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が
あ
る
。

•�

帰
省
し
た
際
に
上
司
と
30
分
ほ
ど

面
談
し
、
派
遣
先
で
の
悩
み
な
ど

を
聞
い
て
も
ら
え
、
気
持
ち
が
楽

に
な
っ
た
。

•�

帰
省
回
数
は
も
う
少
し
多
い
ほ

う
が
よ
い
（
高
速
道
路
を
走
っ
て

い
て
、
違
う
県
に
な
る
だ
け
で
も

ほ
っ
と
す
る
）。
派
遣
先
へ
の
不

満
な
ど
、
派
遣
元
に
戻
ら
な
い
と

と
て
も
言
え
な
い
こ
と
も
多
く

あ
る
。

•�

単
身
で
長
期
派
遣
し
て
い
る
方

に
と
っ
て
、
一
番
の
心
の
支
え
に

な
る
の
は
、
家
族
の
理
解
。
家
族

が
訪
問
し
や
す
い
環
境
を
整
え

る
べ
き
。

　
図
2
で
は
、「
派
遣
職
員
同
士
の
交
流
」

「
派
遣
元
の
職
場
訪
問（
公
務
外
も
含
む
）」

を
希
望
す
る
回
答
も
目
立
つ
。
そ
れ
ら
に

関
連
す
る
コ
メ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

•�
一
度
派
遣
元
の
職
員
有
志
で
飲
み

会
を
し
ま
し
た
。
地
元
話
で
盛
り

上
が
り
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

•�

時
々
、
友
だ
ち
が
わ
ざ
わ
ざ
被
災

地
の
状
況
を
体
感
し
に
来
て
く
れ

る
の
も
、
う
れ
し
い
で
す
。

派
遣
職
員
は
、
職
場
の
同
僚
や
上
司

で
あ
れ
家
族
・
友
人
で
あ
れ
、
同
郷
の
気

心
知
れ
た
人
間
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
何
よ
り
求
め
て
い
る

―
。
ア
ン

ケ
ー
ト
を
見
る
限
り
、
そ
う
読
み
取
れ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
派
遣
職
員
は
そ
れ
ほ

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
済
政
策
課
の

宇
津
木
泉
さ
ん
は
、
2
0
1
2
年
4
月
か

ら
今
年
5
月
ま
で
岩
手
県
に
派
遣
さ
れ
た
。

そ
の
間
、
全
国
の
都
道
府
県
、
政
令
指
定

都
市
等
か
ら
同
県
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
職

員
を
対
象
に
健
康
管
理
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
、
61
人
か
ら
回
答
を
得
た
。

限
ら
れ
た
範
囲
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
あ

る
が
、
派
遣
職
員
の
本
音
も
収
集
さ
れ
て

お
り
、
派
遣
元
、
派
遣
先
と
も
に
非
常
に

参
考
と
な
る
内
容
と
思
わ
れ
る
。

派
遣
職
員
は
同
郷
の
人
間
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
渇
望

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
次
の
2
つ

の
質
問
を
設
定
し
た
。

■�

問
1
　
派
遣
職
員
が
心
身
の
健
康
を
保

つ
う
え
で
有
効
な
方
法
（
図
1
）

■�

問
2
　
問
1
で
選
ん
だ
方
法
を
実
現
す

る
た
め
に
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
（
図

2
）
に
つ
い
て

ま
た
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
自
由
記
述

の
回
答
も
書
い
て
も
ら
っ
た
。

問
1
、
問
2
の
結
果
を
併
せ
て
見
る

と
、
心
身
の
健
康
を
保
つ
う
え
で
は
「
家

族
や
地
元
の
友
人
や
同
僚
に
会
う
こ
と
」、

サ
ポ
ー
ト
体
制
と
し
て
は
「
派
遣
元
へ
の

帰
省
」「
家
族
の
派
遣
先
訪
問
」
を
求
め

る
声
が
多
い
。
こ
れ
ら
に
関
す
る
自
由
記

述
回
答
に
は
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

•�

長
期
派
遣
の
場
合
、
半
強
制
的
に

で
も
帰
省
す
る
機
会
を
つ
く
る
べ

き
。
自
分
で
気
づ
か
な
く
て
も
、

家
人
や
友
人
な
ど
が
メ
ン
タ
ル
面

の
異
変
に
気
づ
い
て
く
れ
る
こ
と

資
料
　
ア
ン
ケ
ー
ト
に
見
る
派
遣
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

さ
ま
ざ
ま
な

ス
ト
レ
ス
を
受
け
る
派
遣
職
員

望
ま
れ
る

派
遣
元
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実

編
集
部
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図1　【問1】派遣職員が、心身の健康を保つうえで、どのような方法が有効と考えるか？　
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特集　資料　アンケートに見る派遣職員のメンタルヘルス
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ど
ま
で
に
孤
独
感
を
感
じ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
図
2
で
多
か
っ
た
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

や
相
談
窓
口
・
相
談
相
手
を
求
め
る
回
答

に
関
連
す
る
コ
メ
ン
ト
か
ら
も
、
孤
独
感

が
読
み
取
れ
る
。

•�

派
遣
と
い
う
、
職
場
の
な
か
で
な

か
な
か
相
談
で
き
る
人
が
い
な
い

場
合
で
、孤
独
感・孤
立
感
が
あ
っ

た
場
合
、
か
な
り
し
ん
ど
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
に
気
軽

に
相
談
で
き
る
場
所
が
あ
っ
た
ら

良
い
と
思
う
。

派
遣
先
の
気
遣
い
が

逆
に
孤
独
感
を
生
む

派
遣
職
員
が
孤
独
感
を
感
じ
る
理
由

は
さ
ま
ざ
ま
あ
ろ
う
。
業
務
体
制
・
職
場

環
境
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
か
ら
、
そ
れ
を

示
唆
す
る
も
の
を
抜
粋
す
る
。

•�

過
重
労
働
の
県
職
員
さ
ん
の
横
で

退
庁
す
る
の
は
後
ろ
め
た
い
。
仲

間
と
し
て
の
一
体
感
が
な
く
て
は

連
携
を
取
れ
な
い
し
、
孤
独
感
が

増
す
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

•�

仕
事
が
意
外
と
ヒ
マ
で
、
派
遣
さ

れ
て
い
る
意
義
が
わ
か
ら
な
い
。

も
う
少
し
仕
事
が
う
ま
く
配
分
さ

れ
れ
ば
、
県
職
員
さ
ん
の
負
担
は

減
る
し
、
自
分
も
む
し
ろ
気
が
楽

に
な
る
。

派
遣
先
の
気
遣
い
が
、
逆
に
派
遣
職

員
の
孤
独
感
に
つ
な
が
っ
て
い
る
様
子
が

う
か
が
え
る
。
そ
の
背
景
に
は
、「
業
務

の
進
め
方
の
違
い
か
ら
、
派
遣
職
員
に
は

仕
事
を
任
せ
づ
ら
い
」「
重
要
な
仕
事
は
、

わ
れ
わ
れ
が
や
ら
ね
ば
」
と
い
っ
た
地
元

職
員
の
意
識
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
は
、

早
急
に
埋
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

派
遣
元
の
自
治
体
に
よ
っ
て

サ
ポ
ー
ト
体
制
に
バ
ラ
ツ
キ

派
遣
職
員
の
ス
ト
レ
ス
要
因
は
、
も

ち
ろ
ん
、
地
元
職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ギ
ャ
ッ
プ
だ
け
で
は
な
い
。

「
被
災
者
の
方
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
感

情
を
こ
ら
え
て
い
る
し
、
そ
れ
を
（
派
遣

職
員
も
含
む
）
自
治
体
職
員
に
ぶ
つ
け
て

く
る
こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

し
た
被
災
者
の
方
々
と
日
々
、
接
す
る
こ

と
は
大
き
な
ス
ト
レ
ス
要
因
と
な
り
ま

す
」
と
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
ま
と
め
た
宇
津

木
さ
ん
は
語
る
。

実
際
に
困
っ
て
い
る
被
災
者
を
眼
前

に
し
て
頑
張
り
す
ぎ
る
こ
と
、
そ
の
努
力

と
裏
腹
に
復
興
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
現

状
を
見
て
の
無
力
感
、
慣
れ
な
い
住
環
境
、

気
心
の
知
れ
た
友
人
・
家
族
の
不
在
な
ど
、

派
遣
職
員
な
ら
で
は
の
ス
ト
レ
ス
要
因
は

枚
挙
に
暇
が
な
い
。

こ
う
し
た
ス
ト
レ
ス
要
因
は
、
地
元

職
員
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
緊
密

化
す
る
こ
と
で
解
消
で
き
る
も
の
も
あ
れ

ば
、
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。「
自
宅
を

流
さ
れ
た
り
、
家
族
・
友
人
を
亡
く
す
な

ど
地
元
職
員
の
方
の
多
く
は
被
災
者
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
相
談
で
き
な
い

こ
と
は
ど
う
し
て
も
出
て
き
ま
す
」
と
宇

津
木
さ
ん
は
語
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
派
遣
元
に
よ
る
サ
ポ
ー

ト
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

派
遣
元
の
自
治
体
に
よ
っ
て
、
派
遣

職
員
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
に
は
相
当
な
バ
ラ

ツ
キ
が
見
ら
れ
る
の
が
現
状
だ
。
ア
ン

ケ
ー
ト
で
も
っ
と
も
要
望
が
多
か
っ
た
派

遣
元
へ
の
帰
省
に
つ
い
て
、
サ
ポ
ー
ト
が

ま
っ
た
く
な
い
自
治
体
も
あ
る
。
※

派
遣
先
自
治
体
で
の
対
策
と
同
時
に
、

派
遣
元
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
が
強
く

求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
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図2　【問2】問1で選択した方法を実現するために、
　　　　　  どのようなサポート体制が必要か？　

※アンケート結果より、派遣元への帰省がある団体
月 1回（3団体）／年 6回（3団体）／年 2回〜 6回（1団体）／年 4回（2団体）／年 3回（3団体）
／年 2回（2団体）／人事面談時（2団体）／不定期（2団体）／派遣期間中 1回（1団体）


