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職場のいじめ・嫌がらせが問題になっている。厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ

問題に関する円卓会議ワーキンググループ」は昨年一月、職場のパワーハラスメ

ントの概念を初めて整理。あわせて、どういったものがパワーハラスメ

ントに該当するのかの典型的な行為類型も示した。厚生労働省の

啓蒙活動で関心も高まり、対策を講じる企業も増えつつ

あるが、その一方で公的機関などに寄せられるい

じめに関する相談は後を絶たない。特集で

は、労働政策フォーラムの欧州諸国と

日本の現状と課題についての議

論などから、解決に必要な

対応を考える。

日
本
で
は
近
年
、
職
場
の
い
じ
め
・

嫌
が
ら
せ
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
。

諸
外
国
に
お
い
て
も
一
九
九
〇
年
代

以
降
、
職
場
の
い
じ
め
問
題
へ
の
関

心
が
高
ま
り
、
欧
州
諸
国
を
中
心
に

職
場
の
い
じ
め
対
策
に
関
す
る
先
進

的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二
月
二
八
日
に
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
都

内
で
開
い
た
労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム

で
は
、
欧
州
諸
国
と
日
本
に
お
け
る

職
場
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
問
題
の

現
状
と
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
各
国

研
究
者
が
報
告
・
議
論
し
た
。

特
集

　
　　　　―欧州諸国と日本の対応

労働政策フ
ォーラム 欧州諸国における職場のいじめ・

嫌がらせの現状と取り組み
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職
場
の
い
じ
め
の
特
徴

　

職
場
の
い
じ
め
の
状
況
に
関
し
て
、
ど
の

よ
う
な
現
象
が
あ
る
か
、
い
じ
め
と
は
何
か

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
定
義
で
は
な
く
、

主
な
現
象
の
特
性
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

職
場
の
い
じ
め
は
否
定
的（
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
）

で
不
快
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
た
者

に
心
理
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
い
じ
め
に
は
直
接
的
な
も
の

と
間
接
的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
直
接
的
な

も
の
は
相
手
に
恥
を
か
か
せ
る
こ
と
な
ど
で
、

間
接
的
な
も
の
は
噂
し
た
り
、
仕
事
に
つ
い

て
中
傷
す
る
こ
と
な
ど
で
す
。

　

い
じ
め
ら
れ
る
原
因
は
、
仕
事
を
時
間
ど

お
り
や
ら
な
い
こ
と
や
個
人
的
な
攻
撃
な
ど

で
す
。
た
と
え
ば
、
習
慣
に
関
す
る
批
判
や

人
格
、
出
身
地
、
親
類
関
係
な
ど
に
よ
っ
て

無
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

職
場
の
い
じ
め
の
基
本
的
な
特
徴
は
、
反

復
さ
れ
、
か
つ
頻
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
よ
う
な
行
動
が
何
度
も
何
度
も
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
は
耐
え

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
い
じ
め
は

繰
り
返
さ
れ
る
た
め
、
被
害
者
は
対
処
を
行

う
こ
と
が
困
難
と
な
り
ま
す
。
い
じ
め
は
長

期
に
わ
た
り
、
三
カ
月
、
一
年
、
あ
る
い
は

二
年
も
継
続
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

い
じ
め
の
話
を
す
る
上
で
大
事
な
ポ
イ
ン

ト
は
、
権
力
の
不
均
衡
に
つ
い
て
で
す
。
通

常
で
あ
れ
ば
権
力
の
不
均
衡
は
、
組
織
階
層

の
上
層
部
の
人
間
が
よ
り
大
き
な
力
を
持
つ

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、

知
識
の
差
、
経
験
の
差
、
あ
る
い
は
縁
故
の

有
無
が
、
あ
る
種
の
対
立
関
係
に
お
け
る
大

き
な
要
因
と
な
り
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
職
場
の
い
じ
め
の
現
状

　

イ
ギ
リ
ス
で
職
場
の
い
じ
め
に
対
す
る
関

心
が
高
ま
っ
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
め

で
す
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
兼
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

の
ア
ン
ド
レ
ア
・
ア
ダ
ム
ス
氏
が
、「
職
場
の

い
じ
め
」（w

orkplace bullying

）
と
い
う

言
葉
を
造
り
出
し
ま
し
た
。
彼
女
は
ラ
ジ
オ

番
組
を
通
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
職
場
に
お
け

る
い
じ
め
の
問
題
と
、
そ
の
重
要
性
に
つ
い

て
調
査
し
ま
し
た
。
こ
の
番
組
と
、
彼
女
が

後
に
出
版
し
た
書
籍
『
職
場
の
い
じ
め
―
ど

の
よ
う
に
取
り
組
み
克
服
す
る
べ
き
か
』
に

よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
多
く
の
人
が
こ

の
問
題
を
知
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

い
く
つ
か
の
調
査
・
研
究
に
よ
る
と
、
イ

ギ
リ
ス
で
は
一
〇
～
二
〇
％
が
職
場
で
い
じ

め
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
い
じ
め
の
パ
タ
ー

ン
を
み
る
と
、
い
じ
め
を
受
け
る
割
合
は
男

女
同
程
度
の
よ
う
で
す
。
少
数
民
族
、
障
が

い
者
、レ
ズ
ビ
ア
ン
、ゲ
イ
、バ
イ
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
、
こ
う
い
っ
た
人
た
ち
の
経
験
率
が
比
較

的
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
民
間
部
分

よ
り
も
公
共
部
分
で
広
く
蔓
延
し
て
い
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
が
他
の
国
と
少
し
違
う
の
は
、

縦
の
関
係
以
外
の
い
じ
め
も
蔓
延
し
て
い
る

こ
と
で
す
。
一
般
的
に
、
い
じ
め
は
縦
の
関

係
で
発
生
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
上
司
に
よ

る
い
じ
め
で
す
。
し
か
し
、
同
僚
間
の
い
じ

め
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
医
療
関
係
の

施
設
や
小
売
店
、
ホ
テ
ル
、
学
校
で
は
、
顧

客
・
消
費
者
・
学
生
等
か
ら
の
い
じ
め
も
発

生
し
て
い
ま
す
。
経
営
者
や
幹
部
層
も
、
さ

ら
に
上
の
者
か
ら
い
じ
め
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

職
場
の
い
じ
め
の
影
響
は
深
刻
で
、
心
理

的
に
も
身
体
的
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
仕
事

に
対
す
る
満
足
度
を
損
な
わ
せ
ま
す
。
そ
の

被
害
者
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
深
刻
な
影
響

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
は
、
組
織
的
な
影
響
に
議
論
の
焦
点
が
あ

り
ま
す
。
い
じ
め
が
起
き
る
と
離
職
者
が
出

て
、
生
産
性
も
低
下
し
ま
す
。
い
じ
め
は
直

接
の
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
傍
観
者

に
も
影
響
を
与
え
ま
す
。

　

職
場
の
い
じ
め
の
問
題
が
裁
判
所
に
持
ち

込
ま
れ
る
と
、
時
と
し
て
判
事
は
莫
大
な
支

払
い
を
使
用
者
に
命
じ
ま
す
。
訴
訟
も
含
め
、

い
じ
め
は
企
業
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ス

ト
を
生
じ
さ
せ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
使
用
者

は
こ
の
問
題
を
認
識
し
、
深
刻
に
と
ら
え
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

職
場
の
い
じ
め
が
発
生
す
る
理
由

　

職
場
の
い
じ
め
が
発
生
す
る
理
由
の
一
つ

に
、
職
場
環
境
の
質
が
あ
り
ま
す
。
競
争
の

厳
し
い
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
で
は
、
労

働
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
要
求
さ
れ
ま
す
。

人
々
は
期
日
を
守
れ
な
い
、
目
標
を
達
成
で

き
な
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分

の
役
割
に
葛
藤
や
曖
昧
さ
を
感
じ
る
こ
と
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
あ
ま
り
に

も
権
威
主
義
的
、
あ
る
い
は
予
測
不
能
な

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
生
じ
て
、
い
じ
め
が
発

生
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
ス
ト
レ
ス
に
さ
ら
さ
れ
た
幹

部
や
経
営
者
自
身
が
、
自
分
た
ち
の
フ
ラ
ス

ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
部
下
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
人
々
が
い

じ
め
を
仕
事
の
一
環
と
し
て
、
受
容
し
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
普
通
で
あ
れ
ば
到

底
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
受
け
入

れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ

ス
な
ど
で
は
、
厨
房
に
お
け
る
シ
ェ
フ
に
よ

る
い
じ
め
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
そ
の
職
業
に
属
し
て
い
る
人
た
ち
は
、

こ
れ
を
役
割
モ
デ
ル
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ

ら
の
行
為
を
真
似
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

看
護
師
、
あ
る
い
は
消
防
署
で
も
同
じ
よ
う

な
状
況
が
み
ら
れ
ま
す
。

職
場
の
い
じ
め
へ
の
対
処
法

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
長
年
、
労
働
組
合
を
中
心

に
、
職
場
の
い
じ
め
に
特
化
し
た
法
律
「
職

場
の
尊
厳
法
」（D

ignity at W
ork B

ill

）

各国報告1

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
職
場
の
い
じ
め

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
教
授　

ヘ
ル
ゲ
・
ホ
ー
エ
ル
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の
制
定
が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
未
だ
達

成
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
状
で
も

被
害
者
を
守
る
方
法
は
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、
一
九
七
四
年
労
働
安
全
衛
生
法
に
よ
り
、

使
用
者
は
従
業
員
に
対
し
て
健
康
、
安
全
、

福
利
厚
生
を
確
保
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
反
差
別
法
制
で
あ
る
二
〇
一
〇
年
平

等
法
（E

quality A
ct 2010

）
に
よ
っ
て
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
保
護
さ
れ

る
人
種
、
宗
教
、
年
齢
、
障
が
い
等
に
関
す

る
差
別
的
な
い
じ
め
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

職
場
の
い
じ
め
に
限
定
さ
れ
な
い
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
に
関
す
る
法
律
と
し
て
、
一
九
九
七
年

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
の
保
護
法

（P
rotection from

 H
arassm

ent A
ct 

1997

）
も
あ
り
、
賠
償
金
の
上
限
が
現
在

一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
（
日
本
円
で
約
一
・
四
億

円
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
使
用
者
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ

き
で
し
ょ
う
か
。
以
前
は
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
人
事
管
理
の
一
手
段
で
あ
っ
て
、
い
じ
め

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
現
在
は
、
使
用
者
の
理
解
も
進
ん
で
き

ま
し
た
。
使
用
者
の
権
限
と
し
て
の
確
固
た

る
態
度
と
い
じ
め
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
解
が

進
ん
だ
の
で
す
。

　

一
つ
の
有
効
な
行
動
は
、
使
用
者
が
い
じ

め
に
関
す
る
ポ
リ
シ
ー
を
職
場
に
導
入
す
る

こ
と
で
す
。
こ
の
ポ
リ
シ
ー
に
よ
り
、
組
織

と
し
て
職
場
の
い
じ
め
を
許
容
し
な
い
こ
と

を
示
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
ポ
リ
シ
ー
に

違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
制
裁
を
科
し
ま

す
。

　

ま
た
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
問
題
解
決
手

段
と
し
て
、企
業
内
で
調
停（m

ediation

）を

行
っ
た
り
、
人
々
が
自
主
的
に
集
ま
っ
て
対

立
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
い
は
フ
ォ
ー
マ
ル
な
苦
情
処
理
手
続
を

選
択
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
調
停
の
有
効

性
に
関
す
る
調
査
に
よ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
や

そ
の
他
諸
国
に
お
い
て
、
調
停
が
効
果
的
な

の
は
、
対
立
が
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
い
ケ
ー

ス
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

ま
す
。
あ
ま
り
に
も
対
立
が
ひ
ど
い
ケ
ー
ス

で
は
、
行
っ
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

労
働
組
合
の
役
割

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
職
場
の
い
じ
め
の
問
題
に

労
働
組
合
が
当
初
か
ら
介
入
し
、
法
制
化
を

推
進
す
る
と
と
も
に
、
企
業
別
の
支
部
レ
ベ

ル
で
も
活
発
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ

ス
の
労
働
組
合
は
、
一
九
八
〇
年
～
九
〇
年

代
前
半
に
か
け
て
か
な
り
衰
退
し
ま
し
た
が
、

職
場
の
い
じ
め
の
問
題
に
関
し
て
は
、
重
要

な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
職
場
の
い
じ
め
は
組
合
員
に
と
っ

て
深
刻
な
問
題
な
の
で
、
労
働
組
合
は
職
場

の
組
合
員
の
た
め
に
状
況
を
改
善
す
る
意
思

を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
政
府
の
支
援
で
、二
〇
〇

四
年
か
ら
使
用
者
と
労
働
組
合
が
共
同
で
問

題
に
対
処
す
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
ア
プ

ロ
ー
チ（D

ignity at W
ork P

artnership

）

が
始
ま
り
ま
し
た
。
英
国
航
空
や
ブ
リ

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
テ
レ
コ
ム
の
よ
う
な
大
手
企

業
と
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
な
ど
の
労
働
組
合
が
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
確
立
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
委
託
調
査
で
わ

か
っ
た
こ
と
は
、
成
功
し
て
い
る
組
織
も
あ

れ
ば
、
失
敗
し
て
い
る
組
織
も
あ
る
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
、
成
功
し
て
い
る
組
織
の
特

徴
は
、
上
層
部
の
確
固
た
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
と
従
業
員
の
賛
同
を
と
り
つ
け
、
そ
こ
で

何
が
起
き
て
い
る
の
か
が
正
し
く
理
解
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
労
使
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
一
三
〇
万
ポ
ン
ド
と
い
う
投
資
に
も
関

わ
ら
ず
、
い
じ
め
被
害
者
に
と
っ
て
の
救
済

策
を
提
供
し
て
お
ら
ず
、
内
容
的
に
労
働
者

側
の
意
向
を
汲
ん
だ
も
の
と
は
な
っ
て
い
ま

せ
ん
。そ
の
た
め
、経
営
者
側
の
意
向
に
偏
っ

て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
り
ま
す
。

今
後
の
課
題

　

二
〇
年
間
の
調
査
研
究
を
通
じ
て
、
イ
ギ

リ
ス
で
も
職
場
の
い
じ
め
の
問
題
は
あ
る
程

度
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
法
律
の
整
備
が
必

要
だ
と
私
は
認
識
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ

れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
よ
り
多
く
の
人
が

こ
の
問
題
を
認
識
す
る
こ
と
で
す
。
今
日
の

イ
ギ
リ
ス
に
は
十
分
な
措
置
や
対
策
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
成
功
さ
せ
る
た
め

に
は
、
使
用
者
と
労
働
者
が
前
向
き
に
こ
の

問
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

職
場
の
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
職
場
の
い
じ
め
に
つ
い

て
は
「
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
は
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
で
す
が
、
そ
の
Ｅ
Ｕ
で
は
一
九
八
九
年

に
出
さ
れ
た
、
労
働
安
全
衛
生
に
関
わ
る
枠

組
み
指
令
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
同
年
に
、
こ
の
指
令
に

定
め
ら
れ
て
い
る
一
般
的
な
予
防
義
務
に
基

づ
い
て
、
安
全
衛
生
の
原
則
を
国
内
法
に
取

り
入
れ
ま
し
た
。

　

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
一
年
に
Ｅ

Ｕ
と
イ
タ
リ
ア
の
間
で
争
わ
れ
た
事
件
の
判

決
の
中
で
、「
使
用
者
は
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を

予
防
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ま
し

各国報告2

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

ボ
ル
ド
ー
第
四
大
学
比
較
労
働
法
・
社
会
保
障
研
究
所
研
究
員　

ロ
イ
ッ
ク
・
ル
ル
ー
ジ
ュ
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た
。
こ
の
判
決
は
、
直
接
的
に
は
、
イ
タ
リ

ア
が
一
九
八
九
年
の
枠
組
み
指
令
を
遵
守
し

て
い
な
い
と
判
断
し
た
判
決
で
す
が
、
そ
の

中
で
、
使
用
者
が
予
防
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
と
は
、
身
体
的
・
物
理

的
リ
ス
ク
、
精
神
的
リ
ス
ク
と
い
っ
た
す
べ

て
の
リ
ス
ク
を
含
む
、
と
し
た
の
で
す
。
こ

う
し
て
、
使
用
者
は
一
般
的
な
予
防
義
務
を

達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

厳
格
責
任
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九
八
年
が
モ
ラ
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
つ
い
て
非
常
に
重
要
な
年

と
な
り
ま
し
た
。
作
家
の
マ
リ
ー
＝
フ
ラ
ン

ス
・
イ
ル
ゴ
イ
エ
ン
ヌ
が
『
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
』（
邦
訳
本
は
高
野
優[

訳]『
モ
ラ
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
―
人
を
傷
つ
け
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
』
紀
伊
國
屋
書
店 

、
一
九
九
九
年
）

と
い
う
本
を
出
版
し
た
た
め
で
す
。
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
、
そ
れ
ま
で
労
働
者
が
表
立
っ

て
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
い
じ

め
問
題
の
議
論
に
火
が
つ
き
ま
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
一
九
九
八
年
以
前
も
フ
ラ
ン
ス
に
は

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
し
、

ど
の
職
場
も
そ
の
問
題
に
直
面
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
一
九
九
八
年
に
そ
れ
が
公
然

の
も
の
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
一
九
九
九
年
と
二

〇
〇
〇
年
に
二
つ
の
法
案
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

一
つ
は
下
院
、
も
う
一
つ
は
上
院
に
お
い
て

で
す
。
ま
た
、
政
府
の
諮
問
機
関
で
あ
る
経

済
社
会
評
議
会
に
お
い
て
、
二
〇
〇
一
年
に

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
報
告
書
が

出
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
概
念
を
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
法
に
導
入
す

べ
き
か
否
か
と
い
う
論
議
が
巻
き
起
こ
り
ま

し
た
。
こ
の
議
論
に
よ
り
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
概
念
の
重
要
性
が
、
一
躍
注
目
を
浴
び

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

二
〇
〇
〇
年
以
前
か
ら
労
働
安
全
衛
生
法

は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
身
体

的
な
リ
ス
ク
、
す
な
わ
ち
労
働
安
全
衛
生
政

策
を
通
じ
て
、
労
働
者
の
物
理
的
安
全
あ
る

い
は
身
体
的
な
健
康
を
確
保
す
る
た
め
に
定

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
二

年
に
成
立
し
た
労
使
関
係
現
代
化
法
の
中
で
、

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
法
律
に
導
入
さ
れ
、

使
用
者
は
同
時
に
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題

に
も
対
応
す
る
必
要
が
生
じ
ま
し
た
。

労
使
関
係
現
代
化
法
に
お
け
る 

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
労
働
法
典
、
刑
法
典
及

び
公
務
員
規
程
に
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

定
義
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
法

律
の
定
義
は
同
じ
で
す
が
、
手
順
、
手
続
き

な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
て
い
ま
す
。
労
働

法
典
に
お
け
る
定
義
は
、「
い
か
な
る
労
働
者

も
、
そ
の
権
利
及
び
尊
厳
を
侵
害
し
、
身
体

的
も
し
く
は
精
神
的
な
健
康
を
害
し
、
ま
た

は
職
業
キ
ャ
リ
ア
の
将
来
性
を
損
な
う
お
そ

れ
の
あ
る
よ
う
な
労
働
条
件
の
悪
化
を
目
的

と
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
効
果
を
及

ぼ
す
よ
う
な
反
復
的
行
為
を
受
け
て
は
な
ら

な
い
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
最
近
は

労
働
災
害
の
補
償
に
関
し
て
も
、
モ
ラ
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
影
響
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

　

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
応
す
る
た
め

に
は
ツ
ー
ル
が
必
要
で
す
。
使
用
者
に
は
一

般
的
予
防
義
務
が
あ
り
、
労
働
者
の
安
全
を

確
保
し
、
身
体
的
及
び
精
神
的
健
康
を
守
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

が
、そ
こ
に
は
、モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策

の
措
置
も
含
ま
れ
ま
す
。
つ
ま
り
使
用
者
は
、

労
働
者
の
安
全
衛
生
確
保
の
た
め
の
包
括
的

な
予
防
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
中
で
モ
ラ
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
禁
止
さ
れ
る
モ
ラ

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
を
定
め
、
そ
れ
を

行
っ
た
場
合
は
制
裁
の
対
象
と
な
る
こ
と
を

職
場
に
お
い
て
（
た
と
え
ば
就
業
規
則
な
ど

に
よ
っ
て
）
明
示
的
に
示
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
最
近
は
安
全
衛
生
委
員
会
が
普
及

し
、
事
業
所
に
お
い
て
労
働
者
の
健
康
を
保

護
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。労
働
医（
フ

ラ
ン
ス
の
産
業
医
）
の
役
割
も
重
要
で
す
。

労
働
医
は
、
精
神
衛
生
上
特
別
な
ケ
ア
を
必

要
と
す
る
労
働
者
が
い
た
場
合
に
、
個
別
的

に
必
要
な
措
置
を
使
用
者
に
提
案
で
き
ま
す
。

事
業
所
の
従
業
員
か
ら
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば

れ
る
代
表
者
で
あ
る
従
業
員
代
表
委
員
の
役

割
も
重
要
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
は
過
半

数
が
従
業
員
五
〇
人
未
満
の
中
小
企
業
で
す

が
、
こ
う
し
た
職
場
に
は
安
全
衛
生
委
員
会

が
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
従
業
員
代
表
委
員

が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

従
業
員
代
表
委
員
は
、
内
部
告
発
者
と
し

て
行
動
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。
仕
事
の
た

め
と
は
思
わ
れ
な
い
よ
う
な
人
権
を
侵
害
す

る
行
為
、
あ
る
い
は
健
康
を
侵
害
す
る
行
為

が
職
場
で
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
使
用
者
に

そ
れ
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
使
用

者
は
通
報
を
受
け
た
場
合
、
そ
れ
を
調
査
し
、

問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
裁
判
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
ル
ー
ル
の
一

つ
に
、
雇
用
契
約
の
誠
実
履
行
義
務
と
い
う

考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ

き
、
使
用
者
は
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
場
合
に

は
、
そ
の
労
働
者
の
健
康
が
損
な
わ
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
し
て

は
、
こ
の
雇
用
契
約
の
誠
実
履
行
義
務
と
い

う
考
え
方
に
基
づ
き
、
裁
判
所
が
紛
争
の
解

決
に
関
わ
る
可
能
性
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

証
明
責
任
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
モ
ラ

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
と
主
張
す
る
労

働
者
は
、
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
起
き
た

と
推
定
す
る
に
値
す
る
事
実
を
証
明
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
被
告
は
、

そ
の
問
題
と
な
っ
た
行
為
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

で
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。す
な
わ
ち
、ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
関
係

な
い
、
客
観
的
な
要
素
に
よ
っ
て
正
当
化
さ

れ
得
る
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
流
れ

で
原
告（
労
働
者
）・
被
告（
使
用
者
）の
主
張
を

聞
い
た
後
に
、
裁
判
所
が
必
要
に
応
じ
て
調

査
を
命
じ
、
判
決
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
は
、
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
告
発
す

る
労
働
者
を
守
る
た
め
の
措
置
が
重
要
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を

訴
え
た
こ
と
、
あ
る
い
は
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
を
目
撃
し
て
そ
れ
を
訴
え
た
こ
と
を
理

由
に
、
解
雇
や
制
裁
を
科
す
こ
と
は
禁
止
さ
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れ
て
い
ま
す
。
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受

け
て
い
る
労
働
者
を
、
こ
う
し
た
保
護
ル
ー

ル
を
無
視
し
て
解
雇
し
た
場
合
、
そ
の
解
雇

は
無
効
で
あ
る
と
労
働
法
典
に
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

調
停
手
続
（M

édiation

）
も
、
労
働
法

典
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
被
害
者
と
行
為
者
の
双
方
が
申
請
で

き
ま
す
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
活

用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
効
果
を
上
げ
て
い
な
い

の
が
実
情
で
す
。
私
は
も
っ
と
調
停
手
続
を

推
進
す
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
防
止
す

る
使
用
者
の
責
任

　

破
毀
院
（
司
法
訴
訟
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス

の
最
高
裁
判
所
）
は
二
〇
〇
二
年
、
使
用
者

の
責
任
の
範
囲
に
つ
い
て
定
め
る
画
期
的
な

判
例
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
予

防
策
を
取
っ
て
お
り
、
加
害
者
を
罰
し
た
と

し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
使
用
者
が

責
任
を
免
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
も
の

で
す
。
使
用
者
が
原
因
を
つ
く
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
同
僚
の
従
業
員
が
加
害
者
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
加
害
者
の
行
為
に
対
し

て
、
使
用
者
が
責
任
を
負
う
と
い
う
判
決
で

す
。
こ
の
判
決
は
、
使
用
者
が
職
場
に
お
け

る
安
全
衛
生
確
保
に
つ
い
て
極
め
て
厳
格
な

義
務
を
負
っ
て
い
る
と
解
釈
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
六
年
の
プ
ロ
パ
ラ
事
件
に

お
い
て
画
期
的
な
判
決
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
は
企
業
内
労
働
者
の
安
全
衛
生
保
護
、
特

に
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
安
全
確

保
義
務
に
お
い
て
、
使
用
者
が
負
う
責
任
に

つ
い
て
の
破
毀
院
の
判
決
で
す
。
こ
の
判
決

は
、
使
用
者
に
過
失
が
な
い
場
合
で
も
安
全

確
保
義
務
は
免
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と

述
べ
ま
し
た
。
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
身
体
的

な
労
働
災
害
と
同
じ
だ
け
の
重
み
が
与
え
ら

れ
た
わ
け
で
す
。
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

発
生
に
気
づ
い
て
い
な
が
ら
こ
れ
に
対
応
す

る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
、
使
用
者
側

に
雇
用
契
約
の
義
務
不
履
行
の
責
任
、
損
害

賠
償
責
任
が
発
生
し
ま
す
。

　

破
毀
院
は
二
〇
〇
九
年
一
一
月
の
判
決
で
、

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
を
拡
大
し
ま

し
た
。
こ
の
判
決
は
、
行
為
者
の
側
に
悪
意

が
な
く
と
も
、
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
な

り
得
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
繰
り
返
し

何
度
も
行
わ
れ
た
一
定
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手

法
が
、
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
な
り
得
る

こ
と
も
示
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
法
的
な
定
義
だ
け
で
は
、
現
実

の
問
題
に
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
特

定
の
タ
イ
プ
の
問
題
の
あ
る
労
務
管
理
の
方

法
に
、
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
も
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
始
め
て
い
ま
す
。
現
在

で
は
、
管
理
職
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
い

う
概
念
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
問
題
の
あ
る
労
務

管
理
手
法
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
が
、
あ
る

従
業
員
に
対
し
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
場
合

に
、
そ
れ
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
る
こ
と

も
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

二
〇
一
〇
年
二
月
の
判
決
も
、
や
は
り
使

用
者
の
一
般
的
な
予
防
義
務
を
重
視
し
ま
し

た
。
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
身
体
的
・
精
神
的

虐
待
が
あ
っ
た
場
合
、
た
と
え
使
用
者
が
そ

れ
を
防
止
す
る
対
策
を
取
っ
て
い
た
と
し
て

も
、
被
害
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
使
用

者
は
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
と
い
う
判
決
で
し
た
。

　

精
神
的
健
康
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
使
用
者

は
そ
の
リ
ス
ク
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
を

予
防
・
回
避
す
る
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
、
形
式
的
に
一
般
的

な
対
策
を
と
れ
ば
い
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、

実
際
に
リ
ス
ク
を
防
ぐ
た
め
の
効
果
的
な
対

策
を
実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
使
用
者

に
そ
の
よ
う
な
実
際
上
の
効
果
的
な
対
策
を

と
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
が
、

こ
の
判
決
の
狙
い
で
す
。

モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
罰
則

　

二
〇
一
二
年
六
月
か
ら
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
被
害
者
（
労
働
者
）
は
二
つ
の
形
で

賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
一
つ
目
は
、
自
分
が
受
け
た
加
害

行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
賠
償
で
す
。
二
つ

目
は
、
使
用
者
の
予
防
義
務
違
反
に
対
す
る

賠
償
で
す
。
こ
の
二
つ
の
損
害
は
、
被
害
者

（
労
働
者
）
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
労
働
法
典
だ
け
で

な
く
、
刑
法
典
に
も
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
両
者
と
も
法
的
な
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
定
義
は
同
じ
で
す
。
有
罪
の
場
合
、

二
年
間
の
実
刑
判
決
か
、
最
大
で
三
万
ユ
ー

ロ
の
罰
金
が
科
さ
れ
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
・
テ
レ
コ
ム
で
自
殺
が
相
次
ぎ
、

前
代
表
の
ほ
か
、
二
人
の
幹
部
が
取
り
調
べ

を
受
け
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事
手
続
に

お
い
て
公
判
前
に
犯
罪
の
存
在
及
び
被
疑
者

に
関
す
る
証
拠
が
十
分
揃
っ
て
い
る
か
否
か

を
判
断
す
る
役
割
を
負
っ
て
い
る
予
審
判
事

は
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
従
業
員
が
自
殺
す

る
ほ
ど
ひ
ど
い
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受

け
て
い
た
と
認
定
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
前

代
表
と
幹
部
は
主
犯
、
あ
る
い
は
共
犯
者
と

し
て
、
犯
罪
に
関
与
し
た
と
判
断
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
事
件
を
通
じ
て
、
モ
ラ
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
の
加
害
者
を
、
刑
法
犯
と
し
て
訴
追

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
り
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
場
合
に
は

労
働
法
の
適
用
を
監
督
す
る
行
政
官
で
あ
る

労
働
監
督
官
の
協
力
が
不
可
欠
で
す
。
労
働

監
督
官
の
報
告
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
フ
ラ

ン
ス
・
テ
レ
コ
ム
事
件
の
実
態
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。

各国報告3

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
職
場
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ 

　
　
　
　
　
　
　

―
い
じ
め
に
立
ち
向
か
う
結
束

カ
ー
ル
ス
タ
ッ
ド
大
学
教
授　

マ
ル
ガ
レ
ー
タ
・
ス
ト
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
職
場
の 

い
じ
め
の
状
況

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
福
祉
国
家
で
あ
り
、
非

常
に
近
代
的
な
住
居
と
医
療
制
度
が
あ
り
ま

す
。
男
女
が
平
等
な
社
会
で
、
よ
り
健
全
な

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
推
進
す
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
福
祉
国
家
で
あ

る
が
ゆ
え
の
別
の
側
面
も
存
在
し
て
い
ま
す
。

近
年
は
精
神
疾
患
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
病
気
休
暇
の
国
の
費
用
負
担
を
み
る
と
、

精
神
疾
患
の
費
用
が
も
っ
と
も
高
い
状
況
で

す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
非
常
に
住
み
や
す
い

国
で
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
職
場
の
い
じ

め
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
研
究
結
果
に
よ
る

と
、
い
じ
め
の
発
生
率
は
、
過
去
二
〇
年
間

で
は
三
・
五
％
か
ら
一
一
％
の
間
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

病
院
と
自
治
体
の
労
働
者
に
対
し
て
行
っ

た
ヒ
ア
リ
ン
グ
か
ら
、
次
の
事
実
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。
過
去
六
カ
月
に
い
じ
め
を

一
週
間
に
一
回
受
け
て
い
る
人
の
割
合
は
一

八
・
五
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
週
間
に
二

回
は
六
・
八
％
で
す
。
四
％
は
セ
ル
フ
ラ
ベ

リ
ン
グ
（
自
己
判
断
）
に
よ
り
、
い
じ
め
を

受
け
た
と
報
告
し
て
い
ま
す
。
二
二
％
は
い

じ
め
を
目
撃
し
た
と
報
告
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
三
八
％
の
人
が
こ
れ
ま
で
に
、
た
と
え

ば
若
い
と
き
に
職
場
の
い
じ
め
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
と
回
答
し
て
い
ま
す
。全
体
の
八
・

五
％
は
職
務
関
連
の
い
じ
め
を
受
け
た
こ
と

が
あ
り
、
二
・
三
％
は
深
刻
な
い
じ
め
に
さ

ら
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
雇
用
環
境
局
の
統

計
で
は
、
医
療
・
福
祉
の
従
事
者
、
ホ
テ
ル
・

レ
ス
ト
ラ
ン
の
従
業
員
、
清
掃
関
係
者
な
ど

が
い
じ
め
、
嫌
が
ら
せ
を
受
け
る
リ
ス
ク
が

高
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

職
場
の
い
じ
め
の
健
康
へ
の
影
響

　

職
場
の
い
じ
め
は
健
康
に
非
常
に
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
図
１
は
職
場
の
い
じ

め
が
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
を
示
し
て
い
ま
す
。

上
部
は
健
康
が
悪
化
す
る
過
程
、
下
部
は
健

康
が
回
復
す
る
過
程
で
す
。
中
央
の
部
分
は
、

心
の
傷
跡
、
ト
ラ
ウ
マ
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

職
場
の
い
じ
め
を
受
け
た
被
害
者
の
中
に

は
、
非
常
に
深
刻
な
心
理
的
な
傷
を
負
い
、

そ
れ
が
一
生
残
る
非
常
に
大
き
な
出
来
事
で

あ
っ
た
と
回
答
す
る
人
も
い
ま
す
。

　

回
復
の
過
程
で
は
、

い
じ
め
を
受
け
た
こ
と

に
対
す
る
精
神
的
適
応
、

苦
情
の
申
し
立
て
、
最

終
的
に
は
救
済
の
獲
得

と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
い
じ
め
を
受

け
る
期
間
が
長
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
、
状
況
を

変
え
る
可
能
性
が
限
定

的
と
な
り
ま
す
。
そ
れ

が
、
図
の
中
の
「
限
ら

れ
た
選
択
肢
」
で
す
。

た
と
え
ば
、
職
場
を
変

え
る
こ
と
が
困
難
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
普
通
の
生
活
に

戻
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
前
提
と

し
て
、
ず
っ
と
い
じ
め

に
耐
え
な
が
ら
、
そ
の

中
で
適
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ

の
プ
ロ
セ
ス
は
往
々
に
し
て
非
常
に
苦
痛
を

伴
い
ま
す
。

　

最
終
的
に
被
害
者
は
、
何
ら
か
の
救
済
、

例
え
ば
金
銭
的
な
賠
償
や
職
務
の
確
認
を
求

め
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
叶
っ
た
と
し
て

も
、
心
の
傷
が
完
全
に
癒
え
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
生
の
心
の
傷
跡
、
ト
ラ
ウ
マ
と

し
て
残
り
ま
す
。

職
場
の
い
じ
め
へ
の
対
応

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
い
じ
め
の
問
題
が

単
純
化
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
で
表
面
的
に
扱
わ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
メ
デ
ィ

ア
は
い
じ
め
の
問
題
を
時
々
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
責
任
者
は
、
い
じ
め
の
問

題
に
対
し
て
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
、
隠
ぺ
い

し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
背

景
に
は
恥
ず
か
し
い
と
思
う
気
持
ち
や
職
場

で
悪
評
が
立
つ
こ
と
へ
の
恐
れ
が
あ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

予
防
的
な
取
り
組
み
に
関
し
て
は
、
い
じ

め
に
特
化
し
た
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
さ

ま
ざ
ま
な
就
労
環
境
に
関
す
る
教
育
や
ポ
リ

シ
ー
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た

計
画
や
ポ
リ
シ
ー
は
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
、

実
際
に
企
業
の
最
前
線
で
適
用
・
実
用
化
さ

れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
企
業
の
ト
ッ

プ
は
、
こ
う
し
た
危
機
が
現
実
の
も
の
に
な

ら
な
い
と
、
深
刻
に
取
り
扱
わ
な
い
傾
向
が

あ
り
ま
す
。

い
じ
め
の
過
程

　

い
じ
め
の
過
程
は
、
中
傷
、
欺
瞞
、
侮
辱
、

不
公
平
ま
た
は
特
別
扱
い
に
よ
り
、
進
行
し

ま
す
（
図
２
）。
そ
の
目
的
は
、
最
終
的
に

は
職
場
か
ら
い
じ
め
を
受
け
た
人
を
排
除
す

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は

図１　職場のいじめの健康上の影響

図２　いじめの過程

(Hallberg & Strandmark 2006)

心の傷跡

自尊心
の低下

症状と反応

限られた
選択肢

救済の
獲得

精神的
適応

中傷

欺瞞

侮辱

不公平

サポート

(Strandmark & Hallberg 2007)

拒絶



特集―いじめ・嫌がらせの実情と課題

Business Labor Trend 2013.6

8

他
の
形
で
持
続
的
に
発
生
し
、
い
じ
め
を
受

け
た
人
が
排
除
さ
れ
た
後
に
は
、
ま
た
他
の

人
が
こ
の
問
題
に
巻
き
込
ま
れ
ま
す
。
た
だ
、

い
じ
め
を
受
け
た
人
は
裏
切
り
や
嫌
が
ら
せ

を
受
け
続
け
る
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
周
り

の
人
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
り
、
一
時
的
に
心
理

的
緊
張
が
和
ら
ぐ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
サ
ポ
ー
ト
で
は
、
継
続
す
る
い
じ

め
の
過
程
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

国
の
対
策

　

国
レ
ベ
ル
の
法
規
制
に
つ
い
て
、
私
は
現

状
で
は
不
十
分
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
規
制

は
三
つ
存
在
し
て
い
ま
す
。
一
つ
目
が
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
雇
用
環
境
法
で
す
。
こ
の
法
律

は
物
理
的
な
点
を
強
調
し
て
い
ま
す
が
、
心

理
的
な
要
因
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
二
つ

目
が
雇
用
環
境
規
則
（A

F
S

1993:17

）
で
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
こ
の
規
則
に
よ
り
、
お

そ
ら
く
西
欧
諸
国
で
最
初
に
法
的
規
制
を
導

入
し
、
職
場
に
お
け
る
虐
待
的
な
差
別
行
為

を
禁
止
し
ま
し
た
。
こ
の
規
則
は
一
九
九
三

年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
ろ
そ
ろ
補
完

す
る
時
期
に
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
三
つ

目
が
差
別
禁
止
法
（S

F
S

2008:567

）
で
、

二
〇
〇
八
年
に
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
文
化
と
い
じ
め
の
関
係

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
文
化
の
長
所
と
し
て
は
、

交
渉
と
平
等
を
重
ん
じ
る
長
き
に
渡
る
伝
統

が
、
労
働
組
合
と
使
用
者
の
間
に
あ
る
点
で

す
。
一
方
、
短
所
と
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は

往
々
に
し
て
そ
の
問
題
が
存
在
し
て
い
な
い

ふ
り
を
し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
こ

れ
が
、
い
じ
め
が
な
く
な
ら
な
い
理
由
の
一

つ
で
す
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
短
所
と
し
て
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
はJ

ヤ
ン
テ
ラ
ー
ゲ
ン

antelagen

と
い

い
ま
す
が
、「
自
分
が
他
人
よ
り
優
れ
て
い
る

と
思
う
な
」、つ
ま
り
出
る
く
い
は
打
た
れ
る
、

他
の
人
よ
り
も
突
出
し
て
は
い
け
な
い
と
い

う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

い
じ
め
を
防
ぐ
た
め
に

　

い
じ
め
の
問
題
に
対
し
て
何
を
す
べ
き
か

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
い
じ
め
を
き
ち
ん
と
認

識
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
次
に
、
問
題
解

決
の
た
め
に
話
し
合
い
を
行
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
自
分
た
ち
の
態
度
を
改
め
、

他
の
人
と
違
っ
た
方
法
で
職
場
を
改
善
し
よ

う
と
す
る
人
、
出
る
く
い
を
称
賛
す
る
文
化

に
変
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た

め
に
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
（
国
の
対
策
）、
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
（
労
使
の
対
策
）
の
両
方
か
ら

こ
の
問
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す

が
、
い
じ
め
に
関
す
る
法
制
度
は
補
完
す
べ

き
時
期
に
来
て
い
ま
す
。
予
防
措
置
を
講
じ

て
、
い
じ
め
の
根
絶
を
図
る
よ
う
、
使
用
者

に
対
し
て
よ
り
大
き
な
責
任
を
課
す
べ
き
で

す
。
学
校
の
生
徒
に
対
す
る
差
別
を
禁
じ
る

法
案
に
つ
い
て
、
現
在
こ
う
し
た
意
図
を
盛

り
込
ん
だ
も
の
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
名

称
も
「
差
別
に
よ
る
い
じ
め
」
と
い
う
文
言

が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
同
僚
の
責
任
を
明
確

に
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
責
任
が
あ

る
の
は
使
用
者
だ
け
で
は
な
く
、
同
僚
に
も

や
は
り
責
任
が
あ
る
の
で
す
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
職
場
の
い
じ
め
の
概
況

　

ド
イ
ツ
で
は
い
じ
め
を
モ
ビ
ン
グ

（m
obbing

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
職
場
の
い
じ
め
の
発
生
率

は
、
全
労
働
者
数
の
三
・
五
％
、
一
四
〇
万

人
で
す
。
す
な
わ
ち
二
社
に
一
社
で
、
少
な

く
と
も
一
人
が
い
じ
め
の
被
害
に
あ
っ
て
い

ま
す
。
四
～
九
人
に
一
人
の
従
業
員
が
職
場

で
い
じ
め
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
頻
繁
に
い

じ
め
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
も
い
れ
ば
、

ま
っ
た
く
い
じ
め
に
遭
わ
な
い
人
も
い
ま
す
。

　

職
場
の
い
じ
め
は
民
間
部
門
だ
け
で
な
く
、

公
共
部
門
で
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
過
去
二

〇
年
間
を
み
る
と
、
民
間
部
門
の
ほ
う
が
多

く
発
生
し
て
い
る
時
期
も
あ
れ
ば
、
公
共
部

門
で
多
く
発
生
し
て
い
る
時
期
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
は
、
ド
イ
ツ
の
経
済
状
況
が
影
響
し

て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
中
小
企

業
で
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
学
校
、
病
院
、

幼
稚
園
で
も
よ
く
起
き
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
は

労
働
組
合
と
は
別
の
組
織
と
し
て
、
事
業
所

委
員
会
が
数
多
く
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
と

く
に
、
大
手
企
業
の
事
業
所
委
員
会
の
活
動

は
活
発
で
す
。

　

職
場
の
い
じ
め
の
被
害
者
を
男
女
別
に
み

る
と
、
三
分
の
二
か
ら
四
分
の
三
が
女
性
で

す
。
年
齢
別
に
は
、
初
期
の
頃
は
若
年
層
と

高
齢
層
に
対
す
る
い
じ
め
が
多
か
っ
た
の
で

す
が
、
現
在
は
三
〇
歳
～
四
九
歳
で
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
グ

ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
る
、
会
社
内
で
昇
進
し
よ

う
と
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
職
場

の
い
じ
め
が
数
多
く
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

職
場
の
い
じ
め
の
約
五
〇
％
は
上
司
に
よ
っ

て
、
残
り
の
約
五
〇
％
は
同
僚
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
極
め
て
ま
れ
な
事

例
（
一
・
五
～
三
・
五
％
）
と
し
て
部
下
に

よ
る
い
じ
め
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
数
値

は
、
経
済
状
況
に
よ
っ
て
変
動
し
ま
す
。
企

業
の
業
績
が
悪
い
と
き
は
上
司
に
よ
る
い
じ

め
が
多
く
、
逆
に
業
績
の
良
い
と
き
は
同
僚

に
よ
る
い
じ
め
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

い
じ
め
の
種
類
は
、
言
葉
に
よ
る
い
じ
め

が
顕
著
で
す
。
一
方
で
、
ネ
ッ
ト
に
よ
る
い

じ
め
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ド
イ

ツ
で
は
年
間
約
一
万
人
の
自
殺
者
が
出
て
い

各国報告4

職
場
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ

―
ド
イ
ツ
の
現
状

弁
護
士　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ヴ
ォ
ル
メ
ラ
ー
ト
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ま
す
が
、
そ
の
う
ち
約
七
五
〇
〇
人
が
男
性
、

約
二
五
〇
〇
人
が
女
性
と
な
っ
て
い
ま
す
。

自
殺
者
の
二
〇
％
は
い
じ
め
が
原
因
で
自
殺

し
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
男
性
約
一
五
〇
〇

人
、
女
性
約
五
〇
〇
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

見
て
見
ぬ
振
り
を
す
る
人
た
ち

　

い
じ
め
の
問
題
を
語
る
と
き
に
、

M

メ
ー
ク
リ
ヒ
マ
ッ
ヒ
ャ
ー

öglichm
acher

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
い

ま
す
。
い
じ
め
を
目
撃
し
て
も
、
そ
の
状
況

を
気
に
留
め
ず
、
結
果
と
し
て
そ
の
い
じ
め

の
状
況
を
継
続
さ
せ
、
見
て
見
ぬ
振
り
を
す

る
人
た
ち
の
こ
と
で
す
。
彼
ら
が
い
じ
め
の

過
程
に
介
入
し
た
な
ら
、
い
じ
め
は
か
な
り

早
い
段
階
で
終
わ
る
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
い

じ
め
を
容
認
し
、
い
じ
め
の
被
害
者
を
次
第

に
孤
立
さ
せ
る
一
方
、
そ
の
態
度
は
加
害
者

か
ら
「
連
帯
の
サ
イ
ン
」
と
受
け
取
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
内
部
的
な

合
意
が
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し

ま
い
ま
す
。
加
害
者
は
「
同
僚
は
自
分
の
行

動
を
後
押
し
し
て
い
る
」
と
考
え
、
被
害
者

は「
同
僚
の
全
員
が
自
分
に
敵
対
し
て
い
る
」

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、

多
く
の
事
例
で
そ
の
よ
う
な
合
意
が
実
際
に

存
在
し
て
い
ま
す
。

　

M
öglichm

acher

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
被
害
者
と
接
触
が
あ
る
す
べ
て
の
関
係

者
で
す
。
こ
れ
に
は
経
営
者
、
上
司
、
同
僚
、

事
業
所
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
、
派
遣
労
働
者
、

社
内
に
い
る
他
会
社
の
労
働
者
（
食
堂
の
ス

タ
ッ
フ
、
清
掃
員
な
ど
）、
被
害
者
の
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
な
関
係
者
（
友
人
、
近
所
の
住
人
、

家
族
な
ど
）
が
含
ま
れ
ま
す
。

　

こ
の
場
合
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
存
在

は
上
司
で
す
。
上
司
は
い
じ
め
が
発
生
す
る

と
、
指
導
力
の
欠
如
を
非
難
さ
れ
る
た
め
、

あ
る
程
度
、
共
同
の
責
任
を
負
っ
て
い
ま
す
。

本
来
な
ら
自
身
の
指
導
的
な
地
位
を
利
用
し

て
、
話
し
合
い
や
議
論
の
場
を
設
け
、
紛
争

当
事
者
間
の
距
離
を
離
す
こ
と
も
可
能
で
す
。

し
か
し
、
上
司
が
こ
れ
を
せ
ず
に
見
て
見
ぬ

振
り
を
す
る
と
、
結
果
と
し
て
い
じ
め
が
蔓

延
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

加
害
者
へ
の
制
裁

　

加
害
者
へ
の
法
的
制
裁
は
非
現
実
的
で
す
。

理
論
的
に
は
有
効
で
す
が
、
現
実
を
み
る
と
、

法
的
制
裁
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ド
イ

ツ
で
はA

ア
ン
グ
ス
ト
モ
バ
ー

ngst_M
obber

と
い
う
、
不
安
感

に
よ
り
い
じ
め
を
行
う
者
が
存
在
し
ま
す
。

加
害
者
は
、
被
害
者
と
同
じ
よ
う
に
健
康
上

の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
ス
ト
レ
ス
を
感
じ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
加
害
者
は
、
他
の

人
よ
り
先
に
同
僚
を
い
じ
め
、
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
分
の
雇
用
を
守
ろ
う
と
考
え

ま
す
。

国
の
政
策
お
よ
び
司
法
制
度

　

法
令
、
国
の
政
策
や
司
法
制
度
を
み
る
と
、

職
場
の
い
じ
め
に
関
す
る
特
別
の
法
律
が
な

い
の
が
ド
イ
ツ
の
現
状
で
す
。
す
な
わ
ち
、

現
在
あ
る
何
ら
か
の
法
律
を
利
用
す
る
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
解
決
策
を
判
例
の

中
か
ら
探
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
在
、
刑

法
典
第
二
三
八
条
で
ス
ト
ー
キ
ン
グ
は
犯
罪

行
為
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
法
令
が
制
定
さ
れ
た

の
は
職
場
の
い
じ
め
の
た
め
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
ス
ト
ー
キ
ン
グ
の
問
題
に
対
処
す

る
た
め
で
す
。

　

国
の
政
策
を
み
る
と
、
職
場
の
い
じ
め
の

問
題
は
無
視
さ
れ
、
国
に
と
っ
て
い
じ
め
は

存
在
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
二

〇
一
三
年
に
小
政
党
の
海
賊
党
が
提
出
し
た

新
し
い
法
案
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
そ

ら
く
軽
視
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

司
法
制
度
に
お
い
て
は
、
い
じ
め
問
題
は

あ
ま
り
重
要
で
は
な
く
、
周
辺
的
な
問
題
と

認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
判
例
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
は
、
約
一
〇
〇
万
件
の
判
決
を

確
認
で
き
ま
す
が
、
モ
ビ
ン
グ
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
で
検
索
す
る
と
、
約
一
〇
〇
〇
件
し

か
ヒ
ッ
ト
し
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
の

司
法
制
度
に
お
い
て
は
、
い
じ
め
の
判
例
が

〇
・
一
％
以
下
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

次
の
問
題
は
、
成
功
し
た
訴
訟
手
段
が
ほ

と
ん
ど
な
い
こ
と
で
す
。
判
事
で
さ
え
、
裁

判
所
で
は
モ
ビ
ン
グ
と
い
う
言
葉
を
使
う
な

と
い
っ
て
い
ま
す
。
判
事
も
い
じ
め
が
ど
う

い
う
問
題
か
理
解
し
て
お
ら
ず
、
ど
う
す
べ

き
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の

案
件
に
お
い
て
、
良
い
解
決
策
を
も
た
ら
す

た
め
に
は
裁
判
所
に
は
行
か
ず
、
裁
判
外
の

何
ら
か
の
紛
争
解
決
策
を
利
用
し
ま
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
、二
〇
一
二
年
七
月
二
六

日
に
重
要
な
新
し
い
法
律
が
施
行
さ
れ
ま
し

た
。そ
れ
は
、調
停
そ
の
他
の
裁
判
外
で
の
紛

争
解
決
方
法
を
促
進
す
る
た
め
の
法
律「
メ

デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
法
」（M

ediationsgesetz

）

で
す
。
非
常
に
新
し
い
法
律
で
す
の
で
、
こ

の
法
律
が
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
く
の
か
ど

う
か
み
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
法

律
を
ツ
ー
ル
と
し
て
モ
ビ
ン
グ
の
良
い
解
決

策
が
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

連
邦
労
働
裁
判
所
は
二
〇
〇
七
年
一
〇
月

二
五
日
、
一
般
平
等
取
扱
法
第
三
条
第
三
項

に
定
め
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
に
つ
い
て
、

同
法
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
た
「
人
種
、
民
族
、

性
別
、
宗
教
・
世
界
観
、
障
害
、
年
齢
ま
た

は
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
不
利
益
取
扱

い
」
を
超
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
対
象
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
重
要
な
判
例
を

示
し
ま
し
た
。

労
使
の
取
り
組
み
と
今
後
の
課
題

　

職
場
の
い
じ
め
問
題
に
お
い
て
も
っ
と
も

重
要
な
こ
と
は
、
企
業
に
お
い
て
介
入
と
防

止
策
を
講
じ
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
事

業
所
委
員
会
と
使
用
者
と
の
間
の
事
業
所
協

定
が
必
要
で
す
。
一
つ
の
好
事
例
と
し
て
、

フ
ォ
ー
ド
自
動
車
会
社
の
例
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
同
社
が
な
ぜ
非
常
に
う
ま
く
経
営
で
き

て
い
る
か
と
い
う
と
、
事
業
所
委
員
会
と
経

営
側
に
緊
密
な
連
携
が
あ
る
か
ら
で
す
。
ま

た
、
職
場
に
お
い
て
安
全
衛
生
が
非
常
に
重

要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
私
は
い
ず
れ
欧
州
議
会
が
モ
ビ

ン
グ
に
関
す
る
何
ら
か
の
指
令
や
方
向
づ
け

を
出
す
こ
と
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
加
盟
国
、

特
に
ド
イ
ツ
に
対
し
て
何
ら
か
の
示
唆
を
与

え
、
欧
州
法
が
国
内
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
ド
イ
ツ
は
、
よ
り
多
く
の
解
決

方
法
を
入
手
し
、
こ
の
問
題
に
対
決
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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職
場
の
い
じ
め
の
経
験
率
・
当
事
者

　

厚
生
労
働
省
は
二
〇
一
二
年
一
二
月
、「
職

場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
実
態

調
査
」
の
結
果
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
日
本
に
お
い
て
、
過
去
三
年
間
に

パ
ワ
ハ
ラ
を
経
験
し
た
人
の
割
合
は
二
五
・

三
％
で
、四
人
に
一
人
と
な
っ
て
い
ま
す（
図

１
）。
定
義
や
期
間
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で

単
純
比
較
は
で
き
ま
せ
ん
が
（
と
く
に
、
欧

州
で
は
、
過
去
六
カ
月
間
も
し
く
は
一
年
の

経
験
率
を
聞
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
）、
こ

れ
ま
で
四
カ
国
の
報
告
に
あ
っ
た
割
合
と
比

べ
て
随
分
高
い
印
象
を
お
持
ち
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

職
場
の
い
じ
め
の
被
害
者
を
男
女
別
に
み

る
と
、
厚
労
省
の
調
査
で
は
男
性
が
ほ
ん
の

少
し
多
く
、
自
治
労
の
調
査
で
は
女
性
が
若

干
多
く
な
っ
て
い
ま
す
（
図
２
）。
Ｊ
Ｉ
Ｌ

Ｐ
Ｔ
が
労
働
局
に
寄
せ
ら
れ
た
い
じ
め
あ
っ

せ
ん
事
案
に
お
け
る
申
請
人
の
性
別
を
調
べ

た
と
こ
ろ
、
女
性
の
割
合
は
二
〇
〇
八
年
が

約
五
五
％
、
二
〇
一
一
年
が
約
六
〇
％
と
い

う
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
日
本

の
職
場
の
い
じ
め
被
害
者
の
男
女
別
割
合
に

つ
い
て
は
ま
だ
ど
ち
ら
が
多
い
と
は
断
定
的

に
は
い
え
な
い
状
況
で
す
。

　

ど
う
い
う
人
が
加
害
者
（
行
為
者
）
で
、

ど
う
い
う
人
が
被
害
者
に
な
っ
て
い
る
か
を

厚
労
省
調
査
で
み
る
と
、
パ
ワ
ハ
ラ
相
談
の

当
事
者
関
係
は
、
企
業
調
査
で
も
従
業
員
調

査
で
も
「
上
司
か
ら
部
下
へ
」
が
七
七
％
と

も
っ
と
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
（
図
３
）。

　

実
際
の
パ
ワ
ハ
ラ
行
為
に
つ
い
て
は
、
企

業
調
査
と
従
業
員
調
査
の
双
方
で
、「
精
神
的

な
攻
撃
」、
す
な
わ
ち
暴
言
な
ど
の
言
語
に

各国報告5

日
本
に
お
け
る
職
場
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
、 

　
　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
現
状
と
取
り
組
み

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員　

内
藤　

忍

図１　日本における職場のいじめの実態
過去３年間にパワハラを受けた・見た・した経験

図２　日本における職場のいじめの実態
パワハラを受けた経験（男女別割合）

図３　日本における職場のいじめの実態
パワハラの当事者関係

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査（従業員調査）」（平成24年
12月12日）

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」（平成24年12月12日）

パワハラ相談の当事者関係（企業調査） 経験したパワハラの当事者関係（従業員調査）

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関
する実態調査（従業員調査）」（平成24年12
月12日）

労働政策研究・研修機構「個別労働関係紛争
処理事案の内容分析－雇用終了、いじめ・嫌
がらせ、労働条件引下げ及び三者間労務提供
関係－」（2010年6月）。

自治労「パワー・ハラスメント10万人実態調
査」（2010年11月16日）

労働政策研究・研修機構「職場のいじめ・嫌
がらせ、パワーハラスメントの実態 個別労働
紛争解決制度における2011年度のあっせん
事案を対象に 」（2013年近刊）。

25 .3

28 .2

7 .3

74 .7

71 .8

92 .7

経験あり 経験なし

（回答：全員 n=9000、％）

パワハラを受けたことがある

勤務先で、パワハラを見たり、相談

を受けたことがある

パワハラをしたと感じたり、パワハラ

をしたと指摘されたことがある

（回答：過去3年間にパワハラに関する相

談があった企業 n=2083、％）

77 .0

23 .2

17 .4

13 .7

5 .2

4 .5

2 .7

1 .2

2 .1

44 .3

12 .2

9 .6

5 .3

2 .4

1 .6

1 .4

0 .8

1 .6

上司から部下へ

先輩から後輩へ

正社員から正社員以外へ

正社員の同僚同士

正社員以外の同僚同士

部下から上司へ

正社員以外から正社員へ

後輩から先輩へ

その他

相談内容

パワーハラスメ
ントに該当

77 .7

15 .7

10 .6

4 .5

2 .4

1 .8

1 .6

1 .3

3 .6

上司から部下へ

先輩から後輩へ

正社員から正社員以外へ

正社員の同僚同士

正社員以外の同僚同士

正社員以外から正社員へ

後輩から先輩へ

部下から上司へ

その他

（回答：過去3年間にパワハラを受

けたことがある者 n=2279、％）

72
03

42

52

62

72

性男 性女
01

02 かわはかうどか大重

たけ受がいなら

ラハワパな大重
％3.12%3.61

22

32
％5.62

性女
％9.32 0

性女性男

%2.3%5.3

明不

人請申の件062案事んせっあめじいの局働労4
）度年8002（

人請申の件482案事んせっあめじいの局働労6
）度年1102（

明不

性男

%054
性女

明不

%4.0

性男

%8.93

性

%4.0

54 . %0
%6.45 女性

%8.95
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よ
る
攻
撃
が
一
番
多
い
結
果
と
な
っ
て
い
ま

す
（
図
４
）。

職
場
の
い
じ
め
の
背
景
・
原
因

　

パ
ワ
ハ
ラ
発
生
の
背
景
・
原
因
に
つ
い
て

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
競
争
の
激
化
、

職
場
の
人
間
関
係
の
希
薄
化
な
ど
、
経
営
環

境
や
職
場
環
境
の
変
化
が
大
き
い
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
年
功
序
列
意
識
の
希
薄

化
や
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
、
従
業
員
側
の

変
化
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ

の
労
使
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
お
い
て
も
、
パ

ワ
ハ
ラ
の
背
景
・
原
因
と
し
て
、
人
員
削
減
・

人
材
不
足
に
よ
る
過
重
労
働
と
ス
ト
レ
ス
、

職
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
、
会
社

か
ら
の
業
績
向
上
圧
力
、
成
果
主
義
、
管
理

職
の
多
忙
・
余
裕
の
な
さ
、
就
労
形
態
の
多

様
化
な
ど
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
担
当
者
か
ら

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

　

厚
労
省
調
査
か
ら
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
が
発
生

す
る
職
場
に
共
通
す
る
特
徴
が
わ
か
り
ま
す
。

企
業
調
査
で
、
パ
ワ
ハ
ラ
相
談
が
あ
っ
た
職

場
に
当
て
は
ま
る
特
徴
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

一
番
多
か
っ
た
の
は
「
上
司
と
部
下
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い
」
で
五
一
・

一
％
で
し
た
（
図
５
）。
次
い
で
、「
正
社
員

や
正
社
員
以
外
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の

従
業
員
が
一
緒
に
働
い
て
い
る
」
が
二
一
・

九
％
、「
残
業
が
多
い
／
休
み
が
取
り
難
い
」

が
一
九
・
九
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

従
業
員
調
査
で
は
、
現
在
の
職
場
で
の
パ

ワ
ハ
ラ
経
験
者
と
未
経
験
者
に
、
職
場
の
特

徴
を
聞
い
て
い
ま
す
。
両
者
の
回
答
の
開
き

が
大
き
い
も
の
が
、
パ
ワ
ハ
ラ
が
起
き
や
す

い
職
場
の
特
徴
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
番
開
き
が
大
き
か
っ
た
職
場
の
特
徴
は

「
残
業
が
多
い
／
休
み
が
取
り
難
い
」
で
、

こ
の
ほ
か
「
失
敗
が
許
さ
れ
な
い
／
失
敗
へ

の
許
容
度
が
低
い
」、「
上
司
と
部
下
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い
」
な
ど
が
上

位
を
占
め
て
い
ま
す
（
図
６
）。

　

や
は
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
こ
の
問

題
の
一
つ
の
鍵
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
厚
労

省
調
査
で
は
、
職
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
パ
ワ
ハ
ラ
発
生
の
関
係
を
取
り
上
げ
て

い
ま
す
。
現
在
の
職
場
で
「
悩
み
、
不
満
、

問
題
と
感
じ
た
こ
と
を
会
社
に
伝
え
や
す
い

か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
現
在

の
職
場
で
い
じ
め
を
経
験
し
た
人
と
経
験
し

て
い
な
い
人
で
は
、
伝
え
や
す
い
と
考
え
る

度
合
い
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
ま
す（
図
７
）。

パ
ワ
ハ
ラ
を
経
験
し
た
人
で
は
、
伝
え
に
く

い
と
考
え
る
割
合
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い

ま
す
。「
悩
み
、
不
満
、
問
題
と
感
じ
た
こ

と
を
上
司
に
伝
え
や
す
い
か
」
に
対
す
る
回

答
も
ま
っ
た
く
同
じ
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
職
場
で
「
同
僚
同
士
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
円
滑
で
あ
る
か
」
と
い
う

問
い
に
対
す
る
回
答
も
、
パ
ワ
ハ
ラ
を
経
験

し
た
人
と
経
験
し
て
い
な
い
人
で
差
が
あ
り
、

パ
ワ
ハ
ラ
を
経
験
し
た
人
の
ほ
う
が
、
円
滑

で
な
い
と
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す

（
図
８
）。

職
場
の
い
じ
め
が
も
た
ら
す
影
響

　

海
外
で
は
、
職
場
の
い
じ
め
が
も
た
ら
す

影
響
に
つ
い
て
多
く
の
調
査
が
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
日
本
に
お
い
て
は
ま
だ
い
く
つ

図４　日本における職場のいじめの実態
実際のパワハラの行為

図５　日本における職場のいじめの実態
パワハラ相談がある職場に共通する特徴

図６　日本における職場のいじめの実態
パワハラを経験する職場に共通する特徴

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」（平成24年12月12日）

パワハラ相談の内容（企業調査）　 経験したパワハラの内容（従業員調査）

69 .6

21 .2

16 .8

15 .4

14 .7

7 .2

6 .7

44 .2

9 .3

8 .6

7 .2

11 .2

2 .4

2 .6

精神的な攻撃

人間関係からの切り離し

過大な要求

個の侵害

身体的な攻撃

過小な要求

その他

相談内容

パワーハラスメントに
該当

（回答：過去3年間にパワ

ハラに関する相談があっ

た企業 n=2083、％）

55 .6

28 .7

24 .7

19 .7

18 .3

4 .3

8 .6

精神的な攻撃

過大な要求

人間関係からの切り離し

個の侵害

過小な要求

身体的な攻撃

その他

（回答：過去3年間にパワハ

ラ を 受 け た こ と が あ る 者 

n=2279、％）

51 .1

21 .9

19 .9

19 .8

12 .3

11 .1

10 .9

9 .4

7 .6

6 .3

6 .2

5 .7

4 .2

5 .0

10 .1

上司と部下のコミュニケーションが少ない職場

正社員や正社員以外など様々な立場の従業員

が一緒に働いている職場

残業が多い／休みが取り難い職場

失敗が許されない／失敗への許容度が低い職

場

他部署や外部との交流が少ない職場

様々な年代の従業員がいる職場

業績が低下／低調な職場

従業員数が少ない職場

従業員の年代に偏りがある職場

従業員同士がお互いに干渉しあわない職場

従業員数が多い職場

中途入社や外国人など多様なバックグラウンドを

持つ従業員が多い職場

従業員間の競争が激しい／評価と業績との連動

が徹底している職場

その他

パワハラに関する相談があった職場に共通する

特徴はない

（回答：過去3年間にパワーハラスメントに関する相談があった企

業。但し、簡易版調査票対象企業を除く n=1571、％）

厚生労働省「職場の
パワーハラスメント
に 関 す る 実 態 調 査
（企業調査）」（平成
24年12月12日）

（パワーハラスメント経験別）

46 .0

40 .5

35 .2

32 .1

31 .1

29 .7

29 .0

28 .8

28 .2

16 .0

15 .1

8 .3

6 .7

2 .6

3 .4

38 .1

22 .2

17 .8

30 .5

27 .5

11 .8

20 .0

17 .8

16 .8

12 .9

9 .6

6 .9

2 .2

1 .0

12 .6

正社員や正社員以外（パート、派遣社員など）など様々

な立場の従業員が一緒に働いている

残業が多い／休みが取り難い

上司と部下のコミュニケーショ ンが少ない

様々な年代の従業員がいる

従業員数が少ない

失敗が許されない／失敗への許容度が低い

従業員の年代に偏りがある

業績が低下／低調である

他部署や外部との交流が少ない

従業員同士がお互いに干渉しあわない

中途入社や外国人など多様なバックグラウンドを持つ

従業員が多い

従業員数が多い

従業員間の競争が激しい／評価と業績との連動が徹

底している

その他

当てはまるものはない

現在の職場でのパワハラ経験者（n=2150）

現在の職場でのパワハラ未経験者（n=6850）

（回答：全員、％）

7.9

18.3

17.4

1.6

3.6

17.9

9.0

11.0

11.4

3.1

5.5

1.4

4.5

1.6

-9.2

経験者と未経験者

の差（ポイント）

厚生労働省「職場の
パワーハラスメント
に 関 す る 実 態 調 査
（従業員調査）」（平
成24年12月12日）
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か
の
調
査
研
究
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
い

く
つ
か
の
調
査
研
究
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ま

ず
、
精
神
的
健
康
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て

で
す
が
、
自
治
体
労
働
者
約
二
〇
〇
〇
人
を

対
象
と
し
た
二
〇
〇
九
年
の
調
査
で
は
、
職

場
の
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
グ
ル
ー
プ
は
、

受
け
て
い
な
い
グ
ル
ー
プ
に
比
べ
て
心
理
的

ス
ト
レ
ス
反
応
リ
ス
ク
が
四
倍
か
ら
五
倍
、

心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
）

症
状
の
発
症
リ
ス
ク
が
八
倍
も
高
い
と
い
う

研
究
結
果
が
出
て
い
ま
す（
１
）。

　

兵
庫
県
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
二
〇

一
一
年
の
調
査
で
は
、
い
じ
め
経
験
と
心
身

の
健
康
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま

す（
２
）。
い
じ
め
を
受
け
た
人
の
グ
ル
ー
プ

は
、
受
け
て
い
な
い
人
の
グ
ル
ー
プ
に
比
べ
、

健
康
関
連
Ｑ
Ｏ
Ｌ
が
低
下
し
て
い
ま
し
た
。

職
場
の
い
じ
め
が
労
働
者
の
心
身
の
健
康
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
ま

す
。
こ
の
調
査
で
は
、
職
場
の
い
じ
め
の
経

験
と
労
働
遂
行
能
力
の
関
係
に
つ
い
て
も
調

査
し
て
お
り
、
い
じ
め
を
受
け
た
人
の
グ

ル
ー
プ
は
、
受
け
て
い
な
い
人
の
グ
ル
ー
プ

に
比
べ
、
主
観
的
労
働
遂
行
能
力
が
低
下
し

て
い
ま
し
た
。
職
場
の
い
じ
め
を
受
け
る
と
、

労
働
生
産
性
が
下
が
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ

て
い
ま
す
。

職
場
の
い
じ
め
を
め
ぐ
る
国
の
動
き

　

職
場
の
い
じ
め
が
社
会
問
題
化
す
る
事
態

を
受
け
、
国
も
昨
年
か
ら
職
場
の
い
じ
め
に

関
す
る
対
策
の
検
討
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

当
方
も
参
加
し
た
厚
労
省
の
「
職
場
の
い
じ

め
・
嫌
が
ら
せ
問
題
に
関
す
る
円
卓
会
議

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」
は
、
二
〇
一
二

年
一
月
三
〇
日
に
発
表
し
た
「
報
告
」
に
お

い
て
、
職
場
か
ら
な
く
す
べ
き
行
為
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
整
理
し
、「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
ま
し

た
。
す
な
わ
ち
、「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
と
は
、
同
じ
職
場
で
働
く
者
に
対
し
て
、

職
務
上
の
地
位
や
人
間
関
係
な
ど
の
職
場
内

の
優
位
性
を
背
景
に
、
業
務
の
適
正
な
範
囲

を
超
え
て
、
精
神
的
・
身
体
的
苦
痛
を
与
え

る
又
は
職
場
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
行
為
を
い

う
」
と
し
て
い
ま
す
。
職
場
内
の
優
位
性
に

つ
い
て
は
、
上
司
か
ら
部
下
に
行
わ
れ
る
も

の
だ
け
で
な
く
、
先
輩
・
後
輩
間
や
同
僚
間
、

さ
ら
に
は
部
下
か
ら
上
司
と
い
っ
た
職
場
に

お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
優
位
性
を
背
景
に
行
わ

れ
る
も
の
を
含
む
と
し
て
い
ま
す
。

　

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
裁
判
例
を

も
と
に
「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

の
六
つ
の
行
為
類
型
と
し
て
、
①
身
体
的
な

攻
撃
（
暴
行
・
傷
害
）、②
精
神
的
な
攻
撃
（
脅

迫
・
名
誉
毀
損
・
侮
辱
・
ひ
ど
い
暴
言
）、

③
人
間
関
係
か
ら
の
切
り
離
し
（
隔
離
・
仲

間
外
し
・
無
視
）、
④
過
大
な
要
求
（
業
務

上
明
ら
か
に
不
要
な
こ
と
や
遂
行
不
可
能
な

こ
と
の
強
制
、
仕
事
の
妨
害
）、
⑤
過
小
な

要
求
（
業
務
上
の
合
理
性
な
く
、
能
力
や
経

験
と
か
け
離
れ
た
程
度
の
低
い
仕
事
を
命
じ

る
こ
と
や
仕
事
を
与
え
な
い
こ
と
）、
⑥
個

の
侵
害
（
私
的
な
こ
と
に
過
度
に
立
ち
入
る

こ
と
）
を
あ
げ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
類
型
は
、「
職
場
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
」
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
に
留
意
が
必
要
で
す
。

図７　日本における職場のいじめの実態
職場のコミュニケーションとパワハラ発生の関係

図８　日本における職場のいじめの実態
職場のコミュニケーションとパワハラ発生の関係

図９　日本の労使の取組み
労使の取組みの実施状況

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査（従業員調査）」（平成24年
12月12日）

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査（従業員調査）」（平成24年
12月12日）

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査（企業調査）」（平成24年12
月12日）
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23 . 3
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非常に

当てはまる

まあ

当てはまる

どち らとも

いえない

あまり当て

はまらない

全く当て

はまらない

（回答：全員、％）

現在の職場でのパ

ワ ハ ラ 経 験 者

（n=2150）

現在の職場でのパ

ワハラ未経験者

（n=6850）

6 . 0

8 . 7

30 . 0

39 . 9

29 . 4

33 . 7

21 . 9

12 . 2

12 . 7

5 . 5

非常に

当てはまる

まあ

当てはまる

どち らとも

いえない

あまり当て

はまらない

全く当て

はまらない

現在の職場でのパ

ワ ハ ラ 経 験 者

（n=2150）

現在の職場でのパ

ワハラ未経験者

（n=6850）

（回答：全員、％）

「悩み、不満、問題と感じたことを会社に伝えやすい」

「同僚同士のコミュニケーションが円滑である」

大企業では既に取り組んでいるところが8割近いが、99人以下企業では
18.2％しか取り組んでいない。

45 .4

18 .2

40 .3

53 .9

76 .3

21 .1

20 .3

25 .0

22 .7

13 .4

33 .1

60 .9

34 .1

23 .2

10 .1

実施している
現在実施していな

いが取組を検討中

特に取組を

考えていない

全体（n=4580）

99人以下(n=1218)

100～299人(n=672)

300～999人（n=2038）

1000人以上（n=621）

（回答：全員：％）
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職
場
の
い
じ
め
に
関
す
る
労
使
の

取
り
組
み

　

日
本
の
労
使
の
取
り
組
み
実
施
状
況
に
つ

い
て
も
、
厚
労
省
の
企
業
調
査
か
ら
あ
る
程

度
わ
か
り
ま
し
た（
図
９
）。
全
体
で
見
る
と
、

四
五
・
四
％
の
企
業
が
現
在
何
ら
か
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
企
業
規

模
別
に
み
る
と
、
大
企
業
で
は
既
に
取
り
組

ん
で
い
る
企
業
が
七
六
・
三
％
に
の
ぼ
る
一

方
、従
業
員
九
九
人
以
下
の
企
業
で
は
一
八
・

二
％
と
二
割
以
下
し
か
取
り
組
ん
で
い
な
い

状
況
で
す
。

　

労
働
組
合
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
は
、

大
規
模
な
調
査
が
な
く
、
よ
く
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
が
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
二
〇
一
一
年
五

月
に
二
九
の
労
働
組
合
（
産
業
別
労
働
組
合

と
大
企
業
の
企
業
別
労
働
組
合
）
か
ら
回
答

を
得
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
取
り
組
み
を
実

施
し
て
い
る
組
合
が
三
一
・
三
％
（
九
組
合
）、

実
施
し
て
い
な
い
組
合
が
六
五
・
五
％
（
一

九
組
合
）
と
な
っ
て
お
り
、
約
三
分
の
二
の

労
働
組
合
が
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
な

い
と
い
う
結
果
で
し
た（
３
）。

　

日
本
企
業
に
お
い
て
は
、
相
談
窓
口
の
設

置
・
運
営
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
実
態

把
握
、
啓
発
・
研
究
・
教
育
の
実
施
な
ど
の

取
り
組
み
が
も
っ
と
も
多
く
み
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
先
進
的
な
企
業
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
促
進
策
の
実
施
や
職
場
の
風
通
し
改

善
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
に
関
す
る
労
使
の

情
報
共
有
・
協
議
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す

る
労
使
協
定
の
締
結
な
ど
の
例
が
み
ら
れ
ま

す
。
ま
た
相
談
窓
口
を
労
使
共
同
で
設
置
し

て
い
る
企
業
も
あ
り
ま
す
。

　

厚
労
省
調
査
で
は
、
企
業
に
対
し
、
既
に

実
施
し
て
い
る
取
り
組
み
の
う
ち
効
果
が
あ

る
と
実
感
で
き
た
も
の
を
聞
い
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
割
合
が
高
い
の
は
、「
管
理
職
を
対

象
に
パ
ワ
ハ
ラ
に
つ
い
て
の
講
演
や
研
修
会

を
実
施
し
た
」
で
七
七
・
三
％
と
な
っ
て
い

ま
す
（
図
10
）。
次
い
で
、「
一
般
社
員
を
対

象
に
パ
ワ
ハ
ラ
に
つ
い
て
の
講
演
や
研
修
会

を
実
施
し
た
」（
七
〇
・
六
％
）、「
ア
ン
ケ
ー

ト
等
で
、
社
内
の
実
態
把
握
を
行
っ
た
」（
六

二
・
一
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

問
題
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け
た
人
の
そ
の

後
の
対
応
で
す
。
な
ん
と
、
パ
ワ
ハ
ラ
経
験

者
の
四
六
・
七
％
の
人
が
「
何
も
し
な
か
っ

た
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
約
半

数
の
人
は
パ
ワ
ハ
ラ
を
受
け
た
後
も
、
ど
こ

か
に
相
談
す
る
こ
と
も
な
く
、
会
社
を
休
む

こ
と
も
な
く
、
退
職
も
せ
ず
に
、
我
慢
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
相
談
し
た
場
合
の
相
談

先
と
し
て
は
、「
社
内
の
同
僚
」（
一
四
・
六
％
）、

「
社
内
の
上
司
」（
一
三
・
六
％
）
が
多
い
で

す
が
、「
人
事
部
」（
三
・
九
％
）、「
社
内
の
相

談
窓
口
」（
一
・
八
％
）、「
会
社
が
設
置
し
て

い
る
相
談
窓
口
」（
一
・
四
％
）
は
、
非
常
に

低
い
割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
11
）。
相

談
窓
口
を
設
置
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
窓

口
が
本
当
に
使
え
る
、
労
働
者
が
相
談
で
き

る
窓
口
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

［
注
］

１　

津
野
香
奈
美
ほ
か
「
労
働
者
に
お
け
る
職
場
の
い
じ

め
の
測
定
方
法
の
開
発
と
そ
の
実
態
、
健
康
影
響
に
関

す
る
調
査
研
究
」
産
業
医
学
ジ
ャ
ー
ナ
ルVol.34, 

N
o.3

（
二
〇
一
一
年
）
七
九
―
八
六
頁
。

２　

牧
田
潔
ほ
か
「
職
場
の
い
じ
め
（
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
）
被
害
と
健
康
関
連
Ｑ
Ｏ
Ｌ
・
主
観
的
労
働
遂
行

能
力
と
の
関
連
性
」
心
的
ト
ラ
ウ
マ
研
究
（
兵
庫
県
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
）
第
八
号
（
二
〇
一

二
年
）
一
一
―
一
八
頁
。

３　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
第
二
九
回
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ー
バ
ー
・
モ

ニ
タ
ー
特
別
調
査
（
二
〇
一
一
年
五
月
九
日
～
三
一
日

実
施
）。
対
象
は
、
産
別
労
組
二
七
組
織
、
企
業
別
労

組
三
八
組
織
の
モ
ニ
タ
ー
労
組
。
登
録
六
五
組
織
中
、

二
九
組
織
（
四
四
・
六
％
）
の
有
効
回
答
を
集
計
し
た
。

図 10　日本の労使の取組み
企業が実施する取組みのうち、効果があると実感できたもの

図 11　日本の労使の取組み
パワハラを受けた後の対応

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査（従業員調査）」（平成24年12月12日）

「何もしなかった」が46.7％→相談できる体制作りを！

（N)

人
事
等
の
社
内
の
担
当
部
署
に

相
談
し
た

社
内
の
相
談
窓
口
に

相
談
し
た

社
内
の
同
僚
に
相
談
し
た

社
内
の
上
司
に
相
談
し
た

労
働
組
合
に
相
談
し
た

会
社
が
設
置
し
て
い
る

相
談
窓
口
に
相
談
し
た

会
社
と
は
関
係
の
な
い

専
門
家
に
相
談
し
た

弁
護
士
に
相
談
し
た

公
的
な
機
関
に
相
談
し
た

し
ば
ら
く
会
社
を
休
ん
だ

会
社
を
退
職
し
た

そ
の
他

何
も
し
な
か

た

7.642.215.314.51.29.03.24.14.26.316.418.19.39722体全
性別 男性 1325 2.9 1.8 11.2 10.7 2.6 1.5 2.3 1.1 1.9 5.7 10.1 10.7 53.5

女性 954 5.2 1.7 19.3 17.5 2.0 1.2 2.4 0.7 2.4 5.1 18.1 14.2 37.3
年齢 20才～29才 442 3.6 2.7 19.9 19.0 2.0 1.1 2.9 0.5 2.3 6.6 20.1 7.2 42.1

30才～39才 666 3.9 2.3 17.0 12.8 3.6 2.4 2.7 1.1 3.2 5.6 13.5 11.1 45.0

40才～49才 526 4.9 1.1 12.7 14.1 1.7 0.8 2.7 1.1 2.3 6.8 11.8 11.2 50.0
50才～64才 645 3.1 1.1 9.9 10.2 1.9 0.9 1.2 0.9 0.8 3.4 10.2 17.4 49.0

性・職種 管理職 240 3.3 1.3 10.4 10.4 2.5 0.8 1.7 1.3 2.5 3.3 2.9 10.0 60.0
男性正社員 946 2.5 1.9 12.1 11.2 3.1 1.8 2.3 0.8 1.8 6.2 9.5 10.4 52.5

女性正社員 522 4.8 1.3 20.1 17.8 2.1 1.1 3.1 1.1 2.9 4.8 12.6 14.6 40.8
男性正社員以外 157 3.8 1.9 8.3 8.9 1.9 1.9 3.2 1.9 2.5 5.1 24.8 15.3 45.2
女性正社員以外 414 6.0 2.2 18.1 17.1 1.2 0.7 1.4 0.2 1.4 5.8 25.4 13.3 33.8

（％）

(n)

77 .3

70 .6

62 .1

61 .2

56 .4

49 .6

47 .9

46 .0

68 .9

71 .4

65 .0

57 .6

66 .7

52 .3

49 .1

45 .3

37 .9

76 .9

75 .3

71 .3

64 .2

57 .4

59 .8

46 .4

42 .3

42 .9

72 .7

75 .8

70 .5

64 .0

61 .3

55 .4

50 .0

46 .7

48 .0

64 .3

82 .0

71 .7

59 .1

60 .9

58 .0

50 .5

52 .6

46 .3

71 .4

管理職を対象にパワハラについての

講演や研修会を実施した

一般社員を対象にパワハラについて

の講演や研修会を実施した

アンケート等で、社内の実態把握を

行った

職場におけるコミュニケーション活性

化等に関する研修・講習等を実施した

トップの宣言、会社の方針（ＣＳＲ宣言

など）に定めた

就業規則などの社内規定に盛り込ん

だ

ポスター・リーフレット等啓発資料を配

付または掲示した

社内報などで話題として取り上げた

その他

全体
99人以下
100～299人

300～999人
1000人以上

（各取組の実施企業、％）

厚生労働省「職場の
パワーハラスメント
に 関 す る 実 態 調 査
（企業調査）」（平成
24年12月12日）


