
メンタルヘルス対策の現状等ついて

宮崎労働基準監督署

R４.10.27 メンタルヘルス対策研修会



メンタルヘルス対策の現状等について
≪説明内容≫

１ 定期健康診断結果

２ 脳･心臓疾患及び精神障害に係る労災補償状況

３ 第三次宮崎労働局メンタルヘルス対策推進計画

４ メンタルヘルス対策自主点検結果

５ メンタルヘルス対策に関する情報

６ メンタルヘルス対策自主点検票の提出





① 血中脂質 （31.18％） 
② 肝 機 能 （18.05％） 
③ 血 圧 （16.19％） 
④ 心 電 図 （12.25％） 
⑤ 血 糖 （12.00％） 

業種別にみた有所見率の低い業種と高い業種
（令和３年 ：業種別の全国平均と比較）

≪全国平均より低い業種≫

製造業、建設業、娯楽接客業

≪全国平均より高い業種≫

運輸交通業、商業、農林業、保健衛生業

県内における主要検査項目別の有所見の状況

◎ 主要項目別の有所見率は
いずれも昨年より増加している。

◎ 「肝機能」を除けば・・・
脳血管疾患及び虚血性心疾患
（脳・心臓疾患）の発症と関連が
高い検査項目の有所見率が高い



















≪損害賠償事例≫
業種
（職種）

内 容
損害
賠償額

事
例
１

病院

（事務職）

岐阜県
就職2年半後に自殺
直前3ヶ月の時間外平均100時間以上（労災認定）
直前6ヶ月の時間外平均96時間
前年に監督署から労働時間の適正把握の指導を受ける。
長時間労働の解消のための抜本的対策を講じず。

7,700万円

事
例
２

病院

臨床検査
技師

北海道
システムの更新担当
直前2ヶ月間に休日なし（労災認定）
直前1ヶ月の時間外180時間
直前6ヶ月の時間外平均110時間

1億300万円

事
例
３

歯科医院

歯科
技工士

福岡県
勤続20年以上
発症前2ヶ月の時間外平均151時間（労災認定）
発症前6か月の時間外平均145時間
時間外の把握なし日常的な叱責

4,500万円



【推進計画の期間】

平成30年度から令和4年度までの5年間

【推進計画の目標】

① 規模30人以上50人未満の事業場
ストレスチェックを実施し、メンタルヘルス対策
重点4項目のうち、いずれかに取り組んでいる
事業場の割合を80％以上とする。

第三次宮崎労働局メンタルヘルス推進計画

② 事業場規模50人以上

ストレスチェック結果を分析し、

その結果を活用した事業場の

割合を60％以上とする。

①事業場内メンタルヘルス推進
担当者の選任

②管理監督者に対する教育研修

③労働者に対する教育研修

④「心の健康づくり計画」の策定

メンタルヘルス対策重点4項目



宮崎労働基準監督署管内の
労働者数50人以上の事業場
515事業場にアンケートを実施
⇒⇒⇒回収率 92％

メンタルヘルス対策自主点検結果（令和３年１月）

１次予防

過去1年間にメンタル不調により「1か月
以上の休職または退職した労働者が

いる」と回答した事業場は27％

県内平均＝ 27％

平成27年12月1日から義務化(事業
場規模50人未満は努力義務)されて
いるストレスチェックを「実施している」と
回答した事業場は98％

県内平均＝97％



メンタルヘルス対策自主点検結果（令和３年１月）

ストレスチェック実施後、高ス
トレス者に対して面接指導を
「実施している」と回答した事
業場は88％

県内平均＝88％

ストレスチェック結果について、集団
ごとに集計・分析を「実施している

」と回答した事業場は91％

県内平均＝92％



メンタルヘルス対策自主点検結果（令和３年１月）

ストレスチェック結果を集団ご
とに集計・分析し、その結果
を 「活用している」と回答した
事業場は87％

県内平均＝86％

集団分析結果の活用内容（職場環境改善のための活用内容）

≪宮崎労基署管内≫ 集団分析結果を活用している事業場 ＝ 100％

衛生委員会等で審議 ・・・・・・・・ 56.6%（県内 54.2%）
業務配分の見直し ・・・・・・・・・・・ 36.0%（県内 37.4%）
人員体制や組織の見直し ・・・・・ 34.7%（県内 38.2%）
管理監督者向け研修の実施 ・・・ 21.7%（県内 22.0%）

※ 複数回答

≪ 第三次宮崎労働局メンタルヘルス推進計画の目標 ≫

ストレスチェック結果を分析し、その結果を活用した事
業場の割合を60％以上とする。



メンタルヘルス対策自主点検結果（令和３年１月）

メンタルヘルス推進担当者を
「選任している」と回答した
事業場は74％

県内平均＝77％

管理監督者、労働者への教育・
研修を「実施している」と回答し

た事業場は77％

県内平均＝76％



メンタルヘルス対策自主点検結果（令和３年１月）

心の健康づくり計画を「策定して
いる」と回答した事業場は42％

県内平均＝40％

「ストレスチェックを実施し、メンタルヘル
ス推進担当者選任、管理監督者へ
の研修、労働者への研修、心の健康
づくり計画の策定のいずれかを実施し
ている」と回答した事業場は89％

県内平均＝89％



令和２年労働安全衛生調査（実態調査）結果
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60.5
上司・同僚

産業医

産業医以外の医師

保健師又は看護師

衛生管理者又は衛生推進者等

事業場が契約した外部機関の
カウンセラー等の相談窓口

家族・友人

地域のかかりつけ医・主治医

その他

女

男

計

ストレスを相談できる相手及び実際に相談した相手（複数回答）

ストレスを相談できる相手
（ストレスを相談できる人がいる労働者＝100％）

実際に相談した相手
（実際に相談した労働者＝100％）





こころの耳 ホームページ
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こころの耳



メンタルヘルス対策
自主点検票

令和５年２月２８日（火）

メンタルヘルス対策自主点検票の提出のお願い

研修会後の取組状況について
宮崎労働基準監督署あてに

ＦＡＸ又は郵便で報告ください


