
憲
法
価
値
と
乖か
い
り離
し
た
職
場

「
憲
法
で
考
え
る
こ
の
国
の
か
た
ち
」「
憲
法

の
人
権
保
障
の
下
で
守
ら
れ
な
い
人
た
ち
」
と

い
う
テ
ー
マ
を
本
誌
編
集
部
か
ら
い
た
だ
き
ま

し
た
。
憲
法
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
物
事
を
考
え

る
機
会
も
な
い
こ
と
を
反
省
し
、
憲
法
条
文
を

眺
め
て
み
ま
し
た
。
個
人
の
尊
重
（
13
条
）、
法

の
下
の
平
等
（
14
条
）、
両
性
の
本
質
的
平
等

（
24
条
）、
生
存
権
（
25
条
）
な
ど
な
ど
。
門
外

漢
ゆ
え
逐
条
的
に
理
解
す
る
程
度
し
か
で
き
ま

せ
ん
が
、
日
本
の
職
場
に
目
を
転
じ
る
と
、
長

時
間
労
働
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
下
で
の
過
労
死
、

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
も
生
活
が
困
難
な
低
賃

金
や
半
失
業
状
態
、
職
場
に
お
け
る
男
女
間
の

格
差
（
よ
り
直
接
的
に
い
え
ば
女
性
に
対
す
る

差
別
）
な
ど
、
今
日
の
労
働
者
の
雇
わ
れ
方
や

働
か
さ
れ
方
が
憲
法
の
示
す
諸
価
値
か
ら
な
ん

と
離
れ
て
い
る
こ
と
か
、
と
思
い
ま
す
。
も
と

よ
り
、
憲
法
が
示
す
の
は
め
ざ
す
べ
き
理
想
像

で
す
。
国
家
権
力
の
暴
走
を
縛
る
の
と
同
様
に
、

憲
法
的
価
値
を
国
家
に
実
現
さ
せ
る
た
め
の
不

断
の
努
力
が
必
要
で
す
。
労
働
組
合
に
は
そ
の

運
動
の
牽け
ん
い
ん引

役
が
求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
は
、
民
間
部
門
よ
り
劣
る
制
度
下
に

お
か
れ
た
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
非
正
規
公

務
員
の
現
状
を
中
心
に
報
告
し
ま
す
（
参
考
文

献
な
ど
は
省
略
）。
な
お
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・

ワ
ー
カ
ー
と
し
て
コ
ロ
ナ
禍
で
注
目
を
集
め
る

彼
ら
の
き
び
し
い
状
態
は
、
い
く
つ
か
の
経
路

を
通
じ
て
民
間
に
も
波
及
し
ま
す
。
ゆ
え
に
、

官
（
公
）
と
民
の
労
組
が
一
体
と
な
っ
て
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
な
の
で
す
。

女
性
差
別
を
は
ら
み
増
大
す
る	

	

非
正
規
公
務
員

自
治
体
職
員
を
減
ら
せ
と
の
国
か
ら
の
地
方

行
政
改
革
の
圧
力
の
一
方
で
、
住
民
か
ら
の
ニ

ー
ズ
は
増
大
し
、
か
つ
、
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

正
職
員
が
減
ら
さ
れ
て
も
、
だ
れ
か
が
対
応
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
状
況
下

で
非
正
規
公
務
員
は
増
え
つ
づ
け
、
今
日
に
至

り
ま
す
。
以
下
で
述
べ
る
新
制
度
導
入
時
に
あ

わ
せ
た
最
新
の
総
務
省
調
べ
（
２
０
２
０
年
４

月
１
日
現
在
）
に
よ
れ
ば
、
非
正
規
公
務
員
の

人
数
は
１
０
０
万
人
を
超
え
て
い
ま
す
。
従
来

の
カ
ウ
ン
ト
方
法
で
あ
る
短
期
間
・
短
時
間
勤

務
者
を
除
い
て
も
、
お
よ
そ
69
・
４
万
人
で
す

憲法の示す価値から、
自治体で働く非正規公務員
のことを考えてみました。

川村雅則　北海学園大学教授
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（
図
）。
市
区
町
村
に
限
れ
ば
、
非
正
規
公
務
員

の
割
合
は
全
体
の
４
割
超
に
及
び
ま
す
。
そ
の

多
く
は
女
性
で
す
。

人
数
ベ
ー
ス
で
み
る
か
当
該
職
種
に
占
め
る

非
正
規
割
合
で
み
る
か
の
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、

子
ど
も
の
ケ
ア
に
あ
た
る
職
や
各
種
の
相
談
業

務
な
ど
女
性
向
き
と
み
な
さ
れ
て
い
る
職
で
非

正
規
公
務
員
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
年
収
は
多

く
が
２
０
０
万
円
未
満
で
す
。
つ
ま
り
、
女
性

向
き
の
仕
事
は
非
正
規
で
賃
金
も
低
く
て
よ
い
、

と
い
う
女
性
差
別
の
問
題
を
は
ら
ん
で
公
務
の

非
正
規
化
、
非
正
規
公
務
員
の
増
大
は
進
ん
で

い
ま
す
。

民
間
部
門
に
比
べ
て
劣
る	

	

公
務
の
非
正
規
制
度

さ
て
、
新
し
い
非
正
規
公
務
員
制
度
が
地
方

自
治
体
で
２
０
２
０
年
度
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま

す
。
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
と
い
う
名
称
で

す
。
こ
れ
ま
で
、
法
に
適
切
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
な
く
、
な
し
崩
し
に
増
や
さ
れ
た
上
に
、

勤
続
の
断
絶
＝
空
白
期
間
や
勤
続
期
間
の
上
限

が
自
治
体
の
裁
量
で
自
由
に
設
定
さ
れ
る
な
ど

し
て
き
た
非
正
規
公
務
員
の
雇
用
（
任
用
）
が

適
切
な
も
の
に
さ
れ
る
─
─
事
前
の
ふ
れ
こ
み

で
は
、
今
回
の
法
改
定
は
そ
う
説
明
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
…
…
。
就
活
中
の
学
生
に
相

談
さ
れ
た
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
ま
す
。

「
住
民
に
と
っ
て
大
事
な
仕
事
と
説
明
さ
れ

た
の
で
す
が
、
雇
用
条
件
は
非
正
規
で
し
た
。

勤
務
は
１
年
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
厳
格

な
能
力
実
証
が
行
わ
れ
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
を

ク
リ
ア
し
て
働
き
つ
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
も
雇
用
が
更
新
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い

よ
う
で
、
新
た
な
職
に
就
く
と
説
明
さ
れ
ま
し

た
。
い
え
、
従
事
す
る
の
は
同
じ
仕
事
で
す
。

で
も
、
新
た
な
職
だ
か
ら
と
毎
年
必
ず
１
カ
月

の
試
用
期
間
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

３
年
に
一
度
は
、
公
募
に
応
じ
て
新
規
求
職
者

と
い
っ
し
ょ
に
選
考
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
処
遇
は
低
い
で
す
。
最
近
は
均
等
待
遇
、

同
一
労
働
同
一
賃
金
と
か
聞
き
ま
す
が
、
そ
も

そ
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
職
員
よ
り
１
分
で
も
勤
務

時
間
が
短
け
れ
ば
、
別
の
処
遇
体
系
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
状

況
を
改
善
し
て
い
こ
う
に
も
、
授
業
で
習
っ
た

労
働
組
合
活
動
は
制
度
的
に
か
な
り
制
約
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
で
す
」
…
…
。

こ
う
説
明
さ
れ
た
ら
一
体
ど
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク

図　地方公共団体における正職員数及び非正規職員数の推移

注１）各年４月１日現在。
　２）非正規職員は、臨時・非常勤職員。任用期間が６カ月以上、かつ１週間当
たりの勤務時間が19時間25分（常勤職員の半分）以上の職員が対象。２０２０年
度調査では短期間・短時間勤務者も別枠でカウントされている（右端の網掛け）
出所）総務省『２０２０年地方公共団体定員管理調査結果の概要』及び
各年度の『地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査』より作成
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企
業
な
の
か
と
思
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
非
正

規
公
務
員
に
新
た
に
準
備
さ
れ
た
制
度
な
の
で

す
。
働
く
者
の
意
欲
を
萎な

え
さ
せ
る
制
度
で
す
。

21
世
紀
に
な
っ
て
20
年
。
恒
常
的
で
基
幹
的

な
仕
事
、
し
か
も
、
専
門
性
を
有
す
る
仕
事
に

従
事
す
る
非
正
規
労
働
者
た
ち
が
拡
大
す
る
中

で
、
な
ぜ
恒
常
的
な
仕
事
で
有
期
で
雇
わ
れ
つ

づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
賃
金
は

こ
ん
な
に
低
い
ま
ま
な
の
か
、
と
い
っ
た
真
っ

当
な
批
判
が
充
満
し
、
労
働
契
約
法
18
条
を
活

用
し
た
無
期
雇
用
転
換
運
動
や
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
（
旧
・
労
契
法
20
条
を

含
む
）
を
活
用
し
た
均
等
待
遇
の
取
り
組
み
に

力
が
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
は
民
間
部
門
の
非
正
規
に
限
定
さ
れ
た
話
し

で
す
。
同
じ
よ
う
な
境
遇
に
あ
り
な
が
ら
、
公

務
の
非
正
規
に
は
こ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
ま

す
（
労
契
法
や
パ
・
有
法
の
非
適
用
、
労
働
基

本
権
の
制
約
）。新
た
な
制
度
と
い
う
言
葉
の
も

つ
「
改
正
」「
刷
新
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹

に
、
い
ま
私
た
ち
の
い
る
場
所
は
ま
だ
こ
ん
な

と
こ
ろ
な
の
で
す
。

公
務
の
も
う
一
つ
の
非
正
規
化

自
治
体
業
務
の
民
営
化
や
民
間
委
託
な
ど
の

流
れ
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
コ

ス
ト
削
減
は
も
と
よ
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
営

利
化
圧
力
を
国
か
ら
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

新
制
度
下
で
労
務
管
理
の
手
間
を
煩わ
ず
らわ

し
く
思

っ
た
自
治
体
が
、
こ
れ
幸
い
と
仕
事
の
切
り
離

し
（
民
間
化
）
を
図
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

そ
の
際
に
は
コ
ス
ト
削
減
が
前
提
で
す
。
受
託

者
を
選
ぶ
一
般
競
争
入
札
制
度
が
そ
れ
を
後
押

し
ま
す
。
入
札
制
度
で
は
、
働
く
者
の
労
働
条

件
が
仕
事
を
獲
得
す
る
た
め
の
競
争
手
段
と
な

り
ま
す
。
発
注
者
と
し
て
の
責
任
を
自
治
体
に

自
覚
さ
せ
て
、
受
託
企
業
で
働
く
者
の
労
働
条

件
を
適
正
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
ね
ら
う
公
契

約
条
例
の
制
定
が
全
国
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る

背
景
に
は
、こ
う
し
た
構
図
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
現
状
で
は
、
受
託
先
の
労
働
条
件
の
実
質
的

な
決
定
者
で
あ
る
自
治
体
（
発
注
者
）
と
、受
託

先
の
労
働
者
と
の
間
に
は
雇
用
関
係
は
な
い
た

め
に
、自
治
体
は
責
任
を
回
避
で
き
ま
す
。
こ
こ

に
お
い
て
も
、
労
働
３
権
（
憲
法
28
条
）
が
空

洞
化
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

※

多
様
な
働
き
方
、
働
き
方
改
革
、
一
億
総
活

躍
、
女
性
活
躍
─
─
こ
の
間
、
政
府
与
党
か
ら

出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
若
い
人

た
ち
の
目
に
は
「
革
新
」
と
映
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
性
や
虚

妄
性
を
説
い
て
も
彼
ら
に
響
か
な
い
ど
こ
ろ
か
、

改
革
を
妨
げ
る
勢
力
と
認
識
さ
れ
る
お
そ
れ
さ

え
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
憲
法
に
記

さ
れ
た
価
値
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
そ
の
実

現
を
図
る
『
活
憲
（
五
十
嵐
仁
・
法
政
大
学
名

誉
教
授
の
言
葉
）』
の
姿
勢
こ
そ
が
労
働
組
合

に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
あ
れ
ば
、

諸
権
利
を
剥
奪
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
非
正
規
労

働
者
の
懸
命
の
立
ち
上
が
り
に
背
を
向
け
、
彼

ら
に
門
戸
を
閉
ざ
す
本
工
主
義
の
態
度
な
ど
は

論
外
で
す
。
国
の
か
た
ち
同
様
、
労
働
組
合
の

姿
勢
も
ま
た
、
憲
法
の
観
点
か
ら
問
わ
れ
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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