
　
本
日
、
人
事
院
は
国
会
と

内
閣
に
対
し
、
一
般
職
国
家

公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
勧

告
及
び
報
告
、
国
家
公
務
員

制
度
改
革
等
に
関
す
る
報
告

を
行
っ
た
。

　
勧
告
は
、
４

月
か
ら
「
給
与

改
定
・
臨
時
特

例
法
」
（
賃
下

げ
法
）
が
施
行

さ
れ
た
も
と
で
、

７
・
67
％
の
官

民
較
差
を
確
認

し
な
が
ら
、
俸

給
表
上
の
較
差

が
小
さ
く
、
減

額
支
給
措
置
が

行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
勘
案
し
て
月
例
給
、

一
時
金
と
も
改
定
を
見
送
る

と
と
も
に
、
50
歳
代
後
半
層

の
給
与
を
抑
制
す
る
た
め
昇

給
・
昇
格
制
度
を
見
直
す
と

し
て
い
る
。

　
国
公
労
連
は
、
過
去
に
例

の
な
い
事
態
の
も
と
で
実
支

給
額
比
較
に
も
と
づ
く
給
与

回
復
・
改
善
勧
告
を
求
め
て

き
た
が
、
憲
法
違
反
の
「
賃
下

げ
法
」
を
人
事
院
が
「
未
曾
有

の
国
難
に
対
処
す
る
た
め
」

と
し
て
容
認
し
た
こ
と
は
、

労
働
基
本
権
制
約
の
「
代
償

機
関
」
た
る
責
務
の
放
棄
に

他
な
ら
な
い
。
公
務
労
働
者

の
生
活
と
労
働
の
実
態
を
無

視
し
、「
社
会
保
障
・
税
一
体

改
革
」
な
ど
国
民
犠
牲
の
露

払
い
に
総
人
件
費
削
減
を
押

し
つ
け
る
政
府
に
屈
服
し
て
、

自
己
保
身
に
走
る
人
事
院
に

満
身
の
怒
り
を
込
め
て
抗
議

す
る
。

　
55
歳
を
超
え
る
職
員
の
昇

給
抑
制
と
高
位
号
俸
か
ら
の

昇
格
対
応
号
俸
引
き
下
げ
は
、

公
務
の
昇
進
・
人
事
管
理
上

の
特
性
を
無
視
し
た
年
齢
差

別
で
あ
り
、
職
務
給
原
則
に

も
反
す
る
こ
と
か
ら
認
め
ら

れ
な
い
。
勤
務
成
績
が
「
良

好
」
で
も
昇
給
し
な
い
の
は

人
事
評
価
と
も
矛
盾
し
、
一

昨
年
の
55
歳
超
職
員
の
１
・

５
％
カ
ッ
ト
に
続
き
、
高
齢

層
に
集
中
し
た
賃
金
抑
制
は

改
め
て
給
与
構
造
改
革
の
検

証
を
求
め
て
い
る
。

　
ま
た
、
常
勤
職
員
と
と
も

に
行
政
を
支
え
て
い
る
非
常

勤
職
員
の
均
等
待
遇
に
向
け

た
賃
金
底
上
げ
、
休
暇
新
設

な
ど
の
要
求
は
一
顧
だ
に
せ

ず
、
民
間
の
普
及
状
況
を
理

由
に
「
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ

ア
」
を
放
置
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。

　
報
告
で
は
、
高
齢
期
雇
用

に
か
か
る
環
境
整
備
や
超
過

勤
務
の
縮
減
な
ど
勤
務
環
境

の
改
善
等
に
言
及
し
て
い
る

も
の
の
、
諸
問
題
の
根
源
で

あ
る
連
年
の
定
員
削
減
や
新

規
採
用
抑
制
な
ど
に
は
目
を

つ
む
り
、
小
手
先
の
施
策
に

終
始
し
て
い
る
。

　
他
方
、
政
府
は
昨
日
、
退
職

給
付
に
４
０
２
・
６
万
円
の

官
民
較
差
が
あ
る
と
し
て
、

納
得
で
き
る
合
理
的
な
説
明

も
な
い
ま
ま
、
退
職
手
当
の

一
方
的
な
切
り
下
げ
を
閣
議

決
定
し
た
。
退
職
後
を
含
め

て
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
課
せ

ら
れ
る
公
務
の
特
殊
性
や
賃

金
の
後
払
い
的
性
格
な
ど
を

ふ
ま
え
ず
、
民
間
水
準
の
み

を
唯
一
の
理
由
に
機
械
的
に

削
減
す
る
き
わ
め
て
乱
暴
な

や
り
方
に
抗
議
し
、
撤
回
を

求
め
る
。
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
旧
・
復
興
業
務
を
は

じ
め
、
地
方
の
第
一
線
で
奮

闘
し
て
い
る
多
く
の
職
員
の

生
涯
設
計
を
狂
わ
せ
、
青
年

層
を
含
め
て
働
き
が
い
や
将

来
へ
の
期
待
を
打
ち
砕
く
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
と
お

り
、
人
事
院
勧
告
は
労
働
基

本
権
制
約
の
「
代
償
措
置
」

た
り
得
ず
、
現
行
国
公
法
上

の
「
交
渉
」
は
労
働
組
合
の

主
張
を
聞
き
置
く
だ
け
で
、

政
府
・
使
用
者
の
提
案
が
事

実
上
強
要
さ
れ
る
場
と
な
っ

て
お
り
、
強
行
さ
れ
て
も
何

ら
対
抗
す
る
手
段
が
な
い
。

こ
う
し
た
現
状
を
打
開
し
、

憲
法
と
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
に
沿
っ

た
基
本
的
人
権
と
し
て
の
労

働
基
本
権
回
復
が
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
て
い
る
。

　
８
月
２
日
、
「
公
務
員
賃

下
げ
違
憲
訴
訟
」
の
口
頭
弁

論
が
始
ま
っ
た
。
「
賃
下
げ

法
」
の
違
憲
性
を
明
ら
か
に

し
て
公
務
員
の
権
利
回
復
に

道
筋
を
つ
け
る
と

と
も
に
、
賃
下
げ

の
悪
循
環
を
断
ち

切
り
、
す
べ
て
の

労
働
者
の
賃
上
げ

と
雇
用
の
安
定
を

実
現
す
る
た
め
に

も
必
ず
勝
利
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
国
公
労
連
は
、

こ
の
た
た
か
い
が

「
構
造
改
革
」
路

線
に
ス
ト
ッ
プ
を

か
け
、
国
民
的
な

要
求
実
現
の
展
望
を
切
り
拓

く
カ
ギ
で
あ
る
こ
と
に
確
信

を
も
っ
て
、
広
範
な
労
働
者
・

国
民
と
の
連
帯
を
広
げ
な
が

ら
、
全
国
の
職
場
・
地
域
で

引
き
続
き
奮
闘
す
る
も
の
で

あ
る
。
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「賃下げ法」容認、改善勧告行わず

２
０
１
２
年
８
月
８
日

国
公
労
連
中
央
闘
争
委
員
会

声
明50

歳
代
の
昇
給
・
昇
格
制
度
を
改
悪

自
ら
責
務
を
放
棄
し
た
人
事
院

12
人
事
院
勧
告



給 与 勧 告 の 骨 子

○ 本年の給与勧告のポイント

月例給、ボーナスともに改定なし

① 月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前

の較差を算出し、併せて減額後の較差も算出

以下の諸事情を踏まえ、減額前の較差（△0.07％）に基づく月例給の改定なし

・ 従来、較差が小さく俸給表等の適切な改定が困難な場合には改定を見送ってい

ること

・ 減額後は民間給与を7.67％下回っていること、減額支給措置は民間準拠による

改定とは別に未曾有の国難に対処するため、平成25年度末までの間、臨時特例と

して行われていることを勘案

② 公務の期末・勤勉手当（ボーナス）の支給月数は、民間と均衡しており、改定なし

・ 上記給与減額支給措置が行われていることを勘案

50歳台後半層における給与水準の上昇を抑制するため、昇給・昇格制度を見直し

① 55歳を超える職員は、標準の勤務成績では昇給停止 （給与法改正）

② 高位の号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減 （人事院規則改正）

Ⅰ 給与勧告の基本的考え方

・ 国家公務員給与は、社会一般の情勢に適応するように国会が随時変更することができる。その変更

に関し必要な報告・勧告を行うことは、国家公務員法に定められた人事院の責務

・ 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保する機能を有する

ものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤

・ 公務には市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、給与水準は、経済・雇用情勢等を

反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定めることが最も合理的

Ⅱ 民間給与との較差に基づく給与改定

約11,100民間事業所の約47万人の個人別給与を実地調査（完了率90.6％）

<月例給> 公務と民間の４月分給与を調査（ベア中止、賃金カット等を実施した企業の状況も反映)

し、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢の同じ者同士を比較

月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額前

の較差を算出し、併せて減額後の較差も算出

○ 月例給の較差（給与減額支給措置による減額前） △273円 △0.07％

（給与減額支給措置による減額後） 28,610円 7.67％

行政職俸給表(一)…現行給与 (減額前)401,789円 平均年齢42.8歳

(減額後)372,906円



○ 以下の諸事情を踏まえ、月例給の改定は行わない

・ 従来、官民較差が小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難な場合には、

月例給の改定を見送っていること

・ 給与減額支給措置による減額後は、公務が民間を7.67％下回っていること、この措置は民

間準拠による水準改定とは別に未曾有の国難に対処するため、来年度末までの間、臨時特例

として行われているものであることを勘案

<ボーナス> 昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と公務の年間

の支給月数を比較

○ 公務の支給月数（現行3.95月）は、民間の支給割合（3.94月）と均衡しており、改定は行わ

ない

・ ボーナスの改定は従来より0.05月単位で実施

・ 給与減額支給措置が行われていることを勘案

Ⅲ 給与制度の改正等

○ 昇給・昇格制度の改正（平成25年１月１日実施）

・ 給与構造改革の経過措置の廃止後も50歳台後半層における官民の給与差は相当程度残ることが想

定。世代間の給与配分を適正化する観点から、50歳台後半層における給与水準の上昇をより抑える

方向で、昇給・昇格制度を改正

・ 昇給制度については、給与法を改正し、55歳を超える職員（行政職俸給表(二)、医療職俸給表

(一)は57歳を超える職員）は、標準の勤務成績では昇給しないこととし(現行は２号俸昇給)、特に

良好の場合には１号俸(現行は３号俸)、極めて良好の場合には２号俸以上(現行は４号俸以上)の昇

給に、それぞれ抑制

・ 昇格制度については、人事院規則を改正し、最高号俸を含む高位の号俸から昇格した場合の俸給

月額の増加額を縮減

・ 今後とも、民間賃金の動向を踏まえ、毎年の給与改定における措置等、必要な対応について検討

○ 給与構造改革の経過措置の解消に伴う対応

・ 給与改定・臨時特例法に基づく平成25年４月１日の昇給回復は、同日において31歳以上38歳未満

の職員を対象とし、昇給抑制を受けた回数等を考慮し、最大１号俸上位の号俸に調整

○ 地域間給与配分の検証

・ 地域別の民間給与との較差と全国の較差との率の差は、本年までに２ポイント台前半に収れん。

地域別の較差は縮小し安定的に推移しており、地域の国家公務員給与に地域手当の異動保障等の額

も反映されていることを考慮すれば、地域間給与配分の見直しは所期の目的を達成したものと評価

・ 今後とも、適正な給与配分を確保する観点から、各地域の官民給与の動向等について注視

○ 産業構造、組織形態の変化等への対応

・ 現在調査対象としていない産業における事務・技術関係職種の状況を把握した上で、調査の信頼

性を保ちつつ、調査対象とすることが可能な産業を平成25年調査から追加

・ 民間企業における組織のフラット化等への対応について、来年度から措置することを念頭に、有

識者等の意見も聴取しつつ、調査対象職種の拡大や官民の給与比較の際の職種の対応関係の在り方

等について検討
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