
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって多くの方の
尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。

本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族にもご登壇をいただき、
過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。

過労死をゼロにし、健康で充実して
働き続けることのできる社会へ

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い
実施いたします。今後の感染状況により、
参加者数を制限するなど、規模を縮小して
実施する場合があります。
参加には、事前申込みが必要です。
詳細、中止の連絡等は、ホームページにて
お知らせいたします。

千 葉会場

千葉県経営者会館 大ホール
（千葉市中央区千葉港4-3）

会場

日時 2020年11月30日（月）
14：00～16：20（受付13：00～）

参加
無料
事前申込

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

主催：厚生労働省　　後援：千葉県
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
　　  千葉産業保健総合支援センター、千葉県労働基準協会連合会、連合千葉、千葉労連、いのちと健康を守る千葉県センター、
　　  千葉労災職業病対策連絡会、千葉土建、千葉過労死弁護団、千葉労働弁護団、千葉県経営者協会



スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

千葉県経営者会館 大ホール
（千葉市中央区千葉港4-3）
・JR総武線「千葉」駅下車、千葉都市モノレール「千葉」駅乗り換え「市役所前」駅下車、徒歩4分
・JR京葉線「千葉みなと」駅下車、徒歩8分

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

●Webからの申し込み：以下ホームページをご覧いただき、申し込みをお願いいたします。
https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo

5名以上のお申込みは、
別紙（様式自由）にて
FAXしてください。

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。FAX番号 03-6264-6445

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

（お問い合わせ先）  電話：0120-562-552  E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp  株式会社プロセスユニーク

会場のご案内

千 葉会場
山田 智明 氏
柏第一法律事務所

弁護士（千葉県弁護士会所属）
千葉労働弁護団事務局次長
2008年に弁護士登録。2013年から
千葉県柏市にて柏第一法律事務所を開設し現在に至る。
交通事故、離婚、相続等の分野のほか、労働問題について
は主に労働者側の代理人の立場で業務を行う。

14：00 開会挨拶、 協力団体挨拶

14：20 千葉労働局から現状の報告

14：50 講演
 「パワーハラスメントに関する法律上の諸問題」
 山田 智明 氏 （柏第一法律事務所）

15：50 過労死遺族より体験談

16：20 閉会

千葉県経営者会館

「個人情報の取扱いについて」・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染疑いが生じた場合に、保健所への
情報提供に限り使用します。 ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供をいたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（http://www.p-unique.co.jp/privacy）」に従い適切な
保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

参加申込について
▶新型コロナウイルス感染症の影響により事前申し込みをお願いします。
　尚、定員になり次第締め切りさせていただきますご了承ください。
▶申し込みはＷｅｂまたはＦＡＸでお願いします。
▶参加証を発行いたします。当日、受付までお持ちください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTELかE-mailのどちらかは必ずご記入ください。







毎年１ １月は

過労死等防止対策推進法では、 国民の間に広く過労死等を防止することの重要

性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年１ １月を「過

労死等防止啓発月間」 と定めています。

国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死等とその防止に対する理解

を深めて「過労死ゼロ」の社会を実現しましょう。

※「過労死等」とは、業務における過重な負イ荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を原因と

する死亡、 もしくは業務における強い心理的負イ荷による精神障害を原因とする自殺による

死亡またはこれらの脳血管疾患、 心臓疾患、 精神障害のことです。

過重労働解消キャンペ ーンのほか．

です。

過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に向け、

過労死等とその防止について考えるシンポジウムを、 過労死等防止啓発月間を

中心とした期間に開催します。

また、過労死等防止啓発のためのパンフレットの配布や新聞、インターネット

など各種媒体を活用した周知・啓発を行います。

を開催します。

〇過労死等防止対策推進シンポジウム

全国４７都道府県において計４８回開催します。 （無料でどなたでも参加できます。）

開催会場によって開催日時やプログラムは異なりますので、

詳細は専用ホームページで御確認ください。

専用ホームページ

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｐ －ｕｎｉｑｕｅ．ｃｏ．ｊｐ／ｋａｒｏｕｓｈｉｂｏｕｓｈｉｓｙｍｐｏ／

【事業主の皆さま へ】１  １月は

「しわ寄せ」防止キャンペ ーン月間 です。
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、 下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短

納期発注、 急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせる場合があります。適正なコスト負担を伴わない短納期発

注や急な仕様変更などはやめましょう！

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｏｒｋ－ｈｏｌｉｄａｙ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｓｈｉｗａｙｏｓｅｂｏｕｓｈｉ／

～トップが決意を持って、新しい時代の新しい働き方の実現に向けた取組を推進しましょう 。～

は「過労死等防止啓発月間」です。

同月間に「過重労働解消キャンペーンーIｔま發

» ０1２０＿ｌし０し,;ｊ＿ｌいｊ ｊ
「過重労働解消相談ダイヤル（労働局）」 開 １ １月１日（日） ９：00～’７：00

０ 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



毎年１ １月は「過労死等防止啓発月間」です。
同月間に 「過重労働解消キャンペーン」 を実施します。
平成２６年１１月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、１１月は「過労死等防止啓発月間」とされています。

このため、厚生労働省では、同月間において、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消

に向けた集中的な周知・啓発等の取組を行う「過重労働解消キャンペーン」を実施します。

〇労働時間等の現状
労働時間の現状をみると、週の労働時間が６０時

間以上の労働者の割合は近年低下傾向であるもの

の、 １割弱で推移しており、いまだ長時間労働の

実態がみられます。また、脳・心Ｊ I蔵疾患に係る労

災支給決定件数についても依然として高いフ」’ <1準で

推移するなど、 過重労働による健康障害も多い状

況にあるほか、 割増賃金の不払に係る労働基準法

違反も後を絶たないところです。

〇過重労働と健康障害の関連性

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたら

す最も重要な要因です。具体的には、時間外・休

日 労 働 が 月 ４ ５ 時 間 を 超 え て 長 く な る ほ ど 、 業 務

と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まります。

健
康
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時間外・休日労働時間

上の図は、労災補償に係る脳・心臓疾患の

労災認定基準の考え方の基礎となった

医学的検討結果を踏まえたものです,

過重労働による健康障害等を防止するためにも、

労働時間を適正に把握 ※’し、 次の措置を講じましょう 。

過重労働による健康障害を防止するために ※２

① 時間外・休日労働時間等を削減しましょう。
労働基準法が改正され、法律上、時間外労働の上限は原則として月４５時間・年３６０時間となり、臨時

的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりました。 （注１ ）

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合 （特別条項） でも、 法律に定める上限を守らなけれ

ばなりません。

時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること等を踏まえ、３６協定（時間外労働・休日労

働に関する協定） の綿結に当たっては、 労働者の代表 （労働者の過半数で組織する労働組合又は労働

者の過半数を代表する者）とともに、その内容が指針（注２）に適合したものとなるようにしてください

③ 労働者の健康管理に係る措置を徹底しましょう 。
健康管理体制を整備すると共に、 健康診断を実施しましょう。

長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等を実施しましょう。

労働安全衛生法が改正され、面接指導の対象が、「時間外・休日労働時間が１か月当たり８０時間を超え、

かつ疲労の蓄積が認められる者」に拡大されています。

賃金不払残業を解消するために ※３

※１ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成２９年１月、厚生労働省）

※２ 「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」（令和２年４月、厚生労働省）

※３ 「賃金不払い残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」（平成１ ５年５月、厚生労働省）

１ ． 労使の主体的な取組を促します。

使用者団体や労働組合に対し、 長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発などの実施についての協力

要請を行います。

２ ． 重点監督を実施します。

①長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等、②離職率が極端に高い等、

若者の 「使い捨て」 が疑われる企業等への監督指導を行います。

３ ． 電話相談を実施します。
「 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一

「過重労働解消相談ダイヤル」 （無料）を全国一斉に実施し、過重労働をはじめとした労働条件全般 l
ｌ にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。 ●

ｌ
－

，
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‘
４ ． 企業における自主的な過重労働防止対策を推進します。

職場風土を

改革しましょう。

適正に労働時間の管理を

行うためのシステムを

整備しましょう。

労働時間を適正に

把握するための責任体制を

明確化しチェック体制を
整備しましょう。

令和２年１ １月１日（日） ９：００～１ ７：００
な く し ま し ょ う  長 い 残 業

０１ ２０ －７９４ －７ １ ３
以下の窓口でも労働相談や情報提供を受け付けています。

都道府県労働局または労働基準監督署（開庁時間／平日８ ：３０～１７：１５）

労働条件相談ほっとライン （厚生労働省委託事業）はい , ろ う ど う

（月～金１７： 00 ～２２：00、 土 日 ・ 祝 日 ９ ：00 ～２１：00） ０１ ２０ －８ １ １ －６ １ ０
労 働 基 準 関 係 情 報 メ ー ル窓口 （情報提供）＿＿＿＿＿＿＿

注１ ）建設事業、 自動車運転の業務など、特定の事業・業務については、上限規制の適用が猶予・除外されています,

注２ ）「労働基準法第３ ６条第１項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」（平成３ ０年９月、厚生労働省

② 年次有給休暇の取得を促進しましょう。
労働基準法が改正され、年５日の年次有給休暇（以下「年休」という。）を確実に取得させることが必要

となっていますが、 これは最低基準です。 労働者に付与された年休は本来、 すべて取得されるべきもの

です。 年休を取得しやすい職場環境づくり、 年休の計画的付与制度の活用等により年休の取得促進を図

り ま し ょ う 。

．,で事業主や人事労務担当者などを対象に、１０月から１２月を中心に、

（委託事業）を実施します。 細
専 用 ホ ー ム ペ ー ジ  ｈｔｔｐｓ：／／ｓｈｕｕｇｙｏｕ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｋａｊｕｕｒｏｕｄｏｕ．ｈｔｍｌ [iｉ ・


