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に
及
ば
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

こ
の
状
況
も
、
労
働
者
が
取
得
す
る
必

要
が
な
い
と
考
え
て
い
れ
ば
特
に
問
題
が

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
（
J
I
L
P
T
）
の
「
年
次

有
給
休
暇
の
取
得
に
関
す
る
調
査
」（
平

成
23
年
）
を
み
る
と
、
労
働
者
が
年
休

を
取
り
残
す
理
由
（
複
数
回
答
）
と
し

て
、
「
病
気
や
急
な
用
事
の
た
め
に
残
し

て
お
く
」、「
休
む
と
職
場
に
迷
惑
を
か
け

る
」、「
仕
事
量
が
多
す
ぎ
る
」、「
休
み
中

の
仕
事
を
引
き
継
い
で
く
れ
る
人
が
い
な

い
」、「
職
場
の
人
が
取
ら
な
い
の
で
自
分

も
取
り
に
く
い
」
こ
と
等
が
比
較
的
高
い

割
合
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
に
よ
れ

ば
、
労
働
者
が
今
以
上
に
年
休
を
取
得
す

る
必
要
が
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

結
局
、
周
知
の
事
実
と
思
わ
れ
る
が
、

　

皆
さ
ん
は
し
っ
か
り
お
休
み
（
こ
こ
で

は
年
次
有
給
休
暇
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま

す
）
を
取
っ
て
い
ま
す
か
。
休
暇
を
取
っ

て
い
る
人
で
も
、
大
型
連
休
に
あ
わ
せ
て

取
っ
て
い
て
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
人
混
み

で
、
お
休
み
の
日
の
方
が
か
え
っ
て
疲
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。

こ
の
不
況
の
さ
な
か
、
も
っ
と
休
暇
が
欲

し
い
と
は
何
事
か
、
と
い
う
人
も
い
る
か

現
在
も
、
年
休
は
あ
れ
ど
も
実
際
に
は
取

れ
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
者
は
年
休

を
十
分
に
取
っ
て
い
る
の
か
。
表
１
を
み

る
と
、
年
間
の
年
休
付
与
日
数
は
イ
ギ
リ

ス
24
・
８
日
、
ド
イ
ツ
30
日
、
フ
ラ
ン
ス

25
日
、
イ
タ
リ
ア
28
日
と
い
ず
れ
も
日

本
の
平
均
付
与
日
数
を
上
回
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
付
与
日
数
だ
け
で
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
労
働
者
が
年
休
を
十
分
に
取
っ

て
い
る
の
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
年
休
取
得
率
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
実

は
、
統
計
デ
ー
タ
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
取
得
率
が
不

明
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
年
休
は
完
全

に
取
得
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
た
め

（
そ
の
た
め
、
未
消
化
年
休
の
次
年
度
繰

越
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）、

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、

現
在
、
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
年

次
有
給
休
暇
を
十
分
に
取
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
私
た
ち

の
年
次
有
給
休
暇
は
、
十
分
な
水
準
な
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
年
休
制
度
を
参
考
に
し
て
、
日
本
の
年

休
の
現
状
を
少
し
考
え
て
み
ま
す
。

　

労
働
者
は
十
分
に
休
暇
を
取
っ
て
い
る

の
か
。
民
間
企
業
の
労
働
者
に
つ
い
て

は
、
平
成
22
年
に
企
業
が
付
与
し
た
年
休

日
数
は
、
労
働
者
１
人
平
均
17
・
９
日
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
平
均
取
得
日
数

は
８
・
５
日
で
、
取
得
率
は
47
・
１
％
で

あ
る
（
厚
生
労
働
省
「
平
成
22
年
就
労
条

件
総
合
調
査
」
）
。
ま
た
、
地
方
公
務
員

に
つ
い
て
は
、
付
与
日
数
は
基
本
的
に
は

20
日
（
人
事
院
規
則
に
な
ら
う
場
合
）

で
、
平
成
21
年
の
平
均
取
得
（
使
用
）

日
数
は
、
都
道
府
県
11
・
６
日
、
指
定
都

市
13
・
０
日
、
市
区
町
村
10
・
４
日
で
、

全
団
体
11
・
１
日
と
な
っ
て
い
る
（
総
務

省
「
平
成
21
年
度
地
方
公
共
団
体
の
勤
務

条
件
等
に
関
す
る
調
査
結
果
」）。な
お
、

国
は
12
・
８
日
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

民
間
と
比
べ
る
と
公
務
員
の
方
が
年
休
の

取
得
率
は
高
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
７
割

日
本
の
年
休
取
得
の
状
況

日
本
の
年
休
取
得
の
状
況

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
年
休
取
得
の
状
況

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
年
休
取
得
の
状
況
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年次有給休暇の使用状況の推移

表1　年間休日数比較（2009年）　　　　　　　　（単位：日）

国 週休日 週休日以
外の休日

年次有給
休暇 注

年間休日
数（計）

日本 JPN 104 15.0 17.9 136.9

イギリス GBR 104 8.0 24.8 136.8

ドイツ DEU 104 10.5 30.0 144.5

フランス FRA 104 11.0 25.0 140.0

イタリア ITA 104 11.0 28.0 143.0

資料出所　厚生労働省（2010.10）「平成 22 年就労条件総合調
査」, Eurofound（2010.7）Working time developments 2009.
　※ JILPT「データブック国際労働比較 2011」第 6-4 表抜粋

（注）日本は年次有給休暇の平均付与日数。日本以外の国は , 労
使協約で合意した年次有給休暇の平均付与日数。

資料出所　総務省（2010.12）「平成 21 年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」
表４より抜粋
注非現業の一般職に属する職員のうち、首長部局に勤務する職員で一般的には月曜日から
金曜日に勤務し、午前８時 30 分から午後５時 15 分の時間帯（それに準じた時間帯）に勤
務時間が割り振られている職員（交代制等勤務職員は除く）で、各年１月１日から 12 月
31 日まで在職した職員（当該期間に採用された職員及び退職した職員、当該期間中に育児
休業、休職した職員並びに派遣職員を除く。）について調査したものである。
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か
ら
解
放
さ
れ
自
ら
の
時
間
を
利
用
し
て

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る
な
り
、
自
己
研
鑽
す

る
な
り
、
じ
っ
く
り
休
息
す
る
な
ど
の
目

的
か
ら
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
的
の

た
め
に
は
、
法
律
で
保
障
さ
れ
た
年
休
は

原
則
完
全
消
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
や
は
り
、
日
本

の
制
度
で
は
年
休
付
与
日
数
も
少
な
く
、

消
化
率
も
低
い
と
労
働
者
に
と
っ
て
は
明

ら
か
に
よ
ろ
し
く
な
い
。
今
、
何
か
で
き

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
す
る
と
、
ま
ず
、
日
本
で
は
年
休

を
取
り
に
く
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
が
そ

れ
は
認
識
と
し
て
誤
り
で
あ
り
、
当
然
の

権
利
で
あ
る
こ
と
を
労
働
者
お
よ
び
使
用

者
が
き
ち
ん
と
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
（
こ
れ
に
不
服
が
あ
れ
ば
、
労
基
法

を
改
正
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
べ
き
で

あ
る
）。こ
の
よ
う
な
指
摘
は
絵
に
描
い
た

餅
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
案
外
、

労
働
者
同
士
で
年
休
を
取
り
に
く
い
状
況

を
作
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
少

し
ず
つ
認
識
を
改
め
る
と
い
う
の
は
有
用

と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
具
体
的
な
年
休
時
季
決
定
は
、

労
使
で
き
ち
ん
と
話
し
合
っ
て
行
う
べ
き

で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
、
労
使
の
意
見
を

き
ち
ん
と
反
映
し
た
う
え
で
の
計
画
年
休

制
度
の
利
用
が
、
年
休
取
得
率
の
向
上
に

統
計
を
取
る
必
要
が
な
い
か
ら
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
後
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
年
休

制
度
の
仕
組
み
を
踏
ま
え
る
と
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
年
休
取
得
率
は
１
０
０
％
に
か

な
り
近
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
年
休
付
与
日
数
よ
り
も
多
い
年

休
を
す
べ
て
取
得
で
き
る
の
は
ど
の
よ
う

な
仕
組
み
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

み
る
こ
と
は
日
本
の
年
休
取
得
率
向
上
に

参
考
と
な
り
う
る
。

　

な
ぜ
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
比
べ
、
こ

の
よ
う
な
違
い
が
生
ず
る
の
か
。
そ
こ

で
、
年
休
制
度
の
違
い
に
着
目
し
て
整
理

し
て
み
る
。
ま
ず
、
日
本
の
年
休
は
、
労

働
者
が
時
季
を
指
定
し
て
使
用
者
に
請
求

す
る
こ
と
で
取
得
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
労

働
者
の
年
休
の
時
季
指
定
に
対
し
、
使
用

者
が
適
法
に
時
季
変
更
権
を
行
使
し
た
場

合
に
は
、
当
該
年
休
は
取
得
で
き
な
い

（
労
基
法
39
条
）。使
用
者
の
時
季
変
更
権

行
使
は
、
労
働
者
の
時
季
指
定
を
し
た
日

の
年
休
取
得
が
、「
事
業
の
正
常
な
運
営

を
妨
げ
る
場
合
」
に
適
法
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
具
体
的
に
は
企
業
の
規
模
、
労
働

者
の
職
務
の
内
容
、
業
務
の
繁
閑
、
代
替

要
員
の
確
保
の
難
易
、
同
時
期
に
お
け
る

年
休
取
得
者
の
有
無
な
ど
を
総
合
し
て
判

断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
年
休
は
労

働
者
が
そ
の
取
得
時
季
を
決
定
す
る
も
の

で
（
自
由
年
休
）
、
い
つ
で
も
好
き
な
と

き
に
年
休
を
取
得
で
き
る
と
い
う
仕
組
み

と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
上
記
の
様
々
な

理
由
か
ら
年
休
を
取
り
に
く
か
っ
た
り
、

使
用
者
が
時
季
変
更
権
を
行
使
し
た
場
合

に
、
上
記
の
よ
う
な
判
断
方
法
で
は
労
働

者
と
し
て
は
そ
の
変
更
が
適
法
か
ど
う
か

わ
か
り
に
く
く
、
年
休
取
得
を
強
行
す
る

こ
と
が
非
常
に
難
し
か
っ
た
り
す
る
な

ど
、
実
際
に
は
さ
ほ
ど
自
由
に
年
休
を
取

得
で
き
る
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
。

　

他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
年
休
制
度
で

は
、
使
用
者
が
、
労
働
者
の
希
望
を
配
慮

し
て
（
従
業
員
代
表
の
意
見
聴
取
や
同
意

の
も
と
で
）
年
休
の
時
季
を
決
定
す
る
。

年
休
時
季
を
労
働
者
で
は
な
く
使
用
者
が

決
定
す
る
と
い
う
点
で
、
日
本
と
は
大
き

く
異
な
る
。
ま
た
、
年
休
付
与
日
数
の
う

ち
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
原
則
と

し
て
12
日
以
上
の
連
続
付
与
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
お
り
、
長
期
休
暇
が
取
り
や
す
い

状
況
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ

で
は
、
使
用
者
は
労
働
者
の
希
望
を
考
慮

し
て
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
法

律
で
保
障
さ
れ
て
い
る
年
休
付
与
日
数
は

最
低
24
日
（
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）
と
さ

れ
、
労
働
者
は
そ
の
う
ち
12
日
以
上
の
連

続
休
暇
請
求
権
を
有
す
る
（
連
邦
休
暇
法

７
条
）。な
お
、
具
体
的
な
年
休
の
付
与
方

法
と
し
て
は
、
使
用
者
と
労
働
組
合
な
い

し
従
業
員
代
表
と
が
話
し
合
い
を
し
て
労

働
者
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
計
画
的
に
年

休
付
与
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
年
休
制
度
を
比

較
す
る
と
、
年
休
を
好
き
な
と
き
に
取
得

で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
日
本
の
制
度
が

よ
り
妥
当
と
い
え
る
。
な
お
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
労
働
者
の
意
見
を
反
映
す
る
シ
ス

テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、
労
働
者

が
無
理
矢
理
年
休
を
取
ら
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
は
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
法
定
の
（
な
い
し

労
働
協
約
で
定
め
ら
れ
た
）
年
休
を
よ
り

多
く
取
得
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
使
用

者
に
年
休
時
季
の
決
定
権
を
与
え
、
そ
の

付
与
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
制
度
が
よ
り
妥
当
と
い
え
る
。

　

結
局
、
い
ず
れ
の
年
休
制
度
が
よ
り
よ

い
も
の
か
と
い
う
評
価
は
、
年
休
を
自
由

に
取
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
価
値
を
見

い
だ
す
か
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
た
年
休

を
す
べ
て
取
得
し
や
す
い
制
度
で
あ
る
こ

と
に
価
値
を
見
い
だ
す
か
に
よ
り
異
な
っ

て
く
る
。
し
か
し
、
日
本
の
実
態
を
み
る

と
、
特
徴
で
あ
る
は
ず
の
自
由
年
休
は
さ

ほ
ど
自
由
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
と

い
え
る
た
め
、
年
休
が
完
全
に
取
得
さ
れ

る
よ
う
な
制
度
の
方
が
よ
り
よ
い
と
は
考

え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
簡
単
に
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

年
休
制
度
の
違
い
を
み
て
き
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
年
休
制
度
は
日
本
と
大
き
く
異

な
る
た
め
、
直
ち
に
参
考
に
し
が
た
い
と

思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
年
休
は
労
働
者
の
権
利
で
あ
り
、
そ

れ
は
当
然
に
年
次
の
う
ち
に
取
得
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
使
用
者

は
労
働
者
に
年
休
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
際
、
必
ず
労
働
者
の
意
見
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、

年
休
時
季
の
決
定
（
年
休
付
与
日
数
も
そ

う
だ
が
）
に
は
労
働
組
合
や
従
業
員
代
表

の
関
与
が
必
要
と
な
る
こ
と
な
ど
が
年
休

制
度
を
機
能
さ
せ
る
要
素
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
、
日
本
の
年
休
制
度
の
運
用
に
お

い
て
意
識
さ
れ
る
べ
き
点
と
い
え
る
。

　

そ
も
そ
も
、
年
休
権
は
、
労
働
者
の
疲

労
回
復
・
健
康
確
保
だ
け
で
な
く
、
労
働

担当科目は労働法・
社会保障法
現在の研究テーマ
は「労働者の引退
過程の法と政策」

やまかわ　かずよし
山川　和義

三重短期大学　
法経科　准教授

プロフィール

年
休
制
度
の
違
い

年
休
制
度
の
違
い

も
っ
と
お
休
み
を
取
る
た
め
に

も
っ
と
お
休
み
を
取
る
た
め
に
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厚
生
労
働
省
が
公
表
し
て
い
る
「
患
者

調
査
」
に
よ
る
と
、
治
療
中
の
メ
ン
タ
ル

疾
患
（
う
つ
病
等
）
総
患
者
数
は
全
国
で

１
０
０
万
人
を
突
破
し
て
い
ま
す
。
中
で

も
深
刻
な
問
題
は
、
平
成
10
年
か
ら
13
年

連
続
し
て
３
万
人
を
突
破
し
て
い
る
自
殺

者
の
う
ち
、
遺
書
な
ど
に
よ
り
動
機
が
特

定
で
き
た
約
半
数
が
、
う
つ
病
な
ど
の
健

康
問
題
を
苦
に
自
ら
命
を
絶
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。

　

ま
た
、
一
生
の
う
ち
で
何
ら
か
の
メ
ン

タ
ル
不
調
の
状
態
に
な
る
可
能
性
は
、
日

本
人
で
約
15
％
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と

や
、
厚
生
労
働
省
が
今
ま
で
『
４
大
疾

病
』
と
し
て
き
た
「
が
ん
」
「
脳
卒
中
」

「
急
性
心
筋
梗
塞
」
「
糖
尿
病
」
に
「
精

神
疾
患
」
を
加
え
る
方
針
を
示
し
た
こ
と

か
ら
、
生
活
環
境
に
よ
っ
て
は
誰
も
が
起

こ
り
う
る
国
民
病
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
昔
前
ま
で
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル

不
調
と
い
え
ば
、
統
合
失
調
症
や
ア
ル

コ
ー
ル
依
存
症
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、

最
近
は
う
つ
病
が
相
対
的
に
増
え
て
い
ま

す
。
う
つ
病
は
過
度
な
ス
ト
レ
ス
を
受
け

る
こ
と
が
主
な
原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
未
だ
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が

多
い
よ
う
で
す
。
た
だ
、
う
つ
病
に
は
不

眠
が
伴
い
、
不
眠
の
人
は
う
つ
病
に
な
る

と
い
っ
た
傾
向
に
あ
り
、
う
つ
病
患
者
の

約
９
割
が
睡
眠
障
害
を
伴
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
復
元

力
を
高
め
る
た
め
に
も
、
普
段
か
ら
十
分

な
休
息
と
睡
眠
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
が

大
事
な
こ
と
で
す
。
一
般
的
に
最
適
な
睡

眠
時
間
は
６
～
７
時
間
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
心
身
と
も
に
疲
労
状
態
に
あ
る

の
に
眠
れ
な
い
、
逆
に
い
く
ら
寝
て
も
寝

足
り
な
い
場
合
は
早
急
な
生
活
改
善
が
必

要
で
す
。

　

ま
た
、
適
度
な
運
動
も
ス
ト
レ
ス
に
有

効
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
格
的
な
運
動
を

す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
毎
日
、
数
分
間

の
ス
ト
レ
ッ
チ
や
散
歩
な
ど
、
日
常
生
活

に
負
担
の
な
い
程
度
に
始
め
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

は
求
め
ら
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
を
日

本
に
導
入
す
る
と
い
う
考
え
も
あ
り
う
る

が
、
そ
れ
が
機
能
す
る
に
は
労
働
者
の
意

見
を
反
映
す
る
団
体
で
あ
る
労
働
組
合
の

強
化
や
従
業
員
代
表
制
度
の
整
備
が
必
要

と
思
わ
れ
、
な
か
な
か
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

結
局
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
を
み
る

と
、
日
本
で
は
も
っ
と
お
休
み
が
ほ
し
い

と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
し
っ
か
り

休
ん
で
、
仕
事
に
備
え
る
と
。
し
か
し
、

毎
日
の
労
働
時
間
が
長
け
れ
ば
、
年
休
を

取
っ
て
も
日
頃
の
疲
れ
を
と
る
の
で
精
一

杯
で
、
な
か
な
か
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
や
趣
味

の
時
間
に
は
使
い
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
働
き
な
が
ら
自
分
の
時
間
を
う
ま
く

確
保
す
る
に
は
、
も
ち
ろ
ん
年
休
だ
け
で

な
く
、
労
働
時
間
の
規
制
（
法
定
労
働
時

間
、
残
業
規
制
な
ど
）
も
き
ち
ん
と
見
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
に
お
い
て

も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
は
参
考
に
な
る

（
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
労
働
時
間
は
短

く
、
時
間
外
労
働
は
非
常
に
少
な
い
）
の

で
す
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ま
た
別
の
機
会
に
お
伝
え
で
き
た
ら

と
思
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
半
数

以
上
の
労
働
者
が
職
業
生
活
に
お
い
て
、

ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
い
ま
す
。
中
で
も
職

場
ス
ト
レ
ス
の
要
因
は
「
人
間
関
係
」

「
仕
事
の
質
」
「
仕
事
の
量
」
が
大
部
分

を
占
め
て
い
ま
す
。
職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
対
策
の
基
本
は
予
防
で
す
。
普
段
か

ら
、
仕
事
や
人
間
関
係
を
原
因
と
す
る
メ

ン
タ
ル
不
調
を
発
症
さ
せ
な
い
職
場
づ
く

り
に
取
り
組
み
、
健
康
で
快
適
な
職
場
環

境
を
確
保
す
る
こ
と
が
早
急
な
課
題
で

す
。

　

そ
こ
で
、
職
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例

の
一
つ
に
健
康
診
断
の
検
査
項
目
に
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
を
加
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
年
に
１
度
の
健

康
診
断
で
は
真
の
メ
ン
タ
ル
不
調
を
見
つ

け
出
す
の
は
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
症
状
に
つ
い
て
も
個
々
に
よ
り
様
々

で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
も
あ
り
ま

す
。
健
康
診
断
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
部

分
は
、
産
業
医
や
保
健
師
を
活
用
し
て
定

期
的
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
な
ど
、

メ
ン
タ
ル
不
調
を
早
期
に
発
見
す
る
検
査

体
制
を
作
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

職
場
に
お
け
る

　
　
　
　

 

へ
の

対
応
が
避
け
ら
れ
な
い
状
況
で
す

メ
ン
タ
ル
不
調

わ
が
国
を
取
り
巻
く
状
況

ま
ず
は
生
活
習
慣
の
改
善
か
ら

職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

　
気
分
が
落
ち
込
み
職
場
に
出
勤
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
職
員
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
地
方
自
治
体
の
職
場
に
お
い
て
も
、
高
度
情
報
化
に
よ
る
職
場
環
境
の
変
化
、
市
町
村
合

併
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
等
に
よ
り
、
個
々
の
負
担
も
増
加
傾
向
に
あ
り
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

自殺の動機

経済・
生活問題

22%

健康問題

48%
家庭問題
13%

学校問題 1%
その他　５%

男女問題3%
勤務問題8%

（注）
遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を
自殺者一人につき３つまで計上。
出所:警察庁「平成２２年中における自殺の概要資料」よりグラフ作成

こ
れ
か
ら
の
働
き
方
を
考
え
る
素
材

こ
れ
か
ら
の
働
き
方
を
考
え
る
素
材
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当
セ
ン
タ
ー
で
は
研
究
事
業
の
一
環
と

し
て
数
年
前
よ
り
「
職
場
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
対
策
」
を
行
っ
て
お
り
、
年
に
１
回

程
度
、
各
職
場
の
担
当
者
を
集
め
て
講
演

や
講
習
と
い
う
形
で
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。

　

今
年
度
は
そ
の
対
象
を
広
く
職
場
の

方
々
に
行
き
届
く
よ
う
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
研
修
用
ビ
デ
オ
を
当
セ
ン
タ
ー
で
用

意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
内
容
に
つ

い
て
は
、
長
期
休
職
か
ら
職
場
に
復
帰
を

し
て
き
た
職
員
に
対
し
、
管
理
職
を
含
め

た
周
り
の
職
員
が
ど
の
よ
う
に
接
す
れ
ば

よ
い
の
か
等
、
こ
れ
か
ら
の
職
場
づ
く
り

に
参
考
と
な
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
是
非
と
も
職
員
研
修
等
で
の
活
用

を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

（
主
任
研
究
員　

小
林
久
晃
）

  メンタルヘルスビデオの活用について  
　職場のメンタルヘルス対策については、個人の心の
問題ではなく職場全体で同僚の変化に気付き、意識
を変えることが非常に重要です。
　当センターでは、下記のビデオを用意しております。
職員研修等での活用をお考えの際は、気軽にお問い
合わせください。
　　 『こうすればできる！職場復帰　
  　   －受け入れる職場の心得－』（DVD・21 分）

【内容】長期休職後、職場復帰してきた人の病気が再
発してしまうのは何故か？再び休職してしまう事例を通
して、再発しない職場復帰のあり方を示します。

　

職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

に
は
管
理
職
の
存
在
が
重
要
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
普
段
か
ら
深
刻
な
事
態
に
陥

ら
な
い
た
め
に
、
部
下
の
メ
ン
タ
ル
不
調

を
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

人
間
は
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
と
、
「
耐
え

る
」
「
か
わ
す
」
「
吐
き
出
す
」
等
の
行

動
を
選
択
し
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る

と
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
不
調
の
症
状

が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
具
体
的
な
行
動
と
し

て
は
、
遅
刻
、
欠
勤
、
ミ
ス
の
増
加
、
情

緒
不
安
定
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
サ
イ

ン
を
見
逃
さ
ず
に
発
見
し
た
ら
す
ぐ
に
対

応
す
る
こ
と
が
管
理
職
に
は
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

今
ま
で
は
、
個
人
へ
の
支
援
中
心
で
メ

ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
を
行
な
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
常
に
部
下
の
健
康
管
理

に
配
慮
で
き
る
よ
う
な
管
理
体
制
を
整
え

る
た
め
に
、
管
理
職
向
け
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
研
修
を
行
う
な
ど
、
ま
ず
は
管
理
職

の
意
識
改
革
が
重
要
で
す
。
そ
し
て
職
場

全
体
の
意
識
改
善
に
努
め
る
こ
と
が
管
理

職
の
責
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
う
つ
病
を
代
表
と
す
る
メ
ン
タ

ル
不
調
は
再
発
率
の
高
さ
が
特
徴
で
す
。

初
め
て
う
つ
病
に
な
っ
た
人
の
約
半
数
が

再
発
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
改
善
し

て
き
た
か
ら
と
い
っ
て
早
期
に
職
場
復
帰

す
る
と
、
再
発
、
慢
性
化
す
る
危
険
性
が

増
す
の
で
、
し
っ
か
り
と
治
療
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
職
場

全
体
の
理
解
を
深
め
て
お
く
こ
と
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

キ
�
パ
�
ソ
ン
は
管
理
職

当
セ
ン
タ
�
の
研
究
事
業
に
つ
い
て

有川　浩 著／角川書店

　本著は小説である。しかも史上初、恋する観光小説である。
でも高知県庁には「おもてなし課」が実在する。そして作者
の有川さんはれっきとした高知県観光特使である。
　作者は『フリーター、家を買う』『阪急電車』などの原作者
としても知られる人気作家であるが、小説を書くことが観光特
使として一番貢献できるとして、この作品を執筆することにし
たのだとか。内容は執筆前に県庁の担当課の方に宣言したよ
うに、有川さんが特使として感じたことを、それこそ「ギッタ
ギタ」に書いている。行政と民間企業に流れる時間感覚の差
や、様々なお役所ルールについては、自分にも身に覚えがあっ
て心苦しい。
　しかし、一朝一夕では変えられないお役所の中で、どのよう
な立ち回り、どのような気概をもって取り組むべきかという点
について、本書の中の登場人物から語られる言葉で、作者の
想いを読み取ることができる。また高知の観光について様々
な情報が織り交ぜられており、本著を読むだけで高知のガイド
ブックを読んだような気持ちになる。そしてさすが人気作家、
なにより小説として面白い。
　行政の現場を舞台にした小説なので、感情移入も非常にし

やすい。ヒロインとなる臨時職員や先輩
職員などは、自分の職場環境に置き換
えれば容易に顔が浮かぶのではないだろ
うか。
　巻末には作者と高知県おもてなし課
職員による鼎談が収録されている。高知県だけでなく、日本
の地域活性化について大いに語り合っており、ここを読むだけ
でも楽しいかもしれない。
　ある地域の成功例を、自分の地域に当てはめても成功する
とは限らない。それは地域のもつ強みや特性が違うからであっ
て、高知県には高知県の、三重県には三重県にあった地域活
性化戦略があるはずなのだ。それでも他の事例から取り入れ
られるエッセンスは何かしらあるだろう。本書を読んだあとに、
三重県の観光戦略について考えてみるのもいいかもしれない。
ちなみに「みえの国観光大使」も錚々たる顔ぶれである。
　当センターでも、引き続き地域活性化や地域づくりを主要
な研究テーマの一つとして取り組んでいきたいと考えている。

（特別研究員　森川和敏）

『県庁おもてなし課』


