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令和3年 令和4年

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

1.36 1.35 1.37 1.37 1.36 1.37 1.38 1.38 1.41 1.40 1.40 1.45

1.14 1.15 1.15 1.16 1.17 1.17 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.27

○季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による。 なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

（注1）本公表資料における有効求人倍率、有効求人数、新規求人数は、宮崎労働局管内のハローワークが受理した求人数（受理地別求人数）により算出したものである。

（注2）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和3年9月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者
　　　　がハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。

報道関係者 　各位

一般職業紹介状況（令和4年6月分）

　有効求人倍率〈季節調整値、倍〉　

全　　国

宮　　崎

令和４年６月の有効求人倍率（受理地別・季節調整値）は、１．４５倍と前月より０．０５ポイント上昇。

有効求人倍率は、８４ヶ月連続で１倍台を維持。

正社員有効求人倍率（原数値）は、１．０９倍と前年同月より０．１１ポイント上昇。

雇用失業情勢は、新型コロナウィルス感染症の影響が続いているものの、求人が求職を上回る状況が継続

しており、着実に改善が進んでいる。

・令和４年６月の【有効求人倍率】(季節調整値)は、前月より0.05ポイント上昇。
・【有効求職者数】は、前月比（季節調整値）で0.2％増、前年同月比（原数値）で3.1％増（4ヶ月連続）。
・【有効求人数】は、前月比（季節調整値）で3.3％増、前年同月比（原数値）で11.8％増（18ヶ月連続）。
・【新規求職者数】は、前年同月比（原数値）0.6％増、【新規求人数】は、前年同月比（原数値）14.4％増となった。
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本県の労働市場における有効求人倍率（季節調整値）は、有効求職者数（同）が前月比0..2％増加し、有効求人数（同）は前月比3.3％増加したこと
から、前月より0.05ポイント上回り1.45倍となった。

新規求職者数（原数値）は、前年同月比で0.6％(24人）増加となった。なお、有効求職者数（原数値）は、前年同月比3.1％（635人）増加し4ヶ月連続
の増加となっている。

新規常用求職者（パートを除く）を求職時の態様別にみると、前年同月比で在職者が3.4％（32人）増、離職者が7.6％（130人）減、無業者が3.7％（6
人）増となった。なお、離職者のうち、事業主都合離職者は14.7％（54人）減となっている。

一方、新規求人数（原数値）は、前年同月比で14.4％（1,359人）増加となった。また、有効求人数（原数値）は、前年同月比で11.8％（2,988人）の増
加で1８ヶ月連続となっている。

新規求人数を産業別にみると、前年同月比で18産業中11産業で増加となった。内訳としては、医療・福祉で437人（16.3％）増、サービス業(他に分
類されないもの）で287人（17.2％）増等となる一方、建設業で33人（3.7％）減,、公務、その他で20人（14.9％）減等（18産業中7産業で減少）となったこ
とから、全体で1,359人（14.4%）の増加となった。
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有効求人倍率の動き宮 崎

全 国（倍）

Press Release

宮崎労働局発表

令和4年7月29日解禁

【照会先】
宮崎労働局職業安定部
部 長 小川 和人
職 業 安 定 課長 正入木 均
地方労働市場情報官 児玉 聡子

（代表電話）0985（38）8823

季節調整値

季節調整値

３年

＊令和元年度（平成31年4月を含む。）

４年
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１．新規求職の動き＜季節調整値＞

新規求職（パートを含む、人）
令和３年 令和４年 　

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

4,448 4,527 4,376 4,446 4,490 4,469 4,574 4,282 4,458 4,579 4,326 4,396

1.3% 1.8% -3.3% 1.6% 1.0% -0.5% 2.3% -6.4% 4.1% 2.7% -5.5% 1.6%

２．新規求人の動き＜季節調整値＞

令和３年 令和４年 　

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

9,708 9,789 9,588 9,709 9,570 10,387 10,236 9,393 10,454 10,333 9,451 10,913

2.7% 0.8% -2.1% 1.3% -1.4% 8.5% -1.5% -8.2% 11.3% -1.2% -8.5% 15.5%

３．職業紹介状況について（パートを含む）＜原数値＞

就職（パートを含む、件）
令和２年 令和３年

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

1,644 1,479 1,677 1,808 1,470 1,382 1,372 1,712 2,349 2,054 1,723 1,889
令和３年 令和４年

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

1,663 1,557 1,736 1,684 1,603 1,319 1,470 1,608 2,245 1,711 1,704 1,734

1.2% 5.3% 3.5% -6.9% 9.0% -4.6% 7.1% -6.1% -4.4% -16.7% -1.1% -8.2%

令和２年 令和３年

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

38.9% 37.7% 41.0% 42.3% 41.0% 45.1% 29.8% 39.0% 47.2% 32.9% 39.8% 43.3%
令和３年 令和４年

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

39.4% 36.3% 40.8% 39.0% 41.4% 41.0% 30.1% 36.7% 45.7% 27.7% 37.3% 39.5%

４．正社員有効求人倍率の動き＜原数値＞

 
（注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の（注2）を参照

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

<数値の対比は前月比>　　

新規求職数

前月比

前月比

新規求人

<数値の対比は前月比>　　

新規求人（パートを含む、人）

次回公表予定日　令和4年8月30日（火）

就
職
件
数

対前年同月比

就
職
率

<数値の対比は前年同月比>　　

○【新規求人数】（季節調整値）は、10,913人で15.5％（1,462人）増加となった。

【新規求職者数】（季節調整値）は、4,396人で1.6％（70人）増加となった。

○【職業紹介状況】は、紹介件数が282件（6.1%）減の4,359件となり、就職件数は155件（8.2%）
減の1,734件となった。就職率（対新規求職者）は、3.8ポイント下回って39.5％となった。

○【正社員有効求人倍率】（原数値）は、1.09倍となり、前年同月で0.11ポイント上昇。
（ 正社員有効求人数 13,510人 常用フルタイム有効求職者数12,365人 ）
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別表１　職業紹介状況（新規学卒者を除きパートタイムを含む）

21,267 21,619 － 20,632 3.1 

＊ 20,516 ＊ 20,480 0.2 19,891 3.1 

２ 新規求職申込件数（件） 4,385 4,565 － 4,361 0.6 

28,321 27,705 － 25,333 11.8 

＊ 29,699 ＊ 28,749 3.3 26,417 12.4 

４ 新規求人数　　 　　（人） 10,779 9,048 － 9,420 14.4 

５ 紹介件数　　 　　 　（件） 4,359 4,203 4,641 ▲6.1 

６ 就職件数　　 　　 　（件） 1,734 1,704 1,889 ▲8.2 

７ 就職率（6/2）　　　 （％） 39.5 37.3 43.3 ▲3.8 

８ 充足数  （件） 1,674 1,682 1,846 ▲9.3 

９ 充足率（8/4）　　　 （％） 15.5 18.6 19.6 ▲4.1 

宮崎県  1.45 1.40 0.05 1.33

全 　国  1.27 1.24 0.03 1.13

別表３　雇用保険一般受給者実人員の推移(基本手当基本分、人)

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

令和２年度 3,594 4,053 4,652 5,013 5,252 5,222 4,939 4,532 4,383 4,235 4,137 4,297

令和３年度 4,223 4,275 4,836 4,921 5,054 4,802 4,461 4,446 4,189 4,014 3,828 3,858

令和４年度 3,891 3,897 4,621

　　　　(受給者実人員＝失業給付を実際に受けた受給資格者の実数をいう)

別表４　安定所別有効求人倍率（原数値、倍）

宮　崎 1.31 1.25 1.19 0.12 

延　岡 1.18 1.14 1.12 0.06 

日　向 1.24 1.18 1.18 0.06 

都　城 1.68 1.61 1.56 0.12 

日　南 1.07 1.04 0.87 0.20 

高　鍋 1.15 1.14 1.11 0.04 

小　林 1.38 1.39 1.42 ▲0.04 

県　計 1.33 1.28 1.23 0.10 

（注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の（注2）を参照

季節調整値

令和3年6月

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

別表２　有効求人倍率（季節調整値、倍）

令和4年6月 令和4年5月

令和4年6月 令和4年5月 令和3年6月

令和3年6月

３ 月間有効求人数 （人）

１ 月間有効求職者数（人）

季節調整値

前　月　差
(ポイント)

（％） （％）
増減率(差)

対　前　月 対前年同月
令和4年6月 令和4年5月 増減率(差)

前年同月差
(ポイント)
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令和4年6月

1.17 1.13 1.07

1.36 1.38 1.21

1.16 1.16 1.04

1.46 1.39 1.35

1.37 1.36 1.17

1.45 1.40 1.33

1.36 1.36 1.26

0.90 0.86 0.76

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

別表６　パートタイム職業紹介状況

8,862 8,910 8,201

1,643 1,796 1,520

9,475 9,489 8,557

3,635 2,998 3,277

1,510 1,490 1,524

669 706 685

654 686 668

18.0% 22.9% 20.4%

別表７　新規常用求職者の求職時の態様別内訳(パートを除く）

令和4年6月

令和3年6月

前年比

令和4年6月

令和3年6月

前年比

令和4年6月

令和3年6月

前年比

令和4年6月

令和3年6月

前年比

令和4年6月

令和3年6月

前年比

令和4年6月

令和3年6月

前年比

（注）ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の（注2）を参照

別表５　九州各県の有効求人倍率（季節調整値、倍）

15 10 161無業者

34 29 28

3.7%▲ 27.7% 38.1% ▲ 24.3% 16.1% 93.3% 10.0%

36 29

47 21 37 31

▲ 3.5% ▲ 9.7% ▲ 8.7% 2.0% ▲ 12.4% 2.7% ▲ 6.0%

11 167

310 264 255 201 74 1,275自己都合

165 280 241 260 176 76 1,198

171

▲ 15.8% ▲ 11.3% ▲ 23.5% ▲ 19.2% ▲ 14.8% 11.1% ▲ 14.7%

314

19 53 68 104 88 36 368事業主都合

16 47 52 84 75

▲ 2.6% ▲ 8.7% ▲ 11.2% ▲ 3.8% ▲ 13.9% 3.1% ▲ 7.6%

40

134 1,591

191 369 340 367 324 130 1,721離職者

186 337 302 353 279

26 947

▲ 7.0% ▲ 6.9% 9.7% 22.4% ▲ 3.3% 0.0% 3.4%

在職者

119 242 249 224 119

128 260 227 183

▲ 7.4% ▲ 6.5% ▲ 4.1% 5.5% ▲ 7.6% 3.0% ▲ 3.3%

26 979

2,737

366 650 604 581 462 166 2,829

123

65歳以上 合計

新規求職申込件数

339 608 579 613 427 171

県　  計 24歳以下 25歳～34歳 35歳～44歳 45歳～54歳 55歳～64歳

７　充足数　　　　　　　（件）

▲2.3 

▲2.1 

８　充足率　　　　　　　（％） ▲2.4 

５ 紹介件数　　 　　 　（件）

10.9 

▲0.9 

６ 就職件数　　 　　 　（件）

３ 月間有効求人数　 （人）

8.1 

10.7 

４ 新規求人数　　 　　（人）

１ 月間有効求職者数（人） 8.1 

２ 新規求職申込件数（件）

令和4年6月 令和4年5月 令和3年6月

前年同月

0.05

0.00

（％）

熊　本

大　分

0.04

0.07

0.01

鹿児島

沖　縄

宮　崎

▲0.02

0.00

佐　賀

長　崎

福　岡

令和4年5月
前月差

(ポイント)
令和3年6月

0.04

増減率・差
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別表８　産業別・規模別新規求人状況（原数値）

　　　　項　　　目

令和4年6月 令和4年5月 令和3年6月 前 年 同 前 年
 産業別・規模別 月 比 (%) 同 月 差

Ａ.B 農、林、漁業 251             258             221 13.6 30

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 16               18               9 77.8 7
Ｄ 建設業 856 782 889 ▲3.7 ▲33

Ｅ 製造業 1,211 801 1,002 20.9 209

食料品製造業 412             224             232 77.6 180

飲料・たばこ・飼料製造業 50               46               24 108.3 26
繊維工業 119             52               64 85.9 55

木材・木製品製造業 109             104             127 ▲14.2 ▲18

家具・装備品製造業 20               7                16 25.0 4

パルプ・紙・紙加工品製造業 8                17               6 33.3 2

印刷・同関連業 46               16               26 76.9 20

化学工業 48               13               82 ▲41.5 ▲34

石油製品・石炭製品製造業 0                0                0 - 0

プラスチック製品製造業 57               34               28 103.6 29

ゴム製品製造業 0                6                13 ▲100.0 ▲13

窯業・土石製品製造業 40               22               21 90.5 19

鉄鋼業 7                1                13 ▲46.2 ▲6

非鉄金属製造業 7                0                0 - 7

金属製品製造業 85               43               60 41.7 25

はん用機械器具製造業 42               30               31 35.5 11

生産用機械器具製造業 17               42               28 ▲39.3 ▲11

業務用機械器具製造業 25               16               17 47.1 8

16               17               57 ▲71.9 ▲41

電気機械器具製造業 37               82               99 ▲62.6 ▲62

情報通信機械器具製造業 17 5 1 1,600.0 16

輸送用機械器具製造業 29 11 44 ▲34.1 ▲15
その他の製造業 20 13 13 53.8 7

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 1 3 3 ▲66.7 ▲2

Ｇ 情報通信業 236 195 193 22.3 43

Ｈ 運輸業、郵便業 362 276 372 ▲2.7 ▲10

Ｉ 卸売業、小売業 1,122 964 981 14.4 141

Ｊ 金融業、保険業 38 81 49 ▲22.4 ▲11

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 119 101 111 7.2 8

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 241 150 209 15.3 32

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 645 487 493 30.8 152

宿泊業 163 103 94 73.4 69

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 272 284 170 60.0 102

Ｏ 教育、学習支援業 150 129 153 ▲2.0 ▲3

Ｐ 医療、福祉 3,119 2,545 2,682 16.3 437

Ｑ 複合サービス事業 71 57 81 ▲12.3 ▲10

Ｒ 1,955 1,821 1,668 17.2 287
Ｓ.T 公務、その他 114 96 134 ▲14.9 ▲20

10,779 9,048 9,420 14.4 1,359

7,060 6,016 5,896 19.7 1,164

2,532 2,076 2,435 4.0 97
905 646 830 9.0 75
112 115 107 4.7 5
158 164 99 59.6 59
12 31 53 ▲77.4 ▲41

３００～４９９人

　　    　　　　 　２９人以下

５００～９９９人
１，０００人以上

３０～９９人　　
１００～２９９人

産業分類は、平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づく。

電子部品・デバイス・電子回路製造業

サービス業（他に分類されないもの）

合                計

規
　
模
　
別

求 人 状 況
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正社員の有効求人倍率（原数値）の推移
別添資料 １

○ 正社員有効求人倍率は、１．０９倍と前年同月比０．１１ポイント上昇。

（資料出所） 宮崎労働局集計
※数値は原数値。
※正社員とは、パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者をいう。
※正社員有効求人倍率＝正社員有効求人数／常用フルタイム有効求職者数。なお、常用フルタイム有効求職者にはフルタイムの派遣労働
者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

※令和元年は、平成31年1月～4月を含む。
※ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で「求職者マイページ」を開設
した求職者数が含まれている。

（倍）

平成
16年

平成
17年

平成
18年

平成
19年

平成
20年

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
元年

令和
2年

令和
3年

令和
４年

1月 0.45 0.43 0.46 0.40 0.28 0.25 0.34 0.39 0.42 0.51 0.59 0.68 0.82 0.98 1.05 1.03 0.98 1.11

2月 0.43 0.44 0.47 0.40 0.26 0.24 0.35 0.38 0.42 0.51 0.58 0.43 0.81 0.97 1.05 0.99 0.99 1.12

3月 0.41 0.43 0.43 0.38 0.24 0.24 0.33
1.090.3

7
0.41 0.50 0.57 0.67 0.77 0.93 1.01 0.92 0.98 1.10

4月 0.36 0.39 0.38 0.33 0.21 0.22 0.30 0.34 0.37 0.46 0.53 0.64 0.74 0.90 0.98 0.86 0.95 1.05

5月 0.32 0.39 0.35 0.32 0.19 0.21 0.29 0.34 0.36 0.46 0.52 0.65 0.75 0.90 0.97 0.82 0.96 1.04

6月 0.30 0.38 0.35 0.29 0.18 0.21 0.30 0.34 0.38 0.48 0.52 0.67 0.77 0.95 1.00 0.84 0.98 1.09

7月 0.31 0.38 0.35 0.30 0.19 0.22 0.31 0.35 0.40 0.49 0.55 0.67 0.79 0.96 0.99 0.84 1.00

8月 0.32 0.41 0.37 0.32 0.19 0.24 0.33 0.37 0.43 0.51 0.59 0.71 0.82 0.96 0.98 0.85 1.00

9月 0.34 0.41 0.38 0.32 0.20 0.26 0.33 0.38 0.45 0.53 0.61 0.73 0.85 0.97 1.01 0.87 1.02

10月 0.36 0.41 0.39 0.31 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.54 0.63 0.76 0.87 0.99 1.04 0.89 1.05

11月 0.43 0.39 0.44 0.39 0.31 0.21 0.29 0.35 0.40 0.47 0.58 0.66 0.77 0.90 1.01 1.07 0.94 1.08

12月 0.44 0.41 0.45 0.41 0.30 0.23 0.33 0.37 0.42 0.50 0.59 0.68 0.81 0.94 1.06 1.10 0.99 1.12



「就業地別の求人を用いた有効求人倍率」とは
→実際に就業する都道府県を求人地として集計した有効求人倍率。なお、通常発表している都道府県別
の有効求人倍率は、求人を受理した場所を求人地として集計している。

○ 本社が多く所在する地域では、受理地別の有効求人倍率より「就業地別の求人数を用いた有効求人倍
率」が低い傾向がある。

○ 宮崎県の「就業地別の求人を用いた有効求人倍率」は1.56倍で受理地別の有効求人倍率（1.45倍）
より0.11ポイント高い。

※ 数値は季節調整値。季節調整法は、センサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による。なお、令和3年12月以前の数値は、令和4年1月分公表時に
新季節指数により改訂されている。

※ 有効求職者数は求職を受理したハローワークが所在する都道府県単位で集計。
※ 季節求人については受理所を就業地とみなしている。
※ 1件の求人に複数の就業地があり、就業地毎の求人数が明確でない場合、それぞれの就業地に順番に求人数を割り当てて配分している。
※ ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で「求職者マイペー

ジ」を開設した求職者数が含まれている。

就業地別の求人数を用いた有効求人倍率（季節調整値）（令和４年6月）

（資料出所）宮崎労働局

別添資料 ２

①
有効求職者数

②
有効求人数

③
就業地別
有効求人数

④
有効求人倍率

⑤
就業地別

有効求人倍率
⑥差

②／① ③／① ⑤－④

令和３年

6月 19,891 26,417 28,207 1.33 1.42 0.09 
7月 19,823 26,865 28,498 1.36 1.44 0.08 
8月 19,805 26,827 28,667 1.35 1.45 0.10 
9月 19,752 27,021 28,677 1.37 1.45 0.08 
10月 19,686 26,896 28,581 1.37 1.45 0.08 
11月 19,792 26,969 28,687 1.36 1.45 0.09 
12月 20,007 27,414 29,148 1.37 1.46 0.09 

令和４年

1月 20,279 28,038 29,949 1.38 1.48 0.10 
2月 19,941 27,595 29,562 1.38 1.48 0.10 
3月 20,070 28,272 30,145 1.41 1.50 0.09
4月 20,275 28,425 30,215 1.40 1.49 0.09
5月 20,480 28,749 30,841 1.40 1.51 0.11
6月 20,516 29,699 32,097 1.45 1.56 0.11
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宮崎労働局における雇用調整助成金の支給決定状況について 
 
 

宮崎労働局（局長 田中 大介）は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業
主に対する雇用調整助成金（特例措置）の支給決定状況について、以下のとおり取り
まとめましたので、公表します。 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜雇用調整助成金（特例措置）の支給申請件数及び支給決定件数＞ 

（令和 2年 4月～令和 4年 7月 15日までの累計（速報値）） 

・ 支給申請件数（①）  ：35,732件 

・ 支給決定件数（②）  ：35,459件 

・ 支給決定率（②/①）：  99.2 ％ 

・ 休業対象労働者数（延べ人数）：377,668人 

 

 ＜ 雇用調整助成金の申請状況＞ 

令和 4年 6月の雇用調整助成金の申請件数は 889件と 5月に引き続き

2 ヶ月連続で減少しており、統計を取り始めた令和 2 年 4 月以降で 3 番

目に少ない申請件数となった。 

 

（参考）令和 3年 9月から令和 4年 6月までの申請件数の動き 

R3.9 R3.10 R3.11 R3.12 R4.1 

1,553 
(10.7) 

1,730 
(11.4) 

1,281 
(▲26.0) 

984 
(▲23.2) 

916 
(▲6.9) 

R4.2 R4.3 R4.4 R4.5 R4.6 

1,021 
(11.5) 

1,353 
(32.5) 

1,739 
(28.5) 

1,118 
(▲35.7) 

889 
(▲20.5) 

   （※1）括弧内は前月比増減率を示す。 

宮崎労働局発表 

令和 4年 7月 29日 

【照会先】 

宮崎労働局職業安定部 

（ 担 当 ） 

部      長 小川 和人 

職業対策課長 田之上 睦子 

（ 電 話 ）0985-38-8824 
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（※2）雇用調整助成金とは 

・ 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を

行い、労働者の雇用の維持を図った場合、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部（一定の要件

を満たす場合は全部）を助成するもの。 

・ 令和 2 年 4 月から適用された雇用調整助成金の特例措置については、段階的に縮小を行うという方

針のもと、地域特例(※3)と業況特例(※4)は令和 4年 9月末まで現在の助成内容を継続する。また、令和 4

年 1月より、令和 3年 1月 8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断する。 

・ 令和 4年 10月以降の取扱については、本年 8月末までに決定する予定。 

 

 

(※3) 地域特例とは 

・  緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」

という）において知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 18 条に規定する基本的対処

方針に沿った要請を受けて同法施行令第 11 条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事

業主。 

※ 重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。 

※ 各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。 

 

(※4)  業況特例とは 

・ 生産指標が最近 3か月の月平均で前年又は前々年同期比 30%以上減少の全国の事業主。 

なお、令和 3年 12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和 4年 1月 1日以降に判定基礎

期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。また、令和 4 年 4 月以降は毎

月業況を確認する。 

 



宮崎労働局発表

令和4年7月29日（金）

令和３年度
総合労働相談並びに個別労働紛争解決制度及び均等４法の施行状況について
～「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が10年連続トップ～

Press Release

【照会先】
宮崎労働局 雇用環境・均等室
室 長 渡辺 園子
監 理 官 三輪 浩史
室長補佐 宮﨑 友親
（電 話）0985(38)8821

宮崎労働局（局長 田中 大介）は、令和３年度における総合労働相談の状況等を別添の

とおり取りまとめましたので、公表します。

令和３年度における総合労働相談件数は10,768件（前年度から2.2％減少）で過
去最多であった昨年度とほぼ横ばいで、4年連続1万件超。
民事上の個別労働紛争に関する相談件数は2,615件で、うち「いじめ・嫌がらせ」

に関する相談は868件（前年度から21.3％増加）、相談件数（10,768件）の8％を
占める。
なお、ハラスメントに関する相談は1,309件で、うち、「いじめ・嫌がらせ」に関

するものが868件（66％）を占めており10年連続トップ。労働施策総合推進法に関
するパワーハラスメント（※１）相談は140件（11％）であった。
（※１ 労働施策総合推進法は、令和3年度は大企業のみ適用。）

令和３年度の「男女雇用機会均等法」、「労働施策総合推進法」、「パートタイ
ム・有期雇用労働法」及び「育児・介護休業法」（均等４法）に関する相談件数は、
1,117件で、前年度から6.1％増加。

【資料１】

【資料２】

【資料３】
【資料４】
【資料５】

令和３年度 宮崎労働局における法施行状況 ～個別労働紛争解決制度
の運用状況について～
令和３年度 宮崎労働局における法施行状況 ～男女雇用機会均等法、
労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労働法、育児・介護休業
法に関する運用状況について～
パンフレット「職場のトラブル解決サポートします」
パンフレット「職場のトラブルで悩んでいませんか？」
リーフレット「2020年（令和２年）６月１日から、職場におけるハラス
メント防止対策が強化されました！」
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23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度

民事上の個別労働紛争 均等４法関係（※令和元年度までは３法） 総合労働相談件数

令和３年度 宮崎労働局における総合労働相談の状況

～総合労働相談並びに個別労働紛争解決制度及び均等４法の相談状況について～

１ 総合労働相談状況

総合労働相談件数は10,768件（対前年度比2.2％減）。（図１）（注１）
民事上の個別労働紛争に関する相談は2,615件であり、前年度から5.6％増加している。
均等４法（令和元年度までは均等3法）に関する相談は1,117件であり、昨年度から6.1％

増加している。（注２）

図１ 総合労働相談件数の推移

（１）総合労働相談件数の推移

（注１）「総合労働相談」：あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設
置し、専門の相談員が対応。なお、平成28年度から、都道府県労働局の組織見直しにより「雇用環境・均等室」が設置さ
れ、これまで「雇用均等室」で対応していた「均等法」、「育介法」、「パート法」（均等３法）に関しても一体的に労
働相談として対応することとなったため、それらの相談件数も計上されている。このため、平成27年度以前とは単純比較
できない。

2

（注２）【令和元年度からの変更点】：令和２年６月１日より職場におけるパワーハラスメント防止対策を規定する「労
働施策総合推進法」が施行され、大企業には義務付け（中小企業は令和４年３月31日まで努力義務）られ、また、パート
タイム労働法は働き方改革関連法により改正され、令和２年４月１日よりパートタイム・有期雇用労働法が施行（中小企
業へのパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和３年４月１日）されることなったため、それらの相談件数も計上され
ている。



令和３年度 宮崎労働局における総合労働相談の状況

～総合労働相談並びに個別労働紛争解決制度及び均等４法の相談状況について～

（２）総合労働相談の内容（ハラスメント関係）

１ 総合労働相談状況

民事上の個別労働紛争相談件数3,732件（内訳：民事上の個別労働紛争関係2,615件、
均等５法関係相談1,117件）のうち、ハラスメントに係る相談件数は1,309件であった
（対前年度比34.3%増（前年度974件））。

民事上の個別労働紛争相談件数のうち35.0％を占めている。（図２）（注）

図２ 総合労働相談の内容（ハラスメント関係）

（注）「育児ハラスメント」、「妊娠・出産等ハラスメント」、「介護ハラスメント」に関する相談件数には、「妊娠・
出産、育児休業・介護休業等を理由とする解雇、退職強要、雇用形態の変更等不利益取扱いに関する相談」と「上司、同
僚などによる職場環境を害する行為（平成29年１月１日改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法による措置）に
関する相談」として寄せられたものを合算している。

3

表２ 総合労働相談の内容（ハラスメント関係）

ハラスメントに係る相談の内訳 令和3年度 割合

いじめ・嫌がらせ 868 66％

パワーハラスメント（労働施策総合推進法） 140 11％

育児ハラスメント・不利益取扱い 104 8％

妊娠・出産等に関するハラスメント・不利益取扱い 79 6％

セクシュアルハラスメント 75 6％

介護ハラスメント・不利益取扱い 43 3％

合 計 1,309 100％

868 
66%

140 
11%

104 
8%

79 
6%

75 
6%

43 , 3%
いじめ・嫌がらせ

パワーハラスメント（労推法）

育児ハラスメント・不利益取扱い

妊娠・出産等に関するハラスメント・

不利益取扱い

セクシュアルハラスメント

介護ハラスメント・不利益取扱い

1309



令和３年度 宮崎労働局における総合労働相談の状況

～総合労働相談並びに個別労働紛争解決制度及び均等４法の相談状況について～

１ 総合労働相談状況

（３）民事上の個別労働紛争（主要相談内容別内訳）

相談内容別では、「いじめ・嫌がらせ」に関するものが868件（対前年度比21.3%
増）で10年連続トップであり、次いで、9年連続で「自己退職」552件（対前年度比
18.4%増）となっている。（図３）（注）

図３ 民事上の個別労働紛争件数の推移

（注）１回の相談において複数の内容にまたがる相談が行われた場合には、複数の相談内容を件数として計上している。
また、主要相談内容以外に、雇止め、出向・配置転換、懲戒処分、募集・採用、その他に関する相談も含まれるため、合
計数は【図１】に一致しない。
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23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度

いじめ・嫌がらせ 329 333 455 554 716 718 679 811 814 715 868
自己都合退職 210 229 343 402 529 580 555 658 602 466 552
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令和３年度 宮崎労働局における総合労働相談の状況

～総合労働相談並びに個別労働紛争解決制度及び均等４法の相談状況について～

１ 総合労働相談状況

（４）均等４法の相談件数の推移

令和３年度、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労働
法及び育児・介護休業法について、労働者や事業主等から寄せられた相談件数は1,117件
（対前年度比6.1％増）（図４）

男女雇用機会均等法に関する相談は258件（23.1％）、労働施策総合推進法に関する相
談は140件（12.5％）、パートタイム・有期雇用労働法に関する相談は49件（4.4％）、
育児・介護休業法に関する相談は670件（60%）であった。

図４ 均等４法相談件数の推移
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パートタイム労働法は法改正により、パートタイム・有期雇用労働法に名称変更。令和2年4月1日より施行（大企業

のみ）、令和3年4月1日から中小企業にも適用
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令和３年度 宮崎労働局における法施行状況

～個別労働紛争解決制度の運用状況について～

１ 個別労働紛争解決制度の運用状況

個別労働紛争解決制度の助言・指導（注）の申出件数は57件で、昨年度より11件増加
した（対前年度比23.9%増）。（図１）（表１）

図１ 助言・指導申出件数の推移

表１ 助言・指導申出内容の推移

（１）助言・指導の状況

（注）「助言・指導」：民事上の個別労働紛争について、労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当
事者の自主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話合いを促進するよう口頭又は文書で行うものであり、指導は、当事者の
いずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すもの。（資料３参照）
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自己都合退職

雇止め

配置転換

その他

30年度 元年度 ２年度 ３年度

いじめ・嫌がらせ 16 (31.4%) 21 (32.3%) 12 (26.1%) 15 (26.3%)

解雇 3 (5.9%) 2 (3.0%) 2 (4.3%) 5 (8.8%)

退職勧奨 1 (2.0%) 5 (7.7%) 2 (4.3%) 2 (3.5%)

自己都合退職 8 (15.7%) 8 (12.3%) 3 (6.5%) 6 (10.6%)

雇止め 1 (2.0%) 3 (4.6%) 2 (4.3%) 0 (0.0%)

配置転換 1 (2.0%) 3 (4.6%) 4 (8.7%) 8 (14.1%)

その他 21 (41.2%) 23 (35.4%) 21 (45.7%) 21 (36.9%)

計 51 (100%) 65 (100%) 46 (100%) 57 (100%)



個別労働紛争解決制度の紛争調整委員会によるあっせん（注）の申請件数は43件で、
昨年度より4件増加した（前年度比10.2%増）。（図２）（表２）

申請内容別では、「いじめ・嫌がらせ」に関するものが13件で最も多かった。

図２ あっせん申請件数の推移

表２ あっせん申請内容の推移

（２）紛争調整委員会によるあっせんの状況

（注）「あっせん」：労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士など労働問題の専門家）が紛争当事者の間
に入って話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度（資料３参照）
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30年度 元年度 ２年度 ３年度

いじめ・嫌がらせ 14 (30.5%) 34 (53.1%) 10 (25.6%) 13 (30.2%)

解雇 14 (30.4%) 5 (7.8%) 8 (20.5%) 8 (18.6%)

退職勧奨 3 (6.5%) 4 (6.3%) 1 (2.6%) 5 (11.6%)

自己都合退職 4 (8.7%) 1 (1.6%) 4 (10.3%) 5 (11.6%)

雇止め 5 (10.9%) 5 (7.8%) 1 (2.6%) 5 (11.6%)

配置転換 0 (0.0%) 1 (1.6%) 0 (0.0%) 2 (4.7%)

その他 6 (13.0%) 14 (21.9%) 15 (38.4%) 5 (11.6%)

計 46 (100%) 64 (100%) 39 (100%) 43 (100%)



令和３年度 宮崎労働局における法施行状況

～男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用

労働法・育児・介護休業法に関する運用状況について～

１ 均等４法（均等法、労推法、パート・有期法、育介法）

の是正指導状況
均等４法の内訳は、男女雇用機会均等法150件（19.3％）、労働施策総合推進法6件

（0.8％）、パートタイム・有期雇用労働法279件（36.0％）、育児・介護休業法341件
（43.9％）（図１）（表１）

是正指導件数は、776件（対前年度比53.6%増）

図１ 是正指導件数の推移

表１ 是正指導内容の推移

（１）均等４法の是正指導件数の状況

【資料２】
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労働政策総合推進法

パートタイム労働法

パートタイム・有期雇用労働

法

育児・介護休業法

30年度 元年度 ２年度 ３年度

男女雇用機会均等法 282 (16.7%) 273 (16.7%) 107 (21.2%) 150 (19.3%)

労働政策総合推進法 4 (0.8%) 6 (0.8%)

パートタイム労働法 351 (20.8%) 353 (21.6%) 85 (16.8%) 0 (0.0%)

パートタイム・有期雇用労働法 57 (11.3%) 279 (36.0%)

育児・介護休業法 1,052 (62.4%) 1,010 (61.8%) 252 (49.9%) 341 (43.9%)

計 1,685 (100%) 1,636 (100%) 505 (100%) 776 (100%)



２ 男女雇用機会均等法の施行状況

相談件数は258件（対前年度比21.8%減）。（図２-１）
相談内容別にみると、「母性健康管理（第12条、第13条関係）」が100件（38.8％）

と最も多く、次いで「セクシュアルハラスメント（第11条関係）」が75件（29.1%）と
なっている。（表２-１）

図２-１ 相談件数の推移

表２-１ 相談内容の推移

（１）相談の状況
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訓練、間接差別等）（第5条～8条関
係）
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱

い（第9条関係）

セクシュアルハラスメント（第11条関
係）

妊娠・出産等に関するハラスメント（第

11条の3関係）

母性健康管理（第12条、13条関係）

その他

30年度 元年度 ２年度 ３年度

性差別（募集・採用、配置・昇進、教育訓練、間接差別
等）（第5条～8条関係）

4 (1.8%) 4 (1.4%) 10 (3.0%) 3 (1.2%)

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い（第9条関係） 76 (33.6%) 72 (24.5%) 63 (19.0%) 56 (21.7%)

妊娠・出産等に関するハラスメント（第11条の3関係） 32 (14.2%) 57 (19.4%) 25 (7.5%) 23 (8.9%)

セクシュアルハラスメント（第11条関係） 87 (38.5%) 106 (36.2%) 53 (16.1%) 75 (29.1%)

母性健康管理（第12条、13条関係） 16 (7.1%) 26 (8.9%) 175 (53.0%) 100 (38.8%)

その他 11 (4.9%) 28 (9.6%) 4 (1.2%) 1 (0.3%)

計 226 (100%) 293 (100%) 330 (100%) 258 (100%)



是正指導件数は150件（対前年度比40.1%増）（図２-２）
指導事項の内容は、「母性健康管理（第12条、第13条関係）」が75件（50.0％）と最

も多く、次いで「妊娠・出産等に関するハラスメント（第11条の3関係）」の44件
（29.3%）となっている。（表２-２）

図２-２ 是正指導件数の推移

表２-２ 是正指導内容の推移

（２）是正指導の状況
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30年度 元年度 ２年度 ３年度

性差別（募集・採用、配置・昇進、教育訓練、間接差別
等）（第5条～8条関係）

0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (0.9%) 0 (0.0%)

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い（第9条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

妊娠・出産等に関するハラスメント（第11条の3関係） 104 (36.9%) 105 (38.5%) 36 (33.6%) 44 (29.3%)

セクシュアルハラスメント（第11条関係） 76 (27.0%) 66 (24.2%) 25 (23.4%) 31 (20.7%)

母性健康管理（第12条、13条関係） 102 (36.2%) 102 (37.3%) 45 (42.0%) 75 (50.0%)

その他 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

計 282 (100%) 273 (100%) 107 (100%) 150 (100%)



紛争解決援助の申立件数は8件。（図２-３）（注１）
申立事項の内容は、 「セクシュアルハラスメント（第11条関係）」が4件（50.0%）、「妊

娠・出産等を理由とする不利益取扱い（第９条関係）」が２件（25.0%）であった。
（表２-３）

調停申請は1件であった。（表２-４）（注２）

図２-３ 紛争解決援助申立受理件数の推移

表２-３ 紛争解決援助申立受理内容の推移

（３）紛争解決援助及び調停申請受理の状況

表２-４ 調停申請受理内容の推移

12

（注１）「紛争解決の援助」：労働局長が、労働者と事業主の間の紛争について客観的な立場から、当事者双方の意見を
聴取し、双方の意見を尊重しつつ、法律の趣旨に沿って問題解決に必要な具体策を提示（助言・指導・勧告）することに
より紛争の解決を図る制度。（資料４参照）
（注２）「調停申請」：紛争当事者（労働者と事業主）の間に第三者（調停委員）が関与し、当事者双方から事情を聴取
し、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受託を勧告することにより紛争の解決を図る制度。
（資料４参照）
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間接差別（第7条関係）

婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取

扱い（第9条関係）

セクシュアルハラスメント措置義務（第11条
関係）

妊娠、出産等に関するハラスメント（第11条
の3関係）

母性健康管理（第12条、第13条関係）

30年度 元年度 ２年度 ３年度

男女雇用機会均等法調停申請受理件数 0 2 0 1 

30年度 元年度 ２年度 ３年度

募集・採用（第5条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

配置・昇進・降格・教育訓練等（第6条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (14.3%) 0 (0.0%)

間接差別（第7条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い（第9条関係） 0 (0.0%) 5 (71.4%) 2 (28.6%) 2 (25.0%)

セクシュアルハラスメント措置義務（第11条関係） 1 (100%) 2 (28.6%) 3 (42.9%) 4 (50.0%)

妊娠、出産等に関するハラスメント（第11条の3関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (12.5%)

母性健康管理（第12条、第13条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (14.3%) 1 (12.5%)

計 1 (100%) 7 (100%) 7 (100%) 8 (100%)



３ 労働施策総合推進法の施行状況

相談件数は140件（前年度比62.7％増）。（図３-１）
相談内容別にみると、「パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項関係）」に関

する相談が138件（98.6％）とそのほとんどを占めている。（表３-１）

図３-１ 相談件数の推移

表３-１ 相談内容の内訳

（１）相談の状況
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係）

その他

２年度 ３年度

パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項関係） 78 (90.7%) 138 (98.6%)

パワーハラスメントの相談を理由とした不利益取扱い（第30条の2第2項関
係）

0 (0.0%) 0 (0.0%)

その他 8 (9.3%) 2 (1.4%)

計 86 (100%) 140 (100%)

※労働施策総合推進法は令和２年６月１日に施行され、大企業に適用されている（中小企業は令和
４年４月１日から適用）。



報告請求を11事業所に行い、そのうち4事業所に対し6件の是正指導を実施。
（図３-２）

指導事項の内容は、「パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項関係）」が４件
（66.7％）パワーハラスメントの相談を理由とした不利益取扱い（第30条の2第2項関
係）が2件（33.3％）となっている。（表３-２）

図３-２ 是正指導件数の推移

表３-２ 是正指導件数

（２）是正指導の状況（労働施策総合推進法第33条、第35条、第36条）
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第30条の6第1項関係）

２年度 ３年度

パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項関係） 4 (100%) 4 (66.7%)

パワーハラスメントの相談を理由とした不利益取扱い（第30条の2第
2項関係）

0 (0.0%) 2 (33.3%)

紛争解決援助等の申し出を理由とする不利益取扱い（第30条の5第1
項、第30条の6第1項関係）

0 (0.0%) 0 (0.0%)

計 4 (100%) 6 (100%)



図３-３ 紛争解決援助申立受理件数の推移

表３-３ 紛争解決援助申立受理件数

（３）紛争解決の援助

表３-４ 調停申請受理件数

15

（注１）「紛争解決の援助」：労働局長が、労働者と事業主の間の紛争について客観的な立場から、当事者双方の意見を
聴取し、双方の意見を尊重しつつ、法律の趣旨に沿って問題解決に必要な具体策を提示（助言・指導・勧告）することに
より紛争の解決を図る制度。（資料４参照）
（注２）「調停申請」：紛争当事者（労働者と事業主）の間に第三者（調停委員）が関与し、当事者双方から事情を聴取
し、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受託を勧告することにより紛争の解決を図る制度。
（資料４参照）

紛争解決援助の申立件数は3件。（図３-３）（注１）
申立事項の内容は、 3件ともすべて「パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項

関係）」となっている。（表３-３）
調停申請は０件であった。（表３-４）（注２）
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２年度 ３年度

パワーハラスメント防止措置（第30条の2第
1項関係）

パワーハラスメントの相談を理由とした不利

益取扱い（第30条の2第2項関係）

紛争解決援助等の申し出を理由とする不利

益取扱い（第30条の5第1項、第30条の6第1
項関係）

２年度 ３年度

労働政策総合推進法 調停申請受理件数 0 0 

２年度 ３年度

パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項関係） 2 (100%) 3 (100%)

パワーハラスメントの相談を理由とした不利益取扱い（第30条の2第
2項関係）

0 (0.0%) 0 (0.0%)

紛争解決援助等の申し出を理由とする不利益取扱い（第30条の5第1
項、第30条の6第1項関係）

0 (0.0%) 0 (0.0%)

計 2 (100%) 3 (100%)



４ パートタイム労働法の施行状況

図４-１ 相談件数の推移

表４-１ 相談内容の推移

（１）相談の状況
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30年度 元年度 ２年度 ３年度

均等・均衡待遇関係（法第8条、9条、10

条、11条、12条）

体制整備（法第6条、7条、14条、16

条、17条）

正社員転換（法第13条）

その他（指針等）

30年度 元年度 ２年度 ３年度

均等・均衡待遇関係（法第8条、9条、10条、11条、12条） 5 (25.0%) 6 (40.0%) 1 (16.7%)

体制整備（法第6条、7条、14条、16条、17条） 9 (45.0%) 4 (26.7%) 2 (33.3%)

正社員転換（法第13条） 2 (10.0%) 0 (0.0%) 3 (50.0%)

その他（指針等） 4 (20.0%) 5 (33.3%) 0 (0.0%)

計 20 (100%) 15 (100%) 6 (100%)

※パートタイム労働法は改正され、パートタイム・有期雇用労働法として、令和３年４月１日から
すべての企業に適用されたため、令和３年度以降の相談件数は、パートタイム・有期雇用労働法で
集計している。
（図４-１）、（表４-１）は、令和２年度までの相談件数の推移



図４-２ 是正指導件数の推移

表４-２ 是正指導内容の推移

（２）是正指導の状況
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30年度 元年度 ２年度 ３年度

労働条件の文書交付等（第6条関係）

就業規則の作成手続（第7条関係）

差別的取扱いの禁止（第9条関係）

賃金の均衡待遇（第10条関係）

教育訓練（第11条関係）

福利厚生施設（第12条関係）

通常の労働者への転換（第13条関係）

措置の内容の説明（第14条第1項関係）

待遇に関する説明（第14条第2項関係）

相談のための体制の整備（第16条関係）

短時間雇用管理者の選任（第17条関係）

その他（指針等）

30年度 元年度 ２年度 ３年度

労働条件の文書交付等（第6条関係） 96 (27.2%) 67 (16.9%) 19 (16.8%)

就業規則の作成手続（第7条関係） 3 (0.8%) 63 (15.9%) 17 (15.0%)

差別的取扱いの禁止（第9条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

賃金の均衡待遇（第10条関係） 7 (2.0%) 18 (4.5%) 4 (3.5%)

教育訓練（第11条関係） 1 (0.3%) 19 (4.8%) 3 (2.7%)

福利厚生施設（第12条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

通常の労働者への転換（第13条関係） 67 (19.0%) 58 (14.6%) 14 (12.4%)

措置の内容の説明（第14条第1項関係） 70 (19.8%) 63 (15.9%) 16 (14.2%)

待遇に関する説明（第14条第2項関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

相談のための体制の整備（第16条関係） 57 (16.1%) 33 (8.3%) 7 (6.2%)

短時間雇用管理者の選任（第17条関係） 50 (14.2%) 32 (8.1%) 5 (4.4%)

その他（指針等） 2 (0.6%) 44 (11.1%) 28 (24.8%)

計 353 (100%) 397 (100%) 113 (100%)

※パートタイム労働法は改正され、パートタイム・有期雇用労働法として、令和３年４月１日から
すべての企業に適用されたため、令和３年度以降の是正指導件数は、パートタイム・有期雇用労働
法で集計している。
（図４-２）、（表４-２）は、令和２年度までの相談件数の推移



５ パートタイム・有期雇用労働法の施行状況

相談件数は、49件（図５-１）
相談内容別に見ると、均等・均衡待遇に関する相談（「第８条関係（不合理な待遇の禁止）」、

「第９条関係（差別的取扱いの禁止）」、「第10条関係（賃金の均衡待遇）」、「第11条関係
（教育訓練）」、「第12条関係（福利厚生施設）」）が30件（61.2％）で最も多く、次いで、
体制整備に関する相談（「第６条関係（労働条件の文書交付等）」、「第７条関係（就業規則の
作成手続）」、「第14条関係（事業主が講ずる措置の内容等の説明）」、「第16条関係（相談の
ための体制整備）」、「第17条関係（短時間・有期雇用管理者の選任）」）が11件（22.4％）
となっている。（表５-１）

図５-１ 相談件数

表５-１ 相談内容の内訳

（１）相談の状況
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※パートタイム・有期雇用労働法は令和２年４月１日に施行され、大企業に適用されている（中小
企業は令和３年４月１日から適用）。
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条、11条、12条）

体制整備（法第6条、7条、14条、16
条、17条）

正社員転換（法第13条）

その他（指針等）

２年度 ３年度

均等・均衡待遇関係（法第8条、9条、10条、11条、12条） 73 (81.1%) 30 (61.2%)

体制整備（法第6条、7条、14条、16条、17条） 11 (12.2%) 11 (22.4%)

正社員転換（法第13条） 2 (2.2%) 3 (6.1%)

その他（指針等） 4 (4.4%) 5 (10.2%)

計 90 (100%) 49 (100%)



81事業所を対象に雇用管理の実態把握を行い、このうち何らかのパートタイム・有期雇用労働
法違反等が確認された事業所81社（100％）に対し、279件の是正指導を実施 （図４-２）

指導事項の内容は、「就業規則の作成手続（第7条関係）」が55件（19.7％）と最も多く、次
いで「措置内容の説明（第14条第1項関係）」及び「その他（指針等）が同数の39件（14.0％）、
「労働条件の文書交付等（第6条第1項関係）」が38件（13.6%）となっている。（表５-２）

是正を受けた企業のうち、9割以上（78事業所）が年度内に是正・改善している。
紛争解決援助の申立及び調停申請はなかった。

図５-２ 是正指導件数の推移

表５-２ 是正指導内容の推移

（２）是正指導等の状況（パートタイム・有期雇用労働法第18条第1項、第19条）
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２年度 ３年度

その他（指針等）

短時間・有期雇用管理者の選任（第17条関係）

相談のための体制の整備（第16条関係）

説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止（第14条
第3項関係）
待遇の相違等に関する説明（第14条第2項関係）

措置の内容の説明（第14条第1項関係）

通常の労働者への転換（第13条関係）

福利厚生施設（第12条関係）

均衡を考慮した教育訓練（第11条関係第2講）

職務内容が同一の場合の教育訓練（第11条第1項関係）

賃金の均衡待遇（第10条関係）

差別的取扱いの禁止（第9条関係）

２年度 ３年度
労働条件の文書交付等（第6条第1項関係） 8 (14.0%) 38 (13.6%)

特定事項以外の労働条件の文書交付等（第6条第2項関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%)

就業規則の作成手続（第7条関係） 11 (19.3%) 55 (19.7%)

不合理な待遇の禁止（第8条関係） 6 (10.5%) 14 (5.0%)

差別的取扱いの禁止（第9条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%)

賃金の均衡待遇（第10条関係） 1 (1.8%) 12 (4.3%)

職務内容が同一の場合の教育訓練（第11条第1項関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%)

均衡を考慮した教育訓練（第11条関係第2講） 3 (5.3%) 7 (2.5%)

福利厚生施設（第12条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%)

通常の労働者への転換（第13条関係） 6 (10.5%) 30 (10.8%)

措置の内容の説明（第14条第1項関係） 9 (15.8%) 39 (14.0%)

待遇の相違等に関する説明（第14条第2項関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%)

説明を求めたことを理由とする不利益取扱いの禁止（第14条第3項関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%)

相談のための体制の整備（第16条関係） 3 (5.3%) 14 (5.0%)

短時間・有期雇用管理者の選任（第17条関係） 4 (7.0%) 31 (11.1%)

その他（指針等） 6 (10.5%) 39 (14.0%)

計 57 (100%) 279 (100%)

279

57



６ 育児・介護休業法の施行状況

相談件数は670件（対前年度比24%増）。（図６-１）
育児関係の相談が465件（69.4%）、介護関係の相談が189件（28.2.%）。（表６-１）

図６-１ 相談件数の推移

表６-１ 相談内容の推移

（１）相談の状況
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育児休業関係

介護休業関係

その他

30年度 元年度 ２年度 ３年度

育児休業関係 346 (64.4%) 371 (66.5%) 373 (69.1%) 465 (69.4%)

介護休業関係 169 (31.5%) 179 (32.1%) 161 (29.8%) 189 (28.2%)

その他 22 (4.1%) 8 (1.4%) 6 (1.1%) 16 (2.4%)

計 537 (100%) 558 (100%) 540 (100%) 670 (100%)



（２）育児関係の相談内訳

図６ｰ２ 相談件数（育児休業関係）の内訳

表６-２ 相談内容（育児休業関係）の内訳

育児関係では、「育児休業」が245件（52.7%）、「育児休業以外（子の看護休暇、所定労働
時間の制限など）」が116件（24.9%）、「育児休業等に関するハラスメントの防止措置（第25
条関係）」50件（10.8%）の順になっている（図６-２）（表６-２）。
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(2%)

50 
(10.8%)

育児休業関係

育児休業（第5条関係）

育児休業以外（子の看護休暇（第16条の2、第16条の3関
係）、所定労働時間の制限（第16条の8関係）等）

育児休業に係る不利益取扱い（第10条関係）

育児休業以外に係る不利益取扱い（第16条の4、第16条
の10等）

育児休業等に関するハラスメントの防止措置（第25条関
係）

465件

育児休業（第5条関係） 245 (52.7%)

育児休業以外（子の看護休暇（第16条の2、第16条の3関係）、所定労働時間の
制限（第16条の8関係）等） 116 (24.9%)

育児休業に係る不利益取扱い（第10条関係） 45 (9.7%)

育児休業以外に係る不利益取扱い（第16条の4、第16条の10等）
9 (1.9%)

育児休業等に関するハラスメントの防止措置（第25条関係） 50 (10.8%)

計 465 (100%)



（３）介護関係の相談内訳

図６-３ 相談件数（介護休業関係）の内訳

表６-３ 相談内容（介護休業関係）の内訳

介護関係では「介護休業」が80件（42.3%）、「介護休業以外（介護休暇、所定労働時間の制
限など）が66件（34.9％）、「介護休業等に関するハラスメントの防止措置」35件（18.5%）
の順となっている（図６-３）（表６-３）。
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介護休業関係

介護休業（第11条関係）

介護休業以外（介護休暇（第16条の5、第16条の6関係）、
所定労働時間の制限（第16条の9関係）等）

介護休業に係る不利益取扱い（第16条関係）

介護休業以外に係る不利益取扱い（第16条の7、第16条
の10等）

介護休業等に関するハラスメントの防止措置（第25条関
係）

189件

介護休業（第11条関係） 80 (42.3%)

介護休業以外（介護休暇（第16条の5、第16条の6関係）、所定労働時間の制限
（第16条の9関係）等） 66 (34.9%)

介護休業に係る不利益取扱い（第16条関係） 6 (3.2%)

介護休業以外に係る不利益取扱い（第16条の7、第16条の10等）
2 (1.1%)

介護休業等に関するハラスメントの防止措置（第25条関係） 35 (18.5%)

計 189 (100%)



是正指導件数は341件（対前年度比35.3%増）であり、育児関係は158件、介護関係は161件
であった。（図６-４）（表６-４）

図６-４ 是正指導件数の推移

表６-４ 是正指導件数の推移

（４）是正指導の状況（育児・介護休業法第56条）
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の看護休暇（第16条の2、第16条の3関
係）等）

介護関係（介護休業（第11条関係）、介
護休暇（第16条の5、第16条の6関係）
等）

職業家庭両立推進者

30年度 元年度 ２年度 ３年度

育児関係（育児休業（第5条関係）、子の看護休暇（第16条
の2、第16条の3関係）等） 438 (41.6%) 415 (41.1%) 93 (36.9%) 158 (46.3%)

介護関係（介護休業（第11条関係）、介護休暇（第16条の
5、第16条の6関係）等） 526 (50.0%) 519 (51.4%) 144 (57.1%) 161 (47.2%)

職業家庭両立推進者 88 (8.4%) 76 (7.5%) 15 (6.0%) 22 (6.5%)

計
1,052 (100%) 1,010 (100%) 252 (100%) 341 (100%)



図６-５ 是正指導件数（育児休業関係）の推移

表６-５ 是正指導件数（育児休業関係）の推移

（５）育児関係の是正指導内訳

指導事項の内容は、育児関係では、「所定労働時間の短縮措置（第24条第1項関係）」が45件
（28.4%）、「休業等に関するハラスメントの防止措置（第25条関係）」が24件（15.1%）、
「育児休業（第5条関係）」及び「子の看護休暇第（16条の2、第16条の3関係）」がそれぞれ23
件（14.6%）となっている。（図６-５）（表６-５）

24

5 
7 

80 93 
21 24 

146 135 

34 45 

36 33 

6 
12 

15 14 

2 
6 

27 26 

2 

9 

30 21 

4 

9 

34 31 

4 
23 

70 
62 

15 23 

438 
415 

93 

158 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

30年度 元年度 ２年度 ３年度
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子の看護休暇（第16条の2、第16条の3
関係）

所定外労働の制限（第16条の8関係）

時間外労働の制限（第17条関係）

深夜業の制限（第19条関係）

所定労働時間の短縮措置等（第23条第
1項、第2項関係）
所定労働時間の短縮措置等（第24条第
1項関係）
休業等に関するハラスメントの防止措置

（第25条関係）
休業期間等の通知（即第7条第4項から
第6項関係）

30年度 元年度 ２年度 ３年度

育児休業（第5条関係） 70 (16.0%) 62 (14.9%) 15 (16.1%) 23 (14.6%)

子の看護休暇（第16条の2、第16条の3関係） 34 (7.8%) 31 (7.5%) 4 (4.3%) 23 (14.6%)

不利益取扱い（第10条、第16条の4、第16条の10等） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

所定外労働の制限（第16条の8関係） 30 (6.8%) 21 (5.1%) 4 (4.3%) 9 (5.7%)

時間外労働の制限（第17条関係） 27 (6.2%) 26 (6.3%) 2 (2.2%) 9 (5.7%)

深夜業の制限（第19条関係） 15 (3.4%) 14 (3.4%) 2 (2.2%) 6 (3.8%)

所定労働時間の短縮措置等（第23条第1項、第2項関係） 36 (8.2%) 33 (8.0%) 6 (6.4%) 12 (7.6%)

所定労働時間の短縮措置等（第24条第1項関係） 146 (33.3%) 135 (32.5%) 34 (36.5%) 45 (28.4%)

休業等に関するハラスメントの防止措置（第25条関係） 80 (18.2%) 93 (22.4%) 21 (22.5%) 24 (15.1%)

労働者の配置に関する配慮（第26条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

休業期間等の通知（即第7条第4項から第6項関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5 (5.4%) 7 (4.4%)

計 438 (100%) 415 (100%) 93 (100%) 158 (100%)



図６-６ 是正指導件数（介護休業関係）の推移

表６-６ 是正指導件数（介護休業関係）の推移

（６）介護関係の是正指導内訳

指導事項の内容は、介護関係は、「介護休暇（第16条の5、第16条の6関係）」が31件
（19.3％） 、「休業等に関するハラスメントの防止措置（第25条関係）」が24件（14.9%）、
「所定労働時間の制限（第16条の９関係）」が21件（13.0%）、「介護休業（第11条関係）」
が20件（12.4%） となっている。（図６-６）（表６-６）
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30年度 元年度 ２年度 ３年度

介護休業（第11条関係）

介護休暇（第16条の5、第16条の6関
係）

所定外労働の制限（第16条の9関係）

時間外労働の制限（第18条関係）

深夜業の制限（第20条関係）

所定労働時間の短縮措置等（第23条
第3項関係）
所定労働時間の短縮措置等（第24条
第2項関係）
休業等に関するハラスメントの防止措

置（第25条関係）
休業期間等の通知（即第23条第2項関
係）

30年度 元年度 ２年度 ３年度

介護休業（第11条関係） 78 (14.9%) 81 (15.6%) 22 (15.3%) 20 (12.4%)

介護休暇（第16条の5、第16条の6関係） 67 (12.7%) 58 (11.2%) 18 (12.5%) 31 (19.3%)

不利益取扱い（第16条、第16条の7、第16条の10等） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

所定外労働の制限（第16条の9関係） 65 (12.4%) 63 (12.1%) 21 (14.6%) 18 (11.2%)

時間外労働の制限（第18条関係） 65 (12.4%) 60 (11.6%) 18 (12.5%) 18 (11.2%)

深夜業の制限（第20条関係） 66 (12.5%) 58 (11.2%) 16 (11.1%) 17 (10.6%)

所定労働時間の短縮措置等（第23条第3項関係） 73 (13.8%) 70 (13.5%) 20 (13.9%) 21 (13.0%)

所定労働時間の短縮措置等（第24条第2項関係） 32 (6.1%) 37 (7.1%) 8 (5.6%) 12 (7.5%)

休業等に関するハラスメントの防止措置（第25条関係） 80 (15.2%) 92 (17.7%) 21 (14.6%) 24 (14.9%)

労働者の配置に関する配慮（第26条関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

休業期間等の通知（即第23条第2項関係） 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

計 526 (100%) 519 (100%) 144 (100%) 161 (100%)



育児・介護休業法の紛争解決援助の申立（注１）は６件で、調停申請（注２）は０件であった。
（図６-７）（表６-７）（表６-８）

図６-７ 紛争解決の援助申立受理件数の推移

表６-７ 紛争解決の援助申立受理内容の推移

（７）紛争解決の援助、調停の状況

表６-８ 調停申請受理件数の推移

26

（注１）「紛争解決の援助」：労働局長が、労働者と事業主の間の紛争について客観的な立場から、当事者双方の意見を
聴取し、双方の意見を尊重しつつ、法律の趣旨に沿って問題解決に必要な具体策を提示（助言・指導・勧告）することに
より紛争の解決を図る制度。（資料４参照）
（注２）「調停申請」：紛争当事者（労働者と事業主）の間に第三者（調停委員）が関与し、当事者双方から事情を聴取
し、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に調停案の受託を勧告することにより紛争の解決を図る制度。
（資料４参照）
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30年度 元年度 ２年度 ３年度

育児関係（育児休業（第5条関係）、子
の看護休暇（第16条の2、第16条の3
関係）等）

介護関係（介護休業（第11条関係）、
介護休暇（第16条の5、第16条の6関
係）等）

30年度 元年度 ２年度 ３年度

育児関係（育児休業（第5条関係）、子の看護休暇（第16条の
2、第16条の3関係）等） 0 - 2 (66.7%) 6 (100%) 6 (100%)

介護関係（介護休業（第11条関係）、介護休暇（第16条の5、
第16条の6関係）等） 0 - 1 (33.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

計 0(0.0%) 3 (100%) 6 (100%) 6 (100%)

30年度 元年度 ２年度 ３年度

育児・介護休業法 調停申請受理件数 0 1 0 0 
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労働局 郵便番号 所　　在　　地 電 話 番 号

01 北海道 060-8566 札幌市北区北8条西2-1-1　札幌第1合同庁舎　9階 011-707-2700

02 青　森 030-8558 青森市新町2-4-25　青森合同庁舎8階 017-734-4211

03 岩　手 020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15　盛岡第2合同庁舎5階 019-604-3002

04 宮　城 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地　仙台第4合同庁舎8階 022-299-8834

05 秋　田 010-0951 秋田市山王7-1-3　秋田合同庁舎4階 018-862-6684

06 山　形 990-8567 山形市香澄町3-2-1　山交ビル3階 023-624-8226

07 福　島 960-8021 福島市霞町1-46　福島合同庁舎5階 024-536-4600

08 茨　城 310-8511 水戸市宮町1-8-31　茨城労働総合庁舎6階 029-277-8295

09 栃　木 320-0845 宇都宮市明保野町1-4　宇都宮第2地方合同庁舎3階 028-633-2795

10 群　馬 371-8567 前橋市大手町2-3-1　前橋地方合同庁舎8階 027-896-4677

11 埼　玉 330-6016 さいたま市中央区新都心11-2　ランド・アクシス・タワー 16階 048-600-6262

12 千　葉 260-8612 千葉市中央区中央4-11-1　千葉第2地方合同庁舎 043-221-2303

13 東　京 102-8305 千代田区九段南1-2-1　九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608

14 神奈川 231-8434 横浜市中区北仲通5-57　横浜第2合同庁舎13階 045-211-7358

15 新　潟 950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎2号館4階 025-288-3501

16 富　山 930-8509 富山市神通本町1-5-5　富山労働総合庁舎4階 076-432-2740

17 石　川 920-0024 金沢市西念3-4-1　金沢駅西合同庁舎6階 076-265-4432

18 福　井 910-8559 福井市春山1-1-54　福井春山合同庁舎9階 0776-22-3363

19 山　梨 400-8577 甲府市丸の内1-1-11 055-225-2851

20 長　野 380-8572 長野市中御所1-22-1　長野労働総合庁舎4階 026-223-0551

21 岐　阜 500-8723 岐阜市金竜町5-13　岐阜合同庁舎4階 058-245-8124

22 静　岡 420-8639 静岡市葵区追手町9-50　静岡地方合同庁舎5階 054-252-1212

23 愛　知 460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1　名古屋合同庁舎第1号館8階 052-972-0266

24 三　重 514-8524 津市島崎町327-2　津第二地方合同庁舎2階 059-226-2110

25 滋　賀 520-0806 大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎4階 077-522-6648

26 京　都 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 075-241-3221

27 大　阪 540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67　大阪合同庁舎第2号館8階 06-7660-0072

28 兵　庫 650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー 15階 078-367-0850

29 奈　良 630-8570 奈良市法蓮町387　奈良第3地方合同庁舎2階 0742-32-0202

30 和歌山 640-8581 和歌山市黒田2-3-3　和歌山労働総合庁舎4階 073-488-1020

31 鳥　取 680-8522 鳥取市富安2-89-9 0857-22-7000

32 島　根 690-0841 松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎5階 0852-20-7009

33 岡　山 700-8611 岡山市北区下石井1-4-1　岡山第2合同庁舎3階 086-225-2017

34 広　島 730-8538 広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎2号館5階 082-221-9296

35 山　口 753-8510 山口市中河原町6-16　山口地方合同庁舎2号館5階 083-995-0398

36 徳　島 770-0851 徳島市徳島町城内6-6　徳島地方合同庁舎4階 088-652-9142

37 香　川 760-0019 高松市サンポート3-33　高松サンポート合同庁舎北館2階 087-811-8924

38 愛　媛 790-8538 松山市若草町4-3　松山若草合同庁舎6階 089-935-5208

39 高　知 781-9548 高知市南金田1-39　労働総合庁舎4階 088-885-6027

40 福　岡 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1　福岡合同庁舎新館4階 092-411-4764

41 佐　賀 840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎5階 0952-32-7218

42 長　崎 850-0033 長崎市万才町7-1　TBM長崎ビル3階 095-801-0023

43 熊　本 860-8514 熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎Ａ棟9階 096-312-3877

44 大　分 870-0037 大分市東春日町17-20　大分第2ソフィアプラザビル3階 097-536-0110

45 宮　崎 880-0805 宮崎市橘通東3-1-22　宮崎合同庁舎4階 0985-38-8821

46 鹿児島 892-8535 鹿児島市山下町13-21　鹿児島合同庁舎2階 099-223-8239

47 沖　縄 900-0006 那覇市おもろまち2-1-1　那覇第2地方合同庁舎1号館3階 098-868-6060

（令和４年２月１日現在）
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2020年（令和2年）６月１日より、職場における
ハラスメント防止対策が強化されました！

パワーハラスメント防止措置が
事業主の義務（※）となりました！

【労働施策総合推進法の改正・指針の内容】

職場における「パワーハラスメント」とは、

職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境
が害されるものであり、①～③までの要素を全て満たすものをいいます。
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導
については、該当しません。

※中小事業主は、2022年（令和４年）
４月１日から義務化されます。
（それまでは努力義務）
早めの対応をお願いします！

職場におけるパワハラの
３要素

具体的な内容

①優越的な関係を背景
とした言動

○ 当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が
行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を
背景として行われるもの
（例）
・ 職務上の地位が上位の者による言動
・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富
な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うこ
とが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困
難であるもの 等

②業務上必要かつ相当
な範囲を超えた言動

○ 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性が
ない、又はその態様が相当でないもの

③労働者の就業環境が
害される

○ 当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者
の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が
生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じる
こと

○ この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、
同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業す
る上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるか
どうかを基準とすることが適当

■ 個別の事案について、その該当性を判断するに当たっては、当該事案における様々な要素
（※）を総合的に考慮して判断することが必要です。
※ 当該言動の目的、当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、
労働者の属性や心身の状況、行為者の関係性、当該言動により労働者が受ける身体的又は精神的な苦痛の程度等

■ また、その判断に際しては、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行わ
れた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の双方から丁寧に事実
確認等を行うことも重要です。

miyazakitmc
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代表的な言動の類型 該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例
⑴身体的な攻撃
（暴行・傷害）

① 殴打、足蹴りを行う
② 相手に物を投げつける

① 誤ってぶつかる

⑵精神的な攻撃
（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひど
い暴言）

① 人格を否定するような言動
を行う。相手の性的指向・性
自認に関する侮辱的な言動を
含む。

② 業務の遂行に関する必要以
上に長時間にわたる厳しい叱
責を繰り返し行う

③ 他の労働者の面前における
大声での威圧的な叱責を繰り
返し行う

④ 相手の能力を否定し、罵倒
するような内容の電子メール
等を当該相手を含む複数の労
働者宛てに送信する

① 遅刻など社会的ルールを欠い
た言動が見られ、再三注意して
もそれが改善されない労働者に
対して一定程度強く注意をする

② その企業の業務の内容や性質
等に照らして重大な問題行動を
行った労働者に対して、一定程
度強く注意をする

⑶人間関係からの切り離し
（隔離・仲間外し・無視）

① 自身の意に沿わない労働者
に対して、仕事を外し、長期
間にわたり、別室に隔離した
り、自宅研修させたりする

② 一人の労働者に対して同僚
が集団で無視をし、職場で孤
立させる

① 新規に採用した労働者を育成
するために短期間集中的に別室
で研修等の教育を実施する

② 懲戒規定に基づき処分を受け
た労働者に対し、通常の業務に
復帰させるために、その前に、
一時的に別室で必要な研修を受
けさせる

⑷過大な要求
（業務上明らかに不要なことや
遂行不可能なことの強制・仕事
の妨害）

① 長期間にわたる、肉体的苦
痛を伴う過酷な環境下での勤
務に直接関係のない作業を命
ずる

② 新卒採用者に対し、必要な
教育を行わないまま到底対応
できないレベルの業績目標を
課し、達成できなかったこと
に対し厳しく叱責する

③ 労働者に業務とは関係のな
い私的な雑用の処理を強制的
に行わせる

① 労働者を育成するために現状
よりも少し高いレベルの業務を
任せる

② 業務の繁忙期に、業務上の必
要性から、当該業務の担当者に
通常時よりも一定程度多い業務
の処理を任せる

⑸過小な要求
（業務上の合理性なく能力や経
験とかけ離れた程度の低い仕事
を命じることや仕事を与えない
こと）

① 管理職である労働者を退職
させるため、誰でも遂行可能
な業務を行わせる

② 気にいらない労働者に対し
て嫌がらせのために仕事を与
えない

① 労働者の能力に応じて、一定
程度業務内容や業務量を軽減す
る

⑹個の侵害
（私的なことに過度に立ち入る
こと）

① 労働者を職場外でも継続的
に監視したり、私物の写真撮
影をしたりする

② 労働者の性的指向・性自認
や病歴、不妊治療等の機微な
個人情報について、当該労働
者の了解を得ずに他の労働者
に暴露する

① 労働者への配慮を目的として、
労働者の家族の状況等について
ヒアリングを行う

② 労働者の了解を得て、当該労
働者の機微な個人情報（左記）
について、必要な範囲で人事労
務部門の担当者に伝達し、配慮
を促す

＜職場におけるパワハラに該当すると考えられる例／該当しないと考えられる例＞
以下は代表的な言動の類型、類型ごとに典型的に職場におけるパワハラに該当し、又は該当しない

と考えられる例です。個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、例は限定列挙

ではないことに十分留意し、職場におけるパワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応す

るなど、適切な対応を行うことが必要です。 ※ 例は優越的な関係を背景として行われたものであることが前提

★ プライバシー保護の観点から、
機微な個人情報を暴露することの
ないよう、労働者に周知・啓発す
る等の措置を講じることが必要



◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
労働者に周知・啓発すること

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規
定し、労働者に周知・啓発すること

◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと（注１）

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと（注１）

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること（注２）

注１ 事実確認ができた場合 注２ 事実確認ができなかった場合も同様

◆ そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシー（注３）を保護するために必要な措置を講じ、その
旨労働者に周知すること 注３ 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む。

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労
働者に周知・啓発すること

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行った
ことや雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不
利益な取扱いをすることが、法律上禁止されました。

【事業主の責務】
■ 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問
題（以下「ハラスメント問題」という。）に対する労働者の関心と理解を深める
こと
■ その雇用する労働者が他の労働者（※）に対する言動に必要な注意を払うよう研
修を実施する等、必要な配慮を行うこと
■ 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を
深め、労働者（※）に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】
■ ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者（※）に対する言動に
注意を払うこと

■ 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。

以下の事項に努めることが、事業主・労働者の責務として法律上明確化されました。

事業主及び労働者の責務

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません（義務）。

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止



他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや
顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組

■ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

■ 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して
１人で対応させない等）

■ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応
じた取組）

望ましい取組についても、責務の趣旨も踏まえ、積極的な対応をお願いします！

自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが
望ましい取組【★】～就活生などの求職者や個人事業主などのフリーランス等～

■ 職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、他の
事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者、労働者以外の者（個人事
業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等）に対しても
同様の方針を併せて示すこと

■ 雇用管理上の措置全体も参考にしつつ、適切な相談対応等に努めること

■ セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等と一元的に相談に応
じることのできる体制の整備【★】

■ 職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するための取組
・コミュニケーションの活性化や円滑化のための研修等の必要な取組
・適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組

■ 必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換
等を実施するなどにより、雇用管理上の措置の運用状況の的確な把握や必要な見直
しの検討等に努めること【★】

職場におけるパワーハラスメントを防止するための望ましい取組

望ましい取組

※ 【★】の事項については、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関す
るハラスメントについても同様に望ましい取組とされています。

・ 特に就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメント等については、正式な採用活動の
みならず、OB・OG訪問等の場においても問題化しています。

・ 企業としての責任を自覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラスメント等は
行ってはならないものであり厳正な対応を行う旨などを研修等の実施により社員に対して周知
徹底すること、OB・OG訪問等を含めて学生と接する際のルールをあらかじめ定めること等に
より、未然の防止に努めましょう。

（雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例）



職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・
育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されました！

◎ 職場における「セクシュアルハラスメント」とは、
職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、そ
の労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されるこ
とをいいます。
※ 労働者を雇用する雇用主や上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者
又はその家族、学校における生徒等も含まれます。

※ 職場におけるセクシュアルハラスメントは、異性に対するものだけではなく、同性に対するものの含まれます。
※ 被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であればセクシュアルハラスメントに該当しま
す。

◎ 職場における「妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント」とは、
職場において行われる、上司・同僚からの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利
用に関する言動）により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女
労働者の就業環境が害されることをいいます。

※ 業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには
該当しません。

※ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景には、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的
な言動（注）が頻繁に行われるなど、制度等の利用や請求をしにくい職場風土や、制度等の利用ができることについ
て職場内での周知が不十分であることが考えられます。
制度等を利用する本人だけでなく全従業員に理解を深めてもらうとともに、制度等の利用や請求をしやすくするよ
うな工夫をすることが大切です。
注： 不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の労働者の妊娠・出産等の否定につながる言動や制度等の利用否定につ
ながる言動で、当該女性労働者に直接言わない場合も含みます。また単なる自らの意思の表明を除きます。

セクハラ等の防止対策の強化の内容については、事業所の規模を問わず、
２０２０年（令和２年）６月１日から施行されました！

③ 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを
行った場合の協力対応 ※ セクシュアルハラスメントのみ

自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置
（事実確認等）への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされました。
※ なお、セクハラについては、他社の労働者等の社外の者が行為者の場合についても、雇用管理
上の措置義務の対象となっています。
自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合には、必要に応じて他社に事実関
係の確認や再発防止への協力を求めることも雇用管理上の措置に含まれます。

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関する
ハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用
管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。
今回の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化されました。

（①・②の内容は職場におけるパワーハラスメントと同様です。）

① 事業主及び労働者の責務

② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止



パワーハラスメントについても、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関する
ハラスメントと同様、都道府県労働局長による助言・指導や調停による紛争解決援助を
行っています。
雇用環境・均等部（室）や総合労働相談コーナーにご相談ください。

正規雇用労働者だけでなく、パートタ
イム労働者、契約社員等いわゆる非正規
雇用労働者を含む事業主が雇用する労働
者全てを指します。
派遣労働者も含み、派遣労働者につい

ては、派遣元事業主だけでなく、派遣先
事業主にも雇用管理上の措置義務が生じ
ます。また、派遣先事業主も派遣労働者
が相談等を行ったことを理由として労働
者派遣の役務の提供を拒む等不利益な取
扱いを行ってはいけません。

「労働者」とは、具体的には誰を指し
ますか？

都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7357 京 都 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-8940 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-2777 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8294 長 野 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-224-7639 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-223-8239

埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4403

千 葉 043-221-2307 三 重 059-226-2318 徳 島 088-652-2718

お問い合わせ先 都道府県労働局 雇用環境・均等部（室） 受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

業 種 ①資本金の額又は
出資の総額

②常時使用する
従業員の数

小売業 5,000万円以下 ５０人以下

サービス業
（サービス業、医療・

福祉等）
5,000万円以下 １００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

その他の業種
（製造業、建設業、運
輸業等上記以外全て）

３億円以下 ３００人以下

下表の業種・資本金・従業員数に応じた
分類にあてはまる事業主を指します。

中小事業主とはどれくらいの規模の
事業主を指しますか？

Q&A

労働局にパワーハラスメントについて相談した場合、どのような対応をして
もらえるのですか？

中小事業主
（①又は②のいずれかを満たすもの）

○ ポータルサイト「あかるい職場応援団」で職場におけるハラスメントに関する情報を発信
しております。社内の体制整備に是非ご活用ください。

○ ホームページから事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料のダウンロードが
できます。社内の体制整備に是非ご活用ください。 検索職場におけるハラスメント防止のために

令和２年10月作成



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎労働局・労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）の 

行事予定（令和４年８月） 

 

 

宮崎労働局（局長 田中 大介）は、宮崎労働局及び県内各労働基準監督署・各

公共職業安定所（ハローワーク）の主要な行事予定を取りまとめました。 

取材・報道等にご活用ください。 

また、取材等に来られる場合は、事前にご一報いただければ幸いです。 

【照会先】 

宮崎労働局 雇用環境・均等室 

室   長   渡辺 園子 

監 理 官   三輪 浩史 

企画・調整係   飯村 祐哉 

（代表電話）0985－38－8821 

（直通電話）0985－38－8821 

Press Release 

宮 崎 労 働 局 発 表 
令和４年７月２９日解禁 
 



1 月

2 火 第2回宮崎地方最低賃金審議会（13：45～　宮崎合同庁舎２階共用大会議室）

3 水 社会福祉施設労働災害防止関係者連絡会議（13:30～　宮崎労働局２階共用大会議室）

4 木 令和4年度　人材確保対策推進協議会（14:00～　ﾊﾛｰﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ宮崎）

5 金

6 土 令和4年度宮崎県就職説明会　延岡会場（13：30～16：00　延岡総合文化センター）

7 日

8 月 令和４年度シルバー人材センター事業運営に関する要望行動（９：３０～　宮崎労働局）

9 火

10 水 公的機関向け障害者職業生活相談員資格認定講習(9:00～17:00　宮崎労働局４階大会議室）

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金 ハローワーク日南　職業訓練校説明会（14:00～14:45）

20 土 令和４年度宮崎県就職説明会　都城会場（13：30～16：00　都城市早水公園体育文化センター）

21 日

22 月

23 火  

24 水

25 木

26 金 令和４年度宮崎県就職説明会　宮崎会場（13：30～16：00　宮崎市民文化ホール）

27 土

28 日

29 月 宮崎広域連携推進協議会（14：00～　KITENビル8階大会議室）

30 火

31 水

令和４年８月　宮崎労働局・監督署・安定所（ハローワーク）主要行事予定表

8月 主要行事（労働局・監督署・安定所）

備　　考
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７月１日、令和４年度の安全衛
生に係る宮崎労働局長表彰式を宮
崎市内で執り行いました。
本表彰は安全衛生に関する水準

が良好で他の模範であると認めら
れる優良事業場や、長年にわたり
安全衛生活動に尽力し地域の安全
衛生水準の向上発展に多大な貢献
をした功労者に対し、宮崎労働局
長が全国安全週間に合わせて行う
ものです。
本年度は宮崎労働局長表彰の奨

励賞に５社、功績賞に１名、安全
衛生推進賞に２名が選ばれました。
表彰式では田中局長が各受賞者

へ表彰状を授与するとともに、

社会福祉法人信愛会（宮崎市

医療・福祉）は、４月に改正され
た新しいくるみん認定基準を満た
し、新基準では初めての認定を受
けました。ノー残業デーや妊娠し
た女性労働者の相談窓口の開設等

宮崎労働局では、労働基準監督

官による高校生を対象とした労働

法研修会を実施しています。

６月23日には宮崎東高校におい

て①働く前に知っておくこと、②

働く時のルール、③仕事を辞める

ときをテーマに相談事例を交えな

がら労働法を解説しました。

学生時のアルバイトや将来の就

職にむけて高校生のうちから学ん

でおくことは重要です。引き続き

募集をしておりますので関心があ

る高校におかれては宮崎労働局監

督課（0985-38-8834）までご

連絡ください。

くるみん認定交付式
新基準を満たす、くるみん認定企業が誕生！

高校生が労働法を学ぶ。

「安全衛生活動の取組は
その結果がすぐに現れる
ものではなく、日々の弛
まない努力と指導の成果
であります。皆様のこれ
までの御尽力に深い敬意
を表すとともに、これか
らも地域や職場の模範と
なっていただきますよう
お願いします」との言葉

を贈りました。
【奨励賞】

青木あすなろ建設株式会社・

松本建設株式会社共同企業体
九電杉安作業所（西都市）

※発電所工事での良好な安全衛
生管理により無災害

株式会社科学飼料研究所 日向

工場（日向市）
※積極的な安全衛生管理組織の
整備、計画的な活動

富士チタン工業株式会社 延岡

工場（延岡市）
※ヒヤリハットや職場改善提案
制度の効果的な運用

益山商工株式会社（都城市）

※リスクアセスメント活動の活
性化に意欲的な取組

永島林業株式会社（小林市）

※リスクアセスメントの活用等
で長期間の無災害

【功績賞】

福田博 氏

※陸運業界団体の部会長等を長
年務め業界をけん引

【安全衛生推進賞】

瀬口俊郎 氏

※建設業災防団体で安全衛生行
事の運営に長年尽力

小坂昌臣 氏

※林業・製材業災防団体で現場
指導員として長年尽力

に取り組んだ結果、男女
共に育児休業取得率が
100％になる等の成果が
ありました。
６月29日、宮崎労働

局にて認定通知書交付式
を行い、田中局長から
「より一層働きやすい職
場への取組みをお願いし
たい。」との言葉を送り
ました。また柏田事務長

は「異なる家庭環境の人達が、安
心して働けると更なる励みになる
と思います。労働環境を整備し、
結婚出産育児等に左右されない働
きやすい職場を目指します。」と
の抱負を述べました。

田
中
局
長
と
受
賞
さ
れ
た
方
々

右
か
ら
２
人
目
（
福
）
信
愛
会
柏
田
事
務

長
、
３
人
目
同
小
松
室
長

講師の
監督官

宮崎労働
局長表彰 受賞おめでとうございます



第６５号 ＧＯＧＯ！宮崎労働局 令和４年８月１日

的な活用をお願いしたい。」と述

べ、要望書を手渡しました。意見

交換では「人材は企業にとって貴

重な財産。助成制度の活用も検討

し、処遇を低下させない雇用維持

に努めたい。」「現状では人手不

足の状況。制度の認知度が高まれ

ば、一時的に必要となる労働力確

保の有効な手法として期待でき

る。」等の声が聞かれました。

県内企業に対して在籍型出向制度の活用検討を要請

６月24日、7月8日に「在籍型

出向制度」の周知と推進を目的と

して事業所訪問を実施しました。

冒頭、田中局長より「県内の雇

用情勢はコロナ禍の中でも一定の

改善傾向。在籍型出向制度は、従

業員のモチベーションを維持しな

がら、一時的な労働力の過不足を

補完し、相互的なメリットに繋が

る新たな雇用維持の選択肢。積極

高校生の就職を総合的に支援
公募前ジュニアワークフェアに187社1,011人が参加

来春高校卒業予定者向けの求人

が７月１日から公開されたことに

あわせて、県内の高校３年生に県

内企業の魅力を知ってもらい、地

元宮崎での就職を促進するため、

７月12～15日の間、応募前ジュニ

従業員の雇用維持に向けて

Lineはじめました

宮崎ガス(株)代表取締役会長 橋口光雄
氏（左）

宮崎地方最賃審議会開催

令和４年の審議が本格的にス
タート

令和４年７月７日、令和４年度
第１回宮崎地方最低賃金審議会が
開催されました。
審議会では、公労使の各委員が

参加のもと、田中局長から審議会
会長に対して、宮崎県最低賃金の
改正決定について調査審議を求め
る旨の諮問が行われました。
現在の宮崎県最低賃金は時間額

821円ですが、この諮問により令和
４年の宮崎県最低賃金の改定に関
する審議が本格的にスタートしま
した。

延岡 都城

アルバイトをする前に
労働法を学びました
県立看護大学の新入生に講義

７月１日、新入生約100人を対象
に、「労働法と働く時の心構え」
と題して講義を行いました。講義
では、講師の宮﨑室長補佐が「今
日一番覚えてほしいことは、アル
バイト先で困ったら、一人で悩ま
ず、労働局や労働基準監督署に相
談すること」や「学生の本分は学
業です。無理なアルバイトはしな
いようにしましょう」と訴えまし
た。その後、トラブル事例として、
辞めたいのに辞めさせてくれない
とき等について解説すると、学生
たちは真剣に耳を傾けていました。

フェニックスリゾート(株)代表取締役社長
執行役員 片桐孝一氏（左）

写真は県北会場の様子

られました。

参加企業からは「休
日が多いなど働きやす
いという自社のPRが
できて良かった。」、
参加した高校生からは

アワークフェア（企業説明会）を

県内４会場（宮崎、都城、延岡、

小林）で開催しました。企業187
社、高校生1,011人が参加しまし
た。高校生は企業説明に熱心に耳

を傾け、積極的に質問する姿も見

「企業から説明を受けたことで、
就職について視野が広がった。」
といった声を聞けました。

宮﨑補佐

田
中
局
長
か
ら
諮
問
文

を
受
取
る
松
岡
会
長

（
後
方
右
側
）

ハローワークプラザ
宮崎・ハローワーク延
岡・ハローワーク都城
には、子育てや介護を
しながら働くことを希
望される方を中心に、宮崎

就職に関する様々な支援を行うマ
ザーズコーナーがあります。

コーナーの案内や就職支援セミ
ナー、就職面接会等のイベント開

催情報を幅広くお届けするために
公式ラインを開設しました。今後
は、マザーズコーナー情報のみな
らず職業訓練や就職活動に役立つ

多くの情
報もお届
けしてい
きます。

再就職や転職、ス
キルアップを目指
す皆様への情報を
つぶやいてます。


