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地方公務員制度と国家公務員制度との違いについて

○共通点

地方公務員制度の基本法である地方公務員法（以下「地公法」という ）。

においては、近代的公務員制度の原則である能力実証による任用など人事行

政の根本基準について、基本的に国家公務員制度に準じた内容が定められて

いる。

○主な相違点

第一 地公法は、人事行政の具体的実施に係るものは条例・規則等により地

。 、 、方公共団体の自主的な決定に委ねている なお 一定の事項については

国家公務員等との均衡を求める趣旨の規定が置かれている。

一方、国家公務員法（以下「国公法」という ）は、同様の細目につ。

いて人事院規則に委ねている。

第二 人事委員会・公平委員会は、 人事院と同様の第中立第三者機関である

三者的人事行政機関であるが、人事院とは権能の点等で違いがある。

第三 一般職の地方公務員には特定の条項を除き、労働基準法、労働安全衛

生法等が適用されている（地公法第５８条第３項）のに対し、一般職の

国家公務員についてはこれらの法律の適用が排除されている（国公法附

則第１６条 。）
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一般職公務員

任 免 給 与 分 限 服務・懲戒

非現業地方公 ・地公法 ・条例等 ・地公法 ・地公法

務員

うち教育職員 ・地公法 ・条例等 ・地公法 ・地公法

・教特法 ・人確法 ・教特法 ・教特法

・地教行法 ・給特法 ・地教行法 ・地教行法

うち警察職員 ・地公法 ・条例等 ・地公法 ・地公法

・警察法 ・警察法 ・警察法

うち消防職員 ・地公法 ・条例等 ・地公法 ・地公法

・消組法 ・消組法 ・消組法

企業職員 ・地公法 ・企業管理規程 ・地公法 ・地公法

・地公企法 （条例で種類及び ・地公企法 ・地公企法

・地公労法 基準を定める） ・地公労法 ・地公労法

単純労務職員 ・地公法 ・規則等（条例で ・地公法 ・地公法

・地公企法 種類及び基準を定 ・地公企法 ・地公企法

・地公労法 める） ・地公労法 ・地公労法

特定地方独立 ・地公法 ・規程等 ・地公法 ・地公法

行政法人の職 ・地方独法法 ・地方独法法 ・地方独法法

員 ・地公労法

（ 平成19年度地方公共団体定員管理調査（総務省 ）職員数 約 2,951,000人 「 ）」

☆ 法律の略称について

地公法：地方公務員法

教特法：教育公務員特例法

地教行法：地方教育行政の組織及び運営に関する法律

人確法：学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関

する特別措置法

給特法：公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

消組法：消防組織法

地公企法：地方公営企業法

地公労法：地方公営企業等の労働関係に関する法律

地方独法法：地方独立行政法人法

注）一般職地方公務員については、労働基準法等の規定が適用される（一部適用除外 。）
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特別職公務員

任 免 給 与

特別職地方公務員 ・各法律において個別に規定 ・条例 等

＜参考＞主な特別職地方公務員に関する法制

任 免 給 与

議員 ・地方自治法 ・条例

・公職選挙法

知事・市町村長 ・地方自治法 ・条例

・公職選挙法

地方開発事業団の ・地方自治法 ・事業団規則

理事長

管理者・企業長 ・地公企法 ・条例

委員・委員会 ・地方自治法 ・条例

・各個別法
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○基本法 
・地方公務員法 
・地方自治法 

 
○特例法 
＜教育職員＞ 
・教育公務員特例法 
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

＜警察職員・消防職員＞ 
・警察法 
・消防組織法 

＜企業職員・単純労務職員＞ 
・地方公営企業法 
・地方公営企業等の労働関係に関する法律 

 
○労働法 
・労働基準法 
・労働安全衛生法 
・労働組合法 
・労働関係調整法 

 
○関係法 
・地方公務員災害補償法 
・公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 
・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 
・地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律 
・地方公務員の育児休業等に関する法律 
・地方独立行政法人法 
・職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 

 
※ 給与等の勤務条件については、基本的に各地方公共団体におけ
る条例で定められている。 
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１ 一般職と特別職

○ すべての地方公務員の職は、一般職と特別職に分けられる（地公法第３条第

１項）が、特別職に属する職は地公法第３条第３項に列挙されており、一般職

は特別職に属する職以外のすべての職とされ（地公法第３条第２項）ている。

○ 一般職に属するすべての地方公務員には地公法が適用される一方、特別職に

属する地方公務員には、原則として地公法は適用されないこととされている。

○ 地公法と国公法とでは、一般職と特別職の範囲が異なっている。

（例：国会職員は特別職、議会の職員は一般職）

（「 」○ 特別職について次の３種類に分類する考え方もある 逐条 地方公務員法

（橋本勇著 。））

(1) 就任について公選または地方公共団体の議会の選挙 議決若しくは同意に、

よることを必要とする職。

例）地方公共団体の長、議会の議員、副知事、副市町村長、監査委員、教育

委員会の委員等

(2) 特定の場合に一定の学識、知識、経験、技能等に基づいて、随時、地方公

共団体の業務に参画する者の職。

例）審議会や審査会等の委員、臨時又は非常勤の顧問、調査員、嘱託員等

(3) 成績主義によることなく、任命権者との人的関係や政治的配慮に基づいて

任用することができる職。

例）地方開発事業団の理事長、理事及び監事、地方公営企業の管理者及び企

業団の企業長等
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２ 労働基本権について特例が設けられている職員

区 分 団結権 団 体 交 渉 権 争議権

協約締結権

地 非現業職員 ○ △ × ×※注１ ※注２

方 うち警察職員 × × × ×

公 及び消防職員

務 企業職員等 ○ ○ ○ ×

員

(参考)民間 ○ ○ ○ ○

※注１ 非現業職員は、交渉を行うことができるが、団体協約は締結できない。

※注２ 非現業職員は 交渉を行い その結果として書面による協定を結ぶことができるが この協定は団、 、 、

体協約ではなく 法的拘束力はない ただし この協定は 地方公共団体の当局及び職員団体の双方にお、 。 、 、

いて、誠意と責任をもって履行しなければならない。

（１）企業職員、特定地方独立行政法人の職員及び単純労務職員

企業職員及び特定地方独立法人の職員については、労働組合を結成し、一定事

項について団体交渉をし、労働協約を締結することができる（地方公営企業等の

労働関係に関する法律 以下 地公労法 という 第７条 単純労務職員も同様（ 「 」 ） ）。

である。

ただし、協定の内容が予算上実施不可能な場合には、議会へ付議される（地公

労法第 10 条 。）

（理由）

一般職の職員のうち、企業職員（地公労法第第３条）については、所属する

地方公営企業が 常に企業の経済性を発揮するとともに その本来の目的であ、「 、

る公共の福祉を増進するように運営しなければならないことを企業経営の基本

原則としている。企業の経済性を発揮するという面においては民間企業と同じ

であり、公共の福祉を増進するという面においては一般行政と同じである。こ

のような公営企業の二面的性格に応じて、これに勤務する職員の職務と責任は

民間企業の従事者と共通の面と一般行政を担当する職員と同じように全体の奉

仕者たる面とをあわせ有していることとなる。そこで、一般行政を担当する職

員と共通の面については本法 引用者注：地公法 以下同じ の規定を適用す（ 、 。）
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ることとし、民間企業の従事者と共通の面については本法の特例を定めること

としている （ 逐条 地方公務員法 （今枝信雄著 。」「 」 ））

また、地方特定独立法人の職員についても、同様の取扱とされている。

単純労務職員については 従事する職務の内容が 一般行政職員の場合と比、「 、

較して、民間労働者に類似している面がある （ 逐条 地方公営企業労働関係」「

法解説 （大橋茂二郎編 ）ことから、地方公営企業の職員に準じた取扱とされ」 ）

ている。

○ 企業職員

地方公営企業法において、地方公共団体の経営する企業のうち、水道事業

（簡易水道事業を除く 、工業用水事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道。）

事業、電気事業及びガス事業を地方公営企業といい、同法の規定が適用され

る（病院事業にも一部適用 。）

公営企業の管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員を企業職員と

いう。

企業職員の労働関係の特例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律の

定めるところによる（地方公営企業法第 36 条 。）

○ 単純労務職員

単純な労務に雇用される職員。

労働関係その他身分取扱いは、原則として地方公営企業法の企業職員に関

する規定が準用される（地公労法附則第５条 。）

例）競輪場内の警備に従事する職員、県営印刷所に勤務する印刷機械工、

製本工、文選工、植字工および活字鋳造工等（ 逐条 地方公務員法 （橋本「 」

勇著 ））
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（参考）地公労法（抄）

（定義）

、 、 。第三条 この法律において 次の各号に掲げる用語の意義は 当該各号に定めるところによる

一 地方公営企業 次に掲げる事業 これに附帯する事業を含む を行う地方公共団体が経営（ 。）

する企業をいう。

イ 鉄道事業

ロ 軌道事業

ハ 自動車運送事業

ニ 電気事業

ホ ガス事業

ヘ 水道事業

ト 工業用水道事業

チ イからトまでの事業のほか、地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）第二条

第三項の規定に基づく条例又は規約の定めるところにより同法第四章の規定が適用される企

業

二 特定地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第二項

に規定する特定地方独立行政法人をいう。

三 地方公営企業等 地方公営企業及び特定地方独立行政法人をいう。

四 職員 地方公営企業又は特定地方独立行政法人に勤務する一般職に属する地方公務員をい

う。

（団体交渉の範囲）

第七条 第十三条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の

対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。ただし、地方公営企業等の管理及

び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない。

一 賃金その他の給与、労働時間、休憩、休日及び休暇に関する事項

二 昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項

三 労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項

（予算上資金上不可能な支出を内容とする協定）

、 、第十条 地方公営企業の予算上又は資金上 不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も
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当該地方公共団体の議会によつて所定の行為がなされるまでは、当該地方公共団体を拘束せ

ず、且つ、いかなる資金といえども、そのような協定に基いて支出されてはならない。

２ 前項の協定をしたときは、当該地方公共団体の長は、その締結後十日以内に、事由を附し

これを当該地方公共団体の議会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、当該

地方公共団体の議会がその締結の日から起算して十日を経過した日に閉会しているときは、

次の議会にすみやかにこれを付議しなければならない。

３ 前項の規定により当該地方公共団体の議会の承認があつたときは、第一項の協定は、それ

に記載された日附にさかのぼつて効力を発生するものとする。

（２）警察職員、消防職員

警察職員及び消防職員については、職員団体の活動はもとより団結権が認め

られていない（地公法第 37 条、同法第 52 条第５項 。）

（理由）

職責上、国民の生命、財産を守るため、一身の危険を顧みず職務を遂行す「

る義務を負うものであり これらの職員の組織が一糸乱れず任務を達成するた、

めには とりわけ厳しい服務規律 上命下服の規律を維持することが必要 逐、 、 」（「

条 地方公務員法 （橋本勇著 ）であるためである。」 ）

○ 警察職員

都道府県警察の職員のうち 警視正以上の階級にある警察官以外の職員 警、 （

視正以上は国家公務員 。）

○ 消防職員

市町村が設ける消防本部及び消防署に置かれる消防職員並びに消防法の規

定により救急業務を行う都道府県の職員。
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３ 都道府県別・部門別地方公務員の定員

各都道府県・政令指定都市及び市区町村の都道府県別・部門別定員一覧は、別

紙 都道府県及び政令指定都市の部門別定員一覧表 市区町村 政令指定都市を「 」「 （

除く）の都道府県別・部門別定員一覧表」のとおり。
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      公営企業
 等会計

 北 海 道 12,980 3,751 49,383 11,667 0 1,028 78,809
 青     森 3,672 1,130 13,762 2,647 0 862 22,073
 岩     手 3,559 914 13,697 2,416 0 4,830 25,416
 宮     城 3,906 1,267 19,068 4,157 0 835 29,233
 秋     田 3,389 750 10,242 2,301 0 571 17,253
 山     形 3,474 1,053 10,836 2,310 0 2,563 20,236
 福     島 4,607 1,282 18,682 3,694 0 1,583 29,848
 茨     城 4,198 1,365 23,699 5,163 0 1,316 35,741
 栃     木 3,806 1,115 16,240 3,678 0 795 25,634
 群     馬 3,211 1,104 16,114 3,710 0 1,367 25,506
 埼     玉 5,324 2,376 42,446 11,815 0 2,241 64,202
 千     葉 5,876 2,139 39,781 12,456 0 3,613 63,865
 東     京 13,307 7,982 62,850 46,665 18,512 21,608 170,924
 神 奈 川 5,573 2,370 47,916 16,815 0 3,271 75,945
 新     潟 5,279 1,357 21,124 4,522 0 3,790 36,072
 富     山 2,860 1,003 9,263 2,259 0 1,006 16,391
 石     川 2,862 791 9,552 2,300 0 1,010 16,515
 福     井 2,454 667 8,064 1,991 0 938 14,114
 山     梨 2,489 851 8,749 1,916 0 986 14,991
 長     野 4,124 1,308 18,855 3,752 0 1,278 29,317
 岐     阜 3,700 956 17,128 3,858 0 1,714 27,356
 静     岡 4,738 1,282 25,413 6,779 0 2,491 40,703
 愛     知 6,805 2,622 45,960 14,134 0 2,366 71,887
 三     重 3,671 1,014 15,325 3,338 0 1,382 24,730
 滋     賀 2,587 866 11,651 2,534 0 1,007 18,645
 京     都 3,583 919 17,777 7,016 0 1,890 31,185
 大     阪 6,686 2,803 52,426 22,795 0 995 85,705
 兵     庫 6,506 1,773 37,699 12,325 0 4,927 63,230
 奈     良 2,539 798 10,146 2,702 0 1,314 17,499
和 歌 山 2 988 800 9 798 2 442 0 300 16 328

都道府県及び指定都市における部門別職員数一覧

合  計

        （単位：人）

教  育 警  察 消  防
 一般行政

（福祉関係を除く）
 福祉関係

 和 歌 山 2,988 800 9,798 2,442 0 300 16,328
 鳥     取 2,362 861 6,238 1,413 0 855 11,729
 島     根 2,979 738 8,026 1,778 0 962 14,483
 岡     山 3,562 972 15,697 3,888 0 171 24,290
 広     島 4,226 1,120 20,072 5,642 0 1,264 32,324
 山     口 3,518 927 12,647 3,524 0 805 21,421
 徳     島 2,826 735 7,816 1,853 0 944 14,174
 香     川 2,327 774 8,622 2,046 0 1,252 15,021
 愛     媛 3,363 903 13,479 2,799 0 2,088 22,632
 高     知 2,933 829 8,526 1,888 0 755 14,931
 福     岡 6,186 2,117 32,379 11,473 0 222 52,377
 佐     賀 2,469 904 8,378 1,926 0 524 14,201
 長     崎 3,570 971 13,653 3,502 0 804 22,500
 熊     本 3,890 1,069 15,223 3,427 0 206 23,815
 大     分 3,474 717 10,812 2,343 0 740 18,086
 宮     崎 3,251 771 10,385 2,292 0 1,437 18,136
 鹿 児 島 4,684 1,244 16,676 3,346 0 941 26,891
 沖     縄 3,219 1,085 13,622 2,844 0 2,644 23,414

計 199,592 65,145 925,897 280,141 18,512 90,491 1,579,778
 札 幌 市 3,786 3,434 2,268 0 1,849 3,610 14,947
 仙 台 市 2,194 2,155 1,364 0 1,067 3,227 10,007
さいたま市 2,443 2,739 1,525 0 1,245 1,430 9,382
 千 葉 市 2,236 2,152 1,102 0 950 1,202 7,642
 横 浜 市 6,476 7,521 2,874 0 3,386 8,756 29,013
 川 崎 市 3,159 4,649 1,500 0 1,417 3,483 14,208
新 潟 市 2,180 2,030 1,227 0 905 1,633 7,975
静 岡 市 1,649 1,505 983 0 716 1,667 6,520
浜 松 市 2,022 1,491 1,207 0 887 609 6,216
名古屋市 5,533 6,705 3,442 0 2,356 9,496 27,532
 京 都 市 3,852 4,123 2,216 0 1,922 4,054 16,167
 大 阪 市 8,953 9,733 5,507 0 3,499 15,302 42,994

堺　市 2,012 1,951 887 0 0 1,317 6,167
 神 戸 市 4,073 4,776 2,511 0 1,452 4,839 17,651
 広 島 市 2,833 2,851 1,748 0 1,303 3,211 11,946
北九州市 3,120 2,149 1,003 0 972 2,133 9,377
 福 岡 市 3,666 2,053 1,368 0 1,042 2,398 10,527

計 60,187 62,017 32,732 0 24,968 68,367 248,271
（注）「平成19年地方公共団体定員管理調査（平成19年4月1日現在）による一般職に属する地方公務員数。
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      公営企業等
 会計

 北 海 道 18,058 10,185 6,892 0 7,220 17,021 59,376 179

 青     森 6,101 3,287 2,167 0 2,564 6,901 21,020 40

 岩     手 5,988 3,276 2,489 0 1,926 2,557 16,236 35

 宮     城 5,696 3,857 2,905 0 1,910 5,754 20,122 35

 秋     田 5,430 3,241 2,337 0 1,999 4,247 17,254 25

 山     形 4,770 2,730 2,239 0 1,491 5,042 16,272 35

 福     島 8,156 4,829 3,418 0 2,390 4,825 23,618 60

 茨     城 10,522 6,154 4,403 0 4,363 3,703 29,145 44

 栃     木 6,968 4,460 3,009 0 2,347 2,403 19,187 31

 群     馬 7,223 3,901 3,962 0 2,453 5,773 23,312 38

 埼     玉 15,539 12,403 6,706 0 6,776 7,298 48,722 69

 千     葉 14,424 12,711 7,064 0 6,717 10,281 51,197 55

 東     京 29,429 45,294 15,277 0 266 8,437 98,703 62

 神 奈 川 10,146 8,008 4,266 0 4,474 6,262 33,156 31

 新     潟 7,045 5,861 2,753 0 2,328 3,229 21,216 34

 富     山 3,479 3,686 1,703 0 1,251 4,498 14,617 15

 石     川 3,751 3,603 1,714 0 1,463 4,430 14,961 19

 福     井 3,168 2,451 1,516 0 1,199 2,218 10,552 17

 山     梨 3,541 2,364 1,454 0 1,091 2,815 11,265 28

 長     野 8,523 6,965 2,784 0 2,439 7,014 27,725 81

 岐     阜 7,085 5,782 3,120 0 2,650 6,425 25,062 42

 一般行政
（福祉関係を除

く）
 福祉関係

（参考）
市区町村数

市区町村（政令指定都市を除く）における都道府県別・部門別職員数一覧

合  計

        （単位：人）

教  育 警  察 消  防

, , , , , ,

 静     岡 7,255 4,909 3,567 0 2,738 8,271 26,740 40

 愛     知 13,092 13,874 4,433 0 5,360 13,383 50,142 62

 三     重 6,324 5,484 2,825 0 2,372 5,034 22,039 29

 滋     賀 4,224 3,491 2,671 0 1,488 5,153 17,027 26

 京     都 3,994 3,483 1,483 0 1,476 3,053 13,489 25

 大     阪 11,742 13,775 6,726 0 6,181 10,784 49,208 41

 兵     庫 11,184 9,053 6,250 0 4,117 12,325 42,929 40

 奈     良 4,507 4,582 2,709 0 1,756 2,857 16,411 39

 和 歌 山 4,095 3,507 1,537 0 1,468 4,447 15,054 30

 鳥     取 2,322 1,903 713 0 710 1,729 7,377 19

 島     根 3,612 1,954 1,347 0 1,118 2,773 10,804 21

 岡     山 6,192 5,263 3,451 0 2,243 4,110 21,259 27

 広     島 6,209 5,044 2,538 0 2,288 4,732 20,811 22

 山     口 5,909 3,966 2,078 0 1,875 4,344 18,172 22

 徳     島 3,070 3,159 1,893 0 1,015 1,988 11,125 24

 香     川 2,999 2,936 1,833 0 1,192 3,282 12,242 17

 愛     媛 5,314 4,108 2,077 0 1,761 4,005 17,265 20

 高     知 3,251 3,153 1,239 0 1,116 3,151 11,910 35

 福     岡 8,535 5,527 3,196 0 2,661 4,387 24,306 64

 佐     賀 3,585 1,973 1,261 0 1,062 1,906 9,787 23

 長     崎 5,984 3,404 1,736 0 1,695 4,791 17,610 23

 熊     本 7,924 4,598 2,693 0 2,132 5,519 22,866 48

 大     分 5,139 2,896 1,971 0 1,513 2,330 13,849 18

 宮     崎 4,933 2,443 1,470 0 1,124 2,032 12,002 30

 鹿 児 島 8,554 3,817 3,271 0 2,152 3,843 21,637 49

 沖     縄 5,067 3,083 2,755 0 1,476 2,087 14,468 41

計 340,058 276,433 149,901 0 113,406 243,449 1,123,247 1,810

（注）「平成19年地方公共団体定員管理調査（平成19年4月1日現在）による一般職に属する地方公務員数。
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○ 地方公務員法により地方公務員制度の基本が定められている。

① 地方公務員法は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職

階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び

勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本

基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運

営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、も

って地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

、 、② 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は 地方自治の本旨に基いて

法律でこれを定める（日本国憲法第９２条）こととされており、地方公務

員法はこのうち人事行政に関する根本基準を定めている。

③ 地方公務員法は、特別職（議会の議員、地方公共団体の長等）には適用

されず、一般職に対して適用されるが、一般職には非常に多種・多様な職

が含まれている。

○ 一般職の地方公務員の制度としては、①地方公共団体の人事機関、②任用

制度、③勤務条件、④給与制度、⑤分限制度、⑥懲戒制度、⑦勤務条件の措

置要求・不服申立て制度、⑧服務の体系、⑨地方公務員の労働基本権、⑩職

員団体制度、⑪交渉制度がある。

、 、※ なお 一般職の地方公務員のうち特例が設けられているものについては

まとめて後述することとする。
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１．任命権者

① 権限

法律に特別の定めがある場合を除くほか、地公法並びにこれに基づく条

例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、そ

れぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する（地公法第

６条）。

② 主な任命権者

地方公共団体の長（1）

○ 組織等に関する普通地方公共団体の長の総合調整権

普通地方公共団体の長は、各執行機関を通じて組織及び運営の合理化

を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるとき

は、当該普通地方公共団体の委員会若しくは委員の事務局又は委員会若

しくは委員の管理に属する事務を掌る機関の組織、事務局等に属する職

員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、委員会又は委員に必要

な措置を講ずべきことを勧告することができる。

普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務局等の組織、事務局等に

属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の

権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員

の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合においては、予

め当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない（地方自治法第

１８０条の４）。

（2）その他

議会の議長 選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員、

会及び公平委員会、警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別

区が連合して維持する消防の消防長を含む。）

 

 

16



２．人事委員会及び公平委員会

人事委員会

人事委員会は、規模が大きく職員数が多いため人事管理がより複雑な地

方公共団体に設置され、幅広い権限が与えられている。

１．設置基準 （地公法第７条）

①都道府県及び指定都市は、人事委員会が必置

②人口15万以上の市及び特別区は、人事委員会又は公平委員会を選択設置

２．権限 （地公法第８条）

①準司法的権限

職員の身分と権利を保護するため、任命権者が職員に対して行った不

利益処分等について、準司法的な審査等を行うこと

②準立法的権限

人事行政についての専門機関として専門的、技術的な問題を担当し、

必要な人事委員会規則等を制定すること

③行政権限

任命権者の人事行政の公正性を確保するため必要な勧告及び競争試験

等を行うこと

労使関係のルール化のための第三者機関として職員団体の登録等の事

務を行うこと

３．設置数

６７（平成20年4月現在）

公平委員会

公平委員会は、比較的規模の小さい地方公共団体に設置され、権限も限

定されている。

１．設置基準 （地公法第７条）

①人口15万以上の市及び特別区は、人事委員会又は公平委員会を選択設置

②人口15万未満の市、町、村及び一部事務組合は、公平委員会を必置

※ 公平委員会を置く地方公共団体は公平委員会を共同で設置し、又は他の地方公共

団体の人事委員会に公平事務の処理を委託することができる。
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２．権限 （地公法第８条）

①準司法的権限

職員の身分と権利を保護するため、任命権者が職員に対して行った不

利益処分等について、準司法的な審査を行うこと

②準立法的権限

準司法的権限と職員団体の登録に関する事務等に関して、準立法的権

限として規則を制定すること

③行政権限

職員団体の登録等の事務を行うこと（条例で定めるところにより競争

試験等を行うこと）

３．設置数

１，１６１(平成18年4月1日現在)
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１ 任用の概念

（１）職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は採用、

昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命する

ことができる（地公法第17条第1項 。）

（２）職員の任用は、平等取扱の原則（地公法第13条 、成績主義の）

原則（地公法第15条）に基づいて行わなければならない。

２ 採用

（１）現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

（２）人事委員会若しくは競争試験等を行う公平委員会を置く地方

公共団体では原則として競争試験（これらの委員会が定める職

について、これらの委員会の承認があった場合は、選考による

ことも妨げない 、それ以外の地方公共団体では競争試験又は。）

選考による（地公法第17条第3項、第4項 。）

（３）競争試験及び選考は、人事委員会若しくは競争試験等を行う

公平委員会を置く地方公共団体ではこれらの委員会、それ以外

の地方公共団体では任命権者が行う（地公法第18条第1項 。）

（４）採用は、条件附とされ、職員がその職において６月以上を勤

務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用

になるものとされる（地公法第22条第1項 。）

３ 昇任

（１）職員を法令、条例、規則その他の規程により、公の名称（職

務の級、組織上の地位等）が与えられている職員の職でその現

に有するものより上位のものに任命することをいう。

（２）昇任は、人事委員会若しくは競争試験等を行う公平委員会を

置く地方公共団体では原則として競争試験（これらの委員会が

定める職について、これらの委員会の承認があった場合は、選

考によることを妨げない 、それ以外の地方公共団体では競争。）

試験又は選考による（地公法第17条第3項、第4項 。）
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４ 降任

（１）昇任の場合の逆をいう。

（２）職員の意に反して降任することができるのは、

① 勤務実績が良くない場合

② 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに

堪えない場合

③ その他その職に必要な適格性を欠く場合

④ 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、廃職又は

過員を生じた場合。

に限定されている（地公法第28条第1項 。）

５ 転任

（１）職員を昇任及び降任以外の方法で他の職員の職に任命するこ

とをいう。

６ 臨時的任用

（１）①緊急の場合、②臨時の職に関する場合、③任用候補者名簿

がない場合に限って、６月を超えない期間で任命権者が任用す

ることをいう（地公法第22条第2項、第5項 。）

（２）分限及び分限処分に関する不服申立ての規定が適用除外とな

っている （地公法第29条の2第1項）。
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１ 勤務条件の意義

職員が地方公共団体に対し勤務を提供するについて存する諸条件で、職員

が自己の勤務を提供し、又はその提供を継続するかどうかの決心をするにあ

たり一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項。（法制意見[昭和33

年法制局一発第19号内閣法制局長官]）

地公法においては、給与及び勤務時間を勤務条件の代表例として明記して

いる。

※ 勤務条件については、登録された職員団体から適法な交渉の申入れがあ

った場合には、当局は交渉に応ずる義務があるが、地方公共団体の事務の

管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。

（地公法第55条）

※ 管理運営事項の意義

地方公共団体の当局が自らの責任と権限によって執行すべき行政上の管理

および運営に関する事項。具体的には、地方公共団体の組織に関する事項、

行政の企画、立案および執行に関する事項、職員定数およびその配置に関す

る事項、任命権の行使に関する事項等と解釈されている。

２ 勤務条件条例主義

地方公務員の勤務条件は、住民代表たる地方議会が決定するという原則。

①給与 「職員の給与に関する条例」

②勤務時間、休暇等 「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」

３ 情勢適応の原則

地方公共団体は、勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適

当な措置を講じなければならない。

（地公法第14条第１項）

人事委員会は、随時、地方公共団体が構ずべき措置について地方公共団体

の議会及び長に勧告することができる。

（地公法第14条第２項）
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Ⅰ 給与制度の基本

○ 地方公務員の給与制度については、次のような保障のための規定が置か

れている。

・情勢適応の原則：地方公共団体は、給与等の勤務条件が社会一般の情勢

に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない（地公

法第14条第1項 。）

・均衡の原則：給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並び

に民間従業者の給与その他の事情を考慮して定められなければならな

い（地公法第24条第3項 。）

・給与条例主義：給与等の勤務条件は、住民の代表で構成される議会にお

いて、条例で定めることとされている（地公法第24条第6項 。）

○ また、人事委員会は、給与について、地方公共団体の議会及び長に勧告

（地公法第14条第2項及び第26条 。）

○ 職務給の原則：地方公務員の給与は、その職務と責任に応じて定められ

る（地公法第24条第1項 。）

地方公務員法（抄）
（情勢適応の原則）

第十四条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務

、 、 。条件が社会一般の情勢に適応するように 随時 適当な措置を講じなければならない

２ 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会

及び長に勧告することができる。

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準）

第二十四条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

２ （略）

３ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事

者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。

４・５ （略）

６ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。
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手 当 の 種 類（地方自治法第204条第２項）

・扶養手当 ・地域手当 ・住居手当
・初任給調整手当 ・通勤手当 ・単身赴任手当
・特殊勤務手当 ・特地勤務手当 ・へき地手当
・時間外勤務手当 ・宿日直手当 ・管理職員特別勤務手当
・夜間勤務手当 ・休日勤務手当 ・管理職手当
・期末手当 ・勤勉手当 ・期末特別手当
・寒冷地手当 ・特定任期付職員業績手当 ・任期付研究員業績手当
・義務教育等教員特別手当 ・定時制通信教育手当 ・産業教育手当
・農林漁業普及指導手当 ・災害派遣手当 ・退職手当

（注）平成20年４月１日現在。

Ⅱ 人事委員会勧告の手順

（ 、 ）人事委員会が置かれている地方公共団体 都道府県 政令市及び特別区等

において、人事委員会は、当該地方公共団体の職員の給与について、生計費

並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間従業者の給与その他の事情

（ ）、 （ 、 、 、 ）を考慮し 均衡の原則 同じ条件 仕事の種類 役職段階 学歴 年齢等

にある者同士の公民の給与を比較した上で、所要の勧告を行う。

（注）平成20年の例。

各方面の
要望、意見等

各任命権者

職員団体

有 識 者

公 民 比 較
仕事の種類、役職段階、学歴、年齢等が相当する
もの同士（グループ）を比較し、総合する（ラス
パイレス方式）

配 分（個別給与の決定）
給料分と諸手当分の配分及び給料表上の配分

配分に当たっては、職務給の原則に立って、公
務員給与の実態、民間賃金の実態及び配分傾向等

人 事 委 員 会 勧 告

職種別民間給与実態調査
（人事院と共同で実施）

・調査内容 ４月分の賃金（仕事の種類、役職
段階、学歴、年齢等別）

・調査対象 企業規模50人以上、事業所規模50
人以上の事業所から抽出された
事業所の従業員

・調査方法 実地調査

当該団体の職員の給与実態調査

・調査内容 ４月分の給与（仕事の種類、役
職段階、学歴、年齢等別）

・調査対象 当該団体の全職員
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Ⅲ 給与改定の手順

○ 人事委員会が置かれている団体（都道府県、指定都市及び特別区等）

においては、人事委員会の勧告（地公法第26条）等を受けて、具体的な

給与改定方針が決定される。

○ 人事委員会が置かれていない団体(一般市町村）においては、国の取

、 。扱いや都道府県の勧告等を受けて 具体的な給与改定方針が決定される

、 、○ いずれの場合においても 住民の代表で構成される議会の議決により

給与条例を改正することとなる（地公法第24条第６項 。）

国 都道府県 市町村
指定都市
特別区等

人 事 院 勧 告

給与関係閣僚会議 人事委員会勧告
において検討

閣 議 決 定

方 針 決 定 方 針 決 定

法 案 提 出 議会へ条例案提出 議会へ条例案提出

法 案 成 立 後 条例案成立後 条例案成立後
公 布 施 行 公 布 施 行 公 布 施 行
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○ 分限とは、身分保障を前提としたうえで、公務能率を維持するための公務

員の身分上の変動で不利益を及ぼすもの。 

○ 職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務におけ

る規律と秩序を維持することを目的とする懲戒処分とは異なる。 

○ 分限には、(Ⅰ)処分性のあるものと、(Ⅱ)処分性のないものがあり、(Ⅰ)

には降任、免職、休職、降給、(Ⅱ)には、失職、定年がある。 

○ 分限処分の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条

例で定めなければならないとされ（地公法第 28条第 3項）、さらに処分を受

けた者は、人事委員会又は公平委員会に対し不服申立てをする道が開かれて

いる（地公法第 49条以下）。 

 

１ 降任及び免職 

  「降任」とは、職員を法令、条例、規則その他の規程により、公の名称（職

務の級、組織上の地位等）が与えられている職員の職でその現に有するもの

より下位のものに任命することをいい、「免職」とは職員の意に反してその

職を失わせることをいう。「降任」及び「免職」のできる事由は、次のよう

に規定(地公法第 27条第 2項、第 28条第 1項）。 

①  勤務実績が良くない場合 

② 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

③ ①及び②の場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 

④ 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 

 

２ 休職 

 「休職」とは、職員に職を保有させたまま一定期間勤務に従事させないこと

をいう。「休職」の事由は、次のように規定(地公法第 27 条第 2 項、第 28

条第 2項）。 

①  心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

②  刑事事件に関し起訴された場合 

③  条例に定める事由   

 

３ 降給  

地公法第 27条第 2項は、分限処分の一つとして「降給」を規定し、条例で

その事由を定めるものとしているが、基本的に想定されない。 
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４ 失職 

職員が、次の欠格事由（地公法第16条）に該当することとなった場合には、

条例に特別の定がある場合を除き、当然に失職する（地公法第28条第4項）。 

① 成年被後見人又は被保佐人 

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けること

がなくなるまでの者 

③ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第５章に規定する罪を

犯し刑に処せられた者 

④ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ

に加入した者 

 

（参考）分限処分者数の状況（総務省・平成18年度「地方公務員の分限処分者

数、懲戒処分者数及び刑事処分者数に関する調」を元に作成） 

 

＜降任、免職、休職、降給＞ （単位：人）

 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績が良くない場合 
25 

(23)

35 

(31)

－ － 

 

60 

(54)

心身の故障の場合 
48 

(48)

33 

(30)

42,043 

(37,287)

－ 

 

42,124 

(37,365)

職に必要な適格性を欠く場合 
64 

(73)

38 

(26)

－ － 

 

102 

(99)

職制等の改廃等により過員等を

生じた場合 

243 

(29)

437 

(85)

－ － 

 

680 

(114)

刑事事件に関し起訴された場合 
－ － 87 

(69)

－ 

 

87 

(69)

条例に定める事由による場合 
－ － 320 

(275)

0 

(1) 

320 

(276)

合  計 
380 

(173)

543 

(172)

42,450 

(37,631)

0 

(1) 

43,373 

(37,977)

（注）１ （ ）内は前年度の人数を示す。 

    ２ 休職処分者数は、処分件数に着目して計上したものであり、延数であること。 

    ３ ２以上の処分事由により分限処分に付された場合は、主たる処分事由により計上している。 
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○ 懲戒は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公

務における規律と秩序を維持するために科す制裁。 

○ 懲戒は、任命権者が行うものであるが、根本基準として公正でなければな

らないことを規定。（地公法第 27条第１項） 

  懲戒処分を行う事由（地公法第 29条第１項）として、 

① 地公法若しくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律又はこ

れに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定

める規程に違反した場合 

② 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

③ 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合 

   

  懲戒処分の種類 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処分の 
種 類 内  容 

免 

職 

職員の規律違反の責任を問うために勤務関係から排除する処分

。この処分を受けた者は、処分の日から２年間は当該地方公共

団体の職員となることができず、退職手当も支給されない。 

停 
職

職員としての身分は保有したまま、一定期間職務に従事させな

い処分。停職期間中は無給とされる。 

減 

給 

職員の給料を一定期間減額して支給する処分 

戒 

告 

職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分 

 

※ 職員の懲戒に関する手続及び効果は、地公法第29条第４項により法律に

特別の定めがある場合の外、条例で定めることとなっている。  
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（参考）懲戒処分者数の状況（出典：総務省・平成 18年度「地方公務員の分限

処分者数、懲戒処分者数及び刑事処分者数に関する調」より） 

                                     (単位：人) 

処分の種類 

処分事由 
免 職 停 職 減 給 戒 告 計 

給 与 ・ 任 用 関 係 
5 

(1)

20 

(6)

40 

(13)

10  

(31) 

75 

(51)

一 般 服 務 関 係 
123 

(94)

387 

(333)

1,421 

(773)

1,649  

(958) 

3,580 

(2,158)

一 般 非 行 関 係 
237 

(192)

264 

(251)

245 

(217)

93  

(121) 

839 

(781)

収 賄 等 関 係 
142 

(117)

17 

(4)

13 

(11)

7  

(7) 

179 

(139)

道 交 法 違 反 
122 

(73)

323 

(344)

392 

(464)

799  

(895) 

1,636 

(1,776)

違 法 な 職 員 組 合 活 動 
0 

(0)

56 

(77)

6 

(0)

93  

(74) 

155 

(151)

監 督 責 任 
0 

(0)

3 

(5)

454 

(362)

670  

(423) 

1,127 

(790)

計 
629 

(477)

1,070 

(1,020)

2,571 

(1,840)

3,321  

(2,509) 

7,591 

(5,846)

（注）（ ）内の数字は、前年の人数を示す。 
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１ 勤務条件に関する措置の要求

職員の経済的権利の保障を図るものであると同時にその労働基本権が制約さ

れていることを補完する機能を有するもの。

(1) 職員は、勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共

団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

（地公法第46条）

(2) 人事委員会又は公平委員会は、審査・判定に基いて、その権限に属する事

項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関

し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならな

い。（地公法第47条）

２ 不利益処分に関する不服申立て

不当な分限処分・懲戒処分から職員の身分を保障しようとするもの。

(1) 職員が、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた場合に

は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ行政不服審査法による不服申立

て（審査請求又は異議申立て）をすることができる。（地公法第49条の２）

(2) 人事委員会又は公平委員会は、審査の結果、①処分の承認、②処分の修正、

③処分の取り消し及び処分によって受けた不当な取扱を是正するための指示、

を行う。（地公法第50条）

３ 苦情処理

上記の勤務条件に関する措置の要求等に必ずしも至らないような職員の苦情

に適切に対応するもの。

人事委員会又は公平委員会は、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分

に関する不服申立てのほか、職員の苦情を処理する。（地公法第８条第１項及

び第２項）
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服務の根本基準  （地公法第30条） 

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の

遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

 

服務の宣誓 （地公法第31条） 

 

 

法令等及び上司の命令に従う義務  （地公法第32条） 

 

 

争議行為等の禁止   

 

 

信用失墜行為の禁止  （地公法第33条） 

 

 

秘密を守る義務    法令による証人等となる場合で、任命権者の許可

を得た場合には解除（地公法第34条、罰則あり） 

       

職務に専念する義務   法律又は条例の規定により解除 

（地公法第35条） 

 

政治的行為の制限  （地公法第36条） 

 

 

営利企業等の従事制限   任命権者の許可を得た場合には解除 

     （地公法第38条） 

（地公法第 37条、争議行為等の遂行を共謀し、そ
そのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為
を企てた者に対し罰則あり） 

 

○ この他に、職務に係る倫理の保持を図る観点から、倫理条例等を定めて

いる団体がある。（国家公務員倫理法第43条により、地方公共団体は、職員

の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講じることとされている。） 
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１ 労働基本権（労働三権）について

・ 憲法28条で労働者の基本的権利を規定。

・ 労働基本権は、団結権、団体交渉権、争議権の３つの権利から構成。

①団結権 勤労者がその労働条件を維持・改善するために組合を組織する権利

②団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件について交渉する権利

③争議権 団体交渉の裏づけとして、ストライキなどを行う権利

※ 憲法第２８条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、

これを保障する。

２ 地方公務員の労働基本権の現状

区 分 団結権 団 体 交 渉 権 争議権

協約締結権

地 非現業職員 ○ △ × ×※注１ ※注２

方

うち警察職員公

務 × × × ×及び消防職員

員

企業職員等 ○ ○ ○ ×

(参考)民間 ○ ○ ○ ○

※注１ 非現業職員は、交渉を行うことができるが、団体協約は締結で

きない。

※注２ 非現業職員は、交渉を行い、その結果として書面による協定を結

ぶことができるが、この協定は団体協約ではなく､法的拘束力はな

い。ただし、この協定は、地方公共団体の当局及び職員団体の双

方において、誠意と責任をもって履行しなければならない。
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１ 職員団体の意義 

  職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的

として組織する団体又はその連合体。 

・ 重要な行政上の決定を行う職員、管理的又は監督的地位にある

職員等とそれ以外の職員とは、同一の職員団体を組織することが

できない。 

・ 警察職員及び消防職員は、職員団体を結成したり、これに加入

することができない。 

 

２ 登録職員団体 

  登録職員団体制度は、職員団体が自主的かつ民主的に組織されて

いることを公証する制度であり、人事委員会又は公平委員会が第三

者的な中立機関としての立場でこれを行うもの。 

 

【登録の要件】 

① 職員団体の規約で一定の事項が定められていること。 

② 職員団体の重要な事項が民主的な手続で決定されていること。 

③ 職員団体の構成員が同一の地方公共団体の職員（警察職員及び

消防職員を除く）のみで組織されていること。 

 ＊ 例外として、「当該職員団体の役員である者」を構成員とし

ていても登録は可能（地公法第53条第4項但書）。 

    

【登録の効果】 

① 適法な交渉の申入れに対しては、当局はその申入れに応ずべき

地位に立つ。 

② 在籍専従職員を置くことが認められる。 

③ 登録機関への申し出により法人格を取得することが可能。 
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１ 交渉の法的性格 
○ 地公法上の交渉 

職員団体が、その構成員である地方公務員の勤務条件の維持改善
を図るため、地方公共団体の当局との間で行うもの 
＊法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定

める規程にてい触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当
局と書面による協定を結ぶことができる（地公法第55条第9
項）。 

＊書面による協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双
方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない（地
公法第55条第10項）。 

  
２ 交渉対象事項 

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯し
て、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動にかかる事項（地公法
第55条第1項） 
(1) 勤務条件 

職員が地方公共団体に対し勤務を提供するについて存する諸条
件で、職員が自己の勤務を提供し又はその提供を継続するかどう
かの決心をするにあたり一般的に当然考慮の対象となるべき利害
関係事項 

(2) 管理運営事項の除外（地公法第55条第3項） 
行政の企画、立案、予算の編成等、地方公共団体の事務の管理

及び運営に関する事項（管理運営事項）は、交渉の対象外。 
＊ただし、管理運営事項の処理によって影響を受ける勤務条件

は、交渉の対象となる。 
 

３ 交渉当事者 
(1) 当局 

   交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地
方公共団体の当局（地公法第55条第4項） 

 (2) 職員団体 
   勤務条件について当局と交渉するという行為能力については職

員のいかなる労働団体も同じ能力を有するものであり、登録を受
けた職員団体（地公法第55条第1項）と登録を受けない職員団体と
の間に、交渉能力に関する実質的な差異は生じるものではない。 

 
４ 交渉の手続 

交渉に当たっては、予備交渉を行うものとし、地方公共団体の当
局と職員団体との間においてあらかじめ、交渉に当たる者の員数、
議題、時間、場所、その他必要な事項を取り決めなければならない
（地公法第55条第5項後段）。 
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教育職員 

○任用 

・都道府県が給料、手当等を負担する市町村立の小学校、中学校等校長、教頭、

教諭、事務職員等を県費負担教職員という。 

・都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまって県費負担教職員の任命その他

の進退を行う。 

・学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町

村委員会に申し出ることができる。 

・ 公立学校の校長の採用並びに教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、そ

の選考は学長、校長及び教育長が行う。 

 

○給与 

・「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に

関する特別措置法」及び「公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する

特別措置法」の適用がある。 

 

○服務 

・教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しく

は事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める

場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しく

は事務に従事することができる。  

・公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地公法第 36

条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。（罰則の適用はない。） 

 

 

警察職員 

（※ 警視正以上の階級にある警察官は、一般職の国家公務員である。） 

○任用 

・警視総監又は警察本部長が、都道府県公安委員会の意見を聞いて任命する。 

 

○服務 

・警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且
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つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 

 

○労働基本権 

・団結権・団体交渉権が認められていない。 

 

 

消防職員 

○任用 

・消防長：市町村長が任命する。 

・消防長以外の消防職員：市町村長の承認を得て消防長が任命する。 

 

○労働基本権 

・団結権・団体交渉権が認められていない。 

 

 

企業職員 

○任用 

・地方公共団体の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじ

め、当該地方公共団体の長の同意を得なければならない。 

 

○給与（決定過程については、別紙参照） 

・給与は、職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任に応

ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでなけれ

ばならない。  

・給与は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間

事業の従事者の給与、当該地方公営企業の経営の状況その他の事情を考慮して

定めなければならない。  

・給与の種類及び基準は、条例で定める。 

 

○服務 

・政治的行為の制限の規定は適用されない。 

 

○労働基本権 

・団体協約締結権が認められている。 
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地方公営企業における給与決定過程

自 団

主 体 組合要求

交 交

渉 渉 有額回答

（団体交渉決裂）

調

労 停 調停申請

委

働 員 調停委員長見解

会 調停不調

委

仲 仲裁移行

員 裁

委 仲裁裁定 地公労法第16条

（ ）会 員 地方公共団体の長は完全実施の努力義務

会

（予算上・資金上実施可能な場合） 管理者限りの判断で完全実施

（ ）地方公営企業法の全部又は一部適用の事業

裁定どおり実施

（予算上・資金上実施不可能な場合） 地公労法第16条

（追加支出に関する議会承認）

議会付議 議会会期中：裁定日の翌日から10日以内

議会閉会中：次の議会に速やかに

議会承認

裁定どおり実施

配分交渉妥結

新給与支給

（別 紙）
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