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・ 群馬地方最低賃金審議会委員名簿（第 48期） 

 

・ 群馬地方最低賃金審議会事務局名簿  

 

・ 最低賃金審議会令（第６条第５項） 

 

・ 令和３年度最低賃金に関する実態調査 

 

・ 令和３年度における群馬県特定最低賃金に係る申出の意向表明状況 

 

 ・ 群馬県労働組合会議「最低賃金の抜本的な引き上げ、改善を求める要請書」 

 

・ 群馬弁護士会「意見書の送付について」 

 

・ 生活保護制度の概要 

 

・ 「労働市場速報」（令和３年５月分）群馬労働局職業安定部職業安定課 

 

・ 令和３年春闘 各機関別賃上げ集計状況 

 

・ 経済財政運営と改革の基本方針 2021 ＜関係部分抜粋＞ 

 

・ 成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ ＜関係部分抜粋＞ 

 

※ 資料は HP公開用に一部抜粋したものとなっております。 

  全資料を閲覧したい場合は、群馬労働局労働基準部賃金室の窓口にて閲覧が可

能となっております。 
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木 闇  裕 治 電機連合群馬地方協議会事務局長 

櫻 井  正 樹 情報産業労働組合連合会群馬県協議会議長 

増 戸  将 人 ＪＡＭ北関東群馬県連事務局長 

松 葉  卓 也 ＳＵＢＡＲＵ労働組合常任執行委員 

鷲 澤   猛  日本労働組合総連合会群馬県連合会副事務局長 
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代 

 

表 

五 十 嵐 亮 二   （一社）群馬県経営者協会常務理事 

池 畠  美 穂 パッケージ池畠（株）代表取締役 

宇 井  正 典   アサヒライズ（株）代表取締役社長 

加 藤  英 明 （株）ナカヨ取締役常務執行役員管理統括本部長 

毒 島   豊  （医）日望会常務理事本部長 



群馬地方最低賃金審議会事務局名簿 
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前 橋 市 大 手 町 ２ 丁 目 ３ 番 １ 号 
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職   名 氏  名 

労 働 局 長 丸 山  陽 一 

労働基準部長      福 永  伸 一 

賃 金 室 長 摩 庭  精 一 

賃金室長補佐 塚 越  康 幸 

労働基準監督官 杉 本 彩 矢 香 

 

 

 

 

 

 

 

 



最低賃金審議会令（第６条第５項抜粋） 

 

   

第１条 （名称）省略 

第２条 （組織）省略 

第３条 （委員の推薦）省略 

第４条 （臨時委員の任命等）省略 

第５条 （会議）省略 

第６条 （最低賃金専門部会） 

第１項～第４項  省略 

 

５ 審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門

部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

 

第６項～第７項  省略 

 

第７条 （庶務）省略 

第８条 （雑則）省略 

 

附則  （省略） 

 

 

 



令和３年度最低賃金に関する実態調査 
 

賃金改定状況調査 

 

１ 調査の目的 

  中央最低賃金審議会における目安等の審議資料 

 

２ 調査の範囲及び対象 

  地域・・・群馬県全域 

 

  産業・・・製造業、卸売業，小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業，

飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療，福祉、サービ

ス業（他に分類されないもの） 

       （企業規模及び常用労働者数 30人未満の民営事業所） 

   

  調査依頼数  304事業所 

 

３ 調査事項 

  令和２年６月分賃金及び令和３年６月分賃金 

   

４ 調査方法 

  通信調査（委託先からの発送、郵便報告方式の場合は委託先での回収、オンライ

ン報告方式の場合は本省において回収）） 

 

５ 集計 

  厚生労働省労働基準局賃金課 

 

 

最低賃金に関する基礎調査 

 

１ 調査の目的 

  地方最低賃金審議会における最低賃金の決定及び改正等の審議資料 

 

２ 調査の範囲及び対象 

  地域・・・群馬県全域 

  産業・・・製造業及び情報通信業のうち新聞業及び出版業（100 人未満の民営事

業所） 

卸売業，小売業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サ

ービス業、生活関連サービス業，娯楽業、医療，福祉及びサービス業

（他に分類されないもの）（30人未満の民営事業所） 

 

  調査依頼数  2,029事業所 

 

３ 調査事項 

  令和３年６月分賃金 

 

４ 調査方法 

  通信調査（委託先からの発送、郵便報告方式の場合は労働局での回収、オンライ

ン報告方式の場合は本省において回収） 



 

５ 集計 

  群馬労働局労働基準部賃金室 

 

集計結果の公表 

 

 集計結果のうち、以下の集計表については、本年地方最低賃金審議会の審議終了の

４ヶ月後に厚生労働省ホームページ及びｅ－ｓｔａｔへ掲載します。ただし、必要に

応じて地方最低賃金審議会において一部公表とすることも可能です。 

① 産業、就業形態、賃金階級、事業所規模・地域・年齢階級別労働者数 

② 産業、就業形態、賃金階級、性、年齢階級別労働者数 

③ 賃金階級、勤続年数階級別労働者数 

④ 諸手当の種類別労働者１人平均支給額 

 

集計及び復元方法 

 

 「平成 28年経済センサス（活動調査）」の結果に基づく「事業所母集団データベー

ス（平成 30年次フレーム）」の産業分類ごとの労働者数により復元し、集計します。 

 月給者及び日給者については、時間額に換算して集計します。 



令和３年度における群馬県特定最低賃金に係る申出の意向表明状況 

                                           適用労働者数は、令和３年１月現在把握のもの 

新設・改正

の別 
件名・適用の範囲 意向表明日 意向表明者（団体名） 適用労働者数 申出期日 

改 正 

群馬県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 

最低賃金 

[E220＋E222＋E225（E2251・E2252 除く）＋
L7282] 

令和３年１月 29日 
日本基幹産業労働組合 

連合会 群馬県本部 
1,667人 令和３年７月 31日 

改 正 

群馬県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装

置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工

機械、その他の生産用機械・同部分品、事務用

機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業

最低賃金 

[E25（E251除く）＋E260＋E2621（一部）＋E2635
（一部）＋E2645＋E2652＋E266＋E269（E2693
一部除く＋E2699 除く）＋E270＋E271＋E272＋
L7282]  

令和３年１月 29日 
ＪＡＭ北関東群馬県連絡会 

（ＪＡＭ群馬） 
16,351人 令和３年７月 31日 

改 正 

群馬県電子部品・デバイス・電子回路、電気機

械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 

[E28＋E29（E2941・E295除く＋E2973一部除く
＋E299除く）＋E30＋L7282] 

令和３年１月 29日 

全日本電機・電子・情報 

関連産業労働組合連合会 

群馬地方協議会 

19,211人 令和３年７月 31日 

改 正 
群馬県輸送用機械器具製造業最低賃金 

[E260＋E2621（一部）＋E31＋L7282]   
令和３年１月 29日 

全日本自動車産業労働組合 

総連合会 群馬地方協議会 
41,645人 令和３年７月 31日 



































生活保護制度の概要 

 
１ 目的 

生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的

な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 

 

２ 保護の要件 

・世帯員全員の、資産、能力その他あらゆるものをすべて活用した上でも、収入が最低生

活費に満たない場合に対象となる。 

※各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、扶養義務者による扶養、稼働能力

等の活用が保護実施の前提。 

・困窮に至った理由は問わない。 

 

３ 保護の内容 

・扶助の種類は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業

扶助及び葬祭扶助。 

※医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付とし、それ以外は金銭

給付が原則。 

・ 各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障。

扶助の基準は厚生労働大臣が設定する。 

 

（平成３０年１０月 生活扶助基準額の例） 

 東京都区部等 地方郡部等 

標準３人世帯（３３歳、２９歳、４歳） １５８，９００ １３３，６３０ 

高齢者単身世帯（６８歳） ７９，５５０ ６５，５００ 

高齢者夫婦世帯（６８歳、６５歳） １２０，４１０ １００，１９０ 

母子世帯（３０歳、４歳、２歳） １８９，１９０ １６１，８９０ 

   

（令和元年１０月 生活扶助基準額の例） 

 東京都区部等 地方郡部等 

標準３人世帯（３３歳、２９歳、４歳） １５８，２１０ １３５，８３０ 

高齢者単身世帯（６８歳） ７８，２３０ ６５，２７０ 

高齢者夫婦世帯（６８歳、６５歳） １２０，２４０ １０２，４３０ 

母子世帯（３０歳、４歳、２歳） １８９，５８０ １６４，６７０ 

 



（令和３年４月 生活扶助基準額の例） 

 東京都区部等 地方郡部等 

標準３人世帯（３３歳、２９歳、４歳） １５８，７６０ １３９，６３０ 

高齢者単身世帯（６８歳） ７７，９８０ ６６，３００ 

高齢者夫婦世帯（６８歳、６５歳） １２１，４８０ １０６，３５０ 

母子世帯（３０歳、４歳、２歳） １９０，５５０ １６８，３６０ 

 

※上記額に加えて、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助等が支給される。 

 

４ 保護の実施機関 

・都道府県知事及び市町村長により設置される福祉事務所の長。 

 

５ 保護受給に至る手続 

・申請による場合 

事前の相談⇒⇒⇒保護の申請⇒⇒⇒⇒保護費の支給 

                ↓ 

⇒⇒⇒⇒医療機関への入院、保護施設等への入所 

 ・職権による場合 

 

６ 保護の要否の判定と支給される保護費 

・厚生労働大臣が定める基準で測定される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生

活費に満たない場合に保護を適用。最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費と

して支給。 

※収入：就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援助、交通事故の補償

等を認定。 

～最 低 生 活 費～ 

           ｜ 

～～収         入～～  ⇒⇒⇒保護が適用されないケース 

             ｜ 

～収 入～ ｜――――      ⇒⇒⇒保護が適用されるケース 

          ↓ 

支給される保護費 

 

７ 保護適用後の調査及び指導 

・世帯の実態に応じ、年数回の訪問調査。 

・収入・資産等の届出を義務付け、定期的に課税台帳との照合を実施。 

・就労の可能性のある者への就労指導。 



 

 

厚生労働省 

  群馬労働局 

 
厚   生  労  働   省                               【照会先】 

  群 馬 労 働 局 発 表                          群馬労働局職業安定部職業安定課 
  令 和 ３年 ６月 ２ ９日                           課          長   井野 晃宏 
                                            地方労働市場情報官  橋爪  紀明 
                                                          （電   話）  ０２７－２１０－５００７ 
                                        

 

 
 

      有効求人倍率（季節調整値）   １．２２倍 【全国２３位／全国 １．０９倍】 

※前月  有効求人倍率（季節調整値）   １．１９倍 【全国２２位／全国 １．０９倍】 

  正社員有効求人倍率（原数値） ０．９０倍 【全国 ２６位／全国 ０．８２倍】：前年同月 ０．９２倍 

新規求人倍率 （季節調整値）  ２．０７倍 （前月：１．９３倍） 

 

   

             
 ・ 求人数は前年同月比で新規・有効ともに増加 

       ・ 求職者数は前年同月比で新規・有効ともに増加 
    
    

～～産業別新規求人数～～ 

新規求人数  ５ 月 前年同月比 前年同月差 前々年同月比 ポイント 

全産業 10,381 人 10.9％ 1,022人 ▲33.7％ ２か月連続の増加 

主
な
産
業 

建設業 1,081人 ▲2.8％ ▲31人 5.7％ ６か月ぶりの減少 

製造業 1,813人 51.6％ 617人 ▲12.5％ ３か月連続の増加 

情報通信業 93人 ▲12.3％ ▲13人 ▲13.9％ ２か月ぶりの減少 

運輸業・郵便業 531人 13.5％ 63人 ▲23.8％ ２か月連続の増加 

卸売・小売業 1,207人 20.0％ 201人 ▲73.1％ ２か月連続の増加 

宿泊業・飲食サービス業 468人 87.2％ 218人 ▲35.3％ ２か月ぶりの増加 

医療・福祉 2,956人 ▲5.2％ ▲162人 ▲22.0％ ２か月ぶりの減少 

サービス業 913人 12.0％ 98人 ▲22.9％ ２か月ぶりの増加 

                                                                             
    
総括 
有効求人倍率は１．２２倍で前月から０．０３ポイント増加となった。求人が求職を上回って推移しているが、新

型コロナウィルス感染症等が雇用に与える影響に十分注意する必要がある。 

引き続き、雇用の維持と就職支援に力を入れていく。 

 

 

 ５ 月 前年同月比 前々年同月比 ポイント 

有効求人数 31,372人 6.0％ ▲21.3％ ２０か月ぶりの増加 

有効求職者数  27,991人 15.3％ 13.4％ １２か月連続の増加 

新規求人数 10,381人 10.9％ ▲33.7％ ２か月連続の増加 

新規求職者数 5,711人 0.2％ ▲8.9％ ４か月連続の増加 
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群馬労働局職業安定部職業安定課

第１表　　一般職業紹介状況（学卒を除きパートを含む）

年月

項目

全

　う　ち　常　用 (倍）

数 　う　ち　パート （倍）

第２表　　産業別新規求人状況（学卒を除きパートを含む）

項目

産 食 料 品

　　　 プ ラ ス チ ッ ク 製 品

金 属 製 品

は ん 用 機 械 器 具

業 生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電 気 機 械 器 具

輸 送 用 機 械 器 具

別

（注）新産業分類（平成25年10月改定：26年4月1日施行「日本標準産業分類」）に基づく区分により掲載している。

－

－

▲ 21.5

－

▲ 0.11

▲ 0.02

▲ 0.26

29.3

▲ 0.02

対前月増減率
（％）

▲ 29.1

▲ 9.2

－

▲ 2.6

－

▲ 5.7

0.14

▲ 1.0

1.4

－

－

－

対前年同月増減
率、差(％、ポイント）

0.2

10.9

0.28

15.3

6.0

▲ 12.2

0.03

98

季節調整値対前月
増減率、差（％、ポ
イント）

145

▲ 13

63

201

218

▲ 162

69

67

38

15

34

18

前年同月差
（人）

全数

1,022

▲ 31

617

59

0.90

28.6

２．季節調整法はセンサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による。

全 産 業

▲ 0.3

（注）

10.93,9506,227

993

対前年同月比（％）新規求人数（人）

全数 パート

▲ 2.8

13.56,431

▲ 24.188

9.4

▲ 5.932

41

63.9

69.627.2103 ▲ 10.4

8.5

0.920.90

うち常用

パート除く

うち常用
全数パート

パート除く

１．新規求人倍率及び有効求人倍率（網掛け部分）は季節調整値、他は原数値を掲載している。

522.2

57 5

11

▲ 28.6

0.0

19.4

62.5

39.367

1,307

129

173 153

101.6

60.94451,368

18

47.2

59.2

▲ 20.2

▲ 3.8

▲ 17.8

▲ 6.5

▲ 3.9

132.8

18.8

▲ 8.6▲ 5.2

282 87.2

▲ 2.2

80.4 90.582.4

1,333 ▲ 2.5

20.0

▲ 12.3

▲ 10.8

医 療 ・ 福 祉

93

卸 売 ・ 小 売 業

宿泊業・飲食サービス業

531

468

13.5

情 報 通 信 業

運 輸 業 ・ 郵 便 業 156

19

375 355

605602

33

43

78

56

43

315321

172

2,956

74 67

5981,207

186

1,623 1,618

184

53.5

42.5

170.0

993

119

31.9

68.3

57

91

51.6

43.9 41.3

57.7

10.8

28.6

19.6 ▲ 10.8

42.5

115.0

59.6

115.0

就   職   件   数  （件） 2,082

正社員有効求人倍率（倍）

1,264

月間有効求職者数（人） 28,735

32,652

1.19

24,282

令和３年 令和３年 令和２年

５月 ４月 ５月

29,595

8,059新 規 求 職 者 数 （人） 5,711 5,699

10,381

1.93 1.79

177

▲ 3.9

－

1.09

11,436

月 間 有 効 求 人 数（人）

有 効 求 人 倍 率 （倍）

新  規  求  人  数 （人）

1.22

新 規 求 人 倍 率 （倍）

1.07

1.33

9,359

913 478

31,372

1.17

1,634

1.23

10,381

1,813

1.06

91

2.07

27,991

377

170

209

111

54

16.4

1.43

26.5

建 設 業

109

主

な

内

訳

製 造 業

62

1,081

276

▲ 0.1

88.9

59.3

55.8

59.6

サ ー ビ ス 業 441 435 12.0 1.5

- ２ -



群馬労働局職業安定部職業安定課

第３表　　時系列でみた一般職業紹介状況（学卒を除きパートを含む）

項目

年月
対前年
増減率

対前年
増減率

対前年
増減率

対前年
増減率

うち受給者

6,452 ▲ 3.7 13,549 9.5 2.10 25,492 ▲ 4.1 37,829 11.2 1.48 2,351 493

6,129 ▲ 5.0 13,840 2.1 2.26 24,141 ▲ 5.3 39,207 3.6 1.62 2,220 465

5,912 ▲ 3.5 14,027 1.3 2.37 23,091 ▲ 4.3 40,067 2.2 1.74 2,155 454

6,019 1.8 13,526 ▲ 19.4 2.25 23,788 11.2 39,020 ▲ 20.0 1.64 1,988 454

6,117 1.6 10,905 ▲ 19.4 1.78 26,448 11.2 31,223 ▲ 20.0 1.64 1,648 407

２年 ５月 5,699 ▲ 9.0 9,359 ▲ 40.2 r 1.79 24,282 ▲ 1.7 29,595 ▲ 25.7 1.33 1,264 259

６月 7,272 22.6 10,449 ▲ 19.3 r 1.52 26,117 7.1 28,351 ▲ 27.5 r 1.19 1,607 357

７月 6,383 3.8 10,697 ▲ 16.1 r 1.63 27,054 11.9 28,860 ▲ 26.7 r 1.14 1,656 431

８月 5,375 ▲ 1.9 9,601 ▲ 35.3 r 1.69 27,537 16.1 28,936 ▲ 25.1 r 1.10 1,458 391

９月 5,990 1.8 11,258 ▲ 13.8 r 1.91 27,947 17.7 29,994 ▲ 23.7 r 1.10 1,656 456

１０月 6,233 1.2 11,848 ▲ 14.2 r 1.94 28,219 17.7 31,384 ▲ 20.8 r 1.12 1,856 498

１１月 5,225 2.3 10,963 ▲ 17.0 r 1.83 27,239 17.9 32,119 ▲ 15.8 r 1.13 1,557 418

１２月 4,715 ▲ 2.9 10,457 ▲ 21.7 r 2.03 25,546 16.2 31,559 ▲ 18.0 r 1.12 1,498 430

３年 １月 6,233 ▲ 6.9 12,247 ▲ 1.6 2.00 25,354 11.3 32,124 ▲ 14.6 1.16 1,409 363

２月 6,137 0.4 11,568 ▲ 18.5 1.69 25,853 9.2 32,875 ▲ 15.7 1.16 1,706 384

３月 7,099 17.0 12,127 ▲ 8.3 1.78 27,595 13.2 33,786 ▲ 12.4 1.15 2,458 516

４月 8,059 14.5 11,436 11.1 1.93 28,735 16.7 32,652 ▲ 7.0 1.19 2,082 421

５月 5,711 0.2 10,381 10.9 2.07 27,991 15.3 31,372 6.0 1.22 1,634 360

（注）１．年度は月平均（求人倍率は原数値）。　 ２．r は令和３年１月分公表時に新季節調整値に改訂された数値を表す。

　　　３．受給者は雇用保険受給者を表す。

就職件数新規求職者数 新規求人数 有効求職者数 有効求人数新規求人
倍率
(季節調
整値）

有効求人
倍率
(季節調
整値）

平成30年度

令和元年度

令和２年度

平成28年度

平成29年度

- ３ -
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第４表　　群馬県の雇用保険の状況 第５表　　全国の主要指標

項目 項目

年月 対前年増減率 対前年増減率 年月 （万人）

 平成28年度 1,529 ▲ 5.1 5,202 ▲ 9.5  平成28年度 1.39 203 3.0

 平成29年度 1,459 ▲ 4.6 4,865 ▲ 6.5  平成29年度 1.54 183 2.7

 平成30年度 1,392 ▲ 4.6 4,639 ▲ 4.6  平成30年度 1.62 166 2.4

 令和元年度 1,504 8.0 5,353 15.4  令和元年度 1.55 162 2.3

 令和２年度 1,867 24.1 7,350 37.3  令和２年度 1.10 198 2.9

２年 ５月 2,688 50.3 6,194 32.7 ２年 ５月 r 1.18 198 r 2.8

６月 2,429 64.7 8,240 72.7 ６月 r 1.12 195 2.8

７月 2,046 35.7 8,929 70.8 ７月 r 1.09 197 2.9

８月 1,671 23.2 8,923 69.1 ８月 r 1.05 206 3.0

９月 1,639 18.2 8,674 63.9 ９月 r 1.04 210 3.0

10月 2,017 19.5 8,075 52.1 10月 1.04 215 3.1

11月 1,640 27.2 7,468 29.7 11月 r 1.05 195 r 3.0

12月 1,368 0.8 7,320 20.4 12月 r 1.05 194 r 3.0

３年 １月 1,539 9.5 6,615 5.9 ３年 １月 1.10 197 2.9

２月 1,314 ▲ 1.2 6,138 9.6 ２月 1.09 194 2.9

３月 1,595 11.2 6,039 6.2 ３月 1.10 188 2.6

４月 2,448 ▲ 0.6 5,780 3.5 ４月 1.09 209 2.8

５月 1,684 ▲ 37.4 5,806 ▲ 6.3 ５月 1.09 211 3.0

１．年度は月平均。   ２．年度の求人倍率及び失業率は実数。
３．失業者数及び失業率は総務省労働力調査による。

４．r は令和３年１月分公表時に新季節調整値に改訂された数値を表す。
５．受給資格決定件数は速報値のため修正があり得る。

（注）

受給資格決定件数 受給者実人員
完全失業者数
（全国・原数値）

全国有効
求人倍率

（季節
調整値）

完全失業率
（季節調整

値）

- 4 -
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都 道 府 県 別 有 効 求 人 倍 率 ： 季 節 調 整 値
（新 規 学 卒 者 を 除 き パ ー ト タ イ ム を 含 む）
令和3年5月　全国平均1.09　［原数値1.02倍］

（注）季節調整値計算（季節調整値替え）は、毎年過去１年分のデータが揃う年初に行われ、季節調整済系列が改定される。

0.75

1.29

1.34

1.16

1.36

1.04

1.18

1.07

1.09

1.31

1.34

1.22

1.35

1.34

1.41

1.48

1.39

1.13

1.21

0.94

1.10

1.09

0.92

1.17

1.16

1.08

1.36

1.32

1.25

1.77

1.36

1.40

1.30

0.78

1.12

0.88

0.94

1.22

1.03

1.33

1.23

1.26

1.48

1.29

1.21

1.01

1.02

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2

沖縄

鹿児島

宮崎

大分

熊本

長崎

佐賀

福岡

高知

愛媛

香川

徳島

山口

広島

岡山

島根

鳥取

和歌山

奈良

兵庫

大阪府

京都府

滋賀

三重

愛知

静岡

岐阜

長野

山梨

福井

石川

富山

新潟

神奈川

東京都

千葉

埼玉

群馬

栃木

茨城

福島

山形

秋田

宮城

岩手

青森

北海道

（倍）

全国平均
1.00倍 1.09倍
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　　　　　　　群馬労働局職業安定部職業安定課

5 月

有効求人 人 1.4 ％

有効求職 人 ▲ 1.0 ％

有効求人倍率 0.03 Ｐ

　　　　　　数値はすべて季節調整値

5 月

新規求人 人 ▲ 5.7 ％

新規求職 人 ▲ 12.2 ％

新規求人倍率 0.14 Ｐ

　　　　　　数値はすべて季節調整値

‐　６　‐

5,607

2.07

前月比（％、ポイント）

33,006

27,044

1.22

前月比（％、ポイント）

11,596

前月との比較（令和３年５月）

有効（求人・求職・求人倍率）

新規（求人・求職・求人倍率）
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（新産業分類） （新産業分類）

全産業 建設業 製造業 情報通信業
運輸業，
郵便業

卸売・小売業
宿泊業，飲食
サービス業

医療・福祉 サービス業 【製造業全体】  食　　料　　品 
プラスチック製

品
金　属　製　品

はん用機械器
具製造業

生産用機械器
具製造業

業務用機械器
具製造業

電気機械
器具

輸送用機械器
具

（％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％）

３年5月 10.9 ▲ 2.8 51.6 ▲ 12.3 13.5 20.0 87.2 ▲ 5.2 12.0 ３年5月 51.6 27.2 68.3 47.2 53.5 31.9 170.0 19.4 62.5

３年4月 11.1 19.4 36.8 20.2 4.5 22.6 ▲ 12.1 6.9 ▲ 12.5 ３年4月 36.8 87.4 43.8 0.0 12.9 54.4 22.9 ▲ 2.8 74.5

３年3月 ▲ 8.3 31.2 16.7 ▲ 31.4 ▲ 7.4 ▲ 44.8 5.5 ▲ 4.1 14.9 ３年3月 16.7 2.8 32.8 50.0 41.2 ▲ 9.5 ▲ 25.0 43.5 12.7

３年2月 ▲ 18.5 2.4 ▲ 22.9 ▲ 26.1 ▲ 28.9 ▲ 10.8 ▲ 33.7 ▲ 19.3 ▲ 19.3 ３年2月 ▲ 22.9 ▲ 52.2 ▲ 24.6 ▲ 17.4 36.0 ▲ 17.4 ▲ 14.3 ▲ 24.9 14.9

３年1月 ▲ 1.6 16.7 10.1 ▲ 29.6 ▲ 28.2 8.0 ▲ 40.7 0.4 ▲ 18.0 ３年1月 10.1 40.2 2.5 ▲ 3.0 16.4 13.3 ▲ 32.2 7.3 10.9

２年12月 ▲ 21.7 13.0 ▲ 17.6 ▲ 5.3 ▲ 42.6 ▲ 48.8 23.8 ▲ 9.8 ▲ 9.9 ２年12月 ▲ 17.6 ▲ 22.0 ▲ 2.4 11.0 ▲ 16.0 ▲ 59.9 ▲ 25.9 ▲ 16.6 ▲ 16.2

２年11月 ▲ 17.0 ▲ 1.0 ▲ 22.7 ▲ 41.7 ▲ 33.0 ▲ 13.9 ▲ 38.4 ▲ 11.9 ▲ 15.5 ２年11月 ▲ 22.7 ▲ 46.5 ▲ 22.9 0.0 ▲ 42.7 ▲ 32.4 ▲ 28.9 ▲ 20.7 ▲ 1.9

２年10月 ▲ 14.2 25.3 ▲ 14.1 1.0 ▲ 24.4 ▲ 29.6 ▲ 45.1 ▲ 4.8 ▲ 20.9 ２年10月 ▲ 14.1 ▲ 2.7 ▲ 16.1 ▲ 19.6 ▲ 53.9 6.6 5.9 ▲ 27.1 3.7

２年9月 ▲ 13.8 24.6 ▲ 30.2 ▲ 19.8 ▲ 25.2 ▲ 11.8 ▲ 42.8 ▲ 6.4 ▲ 14.2 ２年9月 ▲ 30.2 ▲ 35.2 ▲ 14.9 ▲ 8.2 ▲ 25.5 ▲ 45.7 ▲ 56.9 ▲ 27.6 ▲ 36.5

２年8月 ▲ 35.3 4.0 ▲ 37.2 ▲ 50.7 ▲ 38.9 ▲ 71.9 ▲ 42.4 ▲ 11.7 ▲ 36.7 ２年8月 ▲ 37.2 ▲ 35.0 ▲ 34.3 ▲ 10.2 ▲ 57.3 ▲ 57.0 ▲ 50.9 ▲ 49.0 ▲ 20.4

２年7月 ▲ 16.1 19.5 ▲ 36.6 ▲ 29.9 ▲ 33.5 1.8 ▲ 35.0 ▲ 9.8 ▲ 26.5 ２年7月 ▲ 36.6 ▲ 27.8 ▲ 33.5 ▲ 35.9 ▲ 59.6 ▲ 35.7 45.8 ▲ 7.9 ▲ 51.4

２年6月 ▲ 19.3 19.7 ▲ 31.2 ▲ 9.5 ▲ 40.9 ▲ 25.1 ▲ 39.8 ▲ 10.6 ▲ 30.4 ２年6月 ▲ 31.2 ▲ 9.2 ▲ 29.6 ▲ 58.3 ▲ 13.2 ▲ 47.6 ▲ 62.7 ▲ 48.6 ▲ 46.5

２年5月 ▲ 40.2 8.7 ▲ 42.3 ▲ 1.9 ▲ 32.9 ▲ 77.6 ▲ 65.4 ▲ 17.7 ▲ 31.2 ２年5月 ▲ 42.3 ▲ 50.7 ▲ 38.0 ▲ 18.9 ▲ 34.3 ▲ 46.6 ▲ 61.5 ▲ 42.2 ▲ 39.4

２年4月 ▲ 19.6 15.2 ▲ 40.7 ▲ 13.4 ▲ 32.6 ▲ 12.4 ▲ 45.8 ▲ 12.0 ▲ 15.7 ２年4月 ▲ 40.7 ▲ 39.3 ▲ 59.0 ▲ 35.7 ▲ 30.8 ▲ 28.4 0.0 ▲ 19.0 ▲ 54.9

２年3月 2.4 ▲ 8.4 ▲ 20.7 22.9 ▲ 14.0 72.3 ▲ 15.4 5.8 ▲ 32.9 ２年3月 ▲ 20.7 ▲ 23.0 ▲ 29.0 ▲ 29.1 ▲ 5.6 ▲ 16.8 28.0 ▲ 42.9 ▲ 15.4

２年2月 ▲ 15.8 ▲ 6.2 ▲ 16.6 ▲ 14.2 13.7 ▲ 58.8 ▲ 0.7 8.2 ▲ 12.7 ２年2月 ▲ 16.6 ▲ 14.8 ▲ 9.1 ▲ 0.4 ▲ 25.9 ▲ 36.7 ▲ 34.7 24.7 ▲ 22.3

２年1月 ▲ 18.9 ▲ 10.7 ▲ 31.5 ▲ 4.2 ▲ 2.2 ▲ 38.3 ▲ 16.8 ▲ 10.6 ▲ 14.0 ２年1月 ▲ 31.5 ▲ 42.0 ▲ 30.9 ▲ 46.8 6.7 4.3 47.5 ▲ 43.6 ▲ 46.5

元年12月 17.3 ▲ 13.3 ▲ 3.3 0.9 19.7 103.9 ▲ 23.3 11.6 ▲ 14.8 元年12月 ▲ 3.3 10.2 21.0 ▲ 18.0 16.8 31.7 28.6 ▲ 8.8 ▲ 6.7

元年11月 ▲ 14.6 17.7 ▲ 13.7 4.9 ▲ 11.0 ▲ 60.6 5.8 12.2 ▲ 6.2 元年11月 ▲ 13.7 ▲ 5.0 ▲ 24.6 ▲ 18.1 ▲ 26.7 48.0 ▲ 28.3 ▲ 4.0 ▲ 14.9

元年10月 ▲ 6.3 ▲ 9.3 ▲ 26.2 ▲ 11.5 20.8 ▲ 18.3 14.5 ▲ 3.8 2.8 元年10月 ▲ 26.2 ▲ 30.8 ▲ 19.1 ▲ 36.1 ▲ 12.4 ▲ 44.5 ▲ 47.7 ▲ 6.2 ▲ 42.3

元年9月 1.3 ▲ 8.0 ▲ 6.8 49.3 ▲ 8.6 11.3 ▲ 0.4 17.1 ▲ 22.6 元年9月 ▲ 6.8 ▲ 2.3 ▲ 21.0 ▲ 9.3 ▲ 17.8 50.0 71.1 ▲ 16.6 ▲ 0.6

元年8月 5.2 7.8 ▲ 8.6 8.1 ▲ 20.9 67.3 ▲ 0.1 ▲ 3.3 ▲ 8.9 元年8月 ▲ 8.6 5.1 ▲ 39.1 ▲ 4.3 ▲ 10.8 37.2 32.5 5.6 ▲ 11.6

元年7月 ▲ 8.6 ▲ 19.1 ▲ 5.6 10.4 ▲ 3.9 ▲ 34.2 30.1 ▲ 5.0 ▲ 7.5 元年7月 ▲ 5.6 ▲ 4.8 ▲ 18.0 ▲ 4.7 24.5 ▲ 19.2 ▲ 59.3 6.5 7.3

元年6月 4.7 ▲ 10.7 ▲ 17.4 ▲ 5.4 7.1 33.6 1.7 8.9 3.2 元年6月 ▲ 17.4 ▲ 19.7 ▲ 12.0 ▲ 4.3 ▲ 8.6 1.6 21.4 ▲ 14.3 ▲ 35.6

 産業別新規求人数（学卒を除きパートを含む）前年同月比・増減率の推移 ※「製造業」のうち、 主な業種別（学卒を除きパートを含む）前年同月比・増減率の推移

    群馬労働局職業安定部職業安定課
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群馬労働局職業安定部職業安定課
令和３年度　　新規求職者（常用）の態様別内訳（パートを除く）

当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 当　月 前年比 計 前年比

4,492 2.2 3,463 ▲ 6.6 7,955 ▲ 83.2

1,293 25.7 1,198 23.4 2,491 ▲ 83.8

2,921 ▲ 7.7 2,081 ▲ 18.8 5,002 ▲ 83.0

　 うち事業主都合 992 ▲ 10.1 587 ▲ 42.1 1,579 ▲ 84.8

うち自己都合 1,758 ▲ 5.9 1,379 ▲ 5.0 3,137 ▲ 82.4

 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比 計 前年比

60,715 ▲ 5.2 77,622 27.8 83,535 7.6 77,001 ▲ 7.8 72,924 ▲ 5.3 68,236 ▲ 6.4 61,822 ▲ 9.4 56,883 ▲ 8.0 53,479 ▲ 6.0 50,153 ▲ 6.2 47,310 ▲ 5.7 44,798 ▲ 5.3 45,845 2.3 47,432 3.5

15,391 ▲ 0.8 18,837 22.4 17,133 ▲ 9.0 20,030 16.9 18,604 ▲ 7.1 20,178 8.5 20,586 2.0 20,625 0.2 19,927 ▲ 3.4 19,482 ▲ 2.2 18,862 ▲ 3.2 18,024 ▲ 4.4 17,531 ▲ 2.7 15,412 ▲ 12.1

40,802 ▲ 6.3 53,907 32.1 60,589 12.4 49,625 ▲ 18.1 45,199 ▲ 8.9 41,948 ▲ 7.2 36,007 ▲ 14.2 31,608 ▲ 12.2 29,481 ▲ 6.7 27,123 ▲ 8.0 25,266 ▲ 6.8 23,958 ▲ 5.2 25,686 7.2 29,463 14.7

　 うち事業主都合 10,099 5.4 21,958 117.4 29,246 33.2 18,625 ▲ 36.3 17,412 ▲ 6.5 15,734 ▲ 9.6 11,742 ▲ 25.4 9,230 ▲ 21.4 8,293 ▲ 10.2 7,310 ▲ 11.9 6,342 ▲ 13.2 5,845 ▲ 7.8 6,700 14.6 10,417 55.5

うち自己都合 27,942 ▲ 10.0 28,888 3.4 27,478 ▲ 4.9 27,397 ▲ 0.3 24,860 ▲ 9.3 23,849 ▲ 4.1 22,391 ▲ 6.1 20,784 ▲ 7.2 19,682 ▲ 5.3 18,462 ▲ 6.2 17,630 ▲ 4.5 16,864 ▲ 4.3 17,724 5.1 17,806 0.5

令和２年度

うち離職者

○　参　　考

新規求職者

新規求職者数

うち在職者

うち離職者

うち在職者

3年4月 3年5月 3年6月 3年7月 3年9月 3年度計3年12月 4年2月4年1月 4年3月3年8月 3年10月 3年11月

- ８ -
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前年同月差
（ポイント）

３１年４月 18,141 15,238 1.19 0.04 1.08 1.16

元年５月 17,556 14,960 1.17 ▲ 0.02 1.07 1.17

元年６月 17,629 14,834 1.19 ▲ 0.02 1.10 1.18

元年７月 17,674 15,112 1.17 ▲ 0.03 1.12 1.17

元年８月 17,644 15,011 1.18 ▲ 0.05 1.13 1.16

元年９月 18,005 14,976 1.20 ▲ 0.07 1.14 1.15

元年１０月 18,026 15,060 1.20 ▲ 0.05 1.15 1.13

元年１１月 17,976 14,510 1.24 ▲ 0.04 1.18 1.11

元年１２月 17,540 14,078 1.25 ▲ 0.07 1.21 1.09

２年１月 17,528 14,639 1.20 ▲ 0.12 1.13 1.05

２年２月 17,815 15,259 1.17 ▲ 0.12 1.08 1.03

２年３月 17,545 15,698 1.12 ▲ 0.14 1.02 1.01

２年４月 16,134 15,723 1.03 ▲ 0.16 0.92 0.99

２年５月 14,262 15,570 0.92 ▲ 0.25 0.84 0.91

２年６月 14,158 16,668 0.85 ▲ 0.34 0.81 0.88

２年７月 14,321 17,566 0.82 ▲ 0.35 0.79 0.84

２年８月 14,438 17,992 0.80 ▲ 0.38 0.78 0.80

２年９月 14,862 18,242 0.81 ▲ 0.39 0.78 0.79

２年10月 15,604 18,293 0.85 ▲ 0.35 0.80 0.78

２年11月 15,818 17,643 0.90 ▲ 0.34 0.83 0.77

２年12月 15,520 16,581 0.94 ▲ 0.31 0.86 0.77

３年１月 15,624 16,552 0.94 ▲ 0.26 0.87 0.79

３年２月 15,829 16,763 0.94 ▲ 0.23 0.87 0.82

３年３月 16,549 17,819 0.93 ▲ 0.19 0.85 0.84

３年４月 16,074 17,840 0.90 ▲ 0.13 0.81 0.88

３年５月 15,575 17,234 0.90 ▲ 0.02 0.82 0.90

◎正社員有効求人倍率の説明

１． 算出方法

=

（注）

２．

正社員の有効求
人数（ A ）

常用有効求職者
数（パートを除く）
（ B ）

正社員の有効求人倍率

正社員の月間有効求人数　（A）

分母の「パートタイムを除く常用の有効求職者数」には派遣労働者や契約社員を希望する求職者も含まれるため、
厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となります。

正社員求人は、現在のシステムでは産業別の求人数データの出力など、各種増減を比較できる基礎デ－タがない
ために、記者発表の際に配付している「参考資料」のようなコメントや、月々の倍率の増減についての説明は、大変
申し訳ありませんができませんので御了承願います。

正社員の有効求
人倍率（原数値）
（ A/B ）

全国：正社員
有効求人倍率

(原数値）

正社員有効求人倍率
パートタイムを除く常用の月間有効求職者数 （B）

全国：正社員
有効求人倍率
(季節調整値）

項目

年月

- ９ -
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２年５月 ２年６月 ２年７月 ２年８月 ２年９月 ２年10月 ２年11月 ２年12月 ３年１月 ３年２月 ３年３月 ３年４月 ３年５月

群馬県 1.22 1.09 1.07 1.05 1.07 1.11 1.18 1.24 1.27 1.27 1.22 1.14 1.12

前　橋 1.08 1.05 1.09 1.05 1.05 1.09 1.17 1.22 1.25 1.23 1.16 1.04 1.00

高　崎 1.85 1.56 1.56 1.55 1.63 1.69 1.78 1.82 1.84 1.75 1.63 1.53 1.42

安　中 0.97 0.78 0.73 0.72 0.75 0.78 0.88 1.01 1.13 1.21 1.25 1.32 1.26

桐　生 0.89 0.86 0.85 0.84 0.89 0.91 0.94 1.07 1.11 1.14 1.12 1.07 1.08

伊勢崎 1.13 0.97 0.90 0.90 0.88 0.94 0.98 1.10 1.15 1.19 1.17 1.05 1.05

太　田 0.92 0.77 0.74 0.73 0.72 0.72 0.82 0.88 0.94 1.02 0.96 0.90 0.92

館　林 1.39 1.23 1.08 1.00 1.05 1.05 1.07 1.17 1.17 1.19 1.16 1.10 1.14

沼　田 1.04 1.00 1.09 1.13 1.29 1.41 1.37 1.08 1.17 1.11 1.09 1.04 1.09

富　岡 2.05 1.77 1.64 1.59 1.59 1.91 1.91 2.06 1.92 1.88 1.82 1.60 1.60

藤　岡 1.14 1.04 1.00 0.96 0.99 0.99 1.10 1.18 1.26 1.27 1.27 1.16 1.12

渋　川 0.86 0.81 0.85 0.89 0.87 0.82 0.90 0.92 0.94 0.90 0.87 0.81 0.82

中之条 1.33 1.22 1.41 1.47 1.42 1.51 1.51 1.47 1.32 1.47 1.53 1.53 1.71
（一般＋パート）

２年５月 ２年６月 ２年７月 ２年８月 ２年９月 ２年10月 ２年11月 ２年12月 ３年１月 ３年２月 ３年３月 ３年４月 ３年５月

群馬県 1.64 1.44 1.68 1.79 1.88 1.90 2.10 2.22 1.96 1.88 1.71 1.42 1.82

前　橋 1.60 1.44 1.82 1.58 1.73 1.99 2.20 1.96 2.06 1.68 1.48 1.40 1.50

高　崎 2.59 1.97 2.42 2.64 2.65 2.75 3.29 2.84 2.52 2.55 1.96 1.88 2.12

安　中 1.27 0.80 1.28 1.47 1.19 1.30 1.83 2.25 1.92 1.85 1.87 1.70 1.85

桐　生 1.16 1.21 1.45 1.32 1.79 1.56 1.21 2.62 1.66 1.63 1.91 1.39 1.61

伊勢崎 1.13 1.28 1.36 1.37 1.73 1.75 1.89 2.48 1.92 1.76 1.80 1.19 1.71

太　田 1.29 0.95 1.07 1.26 1.19 1.08 1.45 1.83 1.34 1.55 1.36 1.05 1.42

館　林 1.78 1.65 1.64 1.96 2.17 1.84 2.28 2.64 2.08 2.00 2.01 1.62 2.23

沼　田 1.22 1.82 1.92 2.14 2.94 2.29 1.75 1.25 2.32 1.42 1.77 1.59 1.68

富　岡 3.49 1.56 2.00 3.22 1.84 3.50 3.14 2.24 2.64 3.23 1.58 1.74 3.84

藤　岡 1.61 1.48 1.47 1.65 2.02 1.57 1.93 2.91 1.98 1.84 2.13 1.25 1.55

渋　川 1.14 1.29 1.43 1.31 1.47 1.25 1.59 1.66 1.36 1.19 1.43 0.92 1.30

中之条 1.94 1.78 2.46 2.71 2.58 2.80 2.41 1.36 1.52 2.78 1.63 1.71 3.74

（一般＋パート）

有効求人倍率（原数値）

新規求人倍率（原数値）

- 10 -
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　　就業地別求人数

就業地別有効求人倍率（季節調整値） １．３１倍 2か月連続の増加

就業地別新規求人倍率（季節調整値） ２．２６倍 ２か月ぶりの増加（前月比）

求人数の推移（原数値）

前年同月比 有効求人数 前年同月比
新規求人倍率

（季節調整値）

有効求人倍率

（季節調整値）

▲ 21.7 32,867 ▲ 20.7 2.17 1.48

▲ 20.7 31,772 ▲ 23.8 1.68 1.32

▲ 21.0 32,224 ▲ 22.5 1.76 1.27

▲ 21.3 32,144 ▲ 22.1 2.00 1.21

▲ 15.5 32,824 ▲ 21.0 2.02 1.20

▲ 20.0 34,345 ▲ 18.4 1.99 1.22

▲ 12.9 35,031 ▲ 16.4 2.10 1.22

▲ 16.5 34,374 ▲ 16.3 2.09 1.22

▲ 5.8 34,811 ▲ 12.8 1.94 1.26

▲ 17.5 35,293 ▲ 14.6 1.99 1.26

▲ 0.3 36,481 ▲ 10.3 2.00 1.25

3.9 35,194 ▲ 3.7 1.88 1.29

0.4 33,698 2.5 2.26 1.31

新規求人数（原数値）は２か月連続の増加（前年同月比）

有効求人数（原数値）は１７か月ぶりの増加（前年同月比）

産業別新規求人数

前年同月比 前年同月差

0.4 49

13.5 117

46.2 574

4.3 4

12.0 67

▲ 15.3 ▲ 235

32.4 187

▲ 20.3 ▲ 869

14.9 142

前年同月比 前年同月差

29.1 62

71.6 73

43.7 66

55.6 40

34.6 18

134.8 31

9.8 10

60.2 142

２か月ぶりの増加

３か月連続の増加

２か月ぶりの減少

２３か月ぶりの増加

備考

３か月連続の増加

３か月連続の増加

５か月連続の増加

２か月連続の増加

２か月連続の増加

３か月連続の増加

５か月連続の増加

備　　考

２か月連続の増加

新規求人数 5月

産業計 11,512

97

4月 11,908

令和3年5月 11,512

１２か月連続の増加

３か月連続の増加

２か月連続の増加

２か月連続の増加

２か月ぶりの減少

7月 11,155

8月 11,538

9月 12,070

製造業内訳 5月

主

な

内

訳

食料品 275

プラスチック 175

金属製品 217

はん用機械器具 112

生産用機械器具

378

70

業務用機械器具 54

電気機械器具 112

輸送用機械器具

主

な

産

業

建設業 984

製造業 1,816

情報通信

医療・福祉 3,402

サービス 1,095

運輸業 624

卸売・小売 1,304

飲食・宿泊 765

10月 12,345

11月 12,587

12月 11,219

1月 12,679

2月 12,806

3月 13,173

新規求人数

令和2年5月 11,463

6月 11,445

ｰ11ｰ



【連　合】

平成28年 平成29年 平成30年 2019年 2020年 2021年 昨年同時期

（６月４日公表） （昨年６月５日）

2.00％ 1.98％ 2.07％ 2.07％ 1.90％ 1.79％ 1.90％

5,779円 5,712円 5,934円 5,997円 5,506円 5,233円 5,536円

（６月４日公表） （昨年６月５日）

1.81％ 1.87％ 1.99％ 1.94％ 1.81％ 1.74％ 1.81％

4,340円 4,490円 4,840円 4,765円 4,464円 4,331円 4,512円

【経 団 連】

平成28年 平成29年 平成30年 2019年 2020年 2021年 昨年同時期

（５月28日公表） （昨年５月21日）

2.27％ 2.34％ 2.53％ 2.43％ 2.12％ 1.82％ 2.17％

7,497円 7,755円 8,539円 8,200円 7,096円 6,040円 7,297円

（６月11日公表） （昨年６月12日）

1.83% 1.81% 1.89% 1.89% 1.70% 1.72% 1.72%

4,651円 4,586円 4,804円 4,815円 4,371円 4,444円 4,471円

【厚生労働省】

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

2.14％ 2.11％ 2.26％ 2.18％ 2.00％

6,639円 6,570円 7,033円 6,790円 6,286円

○調査対象
連合 ：「全体」は、規模計。「３００人未満」は、全体の内数。
経団連 ：「500人以上」は、原則として東証１部上場。
厚生労働省 ：「主要企業」は、資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業であって、

　労働組合のあるもの。
群馬労働局労働基準部賃金室作成

主要企業

令和３年　春闘　各機関別賃上げ集計状況

全体

300人未満

500人以上

500人未満
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経済財政運営と改革の基本方針2021 

（令和３年６月18日閣議決定） 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

第１章 新型コロナウイルス感染症の克服とポストコロナの経済社会のビジョン 

 

１．経済の現状と課題 

 

（当面の経済運営の課題） 

今後とも、感染拡大防止に全力を尽くし、機動的なマクロ経済運営によって事業や雇用、

国民生活を支えながら、医療提供体制の強化やワクチン接種を促進していく。こうした取

組が経済活動を拡大するための確固たる基盤となり、感染症を乗り越えて、更なる需要や

成長に向けた投資意欲を呼び起こす。その上で、世界経済の回復ペースが加速しているこ

とを踏まえ、デフレに決して戻さないとの強い決意の下、外需を取り込みながらあらゆる

政策を総動員して経済回復を確実なものとしていく。雇用を確保しつつ成長分野への円滑

な労働移動を促進するとともに、賃上げモメンタムを維持・拡大し、成長と雇用・所得拡

大の好循環を目指したマクロ政策運営を行っていく。 

同時に、感染症により厳しい影響を受けた女性や非正規雇用の方々、生活困窮者、孤独・

孤立状態にある方々などへのきめ細かい支援を継続し、コロナ禍が格差の拡大・固定化に

つながらないよう、目配りの効いた政策運営を行っていく。 

 

４．感染症の克服と経済の好循環に向けた取組 

 

（１）感染症に対し強靱で安心できる経済社会の構築 

（略） 

ワクチンについて、感染症の発症を予防し、死亡者・重症者の発生をできる限り減らす

ため、医療従事者等への接種を進め、大規模接種も活用して、希望する高齢者への接種を

本年７月末を念頭に完了させる。また、希望する全ての対象者への接種を本年 10 月から

11月にかけて終えることを目指す。引き続き、効果的な治療法、国産治療薬の研究開発・

実用化の支援及び国産ワクチンの研究開発体制・生産体制の強化を進めるとともに、新た

な感染症に備え、国内のワクチン開発・生産体制の強化のため、「ワクチン開発・生産体制

強化戦略」を着実に推進する。そのために必要な取組の財源を安定的に確保する。 

（略） 

 

（２）経済好循環の加速・拡大 

日本経済をデフレに後戻りさせず、経済の好循環を加速・拡大させるため、まずは感染

症の厳しい経済的な影響に対し、引き続き、重点的・効果的な支援策を躊躇なく講じ、事

資料No.4 
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業の継続と雇用の確保、生活の下支えに万全を期す。その上で、民需主導の自律的な経済

回復の実現に向け、技術革新・イノベーションを起こしつつ、グリーン・デジタルなど成

長分野への民間需要を大胆に喚起しながら、新分野への展開等の事業者の前向きな取組や、

人材への投資、成長分野への円滑な労働移動を強力に推進するなど守りから攻めの政策へ

と重心を移し、経済全体の生産性を高め、最低賃金の引上げを含む賃金の継続的な上昇を

促す。世界経済が回復していく中で、国際経済連携を強化しつつ、中小企業の輸出や農水

産物輸出の振興、インバウンドの再生、航空・空港・海事関連といった国際交通を支える

企業の経営基盤強化等を通じて、外需を日本の成長に取り込んでいく。また、ワクチンの

接種証明について、不当な差別につながらないこと等に留意しつつ、速やかに検討を進め、

成案を得る。 

事業者への支援については、感染拡大防止の局面では、引き続き、営業時間短縮要請等

に応じる事業者に対する規模に応じた協力金のできる限り迅速な支給や当面本年末まで

継続する政府系金融機関による実質無利子・無担保融資等により事業継続を支える。また、

特に深刻な影響を受けている事業者に対し、資本性資金を通じた財務基盤の強化を着実に

実行する。同時に、感染防止対策やテレワークを含む感染リスクの低いビジネスモデルへ

の転換を図る投資等の取組を重点的に支援するとともに、ポストコロナの新しい経済に対

応する事業再構築やデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に向けた企業の挑戦に対

し、補助金や税制、金融支援の着実な実行を通じて強力に後押しする。感染状況が落ち着

いている地域では、感染防止対策を徹底した上で、まずは県内観光の割引事業等の支援に

より、感染症により甚大な影響を受けた需要の回復を図る。 

雇用と生活への支援として、雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染

が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階

的に縮減していく一方で、在籍型出向を通じた雇用確保を支援する助成の活用促進やマッ

チング支援の強化、感染症の影響による離職者のトライアル雇用への助成等によるグリー

ン・デジタル、介護・障害福祉等の成長分野や人手不足分野への円滑な労働移動や、セー

フティネットとしての求職者向けの支援、働きながら学べる環境の整備、リカレント教育

等の人的投資支援を強力に推進する。雇用保険について、これらの施策を適切に講じ、セ

ーフティネット機能を十分に発揮できるよう、その財政運営の在り方を検討する。非正規

雇用労働者など感染症のより厳しい影響を受け、生活に困窮する方々に対しては、住まい

の確保を含め生活を下支えする重層的なセーフティネットによる支援に万全を期すとと

もに、デジタル分野等の新たなスキルの習得に向けた職業訓練の強化等を通じ自立を支援

する。女性を中心とする自殺者の増加に対するＳＮＳを含むきめ細かい相談支援のほか、

望まない孤独・孤立を抱える方々に対する民間団体等を通じた寄り添い型の支援を引き続

き強力に後押しする。 

引き続き、感染状況や経済的な影響を注視し、状況に応じて、新型コロナウイルス感染

症対策予備費の活用により臨機応変に必要な対策を講じていくとともに、我が国経済の自

律的な経済成長に向けて、躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。 
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第２章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉～４つの原動力と基盤づくり～ 

 

３．日本全体を元気にする活力ある地方創り～新たな地方創生の展開と分散型国づくり～ 

感染症を契機とした地方への関心の高まり、テレワーク拡大、デジタル化といった変化

を後押しして地方への大きな人の流れを生み出し、新たな地方創生を展開し、東京一極集

中を是正する。活力ある地方を創り、地方の所得を引き上げ、日本全体を元気にしていく。 

 

（１）地方への新たな人の流れの促進 

地方の中小企業等への就業、就農、事業承継、起業等をきっかけとして、地方をフロン

ティアと捉える都市部人材が地方に移住・定着できるよう取り組む。このため、地域経済

活性化支援機構の人材リストを早期に１万人規模へ拡充しつつ、地銀等の人材仲介機能を

強化し、地域活性化起業人制度等と連携する。地域おこし協力隊等を充実させ、地方自治

体の移住支援体制を強化する。地方でテレワークを活用することによる「転職なき移住」

を実現するため、サテライトオフィスの整備・利用促進、立地円滑化を推進する。 

関係人口の拡大に向けて、ふるさと納税等の地域の取組を後押しする。多様な二地域居

住・多拠点居住を促進するため、保育・教育等の住民票・居住地と紐づいたサービスの提

供や個人の負担の在り方を整理・検討し、地方自治体向けのガイドラインを本年度中に策

定するとともに、空き家・空き地バンクの拡大・活用等を推進する。 

 

（２）活力ある中堅・中小企業・小規模事業者の創出 

感染症の影響下の変化に対応し、経済の底上げを図る地域を中心に、生産性向上等に取

り組む中小企業・小規模事業者に対し思い切った支援を行う。支援策の申請手続の電子化、

支援機関や専門家の見える化、民間の支援ビジネスとの連携による経営支援体制の整備を

行う。デジタル等の無形資産投資、ＥＣ活用や信用供与等を通じた輸出などの海外展開の

促進や人材の確保・育成等により、中小企業の規模拡大を支援し、活力ある中堅・中小企

業等の創出を促す。また、地域の女性起業家、社会起業家等を支援するとともに、中小企

業等の事業承継・再生の円滑化のための環境を整備すること等により、地域コミュニティ

の持続的発展を支援する。こうした中小企業支援策について効果的・効率的に行うととも

に、中小企業への周知の強化を図る。 

下請中小企業における労務費等の上昇を取引価格に円滑に転嫁できるよう、大企業と中

小企業のパートナーシップ構築を推進するとともに、特定の期間を設定して下請取引の特

別調査を行うこと等により下請取引の価格交渉を推進する。あわせて、官公需において労

務費の円滑な価格転嫁を図るため、官公庁が最低賃金額の改定を踏まえて契約金額に関し

て必要な確認を行う措置を適切に講ずる。 
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（３）賃上げを通じた経済の底上げ 

民需主導で早期の経済回復を図るため、賃上げの原資となる企業の付加価値創出力の強

化、雇用増や賃上げなど所得拡大を促す税制措置等により、賃上げの流れの継続に取り組

む。我が国の労働分配率は長年にわたり低下傾向にあり、更に感染症の影響で賃金格差が

広がる中で、格差是正には最低賃金の引上げが不可欠である。感染症の影響を受けて厳し

い業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備す

るため、生産性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等

に一層取り組みつつ、最低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き上げてきた諸外国

の取組も参考にして、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績52を踏まえて、地域間

格差にも配慮しながら、より早期に全国加重平均1000 円とすることを目指し、本年の引

上げに取り組む。 

また、本年４月に中小企業へ適用が拡大した「同一労働同一賃金」に基づき、非正規雇

用の処遇改善を推進するとともに、非正規雇用の正規化を支援する。 

 

（４）観光・インバウンドの再生 

観光関連産業は約 900 万人が従事し、地方を支えている。我が国の自然、気候、文化、

食といった魅力は失われておらず、観光立国実現に官民一丸で取り組む。 

Ｇｏ Ｔｏトラベル事業は、今後の感染状況等を踏まえて取扱いを判断することとし、宿

泊施設・観光地等での感染拡大防止策を徹底した上で、地域観光事業支援を実施する。ワ

ーケーションや休暇取得促進等により旅行需要平準化を図り、混雑を低減させる。 

観光客が戻るまでの時間を活用し、観光業や観光地の再生のため、宿泊施設や飲食、土

産物店等の施設改修や廃屋撤去、経営力底上げやＤＸ推進等による収益性・生産性向上、

金融機関等と連携した宿泊施設再生、地方自治体等の観光施設への民間活力導入等に取り

組む。 

地域内の縦割りを超えた観光業と異業種の連携によるコンテンツ造成や、デジタル技術

も活用した観光資源の磨き上げ、スノーリゾート整備や国立公園の滞在環境上質化、古民

家等の歴史的資源の面的活用、文化観光拠点等の整備や三の丸尚蔵館の美術品等の地方展

開等を進める。日本酒、焼酎・泡盛等のユネスコ無形文化遺産への登録を目指す。 

多言語表記やバリアフリー、ＣＩＱ等の受入環境整備、観光地への交通の充実、上質な

サービスを求める観光客誘致のための取組を進める。国内外の感染状況等を見極めながら、

小規模分散型パッケージツアーの試行等により、安心・安全な旅行環境整備を目指す。 

ＩＲ整備は、厳格なカジノ規制の実施を含め、所要の手続を着実に進める。 

 

  

                                            
52 「経済財政運営と改革の基本方針2016」（平成28年６月２日閣議決定）において「最低賃金については、年率３％程度

を目途として、名目ＧＤＰ成長率にも配慮しつつ引き上げ、全国加重平均が1000 円となることを目指す」と記載。それ以

降、最低賃金額の全国加重平均は対前年比で、2016年3.1％、2017年3.0％、2018年3.1％、2019年3.1％と引き上げられ

ている。なお、2020年は、0.1％の引上げとなった。 
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第３章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革 

 

７．経済・財政一体改革の更なる推進のための枠組構築・ＥＢＰＭ推進 

 

（基本的考え方） 

「経済あっての財政」との考え方の下、引き続き、感染症の影響など経済状況に応じた

機動的なマクロ経済運営を行うとともに、生産性の向上と賃金所得の拡大を通じた経済の

好循環の実現、海外需要の取込み等を通じ、デフレ脱却・経済再生に取り組み、実質２％

程度、名目３％程度を上回る成長、600 兆円経済の早期実現を目指す。それに向け、ワイ

ズスペンディングの徹底と４つの成長の原動力への予算の重点配分、広く国民各層の意識

変革や行動変容につながる見える化、先進・優良事例の全国展開、インセンティブ改革、

公的部門の産業化、ＰＰＰ／ＰＦＩや共助も含めた資金・人材面での民間活力の最大活用

などの歳出改革努力を続けていく。あわせて応能負担の強化などの歳入改革を進めて行く。 

 

第４章 当面の経済財政運営と令和４年度予算編成に向けた考え方  

 

１．当面の経済財政運営について 

政府は、決してデフレに戻さないとの決意を持って、経済をコロナ前の水準に早期に回

復させるとともに、成長分野で新たな雇用や所得を生み、多様な人々が活躍する「成長と

雇用の好循環」の実現を目指す。 

当面は、感染症の感染拡大防止に引き続き万全を期す中で、厳しい経済的な影響に対し

て、雇用の確保と事業の継続、生活の下支えのための重点的・効果的な支援策を講じ、国

民の命と暮らしを守り抜く。さらに、グリーン・デジタルなど成長分野への民間需要を大

胆に呼び込みながら、人材への投資と円滑な労働移動を強力に進めることにより、生産性

を高め、賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の自律的な成長軌道の実現につなげる。こ

のため、令和２年度第３次補正予算を含む「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための

総合経済対策」及び令和３年度予算を迅速かつ適切に執行する。引き続き、感染状況や経

済的な影響を注視し、状況に応じて、新型コロナウイルス感染症対策予備費の活用により

臨機応変に必要な対策を講じていくとともに、我が国経済の自律的な経済成長に向けて、

躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。 

日本銀行においては、企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を

維持する観点から、金融緩和を強化する措置がとられている。日本銀行には、感染症の経

済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、

２％の物価安定目標を実現することを期待する。 
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２．令和４年度予算編成に向けた考え方 

① 前述のように、感染症の影響等の経済状況に応じて、躊躇なく機動的なマクロ経済政

策運営を行うことにより、経済の下支え・回復に最優先で取り組むとともに、生産性

向上と賃金所得の拡大を通じた経済の好循環の実現を図る。 

② 団塊の世代の75歳入りも踏まえ、将来世代の不安を取り除くため、全世代型社会保

障改革を進めるとともに、経済・財政一体改革を着実に推進し、社会保障関係費、一

般歳出のうち非社会保障関係費、地方の歳出水準について、第３章で定める目安に沿

った予算編成を行う。 

③ グリーン、デジタル、地方活性化、子供・子育てへの重点的な資源配分（メリハリ付

け）を行う。 

④ 歳出全般について、徹底したワイズスペンディングを実行するとともに、歳入面での

応能負担を強化するなど、歳出・歳入両面の改革を着実に実行していく。 
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成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ 

（令和３年６月 18 日閣議決定） 

 

＜関係部分抜粋＞ 

 

成長戦略実行計画 

 

第 10 章 足腰の強い中小企業の構築 

１．中小企業の事業継続と事業再構築への支援 

今後もコロナ禍の影響を受ける中小企業の事業継続の支援に万全を期すとともに、

積極的に事業再構築に取り組む中小企業を支援するため、事業再構築補助金の不断の

見直しを図る。 

 

２．中小企業の成長を通じた労働生産性の向上 

中堅企業に成長し、海外で競争できる企業を増やすため、民間支援機関との連携によ

り海外展開するまでの伴走支援を強化する。 

中小企業の円滑な事業承継を後押しするとともに、中小企業が M&A の支援を適切に

活用できる環境を整備する。具体的には、①事業承継・引継ぎ支援センターの強化や、

②簡易な企業価値評価ツールの整備、③M&A 支援機関に係る登録制度や自主規制団体の

設立など支援機関の適切な取組を促す仕組みの構築を図る。 

ドイツのフラウンホーファー研究機構による強い中小企業群創出のモデルを参考に、

既存の研究開発機関の機能強化の検討等を含め、意欲ある中小企業の支援態勢を検討

する。 

 

３．大企業と中小企業との取引の適正化 

（１）下請取引の適正化 

下請業者への取引価格のしわ寄せを防ぐため、監督体制を強化する。また、業界によ

る自主行動計画の策定を加速するとともに、業界だけでなく、個別企業による取組強化

についても、コーポレートガバナンスの改善の一環として促進する。 

 

（２）大企業と中小企業の連携促進 

大企業と中小企業の共存共栄を目指すパートナーシップ構築宣言について、官民を

あげて周知や働きかけを実施し、本年度中に 2,000 社の宣言を目指すとともに、宣言

の拡大などを通じ、大企業と中小企業の連携強化を図っていく。 

 

（３）約束手形の利用の廃止 

本年夏を目途に、産業界及び金融界による自主行動計画の策定を求めることで、５年

後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する。まずは、下請代金の支払に係る約

束手形の支払サイトについて 60 日以内への短縮化を推進する。さらに、小切手の全面

的な電子化を図る。 

 

資料No.5 
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（４）系列を超えた取引拡大 

電子受発注システムの標準化等を通じて、中小企業のみならず発注側企業等も含め

たシステムの利用を促進し、中小企業・小規模事業者の系列を超えた取引拡大を促す。 

 

４．地域の中小企業・小規模事業者等への支援 

地域の中小企業、小規模事業者等は、地域の雇用のみならず、人口が特に減少してい

る地域社会において地域を支える重要な機能を果たしている。これらの事業者の生産

性向上を図りつつ、生活に不可欠な機能の確保を図るため、地方自治体と国が連携し

て、地域づくりの担い手の創出や、中小企業・小規模事業者等による地域コミュニティ

を支える取組を強化していく。 

 

５．官民連携による経営支援の高度化 

コロナ禍から立ち上がろうとする事業者が、適切な経営支援を受けられるよう、各

地域で民間も含む支援機関のネットワークを構築するとともに、個々の支援機関の専

門性等の見える化を図る。その一環として、身近な支援機関である中小企業診断士に

求められる専門分野の見える化を進める。 
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成長戦略フォローアップ 

 

はじめに 

本成長戦略フォローアップにおいては、以下のとおり、成長戦略実行計画の構成

に基づき、これまでの成長戦略の進捗及び新たな取組について記載するものとする。 

 

４．「人」への投資の強化 

（３）兼業・副業の解禁や短時間正社員の導入促進などの新しい働き方の実現 

 

成長戦略実行計画に基づき、同計画に記載する施策のほか、以下の具体的施策を

講ずる。 

 

 ⅳ）生産性を最大限に発揮できる働き方に向けた支援 

（略） 

 ③賃金 

・民需主導で早期の経済回復を図るため、賃上げの原資となる企業の付加価値創出

力の強化、雇用増や賃上げなど所得拡大を促す税制措置等により、賃上げの流れ

の継続に取り組む。我が国の労働分配率は長年にわたり低下傾向にあり、さらに

感染症の影響で賃金格差が広がる中で、格差是正には最低賃金の引き上げが不可

欠である。感染症の影響を受けて厳しい業況の企業に配慮しつつ、雇用維持との

両立を図りながら賃上げしやすい環境を整備するため、生産性向上等に取り組む

中小企業への支援強化、下請取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、最

低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き上げてきた諸外国の取組も参考に

して、感染症拡大前に我が国で引き上げてきた実績3を踏まえて、地域間格差にも

配慮しながら、より早期に全国加重平均 1,000 円とすることを目指し、本年の引

上げに取り組む。 

（略） 

 

（６）労働移動の円滑化 

 

成長戦略実行計画に基づき、同計画に記載する施策のほか、以下の具体的施策を

講ずる。 

 

 ⅰ）雇用の維持と労働移動の円滑化 

・雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染が拡大している地域・

特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減して

いく。 

・新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、大企業への雇用維持支援策の

強化の一環として、大企業でシフト制等の勤務形態で働く労働者が休業手当を受

け取れない場合に、休業支援金・給付金の対象とする。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

                                      
3 「経済財政運営と改革の基本方針 2016」（平成 28 年６月２日閣議決定）において「最低賃金については、年率

３％程度を目途として、名目 GDP 成長率にも配慮しつつ引き上げ、全国加重平均が 1000 円となることを目指す」

と記載。それ以降、最低賃金額の全国加重平均は対前年比で、2016 年 3.1％、2017 年 3.0％、2018 年 3.1％、2019

年 3.1％と引上げられている。なお、2020 年は、0.1％の引上げとなった。 
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が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、産業雇用安定助成金によ

り出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行う。 

・労働力の産業間、企業間移動の円滑化に寄与するため、出向・移籍による失業な

き労働移動に関する情報提供・相談等を行う産業雇用安定センターによるマッチ

ング体制を強化する。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた労働者であって、

就労経験のない職業に就くことを希望する者を試行雇用する事業主の負担を軽減

し、異なる分野への円滑な移動を支援する。 

・職業訓練の訓練期間や訓練内容について、短期間の訓練やオンライン受講を始め

とする多様化・柔軟化を行い、利用しやすい制度とするとともに、ハローワーク

において、離職者、休業者等に職業訓練の情報提供や受講斡旋、職業訓練の成果

を踏まえた就職支援などを実施する。 

・労働移動支援助成金の早期雇入れ支援コースにおいて成長企業へ再就職する場合

に助成額の加算を行う。 

・労働者協同組合により、多様な就労の機会を創出するとともに、地域における多

様な需要に応じた事業が行われることを促進する労働者協同組合法について、円

滑な施行を図る。 

・スタートアップの経営人材についてヒアリングやアンケート調査を実施するとと

もに、2021 年度は、スタートアップの成長に寄与する人材を効率的・効果的にマ

ッチングする好連携の創出を支援し、またその中で得られた知見や事例を成果と

して取りまとめて公表することで、民間市場で広く成果が活用され、スタートア

ップへの人材流動の大規模化かつ加速化を目指す。 

 

９．足腰の強い中小企業の構築 

（１）中小企業の事業継続と事業再構築への支援 

 

成長戦略実行計画に基づき、以下の具体的施策を講ずる。 

 

 ⅰ）事業継続（事業承継・引継ぎ・再生等）の支援 

・事業承継・引継ぎ支援センターによる事業承継・引継ぎのワンストップ支援が 2021

年４月から開始されたことを契機に、本センターの人材強化や域内外の民間事業

者等との連携強化を行うとともに、2021 年度及び 2022 年度に事業承継診断を抜

本的に見直し、これを通じたプッシュ型事業承継支援や後継者不在の中小企業と

他者とのマッチング等による事業承継・引継ぎの一体的な支援を強化する。 

・法人版・個人版事業承継税制や中小企業の経営資源の集約化に資する税制の活用

促進も含め、新型コロナウイルス感染症の影響下においても円滑な事業承継・引

継ぎが進むよう、M&A を含む事業承継について集中的な広報を実施する。 

・2021 年度から、定期的な情報交換や研修、優良事例の横展開等を通じて、事業承

継・引継ぎ支援センターと中小企業再生支援協議会を連携させ、スポンサー型再

生を円滑に実施する体制を各地域に整備する。 

・事業承継や事業引継ぎに伴う転廃業に必要となる費用の支援に加え、M&A を追求

してもなお転廃業を選択せざるを得ない場合に早期に専門的な相談や支援が受け

られるよう、専門機関等と連携しつつ、経営資源の引継ぎへの事業承継・引継ぎ

支援センターによる切れ目のない支援を行う。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の資金繰り支援のため、中小企
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業再生支援協議会において、窓口相談、既往債務に係る最長１年間の元金返済猶

予要請、並びに既往債務に新規融資を含めた関係金融機関調整の上での資金繰り

計画の策定支援（新型コロナ特例リスケジュール支援）を行う。 

・中小企業再生支援協議会において、事業者の希望に応じて事業再生支援専門家を

紹介する取組を 2021 年度中に開始する。また、事業再生支援体制の強化に向け、

事業再生支援の専門家育成等を検討する。 

・経営者保証に依存しない融資の促進を図るため、中小事業者や金融機関等に対す

る「経営者保証に関するガイドライン」や「事業承継時の経営者保証解除に向け

た総合的な対策」等の周知を引き続き行う。また、金融機関の経営者保証徴求に

関するデータ等の活用や事業者の経営者保証に関するニーズに対する円滑な支援

が実施できるように、事業承継・引継ぎ支援センター内の業務フローの見直し等

を行い、事業承継・引継ぎ支援センターと外部機関等との連携を一層強化する。 

 

 ⅱ）事業再構築への支援 

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の設備投資・IT 導入・販路開

拓等を支援する中小企業生産性革命推進事業について、生産性の向上に加え、感

染拡大の抑制を図るビジネスについて重点的に支援を行う。このうち、ものづく

り補助金においては付加価値額年率 3.0％増、IT 導入補助金においては、労働生

産性年率 3.0％増を達成する事業計画の策定を引き続き求める。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、金融機関が継続

的に伴走支援を実施すること等を条件に信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支

援型特別保証制度」等により、中小企業者の経営支援等を進める。 

・日本政策金融公庫等が、新分野展開、業態転換等に向けた設備投資の適用利率を

引き下げ、事業再構築等に必要な資金繰りを支援する。 

・地域金融機関と政府系金融機関、官民連携ファンド等において、資本性劣後ロー

ンの積極的な活用を含め資本性資金の供給を推進する。 

・引き続き、DBJ の特定投資業務等を活用して、地域金融機関等との共同ファンド等

を通じたノウハウの共有や人材育成等を行うとともに、事業承継ファンドへの LP

出資等を行うことで、地域の中堅・中小企業の事業転換・事業承継等による成長

を促進する。 

・株式会社地域経済活性化支援機構（REVIC）が新型コロナウイルス感染症の影響で

財務基盤が悪化した地域の主たる中堅・中小企業等の経営改善等のため、事業再

生の枠組みを活用した支援や地域金融機関と連携したファンドを通じた資本性資

金の供給等を進める。 

・地方の中堅企業等による都市部の若者人材の採用を促進するため、採用戦略の策

定からデジタル求人ツールの活用、リモート面接の実施までの一連の採用プロセ

スにおける最適な手法を 2021 年に実証した上で、得られる結果も踏まえて、都市

から地方への人材マッチング市場の拡大に向けた普及策を講ずる。 

・新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中、地域の中小企業・小規模事業者

の成長・生産性向上と地域金融機関の持続可能なビジネスモデル構築の両立に向

け、「先導的人材マッチング事業」を継続するほか、2020 年度にトライアル実施し

ている「事業者支援ノウハウ共有サイト」の本格稼働や、「Re:ing/SUM（Regional 

Banking Summit）」における地域金融機関の特徴的な事例の発掘等を通じて、事業

者支援体制を強化する。 

・買い物弱者対策や高齢者見守りなど、地域住民にとって必要不可欠なサービスを
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持続的に提供するため、2021 年度中に地域内外の組織が連携する体制構築の検討

を深めた上で、全国で新たに 10 程度の連携体制を構築するとともに、複数の地域

に共通する地域・社会課題を抽出し、ビジネスの手法を活用してその解決を図る

取組を促進する。 

・事業者支援を全国でかつ同時に進めるため、関係省庁において AI や ICT を活用し

た能率的で効果的な支援の方法や業種等ごとの共通的で典型的な事業再生の手法

等の研究を行う。 

・地域の核となる企業・産業の育成を推進するため、地域金融機関による地域の創

業・事業展開・事業承継の支援を促す。 

 

（２）中小企業の成長を通じた労働生産性の向上 

 

成長戦略実行計画に基づき、以下の具体的施策を講ずる。 

 

 ⅰ）中堅・中小企業の海外展開支援 

（販路開拓支援・人材・金融面の支援） 

・新型コロナウイルス感染症拡大のため海外との販売チャネル作り等が難しくなっ

ていることを踏まえ、新輸出大国コンソーシアムや中小企業海外展開現地支援プ

ラットフォームを通じて海外現地での支援を拡充する。 

・デジタルマーケティング情報を踏まえた商品改良や EC サイト上での PR 手法の改

善、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の海外 EC サイトに設置する「ジャ

パンモール」への出展や EC 事業者のニーズに沿った商品提案の支援などを通じて

EC やオンライン商談などを活用する支援を強化する。 

・中小企業の海外展開の成功率や取引の継続率の大幅な向上を図るため、JAPAN ブラ

ンド育成支援等事業により、現地の市場開拓に精通し支援ノウハウ・実績のある

民間支援事業者との連携を前提とした中小企業の海外展開支援を行う。 

・中堅・中小企業の海外展開が自律的に拡大する仕組みの構築を目的として、民間

事業者による越境 EC 事業や SDGs 分野での新事業創出といった新たなビジネスモ

デルの実証を支援する。 

（海外進出支援） 

・新型コロナウイルス感染症の拡大により海外現地での契約関係や労働関係でのト

ラブルが増加する中、国際的な人の往来が制限されていることから、在外公館に

おける弁護士を活用した企業支援やインフラアドバイザーを活用した支援を推進

する。また、進出先国の人権状況・水準の向上のための取組を含め、日本企業の現

地での一層の人権尊重に資する取組を行う。 

・中堅・中小企業が海外進出を検討する際に取引先候補の情報収集に役立つよう、

株式会社日本貿易保険（NEXI）が 2021 年１月に開始した特定国・特定セクターの

海外商社（バイヤー）情報一覧を無料で提供するサービスを周知する。 

・国際仲裁の活性化に向け、国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）の最新の国際仲

裁モデル法に対応するため、仲裁廷が発令する暫定保全措置に執行力を付与し得

るものとするなど仲裁法改正に向けた検討について 2021 年度中に結論を出すと

ともに、最先端の ICT を備えた仲裁専用施設を活用しながら、人材育成、広報・

意識啓発等を進める。 
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 ⅱ）規模拡大を通じた労働生産性の向上 

・連携の在り方の見直しも含め、M&A 支援機関との連携を強化するとともに、業務の

標準化や人材育成を進めることで、「事業承継・引継ぎ支援センター」の機能強化

を図る。 

・事業承継・引継ぎ後の設備投資・販路開拓等の新たな取組や事業引継ぎ時の専門

家の活用費用や表明保証保険の保険料等を支援する事業承継・引継ぎ補助金等に

ついて、中小企業の更なる利便性向上を図る。 

・後継者不在の中小企業の経営資源等を活用しつつ、リスクやコストを抑えた創業

を促すため、事業承継・引継ぎ補助金も活用しながら、他者の経営資源を引き継

いで行う創業（経営資源引継ぎ型創業）を支援する。 

・M&A を経営戦略の一部として捉え、M&A 後の経営統合も含めた一体的な取組が促さ

れるよう、M&A 後の経営統合（PMI）の在り方に関する指針を 2021 年度中に策定す

る。 

・サーチファンド等の新たな投資分野への取組の促進等、中小企業経営力強化支援

ファンドの活用を含め、中小企業向けファンドの裾野の拡大に向けた取組を進め

る。 

・中小企業を当事者とする M&A の譲渡価格や手数料等の相場観を形成するとともに、

M&A に関する知識や経験が十分でない中小企業においても M&A 支援機関からの提

案等の妥当性を判断できるよう、2021 年度に企業価値評価ツールの提供に向けた

試行的取組を進めるとともに、他の M&A 支援機関から意見を求めるセカンドオピ

ニオンの取組を支援する。 

・2021 年度中に事業承継・引継ぎ補助金と連携した M&A 支援機関の登録制度の創設

をすることにより、民間仲介業者等による自主規制団体の創設と併せて、中小企

業が M&A に関する適切な支援を受けられる環境を整備する。 

・国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）と都道府県の公設試験研究機関

（公設試）が適切な連携・役割分担の下で、中小・中堅企業等における生産性向上

や企業間連携につながるデジタル化等を支援すべく、2020 年度に開始した産総研

と公設試等の連携による中小・中堅企業等への IoT 活用に係る普及啓発・人材育

成等の取組を一層推進する。 

 

（３）大企業と中小企業との取引の適正化 

 ⅰ）下請取引の適正化 

 

成長戦略実行計画に基づき、同計画に記載する施策のほか、以下の具体的施策を

講ずる。 

 

・独占禁止法及び下請代金支払遅延等防止法の執行について、公正取引委員会の執

行体制強化を検討する。中小企業庁でも、2022 年度における下請検査官や下請取

引Ｇメンの体制強化による中小企業の取引の実態に関する情報収集の強化を検討

する。あわせて、中小企業庁と公正取引委員会の連携を強化し、収集した中小企

業の声を法執行につなげる体制を強化する。 

・改正下請振興法に基づく下請Ｇメンによる調査等を活用し、｢振興基準｣に基づく

業所管大臣による指導・助言等により、取引慣行や商慣行の是正に、関係省庁が

連携して取り組む。また、課題を抱える業界による新たな下請ガイドラインや自

主行動計画の策定につなげる。 
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・改正下請振興法に基づき、デジタル技術の活用等による中小企業の強みを活かし

た取引機会等を創出する事業者を認定する制度を創設するとともに、金融支援等

を行うことにより、下請中小企業における従来の取引関係に依存しない新たな取

引機会の創出や適正な価格転嫁等による取引の透明化等を図る。 

 

 ⅱ）大企業と中小企業の連携促進 

 

成長戦略実行計画に基づき、具体的施策を講ずる。 

 

 ⅲ）約束手形の利用の廃止 

 

成長戦略実行計画に基づき、具体的施策を講ずる。 

 

 ⅳ）系列を超えた取引拡大 

 

成長戦略実行計画に基づき、具体的施策を講ずる。 

 

（４）地域の中小企業・小規模事業者等への支援 

 

成長戦略実行計画に基づき、同計画に記載する施策のほか、以下の具体的施策を

講ずる。 

 

・GoTo 商店街事業は、感染拡大防止策を徹底した上で、今後の感染状況等を踏まえ

て、実施の取扱いを判断する。 

・地域の持続的発展を促進するため、2021 年度に地域の持続的発展のための中小商

業者等の機能活性化事業により、中小商業者等が地方公共団体と連携しながら新

たな需要の創出につながる魅力的な機能を導入するための実証支援を行う。 

 

（５）官民連携による経営支援の高度化 

 

成長戦略実行計画に基づき、同計画に記載する施策のほか、以下の具体的施策を

講ずる。 

 

・各都道府県の「よろず支援拠点」において、中堅企業への成長を促すため、新たに

民間も取り込んだ支援機関のネットワークを構築する。そのため、2021 年度に意

欲のある中小企業に対する積極的な支援を行うモデル実証拠点を選定し、2022 年

度以降、全国へ展開する。 

 

（６）デジタル化を通じた生産性向上 

・2021 年度中に AI の実装スキルを持つ人材 600 人の育成や中小企業との協働の仕

方の検証をし、AI の実装スキルを持つ人材を介した企業の生産性向上の仕組みを

確立するとともに地方大学等を通じて普及させる。 

・「AI 導入ガイドブック」（外観検査・需要予測版）の普及を図るとともに、2021 年

度中に「AI 導入ガイドブック」の新規テーマを検討し公表する。 

・新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、中小企業でのテレワーク導入を促進
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するため、テレワークに資するソフトウェア・通信機器等の導入支援等を行う。 

・地域未来牽引企業等の地域企業のデジタル技術を活用した業務・ビジネスモデル

の変革を促進するために、各地に産学官金の関係者が一体となって地域企業を支

援する枠組みの整備や活動等の支援、デジタル人材の育成等を促進する。 

・中小企業庁の全ての行政手続を 2023 年度までに電子化し、中小企業施策の活用状

況や施策活用結果など国が保有するデータを民間ビジネスに開放し、中小企業を

支援する民間サービス市場の創出と活性化を目指す。 

・国が保有する補助金等のデータを民間に開放し中小企業を支援する民間サービス

の創出を促すとともに、中小企業向けの経営支援の専門家や支援ビジネス事業者

などを巻き込んだコミュニティ形成のため、中小企業の経営相談や新しいビジネ

スパートナーをオンライン上で見つけられる仕組みを 2022 年度までに構築する。 


