯを踏まえて実施していく。

・納得しないままの人事異動を会社も望んではおらず、参考資料等も活用し

て施策の内容などを伝え、本人の不安解消に努めていく。

電気部門の新たな新幹線体制の確立について
・要員規模については、各支社が示し、地方において議論を行う。

・支社から技術センターに移管する業務は、①次年度設備投資計画と修繕計

画の案の作成、②単価契約工事の発注、③検修工事の発注。

・支社から新幹線統括本部に移管する業務は、①技術センターへの予算通

達、②研修の計画と実施、③設計確認、④審査業務。

・監督官庁、自治体等の対応は、基本的に技術センターが担当する。運輸局

や自治体等の対応において、一部拠点メンテナンスセンターが対応する。

電気部門の在来線の効率的なメンテナンス体制の確立
・設備21体制と見直し議論を経て、直轄検査の重要性は議論してきており、

直轄の保守エリアを残すという認識は今回の施策においても変わらない。

当面して認識を変える考えはない。

・検査計画に基づいて作成する検査実施計画の作成、不具合箇所の修繕計画

作成がＴＥＭＳになり、その承認は管理業務を担うメンテナンスセンター

や技術センターで行う。

・管理範囲が拡大する箇所は業務が増えることから、拡大エリアを熟知した

人の配置など、メンテナンスセンターを運営できる体制を構築していく。

業務運営に必要な要員は確保する。

・メンテナンスセンターの保守エリアの変更はしない。

・出向期間については労働協約に則り取り扱う。

・デポの位置、規模、配置する資機材、各メンテナンスセンターの配置、要

員等の細部は地方において議論する。

スマートメンテナンスの導入等によるメンテナンス業務のスリム化
・検測車モニタリングの導入までに、１年程度の試行を行い、検証と必要な

改善を行った後に本実施とする。実施後は、１年に１回実施している電車

線の至近距離検査が、３年に１回の実施となる。カメラの死角があるた

め、人による検査や測定は残る。

・ボンドモニタリング、転てつ器モニタリング（ＥＳⅡに限る）は、現行の

検査の一部として、データを活用していく。

技術センターにおける業務の簡素化について
・派遣費工事の簡素化は、他系統における取り組みも踏まえて、更なる簡素

化を検討していく。

・統合乗率の考えは残すが、変電所等で屋内外を行き来する作業で乗率の適

用が複雑になっている現実等も踏まえ、引き続き検討していく。

・旗揚げシステムは、設計者の負担軽減に資するためのシステムであり、こ

のシステム導入だけをもって要員効果を考えるものではない。システムは

開発の途中であり、導入は2022年度までの中で行う。導入に際しては組合

側にも伝える。

・通信グループの見直しにあたっては、設備実態や業務区分、議論経過が違

うことから、各交渉単位においてはそれらに踏まえた議論をしていく。

・諸元データの精度が上がっているかは現場が一番把握している。トレース

のチェックをしていく。

エネルギー管理センターの効率的なメンテナンス体制の確立
・川崎発電所当直体制見直しにあたっては、当直長の教育は準備出来次第行

っていき、体制の変更は2019年９月～10月頃を予定している。

・社外専門能力の活用については現在試行中であり、現在のところ問題ない

認識である。

・伐採に関する手続きや工事における借地折衝業務については、必要な能力

を持った会社に対して外注化を進める。

・樹木伐採の単価契約での発注は2019年度からの実施としていく。

異常時対応について
・新幹線、在来線それぞれのトラブルが発生した設備を所管する系統で対応

することが基本となる。

・建築限界内の作業は、それぞれの10条教育を受けた社員、パートナー会社

作業員があたることは変わらない。

交渉における主な確認事項


