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第１ 労働者供給事業の意義等 
 
１ 労働者供給事業の意義 
（１） 労働者供給 

イ 労働者供給の意義 
労働者供給とは、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させるこ

とをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60

年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。）第２条第１号に規定する労働者派遣に該当する

ものを含まないもの」をいう（職業安定法（以下「法」という。）第４条第７項）。 

したがって、労働者供給における供給元、供給先及び供給労働者の三者の関係は、次のいずれ

かとなる（第１図参照）。 
（イ）① 供給元と供給される労働者との間に支配従属関係（雇用関係を除く。）があり、 

② 供給元と供給先との間において締結された供給契約に基づき供給元が供給先に労働者

を供給し、 
③ 供給先は供給契約に基づき労働者を自らの指揮命令（雇用関係を含む。）の下に労働に

従事させる。 
（ロ）① 供給元と供給される労働者との間に雇用関係があり、 

② 供給元と供給先との間において締結された供給契約に基づき供給元が供給先に労働者

を供給し、 
③ 供給先は供給契約に基づき労働者を雇用関係の下に労働に従事させる。 

ロ 労働者供給の意義における「労働者」及び「供給契約」の意義 
（イ） 「労働者」とは、対価を得て、一定の労働条件の下に雇用主との間に労働力を提供する関

係（使用従属関係）に立つ者、又は立とうとする者をいう。 
（ロ） 「供給契約」とは、契約の形式をいうものではなく、実体によって判断される。すなわち、

民法上の請負契約、さらに、具体的には商法の運送契約等の形式をもって行われる場合も含

むものであって、イの（イ）又は（ロ）の関係を生じさせる契約を総称するものである。こ

の場合の契約は、当事者に合意があれば足り、文書によると口頭によるとを問わない。 
ハ 労働者派遣との関係 
（イ） 労働者供給と労働者派遣の区分は次により行うこととする（第１図参照）。 

 

第１図 労働者派遣と労働者供給との差異 
○労働者派遣 

労働者派遣 

契   約 
 

 

 
 雇用関係 指揮命令  

  関係  

 

派遣元 派遣先 

労働者 
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○労働者供給 
 
 供給契約   供給契約  

支配従属関係 
(雇用関係を除く。) 

 

雇用関係・ 
指揮命令関係 

 

 
雇用関係     

  

 
雇用関係 

 
 
 
 

① 供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる場合のうち、供給

元と労働者との間に雇用関係がないものについては、すべて労働者供給に該当する。 
当該判断は、具体的には、労働保険・社会保険の適用、給与所得の確認等に基づき行う。 

② ①の場合とは異なり、供給元と労働者との間に雇用契約関係がある場合であっても供給先

に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、労働者派遣には該当せず、労

働者供給となる（労働者派遣法第２条第１号）。 
ただし、供給元と労働者との間に雇用契約関係があり、当該雇用関係の下に、他人の指揮

命令を受けて労働に従事させる場合において、労働者が自由な意思に基づいて結果として供

給先と直接雇用契約を締結するようなケースについては、前もって供給元が供給先に労働者

を雇用させる旨の契約があった訳ではないため、労働者が供給先に雇用されるまでの間は労

働者派遣に該当することとなり、労働者派遣法（第３章第４節の規定を除く。）による規制

の対象となる。 
③ ②における「供給先に労働者を雇用させることを約して行われるもの」の判断については、

契約書等において供給元、供給先間で労働者を供給先に雇用させる旨の意思の合致が客観的

に認められる場合はその旨判断するが、それ以外の場合は、次のような基準に従い判断する

ものとすること。 
（ａ） 労働者派遣が労働者派遣法の定める枠組みに従って行われる場合は、原則として、派

遣先に労働者を雇用させることを約して行われるものとは判断しないこと。 
（ｂ） 派遣元が企業としての人的物的な実体（独立性）を有しない個人又はグループであり、

派遣元自体も当該派遣元の労働者とともに派遣先の組織に組み込まれてその一部と化し

ている場合、派遣元は企業としての人的物的な実体を有するが、当該労働者派遣の実態

は、派遣先の労働者募集賃金支払の代行となっている場合その他これに準ずるような場

合については、例外的に派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるものと判断

することがあること。 
（ロ） いわゆる「二重派遣」は、派遣先が派遣元事業主から労働者派遣を受けた労働者をさらに

業として派遣することをいうが、この場合、派遣先は当該派遣労働者を雇用している訳では

ないため、労働者派遣を業として行うものとはいえない。すなわち「二重派遣」は、形態と

供給元 供給先 

労働者 

供給元 供給先 

労働者 
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しては労働者供給を業として行うものとして、法第 44条の規定により禁止される。 
これについては、派遣労働者を雇用する者と、当該派遣労働者を直接指揮命令する者との

間のみにおいて労働者派遣契約（詳しくは「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の第６参照）

が締結されている場合は、「二重派遣」に該当しないものである。したがって、労働者派遣契

約を単に仲介する者が存する場合は、通常「二重派遣」に該当するものとは判断できないも

のであること（「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の第１参照）。 
ニ 労働者供給事業と請負により行われる事業との関係 
（イ） 労働者供給は、労働者を「他人の指揮命令を受けて労働に従事させること」であり、この

有無により、労働者供給を業として行う労働者供給事業と請負により行われる事業とが区分

される（第２図参照）。 
 
 

第２図 労働者供給事業と請負により行われる事業との差異 
 
○労働者供給事業 
 
 供給契約   供給契約  

支配従属関係     
(雇用関係を除く。)    

 

雇用関係・ 
指揮命令関係 

 

 
雇用関係     

  

 
雇用関係 

 
 
 
 
○請負により行われる事業 

   
 
 
 

雇用関係 
 

 

 

 
 
 
 

（ロ） 「他人の指揮命令を受けて労働に従事させる」ものではないとして、労働者供給事業に該  

当せず、請負により行われる事業に該当すると判断されるためには、職業安定法施行規則（昭

和 22年労働省令第 12 号。以下「則」という。）第４条の規定による基準をすべて満たすもの

でなければならない。 

供給元 供給先 

労働者 

供給元 供給先 

労働者 

請負事業者 注文主 

労働者 
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     則第４条は、次のとおり規定している。 
第４条 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事

業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年法律第88号。

以下「労働者派遣法」という。） 第２条第３号に規定する労働者派遣事業を行う者を

除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号のすべてに該当す

る場合を除き、法第４条第７項の規定による労働者供給事業を行う者とする。 
一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負うも

のであること。 
二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。 
三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負

うものであること。 
四 自ら提供する機械、設備、器材（業務上必要な簡易な工具を除く。）若しくはそ

の作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的

な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するもの

でないこと。 
２ 前項の各号のすべてに該当する場合 （労働者派遣法第２条第３号に規定する労働

者派遣事業を行う場合を除く。）であっても、それが法第 44条の規定に違反すること

を免れるため故意に偽装されたものであって 、その事業の真の目的が労働力の供給

にあるときは、法第４条第７項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを

免れることができない。 
３ 第１項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他如

何なる名称形式であるとを問わない。 
４ 第１項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個

人、団体、法人、政府機関又はその他如何なる名称であるとを問わない。 
５ （略） 

 
（ハ）則第４条の解釈 

第１項 
第１項柱書の規定は、労働者派遣法に基づく労働者派遣を業として行う労働者派遣事業につい

ては、本項の適用はない（「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」（昭

和 61 年労働省告示第 37 号）参照。）ことを明らかにするとともに、請負により行われる事業と

労働者供給事業との区分の基準を定めたものであり、基準の定め方としては、労働者を提供し、

これを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、請負契約の形式により事業を行う場合で

あっても第１号から第４号までのすべてに該当する場合を除き労働者供給事業を行う者とする

ものである。 
なお、第１項の労働者を提供する者とは、それが、使用者、個人、団体、法人又はその他如何

なる名称形式であるとを問わないものである（則第４条第３項）。 
また、第１項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、

団体、法人又はその他如何なる名称形式であるとを問わないものである（則第４条第４項）。 
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① 第１項第１号 
（ａ） 「財政上の責任を負う」とは、請負った作業の完成に伴う諸経費（例えば事業運転資

金その他の経費。）を自己の責任で調達支弁することをいう。運転資金等の調達は請負契

約と無関係のものであれば必ずしも自己資金であることを要しない。また、請負契約に

基づく契約金の前渡しは自己資金である。 
（ｂ） 「法律上の責任を負う」とは、請負契約の締結に伴う請負業者として民法（第 632 条、

第 642 条）、商法（第 502 条、第 569 条）等の義務の履行について責任を負うことをいう

ものである。 
（ｃ） 以上の責任を負うものであるかどうかの判定は、単に契約上の請負業者であるとの形

式のみによって判断するのではなく、その責任を負う意思能力（理解と誠意）が判定の

基礎となるものであるから、その契約内容と請負業者の企業体としての資格、能力及び

従来の事業実績等の状況を総合的に判断すべきものである。 
② 第１項第２号 
（ａ） 「労働者を、指揮監督する」とは、作業に従事する労働者を、請負業者が自己の責任

において作業上及び身分上指揮監督することをいう。この場合、請負業者がその被用者

をして指揮、監督させる場合も含むもので、作業上の指揮監督とは、仕事の割付け、技

術指導、勤惰点検、出来高査定等直接作業の遂行に関連した指揮監督をいう。したがっ

て、請負契約により注文主が請負業者に指示（依頼）を行い、その結果として注文主の

意思が間接的に労働者に反映されることは差し支えないが、その注文主の指示（依頼）

が実質的に労働者の作業を指揮監督する程度に強くなると請負業者が労働者を指揮監督

しているとはいえないことになる。また、身分上とは、労働者の採用、解雇、給与、休

日等に関する一般的労務管理をいうものである。 
したがって、請負契約により注文主が請負業者に対し労働者の身分上のことについて

指示（依頼）をすることをすべて否定するものでないが、注文主が労働者の身分上のこ

とについて実質的に決定力をもつ場合は、請負業者が労働者を指揮監督しているとはい

えない。 
このように、労働者を指揮監督するとは、単に作業の上だけでなく、一般的な労務管

理をも合わせて行っていることを要件とするものである。 
③ 第１項第３号 
（ａ） 「使用者として法律に規定されたすべての義務」とは、労働基準法、労働者災害補償

保険法、雇用保険法、健康保険法、労働組合法、労働関係調整法、厚生年金保険法、民

法等における使用者、又は雇用主としての義務をいう。 
（ｂ） 「義務を負う者」とは、義務を負うべき立場にある者、すなわち、義務を履行しない

ときは義務の不履行に伴う民事上及び刑事上の責任を負うべき地位にある者をいい、必

ずしも現実にこれらの義務を履行することを要求するものではないが、義務に関する理

解と誠意に欠け、履行能力のないものをも、単に形式上使用者の立場にある事実のみを

理由として義務を負う者とすることは妥当ではないので、この判定をする場合には、義

務に関する理解と誠意並びにその履行状況、運営管理状況から総合的に判断すべきもの

である。 
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④ 第１項第４号 
（ａ） 本号は、単に肉体労働力を提供するものではないと判断できる具体的要件としての物

理的要件（自ら提供する機械、設備、機材若しくはその作業に必要な材料、資材を使用

すること。）と技術的要件（企画若しくは専門的な技術若しくは経験を必要とすること）

の二要件を掲げ、そのいずれか一つの要件に該当する作業を行うものであればよいもの

としている。 
        しかも、この二要件はいずれも併立的、かつ、択一的なものである。要するに、単に

肉体的な労働力を提供する作業でないためには、当該二要件のうち、いずれか一つを具

備していなければならないとの意味である。 
（ｂ） 「自ら提供し、使用する」とは、機械、設備、器材又は作業に必要な材料、資材を請

負者自身の責任と負担において、準備、調達しその作業に使用することをいい、所有関

係や購入経路等の如何を問うものではない。したがって、その機械等が自己の所有物で

ある場合はもちろん、注文主から借入又は購入したものでも請負契約に関係のない双務

契約の上にたつ正当なものを提供使用する場合も含むものである。 
（ｃ） 「機械、設備、器材」とは、作業の稼働力となる機械、器具及びその附属設備、作業

のために必要な工場、作業場等の築造物及びそれに要する器材等をいい、作業に直接必

要のない労働者の宿舎、事務所等は、これに該当しない。 
（ｄ） なお、この提供度合については、該当するそれぞれの請負作業一般における通念に照

らし、通常提供すべきものが作業の進捗状況に応じて随時提供使用されており、総合的

にみて各目的に軽微な部分を提供するにとどまるものでない限りはよいものである。 
（ｅ） 「業務上必要な簡単な工具」とは、機械、器具等のうち主として個々の労働者が主体

となり、その補助的な役割を果たすものであって、例えば、「のみ」、「かんな」、「シャベ

ル」等のように、通常個々の労働者が所持携行し得る程度のものをいい、これらのもの

は当該要件における機械、器具等から除くものである。 
（ｆ） なお、「機械、設備、器材」と「簡単な工具」との区別は、当該産業における機械化の

状況と作業の実情等を考慮して業界における一般通念によって個々に判断されるもので

ある。 
（ｇ） 「専門的な技術」とは、当該作業の遂行に必要な専門的な工法上の監督技術、すなわ

ち、通常学問的な科学知識を有する技術者によって行われる技術監督、検査等をいう。 
（ｈ） 「専門的な経験」とは、学問的に体系づけられた知識に基づくものではないが、永年

の経験と熟練により習得した専門の技能を有するいわゆる職人的技能者が、作業遂行の

実際面において発揮する工法上の監督的技能、経験をいう。 
        例えば、作業の実地指導、仕事の順序、割振、危険防止等についての指揮監督能力が

これであり、単なる労働者の統率ないしは一般的労務管理的技能、経験を意味するもの

ではなく、また、個々の労働者の有する技能、経験をもって足りるような作業は「専門

的な経験」を必要とする作業とはいえないものである。 
（ｉ） 要するに「企画若しくは専門的な技術、若しくは専門的な経験」とは、請負業者とし

て全体的に発揮すべき企画性、技術性、経験を指すのであって、個々の労働者の有する

技術又は技能等や業務自体の専門性をいうのではない。そして、当該作業が「企画若し
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くは専門的な技術、若しくは専門的な経験」を必要とするかどうかの認定は、その作業

が単に個々の労働者の技能の集積によって遂行できるものか、また、その請負業者が企

業体として、その作業をなし得る能力を持っており、かつ、現実にその技能、経験を発

揮して作業について企画し、又は指揮監督しているかどうかについて検討すべきもので

ある。 
 

第２項 
    本項の規定は、第１項各号の要件が形式的には具備されていても、それが脱法を目的として故

意に偽装しているものである限り、実質的には要件を欠くものであって、労働者供給事業を行う

者であるとするものであり、この規定は、第１項の労働者供給事業に該当するものの範囲を拡張

するものではなく、表面合法を装って脱法しようとするものであることから、第１項の解釈を注

意的にさらに明確にしたものである。 
    「職業安定法第 44 条の規定に違反することを免れるため、故意に偽装されたものであって、

その事業の真の目的が労働力の供給にある」ものとしては、次のような例が考えられる。 
① 請負契約の形式で合法化しようとするもの 

      この場合は第１項各号の具備状況が形式的なものであって、実質的には、具備していない

ことの確認に基づいて判断される。例えば第１項第４号の自ら提供すべき機械、設備、器材、

若しくは材料、資材等を表面上は発注者から借用、又は譲渡、購入したような形式をとり、

その使用状況からみて事実は依然発注者の管理又は所有に属しているようなごときである。 
② 発注者が直用する形式によって第１項各号の要件の具備を全面的に免れようとするもの 

      この場合は直用していると称する者の使用者としての業務履行の状況と、請負ないし労働

者供給の事実の確認に基づいて判断される。例えば二重帳簿の備付、賃金支払の方法、採用、

解雇の実権の所在、手数料的性格の経費の支払等の傍証によって確認することができるもの

である。 
 

第３項及び第４項 
    本項の規定は、それぞれ第１項の「労働者を提供する者」及び「労働者の提供を受けてこれを

自らの指揮命令の下に労働させる者」の範囲を例示的に規定したものであり、第３項の使用者、

個人、団体、第４項の個人、団体、法人、政府機関等は何れも単に名称の例示にすぎないもので

あって、要は何人に対しても適用のある旨を明らかにしたものである。 
 
（２）労働者供給事業 

イ 労働者供給事業の意義 
    労働者供給事業とは、労働者供給を業として行うことをいうものである。 
  ロ 「業として行う」の意義 

（イ） 「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、

１回限りの行為であったとしても反復継続の意思をもって行えば事業性があるが、形式的に繰

り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意思

をもって行われていなければ、事業性は認められない。 
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（ロ） 具体的には、一定の目的と計画に基づいて行われるか否かによって判断され、営利を目的と

する場合に限らず、また、他の事業と兼業して行われるか否かを問わないものである。 
（ハ） しかしながら、この判断も一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるものであ

り、営利を目的とするか否か、事業としての独立性があるか否かが反復継続の意思の判定にと

って重要な要素となる。例えば、①労働者の供給を行う旨宣伝、広告している場合、②事務所

を構え労働者供給を行う旨看板を掲げている場合等については、原則として事業性ありと判断

されるものであること。 
 

２ 労働者供給事業の原則禁止 
（１）労働者供給事業の原則禁止の趣旨 

労働者供給事業においては、労働者供給事業を行う者の一方的な意思によって、労働者の自由意

思を無視して労働させる等のいわゆる強制労働の弊害や、支配従属関係を利用して本来労働者に帰

属すべき賃金を労働者供給事業を行う者が自らの所得としてしまう等のいわゆる中間搾取の弊害

が生じるおそれがある。このため労働者供給事業は本来労働者の基本的権利を侵害し労働の民主化

を阻害するおそれが大きいものである。 
したがって、憲法に定められた労働者の基本的人権を尊重しつつ、各人にその有する能力に適合

する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、

経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法においては、法第 45 条の規定により労働組合

等（第２の１の（1）参照）が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除くほか、何人も労

働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならないこと

としている。（法第 44 条） 

 
（２）労働組合等の行う労働者供給事業の趣旨 

法第 44 条の規定による労働者供給事業の禁止の趣旨（（１）参照）とは異なり、労働組合等が労

働者供給を受けようとする者に対し、組合員である労働者を無料で供給する労働者供給事業につい

ては、労働組合等が労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を

図ることを主たる目的として組織する団体であることから、労働組合等については労働者との間に

身分的な支配関係や強制労働、中間搾取といった労働者保護の面からの弊害の発生する余地は少な

い。 
また、過去に労働者供給事業が果たしていた労働力需給調整機能を民主的な方法によって発揮で

きることとなり、労働者供給事業は民間部門における労働者需給調整の中で大きな役割を果たすこ

ととなる。 
さらに、労働組合等が自ら労働者供給事業を行うことにより、弊害の発生のおそれのある雇用慣

習が解消され、労働者供給事業の禁止の目的の達成を促進し、違法な労働者供給事業を行う者を事

実上排除することとなる効果も考えられるものである。 
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第２ 労働組合等の行う労働者供給事業に係る申請等の手続 
 
１ 許可要件 

労働者供給事業は、強制労働や中間搾取等の弊害等を伴い、労働者保護の面で問題があることから、

法第 44 条の規定により原則禁止としているところであるが、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受

けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる（法第 45 条）。当該許可を受けるためには、

次の要件を満たすことが必要である。 
（１）労働組合等の資格要件 

労働者供給事業を行うことができる労働組合等は、次のいずれかに該当するものであること（以下

「労働組合等」という。法第４条第 10項、則第４条第５項）。 
（イ） 労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）第２条及び第５条第２項の規定に該当する労働組合 
（ロ） 国家公務員法（昭和 22年法律第 120 号）第 108 条の２第１項（裁判所職員臨時措置法（昭

和 26 年法律第 299 号）第１号において準用する場合を含む。）に規定する職員団体、地方公

務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 52 条第１項に規定する職員団体又は国会職員法（昭和

22 年法律第 85号）第 18条の２第１項に規定する国会職員の組合 
（ハ） （ロ）に掲げる団体又は労働組合法第２条及び第５条第２項の規定に該当する労働組合が

主体となって構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを

主たる目的とする団体（団体に準じる組織を含む。）であって、次のいずれかに該当するもの

であること。 
① 一の都道府県の区域内において組織されているもの 
② ①以外のものであって職業安定局長が定める基準に該当するもの 

 
（２）事業運営に関する要件 

イ 労働者供給事業を法の精神に従って運営することができる組織と能力を備えているものであ

ること。 

労働組合等の行う労働者供給事業は、職業安定機関等の行う職業紹介と相まって、労働者の職

業の安定、産業に対する寄与をさらに充実させるものということができる。したがって、法に規

定されている諸原則及びこれに基づく行政庁の指示に従って運営されることはもちろん、労働者

供給事業を行うに当たっては、計画的にかつ秩序をもって民主的に事業が運営されなければなら

ない。 
 そのためには、次のような条件を具備する必要がある。 

① 労働組合等が供給しようとする労働組合等の構成員（以下「組合員等」という。）に相応

する供給先を確保する見通しがあること。 
② 労働組合等が供給しようとする者は、当該労働組合等の組合員等に限られること。 
③ 供給先の職種が、供給を受ける組合員等の技能に相応するものであること。 

ロ 労働組合等の運営が民主的に行われているものであること。 
労働組合等が自らの手によって労働者供給事業を行うことは、労働組合等の主体性と、その目

的からして、労働の民主化を図ることを促進することにもなることから認められているものであ

る。 
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したがって、当該労働組合等の組織及び運営が民主的なものであることが当然要請されるもの

であること。 
ハ 労働組合等の行う労働者供給事業は、無料で行うものでなければならないこと。 

労働者供給事業は、弊害の発生を事前に防止し適正な運営を期するために、法第 45 条に基づ

き無料で行う場合にのみ認めている。したがって、労働組合等は、供給を受ける組合員等又は供

給先から供給手数料的性格の経費を徴収してはならないこと。 
なお、ここでいう「供給手数料的性格の経費」とは、次のいずれかの経費をいう。 
① 組合費以外に組合員等から徴収する経費 
② 供給に伴って供給の対象となった組合員等が受ける賃金その他の報酬以外の供給先から

受ける経費 
 
２ 許可申請の手続 
（１）許可申請を要する事項 
   則第 32 条第１項に基づき職業安定局長が定める許可申請の手続が必要となる場合は次のとおり

である。 
イ 新たに厚生労働大臣の許可を受けて労働者供給事業を行おうとする場合 
ロ 厚生労働大臣の許可を受けて労働者供給事業を行っている労働組合等が、その組織を改組し、

当該改組に係る労働組合等が、引き続き労働者供給事業を行おうとする場合 
ハ ロ以外の場合であって、厚生労働大臣の許可を受けて労働者供給事業を行っている労働組合等

の組合員等のうち、労働者供給事業の供給の対象となる組合員等（以下「供給対象組合員等」と

いう。）の職種の構成を全面的に変更する場合 
 
（２）許可申請関係書類 

則第32条第１項の規定に基づき職業安定局長が定める許可の申請に要する書類及びその様式は、

次のとおりとする。 
イ 労働者供給事業許可（許可有効期間更新）申請書（様式第１号） 

 ロ 許可申請関係添付書類 
（イ）共通書類 

① 労働組合等規約（任意様式） 
② 供給先との供給契約のヒナ型（任意様式） 
③ 労働組合等の組織に関する書類（任意様式） 
④ 労働者供給事業運営規程（以下「事業運営規程」という。）（任意様式） 
⑤ 労働者供給事業計画書（様式第３号） 
⑥ 労働組合等役職員名簿（様式第４号） 

（ロ）労働組合等の資格証明等に要する書類 
① 労働組合法第２条及び第５条第２項の規定に該当する労働組合 
・ 関係労働委員会の組合資格審査証明書（様式は、ハの（イ）参照） 

② 則第４条第５項第１号に掲げるもの（国家公務員法第 108 条の２第１項（裁判所職員臨時

措置法第１号において準用する場合を含む。）に規定する職員団体、地方公務員法第 52 条第
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１項に規定する職員団体、又は国会職員法第 18条の２第１項に規定する国会職員の組合） 
・ 資格証明書は不要（この場合、ロの（イ）の共通書類により確認することとする。） 

③ 則第４条第５項第２号に掲げるもの（②に掲げる団体又は①に掲げる労働組合が主体とな

って構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目

的とする団体（団体に準ずる組織を含む。）であって、一の都道府県の区域内において組織

されているもの） 
・ 労働団体の中央団体による労働組合等の資格に関する確認書（（以下「資格確認書」と

いう。）（様式第２号）） 
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様式第１号 （日本工業規格Ａ列４） 
※許可番号  
※許 可 
 許可有効期間更新 年月日 年 月 日 

許    可 
 労働者供給事業        申請書 

許可有効期間更新 
①労働組合等 
名 称  

②労働組合等の 
事務所の所在地 

〒（   －    ） 
（    ）   －     

③代表者氏名 
 及び住所 

 
 

④所属上部団体 
 の名称 

  
  

⑤労働者供給事業 
を行う事業所の 
名称及び所在地 

 〒（  －  ）      （  ）  －    
 〒（  －  ）      （  ）  －    
 〒（  －  ）      （  ）  －    

⑥供給職種名  

⑦
職
種
別
組
合
員
等
数 

(a)職 種 名     計 

(b)総 数      
(c)供 給 対 象 外 の 
 組 合 員 等 数 

     

(d) 
供給 
対象 
予定 
者数  

イ 
(c)のうち臨時的 
に供給される者 

     

ロ 
常時供給される者 

     

ハ   計      

⑧ 
主たる供給先の 
名 称 及 び 
事 業 種 別 

[    ] [    ] [    ] 

[    ] [    ] [    ] 

⑨ 許可年月日 年  月  日 ⑩事業開始予定年月日 年  月  日 
⑪ 有効期間 
  更新年月日 年  月  日 ⑫許可番号  

職業安定法第 45条及び職業安定法施行規則 第 32 条第１項・第 32条第５項 の規定に 
より 許 可・許可有効期間更新 を申請します。 
 年  月  日 申請者 印 
厚 生 労 働 大 臣  殿 



 13

様式第１号（第２面） 
（記載要領） 

(1) ※には、記載しないこと。 
(2) 許可を申請するときは、表題中及び表面下方の「許可有効期間更新」の文字並びに表面下方の「第

32 条第５項」の文字を抹消すること。なお、この場合⑨、⑪及び⑫欄には記載しないこと。 
(3) 許可の有効期間の更新を申請するときは、表題中及び表面下方の「許可」の文字並びに表面下方の

「第 32 条第１項」の文字を抹消すること。なお、この場合⑩欄には記載しないこと。 
(4) ①欄には、当該申請を行う労働組合等の名称を記載すること。なお、法人の場合は「法人」と記載

すること。 
(5) ④欄には、当該申請を行う労働組合等が加盟、又は組織している上部組織、あるいは当該申請を行

う労働組合等の組合等で組織している上部組織（以下「労働組合等の上部組織という。」について、

全国的上部組織までを順次系統を追って記載すること、ただし、労働組合等の上部組織がない場合は、

記載を要しない。 
(6) ⑤欄には、現実に労働者供給事業を行う事業所（労供事業所）の名称及びその所在地を記載するこ

と。なお、４以上の労供事業所がある場合で記載欄が足りない場合は、別葉に当該事項を掲載の上、

添付すること。 
(7) ⑥欄には、当該申請によって供給する組合員等の職種名を記載すること。 
(8) ⑦欄については、次により記載すること。 
① (a)欄の職種名については、(d)欄に該当する組合員等の職種のみを記載すればよいこと。したが

って、(b)欄及び(c)欄は職種別に記載する必要はなく計欄のみ記載すること。 
② (c)欄には、特定の事業所等に雇用されていて、通常供給の対象とならない組合員等について記載

すること。 
③ イ欄には、(c)欄のうち、特に仕事の性質上、繁閑があり、臨時的に雇用主の了解をとって、他の

事業所に供給されることのある組合員等がある場合に限り、その職種別員数を記載すること。した

がって、その数は(c)欄の内数となること。 
④ ロ欄には、(c)欄以外の常時供給されることによって就労する組合員等の職種別員数を記載するこ

と。 
(9) ⑧欄には、主たる供給先又は供給予定先の名称を［ 〕外に、当該供給先（供給予定先）の事業の

種類を［ 〕内に記載すること。すなわち、供給に関する労働協約を締結している事業所等、又は供

給を行う予定の事業所等について記載すること。 
なお、供給先又は供給予定先が不特定の個人、小店舗等であって、これを常態とする場合にあって

は、「一般家庭、市内小店舗等」のように、なるべくその供給先の実態がわかるように記載すること。 
また、供給先又は供給予定先が数多くあり、欄数が足りない場合には、別葉に必要事項を記載の上、

添付すること。 
(10) 申請者の欄は、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
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ハ 許可申請関係書類の様式等 
（イ）組合資格審査証明書 

様式及び記載要領等は、労働委員会規則第 26 条に基づく事項を記載したものであって、当

該許可申請の直前に証明されたものとすること。 
（ロ）資格確認書（様式第２号） 

資格確認書の様式は、次のとおりとする。 
様式第２号 （日本工業規格Ａ列４） 

 
資  格  確  認  書 

 
 

１ 申請労働組合等の名称 
 
 
 

２ 申請労働組合等の事務所の所在地 
   （〒   －    ） 
 
 

３ 申請労働組合等の代表者の氏名 
 
 
 

４ 申請労働組合等の代表者の住所 
   （〒   －    ） 
 
 

上記の許可申請労働組合等は、職業安定法施行規則第４条第５項第２号柱書に掲げるもので

あることを確認する。 
 
 年  月  日 
 
 確認団体等の名称 印 
 代 表 者 氏 名 
 
厚 生 労 働 大 臣   殿 
 
（記載要領） 

確認団体等の名称及び代表者氏名については、記名押印又は署名により記載すること。 
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（ハ）労働組合等規約 
様式は任意のものとするが、許可申請年月日現在において有効なものであって、少なくと

も、労働組合法第５条第２項各号、又は国家公務員法第 108 条の３第２項各号、あるいは地

方公務員法第 53 条第２項各号を満たすものであること。 
（ニ）供給先との供給契約（労働協約書）のひな型 

様式は任意のものとするが、供給先に対して組合員等を確実に供給し得る具体的な条項が

含まれているもので、少なくとも、次の事項が記載されたものであること。 
① 供給される組合員等が従事する業務の内容に関する事項 
② 供給される組合員等が従事する事業所の名称及び所在地に関する事項 
③ 供給される期間に関する事項 
④ 労働条件に関する事項 

（ホ）労働組合等の組織に関する書類 
様式は任意のものとするが、当該申請労働組合等の部内組織（労働者供給事業の運営担当

者を明記すること。）と、当該申請労働組合等の上部組織との関係について、具体的に記載す

ること。 
なお、できる限り図式化を図ることが望ましい。 

（ヘ）事業運営規程 
様式は任意のものとするが、事業の適正な運営のための指針となるものであるから（第３

の４の（２）参照）、民主的な手続きを経て定められたものであって、当該申請年月日現在に

おいて有効なものであり、少なくとも、次の事項を記載したものであること。 
① 労働者供給事業を行う目的、方針に関すること。 
② 供給契約の締結に関する手続、方法に関すること。 
③ 供給の手続、方法に関すること。 
④ 供給先の範囲及び供給先との連絡方法に関すること。 
⑤ 供給する組合員等の範囲並びにその連絡方法に関すること。 
⑥ 供給業務の事務機構に関すること。 
⑦ 労供事業所に備え付ける帳簿書類等に関すること。 
⑧ 供給対象組合員等の技能等に関すること。 
⑨ 供給する組合員等の賃金の受領方法に関すること。 
⑩ 就労の方法、確認に関すること。 
⑪ 供給契約人員を充足し得ない場合の処置並びに不就労組合員等の処置に関すること。 
⑫ 供給先の開拓に関すること。 
⑬ 都道府県労働局との連絡に関すること。 
⑭ 供給事業に付随する福利厚生、その他の施設の維持管理並びに利用に関すること。 
⑮ この規程の改変に関する手続等に関すること。 

（ト）労働者供給事業計画書（様式第３号） 
労働者供給事業計画書（以下「事業計画書」という。）の様式及びその記載要領は、次のと

おりとする。 
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様式第３号（第１面） （日本工業規格Ａ列４） 
 

労働者供給事業計画書 
１ 計画対象期間 

年  月  日から     年  月  日まで 
２ 労働者供給計画（月間） 

(1) 
供給計画 

①職種名      計 
②常時供給数 人 人 人 人 人 人 
③臨時的供給数 人 人 人 人 人 人 
④計 人 人 人 人 人 人 

(2) 
供給先の確保計画 

      

 
３ 組合費     円（１人あたり、１月の平均額） 
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様式第３号（第２面） 
（記載要領） 

（1） １の計画対象期間には、始期については事業所で事業開始を予定する日又は許可の有効期間の更

新を予定する日を、終期については許可の有効期間の末日を含む事業年度の終了の日を記載するこ

と。 

(2) ２の（１）欄には、計画対象期間において、１月あたりの平均の職種別の供給組合員等の見込み

の数の実数を、常態的な供給対象組合員等と、他の事業所に雇用されている者で、雇用主の了解を

とって仕事の繁閑に応じて臨時的に供給の対象となる組合員等に区分して記載すること。 

(3) ２の（２）欄には、計画対象期間において、１月あたりの平均の職種別の供給可能な供給先の見

込数を記載すること。 

(4) ３については、計画対象期間において、供給する組合員等 1人から徴収する１月の平均の組合費

の額の見込みを記載すること。 
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様式第３号（第３面） 
 

労働者供給事業を行う労働組合は、職業安定法その他次に掲げる労働関係法令にかかわる重大な違

反がないこと及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供

事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、

求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う

者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針」第７の職業安定法第

45 条の２に関する事項（労働者供給事業者の責務）に係る措置を講ずることを誓約します。 

１ 労働基準法第 117 条及び第 118 条第１項（同法第６条及び第 56条に係る部分に限る。）の規定並び

にこれらの規定に係る同法第 121 条の規定（これらの規定が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律第 44 条（第４項を除く。）により適用される場合を含む。） 

２ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 58条から第 62条まで

の規定 

３ 港湾労働法第 48 条、第 49条（第１号を除く。）及び第 51条（第２号及び第３号に係る部分に限る。）

の規定並びにこれらの規定に係る同法第 52条の規定 

４ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第 49条、第 50 条及び第 51条（第２号及び第３号を除く。）

の規定並びにこれらの規定に係る同法第 52条の規定 

５ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関

する法律第 19 条、第 20 条及び第 21 条（第３号を除く。。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第

22 条の規定 

６ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第 62条から第 65 条まで

の規定 

７ 林業労働力の確保の促進に関する法律第 32条、第 33 条及び第 34条（第３号を除く。）の規定並び

にこれらの規定に係る同法第 35 条の規定 

８ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第 108 条、第 109 条、第 110 条

（同法第 44 条の規定に係る部分に限る。）、第 111 条（第１号を除く。）及び第 112 条（第１号（同法

第 35条第１項の規定に係る部分に限る。）及び第６号から第 11 号までに係る部分に限る。）の規定並

びにこれらの規定に係る同法第 113 条の規定 
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（チ）労働組合等役職員名簿（様式第４号） 
労働組合等役職員名簿の様式及びその記載要領は、次のとおりとし、当該許可申請年月日

現在において有効なものとする。 
 
様式第４号 

（日本工業規格Ａ列４） 
 

労働組合等役職員名簿 
年  月  日現在 

①役 職 名 ②氏   名 ③年 齢 ④役 職 就 任 
年 月 日 

⑤略   歴 ⑥担当職務内

容、その他 
  歳 年  月  日 

 
年  月 
年  月 

 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
（記載要領） 
（１） ①欄については、当該労働組合等の役員等について、その役職名を記載すること。 
（２） ④欄については、現職に就任した年月日を記載すること。 
（３） ⑤欄については、現職就任前の役職名及び就任年月を２代にわたり記載すること。 
（４） ⑥欄については、担当職務内容（名称）、その他参考となる事項を記載すること。 
（５） なお、すでに当該記載項目のすべてについて記載された書類がある場合には、当該書類を添付

することによって、当該名簿の記載を省略して差し支えないこと。 
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（３）労働組合等の手続 

イ 労働者供給事業を行おうとする労働組合等は、職業安定局長の定める手続及び様式に従い、厚

生労働大臣に許可を申請しなければならない（則第 32条第１項）。 

ロ イの許可の申請は、（２）のイに定める労働者供給事業許可申請書（以下「許可申請書」とい

う。）及び（２）のロに定める許可申請関係添付書類（以下「許可関係添付書類」という。）を、

労働者供給事業を開始しようとするおおむね 30 日前までに当該申請を行う労働組合等の労働者

供給事業を行う主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出することにより行うも

のとする。 
（４）都道府県労働局の手続 

イ 都道府県労働局長は、許可申請書を受理したときは、以下の処理を行い厚生労働大臣あて速や

かに送付するものとする。 
ロ イの許可申請書の受理に当たっては、関係書類の不備、許可申請書及び関係書類の記載事項漏

れ等がないことを確認し、関係書類の不備等がある場合には、直ちに申請者に対して、補正箇所

を指示して補正させた上で受理するものとする。 
ハ 受理した場合、（５）に基づき所要の審査を行い、あるいは、必要に応じて所要の調査等を実

施するなどして労働者供給事業許可申請確認書（様式５号。以下「許可申請確認書」という。）

を作成するとともに、労働者供給事業許可申請等処理台帳（様式６号。以下「処理台帳」という。）

に所要の記載を行うものとする。 
ニ 審査、調査等に当たって、当該申請者の労働者供給事業を行う事業所が申請を提出した都道府

県労働局の他の都道府県労働局の管轄区域に所在する場合は、次により行うものとする。 
（イ）当該他の都道府県労働局の管轄区域に所在する事業所については、当該他の都道府県労働

局に対し、ハに準じた所要の調査、確認を依頼すること。 
（ロ）依頼を受けた都道府県労働局においては、遅滞なく依頼を受けた事項、その他必要と認め

る事項について、ハに準じて調査、確認をし、早急に依頼をした都道府県労働局に回答する

こと。 
（ハ）回答を受けた都道府県労働局においては、回答の内容を含め許可申請確認書の作成を行う

こと。 
ホ イにより厚生労働大臣あて送付する際には、許可申請確認書を添付するものとする。 
ヘ 許可申請確認書及び処理台帳の様式及び記載要領は、次のとおりとする。 
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様式第５号（第１面） 

（日本工業規格Ａ列４） 

労働者供給事業許可申請確認書 
労働者供給事業許可有効期間更新申請確認書 

申
請
者 

労働組合等 
名   称 

 確
認
者 

都 道 府 県  
労 働 局 名 

 

代 表 者 
氏   名 

   
作 成 年 月 日 年  月  日 

１ 労働組合等の資格要件の具体的履行状況 
（１）当該労働組合等が根拠法に示された事項に現実に適合しているかどうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）当該労働組合等が根拠法に定められた事項を含み組合等の規約等を履行しているかどうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 労働組合等の民主的運営に関する事項 

（当該労働組合等の組織、運営が民主的なものであるかどうか。） 
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様式第５号（第２面） 
（日本工業規格Ａ列４） 

 
３ 法の趣旨に従って運営することができる組織及び能力の有無に関する事項 
（１） 供給対象組合員等に相応する供給先の確保の見通しと労働市場の概況。 
 
 

 
 
 
（２） 供給対象は組合員等に限定されているか。 
 
 
 
 
 
（３） 常時供給対象組合員等の数が正しいか。 
 
 
 
 
 
（４） 供給先の業種又は職種が供給対象組合員等の技能に相応するものかどうか。 
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様式第５号（第３面） 
（日本工業規格Ａ列４） 

 
４ 無料の原則に関する事項 
 
（１） 供給先から供給手数料的性格の経費を徴収していないか。 
 
 
 
 
（２） 供給対象組合員等から供給手数料的性格の経費を徴収していないか。 
 
 
 
 
 
５ その他（許可等の決定の参考事項） 
 
 
 
 
 
（記載要領） 

（１） １欄については、関係労働委員会の組合資格証明書等を裏付ける意味において、その具体的適

合状況及び履行状況を確認するものであるから、当該労働組合について、（５）許可申請書等の

確認のイの確認の手続きに基づいて確認し、その結果を記載すること。 
（２） ２欄については、特に当該労働組合等の組織及び運営が民主的なものであり、労働者供給事業

によって不当な利益を得ていないかどうかについて確認の上、記載すること。 
（３） ３欄については、労働者供給事業を円滑かつ的確に運営することができる能力を有しているか

どうかについて確認するものであるから、できる限り詳細に記載すること。 
（４） ４欄の（１）については、労働組合法等によって許容される部分についても、それが供給手数

料的経費でないことを確認の上、記載すること。 
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様式第６号 
（日本工業規格Ａ列４） 

労働者供給事業許可申請等処理台帳 
○○労働局 

① 
受理年月日 

② 
労働組合等名称 

③ 
代表者氏名 

④ 
労働組合等の事務

所の所在地及び電

話番号 

⑤ 
組合員等数 
（供給対象者

数） 

⑥ 
申請等の区分 

⑦ 
処置状況 
（年月日） 

⑧ 
変更の状況 
（年月日） 

⑨ 
他機関との連

絡状況 

⑩ 
備考 

       （ ）      

       （ ）      

       （ ）      

       （ ）      

       （ ）      

       （ ）      

       （ ）      

       （ ）      

       （ ）      

       （ ）      
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様式第６号 
（記載要領） 

(1) ①欄には、各種申請書、届出書、報告書等の書類を受理した年月日を、②欄には、労働組合等の名称を、③欄には、当該労働組合等の代表者の氏名を、④欄

には、当該労働組合等の事務所の所在地及び電話番号を、⑤欄には、当該労働組合等の組合員等の数及び供給対象組合員等の数を(  )内に、それぞれ記載す

ること。 

(2) ⑥欄には、許可申請、許可更新申請、変更許可申請等の区分を記載すること。 

(3) ⑦欄には、各種申請等の処置(許可・不許可等)状況等を記載すること。 

(4) ⑧欄には、当該許可労働組合等についての各種変更事項を記載すること。 

(5) ⑨欄には、当該許可労働組合等についての各種申請・届出等について、又処分等についての都道府県及び労政行政機関等との連絡状況等を記載すること。 

(6) ⑩欄には、当該許可労働組合等について労働者供給事業の運営等において参考となる事項等を記載すること。
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（５）許可申請書等の確認 
イ 確認の手続 

都道府県労働局における許可申請書等の確認の方法は、次により行うものとする。 
（イ） 許可申請確認書についての確認事項について、適宜、職業安定行政機関自らの調査を実施

し、なお必要に応じて関係労働委員会の見解を求めること。 
（ロ） 確認の実施は、許可申請書の書類上の審査、当該許可申請者からの事情聴取、当該許可申

請者の実態についての実地調査等によって行い、その結果と許可申請書等の内容とを比較検

討して判断した結果に基づいて許可申請確認書を作成すること。 
（ハ） なお、（４）のニ（ロ）に該当する場合は、その結果の回答を受け、その内容を含めて許可

申請確認書を作成すること。 
 

（６）許可等の決定の手続 
イ 厚生労働大臣が許可申請書の送付を受けたときは、１の（１）及び（２）に示す許可要件に照

らして審査の上、許可するかどうかを決定するものとする。 
ロ 許可、不許可の処分を決定したときは、労働者供給事業許可証（様式第７号。以下「許可証」

という。）又は労働者供給事業不許可通知書（様式第８号。以下「不許可通知書」という。）を作

成し、これを当該許可申請書を送付した都道府県労働局を経由して当該許可申請者に交付するも

のとする。 
ハ 不許可の処分を行ったときは、不許可通知書の交付に際し、その理由を当該許可申請書を経由

した都道府県労働局に通知するものとする。 
ニ 許可証又は不許可通知書の送付を受けた都道府県労働局は、処理台帳に所要事項を記載整理の

上、これを遅滞なく、当該許可申請者に交付するものとする。 
ホ （４）のニに該当する許可の申請の場合にあっては、関係都道府県労働局に対し、許可又は不

許可の別、その年月日、許可証の番号又は不許可通知書の番号を通知するものとする。 
ヘ ホの通知を受けた都道府県労働局は、処理台帳に所要事項を記載整理するものとする。 
ト 許可証及び不許可通知書の様式は、次のとおりとする。 
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様式第７号 
（日本工業規格Ａ列４） 

許可番号 
許可年月日   年  月  日 

 

労働者供給事業許可証 

 
名 称  
所 在 地  
  
  
労供事業所の名称  １．        （〒   －    ）  

及 び 所 在 地 ２．        （〒   －    ）  

 ３．        （〒   －    ）  

 ４．        （〒   －    ）  

 ５．        （〒   －    ）  

 ６．        （〒   －    ）  

 ７．        （〒   －    ）  

 ８．        （〒   －    ）  

 ９．        （〒   －    ）  

 10．        （〒   －    ）  

 
供 給 職 種  
有 効 期 間 年   月   日から     年   月   日まで 

 
 

職業安定法第 45条の許可を受けて労働者供給事業を行う者であることを証明する。 
 年   月   日 
 
 
 

厚生労働大臣  印  
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様式第８号 
（日本工業規格Ａ列４） 
厚生労働省発職第 号 

年  月  日 

不   許   可 

労働者供給事業         通知書 

許可有効期間不更新 
 殿 

 
    厚生労働大臣  印 

 
許      可 

 年  月  日付けの労働者供給事業に係る         申請については、下記 
許可有効期間更新 

 
許      可 

の理由により、        しない。 
許可有効期間更新 

 
なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）の規

定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分

のあった日の翌日から起算して１年以内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすること

ができる。 

また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和 37 年法律第 139 号）の規定によ

り、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分の

あった日の翌日から起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起

することができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審

査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあ

った日の翌日から起算して１年以内）に提起することができる。 
 

記 
 

（理 由） 
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（７）許可の条件 

イ （６）の許可の決定に際し、弊害の発生を事前に防止し、労働者供給事業を適正に運営するた

めに必要と認めた場合には、当該許可申請の内容、労働者供給事業の行われる地域の実情等に応

じて条件を付すことができる。 
ロ イの条件は、文書をもって付するものとし、許可証を当該許可申請者に交付する際に、併せて

行うものとする。 
３ 許可の有効期間の更新手続 
（１）許可の有効期間 

労働者供給事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して３年とする（則第 32 条第３項）。 
 

（２）許可の有効期間の更新 

許可の有効期間である３年が満了したときは、当該許可は失効することとなるので、許可の有効

期間の満了後（当該許可の有効期間について更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可

の満了後）引き続き労働者供給事業を行おうとする場合には、許可の有効期間の更新を申請しなけ

ればならない（則第 32 条第４項）。なお、許可の更新後の有効期間は５年である（則第 32 条第５

項）。 
 

（３）許可の有効期間の更新申請関係書類 

則第 32 条第１項の規定に基づき職業安定局長が定める許可の有効期間の更新の申請に要する書

類及びその様式は、次のとおりとする。 
イ 労働者供給事業許可有効期間更新申請書（様式第１号） 
ロ 事業計画書 
 

（４）労働組合等の手続 

（２）の許可の有効期間の更新を申請する労働組合等は、当該許可の有効期間が満了する日の 30

日前までに、（３）に掲げる労働者供給事業許可有効期間更新申請書（以下「許可更新申請書」と

いう。）及び事業計画書を、当該申請をする労働組合等の労働者供給事業を行う主たる事務所の所

在地を管轄する都道府県労働局に提出（則第 38条第２項）することより行うものとする。 
 

（５）都道府県労働局の手続 

イ 都道府県労働局長は、許可更新申請書を受理したときは、以下の処理を行い、速やかに、厚生

労働大臣に送付するものとする。 
ロ イの許可更新申請書の受理に当たっては、関係書類の不備、許可更新申請書及び関係書類の記

載事項漏れ等がないことを確認し、関係書類の不備等がある場合には、直ちに申請者に対して、

補正箇所を指示して補正させた上で受理するものとする。 
ハ 受理した場合、（６）に基づく所要の確認を行い、あるいは、必要に応じて所要の調査等を実

施するなどして、労働者供給事業許可有効期間更新申請確認書（（様式第５号）（以下「許可更新

申請確認書」という。））を作成するとともに、処理台帳に所要事項の記載を行うものとする。 
ニ 審査及び調査等に当たって、当該申請者の労働者供給事業を行う事業所が当該許可更新申請書

を提出した都道府県労働局の他の都道府県労働局の管轄区域に所在する場合は、２の（４）のニ

に定める手続に準じて行うものとする。 
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ホ 都道府県労働局は、イにより厚生労働大臣あて送付する際には、許可更新申請確認書を添付す

るものとする。 
 

（６）許可更新申請書等の確認 

イ 確認要領 
許可の有効期間の更新とは、更新時期における許可の内容と同一性を存続しつつ、その有効期

間のみを延長するものである。したがって、許可の有効期間の更新申請の確認に当たっては、許

可後の労働者供給事業の運営状況に重点を置いて行うものとする。その他、確認に当たっての要

領については、２の「許可申請の手続」の（５）に準じて行うものとする。 
ロ 許可更新申請確認書 

許可更新申請確認書の様式及びその記載要領は、２の（４）のヘのとおりとする。 
 

（７）更新等の決定の手続 

イ 厚生労働大臣が、許可更新申請書の送付を受けたときは、１の（１）の「労働組合の資格要件」

及び同（２）の「事業運営に関する要件」の履行状況を審査の上、更新するかどうかを決定する

ものとする。 
ロ 更新、不更新の処分を決定したときは、許可証又は労働者供給事業許可有効期間不更新通知書

（様式第８号。以下「不更新通知書」という。）を作成し、これを、当該許可更新申請書を送付

した都道府県労働局を経由して、当該申請者に交付するものとする。 
ハ 不更新の処分を行ったときは、不更新通知書の交付に際し、その理由を当該許可更新申請書を

経由した都道府県労働局に通知するものとする。 
ニ 許可証、又は不更新通知書の送付を受けた都道府県労働局は、処理台帳に所要事項を記載整理

の上、当該申請者に交付するものとする。 
ホ （５）のニに該当する許可の有効期間の更新の申請の場合にあっては、関係都道府県労働局に

対し、更新又は不更新の別、その年月日、許可証の番号又は不更新通知書の番号を通知するもの

とする。 
ヘ ホの通知を受けた都道府県労働局は、処理台帳に所要事項を記載整理するものとする。 
ト 不更新通知書 

不更新通知書の様式及びその記載要領は、２の（６）のトに定めるとおりとする。 
 

（８）許可の条件 

イ （７）の更新の決定に際し、弊害の発生を事前に防止し、労働者供給事業を適正に運営するた

めに必要と認めた場合には、当該許可更新申請書の内容、労働者供給事業の行われている地域の

実情等に応じて条件を付すことができる。 
ロ イの条件は文書をもって付するものとし、許可証を当該申請者に交付する際に、併せて行うも

のとする。 
 

４ 変更の届出手続 
（１）変更の届出 

許可を受けて労働者供給事業を行っている労働組合等が、許可を受けた事項（許可申請関係書類

の記載内容）の一部を変更しようとするときであって、当該変更事項の内容が（２）に該当すると
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きは、変更後に変更の届出（変更届出）をしなければならない。 
 

（２）変更届出を要する事項 

変更届出を要する事項は、次のとおりとする。 
① 労働組合等の名称の変更 
② 労働組合等の事務所の所在地の変更 
③ 労供事業所の名称の変更 
④ 労供事業所の所在地の変更 
⑤ 労供事業所の新設・廃止 
⑥ 労働組合等の役職員の変更 
⑦ 労働組合等の上部組織の変更 
⑧ 労働組合等の規約の変更 
⑨ 労働組合等の部内組織の変更（労働者供給事業の運営組織に係る変更。） 
⑩ 事業運営規程の変更 
⑪ 供給職種の変更（職種の構成を全面的に変更する場合を除く。） 

 
（３）変更届出関係書類 

変更の届出に関する書類は、次のとおりとする。 
イ 労働者供給事業変更届出書（様式第９号） 
ロ 変更届出関係添付書類 
（イ）労働組合等の名称の変更の場合（又は労供事業所の名称の変更の場合） 

・ ２の（２）のロの（ロ）の①の組合等にあっては、登記事項証明書（写） 
・ ２の（２）のロの（ロ）の②の組合等にあっては、労働組合等の規約 
・ ２の（２）のロの（ロ）の③の組合等にあっては、労働組合等の規約 

（ロ）労働組合等の事務所の所在地の変更の場合（又は労供事業所の所在地の変更の場合） 
・ 不動産登記事項証明書（写）又は不動産賃貸借（使用賃借）契約書（写） 

（ハ）労供事業所の新設の場合 
・ 不動産登記事項証明書（写）、又は不動産賃貸借（使用賃借）契約書（写） 

（ニ）労働組合等の役職員の変更の場合 
・ 労働組合等役職員名簿（様式第４号） 
・ 労働組合等の大会議事録（写） 

（ホ）労働組合等の上部組織の変更の場合 
・ 労働組合等の規約 
・ 労働組合等の大会議事録（写） 

（へ）労働組合等の規約の変更の場合 
・ 労働組合等の規約 
・ 労働組合等の大会議事録（写） 

（ト）労働組合等の部内組織の変更の場合 
・ 当該労働組合等の部内組織図 
・ 労働者供給事業の運営担当者（労供事業者）の氏名 

（チ）事業運営規程の変更の場合 
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・ 事業運営規程 
・ 事業運営規程の改定に関する決議書（写） 

（リ）供給職種を変更する場合 
・ 職種別供給対象組合員等一覧（様式第 10 号） 

ハ 労働者供給事業変更届出書及び労働者供給事業許可証書換申請書 
労働者供給事業許可証書換申請書（様式第９号。以下「許可証書換申請書」という。）は、許

可証の記載項目に係る変更の届出の場合（（２）の①、②、③、④、⑤及び⑪の変更。）に添付す

るものとする。 
  なお、労働者供給事業変更届出書（様式第９号）及び書換申請書の様式及び記載要領は、次の

とおりである。
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様式第９号（第１面） 
（日本工業規格Ａ列４） 

労 働 者 供 給 事 業 変 更 届 出 書 
労働者供給事業許可証書換申請書 

 

届
出
者 

①労働組合等 
 の 名 称 

 ④ 
許可年月日 年  月  日 

②労働組合等の

事務所の所在地 
 ⑤ 

 更新年月日 年  月  日 
③所属上部組織

の名称 
 ⑥ 

 変更年月日 年  月  日 

⑦
労
供
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地 

    

    

    

    

⑧ 
変 更 事 項 

 

変
更
の
内
容 

⑨ 
変  更  前 

⑩ 
変  更  後 

  

⑪
変
更
事
由 

 

⑫
備
考 

 

 
上記のとおり届けます。 

 年  月  日 
 届出者 印 
 
 
厚 生 労 働 大 臣   殿 
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様式第９号（第２面） 
（記載要領） 

（１） ①欄には、届出を提出する変更前の労働組合等の名称を、②欄には、当該届出を提出する変更

前の労働組合等の事務所の所在地を、③欄には、当該労働組合等の上部組織の名称を、④欄には、

許可を受けた年月日を、⑤欄には、直近の許可の有効期間の更新年月日を、⑥欄には、当該変更

事項（複数の場合は、⑫欄にその旨を記載すること。）の変更年月日を、⑦欄には、変更前の労供

事業所の名称と所在地について、そのすべてを、それぞれ記載すること。 
（２） ⑧欄には、当該労働組合等の変更事項について、変更届出を要する事項を記載（複数でも可。）

すること。 
（３） 労働者供給事業の変更届出を要する事項のうち、許可証の記載事項以外の事項の変更の場合に

は、表題中「労働者供給事業許可証書換申請書」の文字を抹消すること。 
（４） （３）の場合において、⑧欄に記載した事項について、次により記載することとする。 

① 労働組合等の役職員の変更については、労働組合等役職員名簿（様式第４号）を作成の上、添

付することとし、⑨欄及び⑩欄は記載を省略することとする。 
②  労働組合等の上部組織の変更については、⑨欄は記載を省略し、⑩欄に当該労働組合等の上部

組織の名称及び事務所の所在地を記載することとする。 
③  労働組合等の規約の変更については、⑨欄及び⑩欄は記載を省略することとし、変更後の労働

組合等の規約を添付することとする。 
④ 労働組合等の内部組織の変更については、⑨欄及び⑩欄は記載を省略し、当該労働組合等の労

働者供給事業の運営組織に係る変更についての部内組織図を作成し添付することとする。 
⑤ 労働組合等の事業運営規程の変更については、⑨欄及び⑩欄は記載を省略することとし、変更

後の事業運営規程を添付することとする。 
（５） 労働者供給事業の変更届出を要する事項のうち、許可証の記載事項を変更する場合には、表題

の文字を抹消しないこと。 
（６） （５）の場合において、⑧欄に記載した事項について、次により記載することとする。 

① 労働組合等の名称の変更については、⑨欄は記載を省略し、⑩欄に変更後の名称を記載するこ

と。 
② 労働組合等の事務所の所在地の変更については、⑨欄は記載を省略し、⑩欄に変更後の当該事

務所の所在地を記載すること。 
③ 労供事務所の名称の変更又は労供事務所の所在地の変更については、⑩欄に変更後の当該名称

又は変更後の当該所在地を記載すること。 
④ 労供事務所の新設については、⑩欄に新設の労供事務所の名称及び住所を記載すること。 
⑤ 供給職種の変更については、⑨欄及び⑩欄は記載を省略することとし、職種別供給対象組合員

等一覧（様式第 10号）を添付することとする。 
（７）提出者の欄は、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
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様式第 10号 
（日本工業規格Ａ列４） 

職種別供給対象組合員等一覧 
 
① 
労働組合員
等数 

 
人 

② 
変更年月日 

 
年  月  日 

③ 
変更前の供

給対象組合

員数 

(a) 
職種名 

       
計 

(b) 
常時供給
数 人 人 人 人 人 人 人 人 
(c)臨時的

供給数 人 人 人 人 人 人 人 人 
(d) 

計 人 人 人 人 人 人 人 人 
④ 
変更後の供

給対象組合

員数 

(a) 
職種名 

      
 計 

(b) 
常時供給
数 人 人 人 人 人 人 人 人 
(c)臨時的

供給数 人 人 人 人 人 人 人 人 
(d) 

計 人 人 人 人 人 人 人 人 
 
⑤備考 

 

 
 
(記載要領) 

(1) ①欄には、当該労働組合の総組合員数を、②欄には、当該組合等の労働者供給事業における職種

を変更した年月日を記載すること。 

(2) ③欄には、(a)欄に変更前の当該労働組合等の供給する職種名を、(b)欄に当該供給職種別の常態

的に供給を受ける組合員等の実数を、(c)欄に当該職種別の、他の事業所に常用雇用されている者で、

仕事の繁閑に応じて臨時的に供給を受ける組合員等の実数を記載すること。 

(3) ④欄には変更後の当該供給対象組合員等について、(2)に従い記載すること。 

(4) ⑤欄には、当該供給職種の変更に伴う供給先の確保に関する具体的計画及びその方法等について

記載すること。 
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（４）変更の届出手続 
イ 変更の届出は、（３）に定める変更届出書及び変更届出関係添付書類を、変更を行った日後 10

日以内に労働組合等の労働者供給事業を行う主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局

に、当該労働組合等が提出することによって行うものとする。 

ロ イの届出の提出を受けた都道府県労働局は、変更届出関係書類について、確認、調査等を行う

ものとする。この場合、変更事項の内容についての確認書を作成することは必要ないが、添付書

類及び関係帳簿により、当該変更事項について所要の確認、調査等を行うものとする。 
ハ 厚生労働大臣は、許可証書換申請書の送付を受けた場合は、当該内容を確認の上、速やかに、

許可証を作成し都道府県労働局を経由して当該変更届出者に交付するものとする。 
 
 
５ 許可証の取扱い 
（１）許可証の備え付け及び提示 

イ 労働組合等が労働者供給事業の許可を受けた場合は、交付を受けた許可証を当該労働組合等の

事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときは、これを提示するものとする。 
ロ 「関係者」とは、当該労働組合等から組合員等の供給を受けているもの若しくは受けようとす

る者、又は当該労働組合等の供給の対象となっている組合員等若しくは供給の対象となろうとす

る組合員など、当該労働組合員等が適切に労働者供給事業を運営しているか否かにつき利害関係

を有すると認められる者すべてを含むものである。 
 
（２）許可証の再交付手続 

イ 許可証の交付を受けた労働組合等が、許可証を亡失し、又は許可証を滅失したときは、速やか

に、労働者供給事業許可証再交付申請書（様式第 11 号。以下「許可証再交付申請書」という。）

を当該労働組合等の労働者供給事業を行う主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を

経て厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けるものとする。 
ロ 「亡失」とは許可証を無くすことであり、「滅失」とは許可証が物理的存在を失うことである。

なお、「き損」した場合も、その程度が重大なものについては、「滅失」したものとして取り扱う

ものとする。 
ハ 許可証再交付申請書の様式及びその記載要領は、次のとおりとする。 
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様式第 11号 
（日本工業規格Ａ列４） 

労働者供給事業許可証再交付申請書 
 

  ※再交付 

書 換  年月日 

 

年  月  日 

① 

許 可 番 号 

 ② 

許可年月日 

 

年  月  日 

③ 

労働組合等の名称 

   

④ 

労 働 組 合 等 の 

事務所の所在地 

   

⑤ 

労 働 組 合 等 の 

代 表 者 の 氏 名 

   

⑥ 

再 交 付 を 申 請 

す る 理 由 

   

⑦ 
 
 
備 考 

   

 

上記のとおり許可証の再交付を申請します。 

 年   月   日 

 

 

 申 請 者 印 

 

 

厚 生 労 働 大 臣   殿 

 

（記載要領） 

 申請者の欄については、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
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（３）許可証の返納手続 

許可証の交付を受けた労働組合等は、次のいずれかに該当することとなったときは、当該事実の

あった日の翌日から起算して 10 日以内に許可証（③の場合には、発見し、又は回復した許可証）

を当該労働組合等の労働者供給事業を行う主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経て厚生労

働大臣に返納するものとする。 
① 許可が取り消されたとき 
② 許可の有効期間が満了したとき 
③ 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、また回復したとき 
④ 許可証の書換を受けたとき 
⑤ 労働者供給事業を廃止したとき 
 

６ 廃止の届出手続 
（１）廃止の届出 

イ 法第 45 条の許可を受けて無料の労働者供給事業を行う労働組合等が、その事業を廃止したと

きは、当該労働組合等の労働者供給事業を行う主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局

長に届け出なければならない。 

ロ イの届出は、その事業を廃止した日から 10日以内に、文書によって、主たる事務所の所在地を

管轄する都道府県労働局長を経由して行わなければならない（則第 38 条第２項）。 
ハ ロの届出を受けた都道府県労働局長は、速やかに、これを厚生労働大臣に送付しなければなら

ない。 
 
（２）廃止届出関係書類 

労働者供給事業の廃止に伴う届出関係書類は、労働者供給事業廃止届出書（様式第 12 号。以下

「廃止届出書」という。）とし、その様式及び記載要領は次のとおりとする。 
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様式第 12 号 
（日本工業規格Ａ列４） 

労働者供給事業廃止届出書 
 
 
申 請 者 

①労働組合等 
の名称 

 ④ 
許可年月日 

 
年  月  日 

②労働組合等
の事務所の 
所在地 

 ⑤ 
更新年月日 

 
年  月  日 

③所属上部団体

等 の 名 称 
 ⑥ 

廃止年月日 
 
年  月  日 

⑦ 
労供事業所の 

名称及び所在地 

    
    
    
    
    

⑧ 
廃 止 事 由 

 

⑨ 
備 考 

 

 

職業安定法第 47条及び同法施行規則第 32 条６項の規定により、上記のとおり届けます。 
 年  月  日 

 届出者 印 
 
都 道 府 県 労 働 局 長   殿 

 
（記載要領） 

（１） ①欄には、当該届出書を提出する労働組合等の名称を、②欄には、当該労働組合等の事務所の

所在地を、③欄には、当該労働組合等の上部組織の名称を、④欄には許可を受けた年月日を、⑤

欄には、直近の許可の有効期間の更新許可年月日を、⑥欄には廃止した年月日を、それぞれ記載

すること。 
（２） ⑦欄には、当該労働組合等のすべての労供事業所の名称と所在地を、⑧欄には、廃止の事由を

記載すること。 
なお、⑦欄については、記載欄が足りない場合、別葉に当該事項を記載の上、添付すること。 

（３） ⑨欄には、供給対象となっていた当該組合員等について、就労に係る今後の措置について、具

体的に記載すること。 
（４） 届出者欄には、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
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（３）廃止の届出手続 

イ 許可を受けて無料の労働者供給事業を行っている労働組合等が、当該事業を廃止したときは、

当該廃止した日から 10 日以内に当該労働組合等の労働者供給事業を行う主たる事務所の所在

地を管轄する都道府県労働局に、廃止届出書を提出するものとする。 

ロ 都道府県労働局長は、廃止届出書の受理に当たっては、所要事項を確認し、労働者供給事業

廃止確認書（様式第 13 号。以下「廃止確認書」という。）を作成するとともに、処理台帳に所

要事項を記載の上、当該廃止確認書を添えて、速やかに、厚生労働大臣あてに送付するものと

する。 

ハ 確認に当たっては、特に、当該廃止に伴う組合員等の就労についての対策、具体的計画につ

いて、詳細に検討を加えること。また、所要の指導援助を行うものとする。 
   ニ 廃止確認書の様式及びその記載要領は、次のとおりとする。 
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様式第 13 号 
（日本工業規格Ａ列４） 

労働者供給事業廃止確認書 
 
 

申
請
者 

労働組合等 
の 名 称 

 

確
認
者 

都 道 府 県 
労 働 局 名 

 

代 表 者 
の 氏 名 

 作 成 
年 月 日 

年 月 日 

１ 廃止事由 
 
 
 
２ 廃止に伴う供給対象組合員等に対する措置等 
 
 
 
３ 都道府県労働局の措置等 
 
 
 
 
 
（記載要領） 

（１） ２については、当該労働組合等の供給事業の廃止に伴う供給対象組合員等の今後における就労

対策等についての方針及び具体的対策について確認の上、記載すること。 
（２） ３については、都道府県労働局における就労対策等について記載すること。 
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７ 書類の提出の経由及び提出部数 
（１）書類の経由 

労働者供給事業に関して厚生労働大臣に提出する書類は、労働者供給事業に係る主たる事業所の

所在地を管轄する都道府県労働局長を経て提出するものとする（則第 38条第２項）。 

 

（２）提出部数 

労働者供給事業に関して厚生労働大臣に提出する書類は、正本にその写し２部（関係添付書類に

ついては、１部）を添えて提出しなければならない（則第 38 条第３項）。 
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第３ 労働者供給事業の事業運営 
 
１ 概要 

労働者供給事業は原則的に禁止されているが、労働組合法による労働組合等（第１の２の（２）参

照）が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合に認められているものであり、当該事業の運営は、

適正に行われることが必要である。このため、法及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行

う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする

者等が均等待遇、労働条件の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容

の的確な表示、労働者の募集を行う者の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するた

めの指針（平成 11 年労働省告示第 141 号。以下、「指針」という。）」等により、適切な事業運営のた

めに遵守すべき原則が定められている。 
労働者供給事業を行う労働組合等及び供給を受ける事業所等が遵守しなければならない原則は、次

のとおりである。 
 
２ 労働者供給事業の事業所運営の原則 
（１）法第３条に関する事項（均等待遇）（指針第２参照） 

イ 差別的な取扱いの禁止 
労働者供給事業者は、全ての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務に

ついて人種、国籍、信条、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理

由として、差別的な取扱いをしてはならないものであること。 

また、労働者供給事業者は、供給される労働者が法第 48 条の４第 1 項に基づく厚生労働大臣

に対する申告を行ったことを理由として、差別的な取扱をしてはならないこと。 

さらに、法第３条の趣旨にかんがみ年齢による不合理な差別的労働者供給は不適当である旨、

周知及び指導に努めること。 

なお、このような差別的取扱いに対し、厚生労働大臣が法第 48 条の２に基づく指導、助言を

行うことができるのは当然であるので、その旨留意すること。 
ロ 労働者供給に関する男女の均等な機会の確保 

労働者供給事業者が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和 47 年法律第 113 号）第５条の規定に違反する内容の供給の申込みを受理し、また当該供

給先に対して労働者の供給を行うことは法第３条の趣旨に反するものであること。 
 

（２）法第５条の３に関する事項（労働条件等の明示）（指針第３参照） 

イ 法第５条の３の規定に基づき、労働者供給事業者が供給される労働者に対して行う労働条件等

の明示及び労働者供給を受けようとする者が労働者供給事業者に対して行う労働条件等の明示

は、いずれも次に掲げる事項が明らかとなる書面の交付又は電子メール（労働者が電子メールに

よることを希望した場合に限る）による必要があること（則第４条の２第２項）。ただし、（リ）

については、労働者を派遣労働者（労働者派遣法第２条第２号に規定する派遣労働者をいう。以

下同じ。）として雇用しようとする者に限る。 
この場合の「書面」とは、直接書面を交付する方法や郵送により交付する方法をいい、ＦＡＸ

等は該当しないものであること。 
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（イ） 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項 
（ロ） 労働契約の期間に関する事項（期間の定めの有無、期間の定めがあるときはその期間） 
（ハ） 試みの使用期間（以下「試用期間」という。）に関する事項 （試用期間の有無、試用期 

間があるときはその期間）（ニ）就業の場所に関する事項 
（ホ） 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項 
（ヘ） 賃金（臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第８条各号に掲げる賃金を除

く。）の額に関する事項 
（ト） 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法によ

る労働者災害補償保険、雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項 
(チ) 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 

(リ) 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨 

 
ロ 労働者供給事業者は、供給される労働者に対して従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間そ

の他の労働条件（以下「従事すべき業務の内容等」という。）を可能な限り速やかに明示するし

なければならないこと。また、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、従

事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによらなければならないこ

と。 
（イ） 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。 
（ロ） 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働、休憩時間、休日 

等について明示すること。また、労働基準法（昭和 22年法律第 49 号）に基づき、裁量労働 

制が適用されることとなる場合には、その旨を明示すること。 

※ 労働基準法第 38条の３第１項の規定により同項第２号に掲げる時間労働したものとみ

なす場合又は労働基準法第 38条の４第１項の規定により、同項第３号に掲げる時間労

働したものとみなす場合。 

（ハ） 賃金に関しては、賃金形態（月給、日給、時給等の区分）、基本給、定額的に支払われ

る手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。また、一定時間分の時間

外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする労働契約を締

結する仕組みを採用する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、

休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金（以下この（ハ）において「固

定残業代」という。）に係る計算方法（固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間

数（以下この（ハ）において「固定残業時間」という。）及び金額を明らかにするものに

限る。）、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労

働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うこと等を明示すること。 

（ニ） 期間の定めのある労働契約を締結しようとする場合は、当該契約が試用期間の性質を有す

るものであっても、当該試用期間の終了後の従事すべき業務の内容等ではなく、当該試用期

間に係る従事すべき業務の内容等を明示すること。 
ハ 労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、従事すべき業務の内容等を明示

するに当たっては、次に掲げるところによるべきであること。 

（イ） 原則として、供給される労働者と最初に接触する時点までに従事すべき業務の内容等

を明示すること。なお、ロ（ロ）後段の裁量労働制及びロ（ハ）後段の固定残業代に係

る内容の明示については、特に留意すること。 
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「最初に接触する時点」とは、面接、メール、電話などにより、労働者供給事業者と供

給される労働者との間で意思疎通（面接の日程調整に関する連絡等を除く。）が発生す

る時点をいうものであること。 

（ロ） 従事すべき業務の内容等の事項の一部をやむを得ず別途明示することとするときは、 

その旨を併せて明示すること。 

  ニ 労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、従事すべき業務の内容等を明

示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮すること。 

（イ） 供給される労働者に具体的に理解されるものとなるよう、従事すべき業務の内容等の水準

、範囲等を可能な限り限定すること。 

（ロ） 供給される労働者が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体 

的かつ詳細に明示すること。 

（ハ） 明示する従事すべき業務の内容等が労働契約締結時の従事すべき業務の内容等と異なるこ

ととなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、従事すべき業務の内容等

が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた労働者に速やかに知

らせること。 

 

（３）労働者供給を受けようとする者による労働条件等の変更等に係る明示 

  イ 労働者供給を受けようとする者（供給される労働者を雇用する場合に限る。以下同じ。）

は、供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であって、当該供給される労働

者に対して法第５条の３条第１項の規定により明示された従事すべき業務の内容等（以下

「第１項明示」という。）を変更し、特定し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事

すべき業務の内容等を追加する場合には、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当

該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等（以下「変更内容等」

という。）を明示（以下「変更等明示」という。）しなければならないこと。明示の方法

は、書面の交付の方法又は電子メールを利用する方法により行う必要がある。（詳細については、

（２）イ参照。） 

    従事すべき業務の内容等の「特定」とは、第１項明示を一定の範囲を示すことにより行 

っていた場合に、労働契約を締結しようとする際に内容を確定させることをいうものであ 

る。 

    例えば、第１項明示において、「月給 20 万円～25 万円」と示し、労働契約を締結しよう 

とする際に「20 万円」に確定する場合などが「特定」に該当する。 

    また、第１項明示において、複数の選択肢や制度適用の可能性がある旨示していた場合 

（例：就業場所はＡ事業所又はＢ事業所、Ａ事業所の場合には裁量労働制の対象業務）にお 

いて、労働契約を締結しようとする際に内容を確定した場合（就業場所はＡ事業所、裁量労

働制の対象業務）などについても「特定」に該当する。 

    なお、法第５条の３第１項の規定に基づく明示について、（２）ロ（ロ）により、従事

すべき業務の内容等の事項の一部（以下このイにおいて、「当初明示事項」という。）が

明示され、別途、当初明示事項以外の従事すべき業務の内容等の事項が明示された場合は、

当初明示事項を第１項明示として取り扱うこと。 

  ロ 労働者供給を受けようとする者は、変更等明示を行うに当たっては、供給される労働者が変更

内容等を十分に理解することができるよう、適切な明示方法をとらなければならないこと。その
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際、次の（イ）の方法によることが望ましいものであるが、次の（ロ）などの方法によることも

可能であること。 

（イ） 第１項明示と変更内容等とを対照することができる書面を交付すること。 

（ロ） 労働基準法第 15条第１項の規定に基づき交付される書面において、変更内容等に下線を

引き、若しくは着色し、又は変更内容等を注記すること。なお、第１項明示の一部の事項

を削除する場合にあっては、削除される前の当該従事すべき業務の内容等も併せて記載す

ること。 

  ハ 労働者供給を受けようとする者は、締結しようとする労働契約に係る従事すべき業務の内容等

の調整が終了した後、当該労働契約を締結するかどうか供給される労働者が考える時間が確保さ

れるよう、可能な限り速やかに変更等明示を行うこと。また、変更等明示を受けた供給される労

働者から、第１項明示を変更し、特定し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事すべき業務

の内容等を追加する理由等について質問された場合には、適切に説明すること。 

ニ  第１項明示は、そのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、

第１項明示を安易に変更し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追

加してはならないこと。 

ホ 学校卒業見込者等（青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）第 11 条に

規定する学校卒業見込者等をいう。以下このホにおいて同じ。）については、特に配慮が必要で

あることから、第１項明示を変更し、削除し、又は第１項明示に含まれない従事すべき業務の内

容等を追加すること（（２）ロ（ロ）により、従事すべき業務の内容等の一部をやむを得ず別途

明示することとした場合において、当該別途明示することとされた事項を追加することを除く。）

は不適切であること。また、原則として、学校卒業見込者等については、採用内定時に労働契約

が成立する場合には、採用内定時までに、法第５条の３第１項の明示及び変更等明示が書面によ

り行われるべきであること。 

  ヘ 法第５条の３第１項の規定に基づく明示が法の規定に抵触するものであった場合、変更等明示

を行ったとしても、同項の規定に基づく明示が適切であったとみなされるものではないこと。 

ト 労働者供給を受けようとする者は、第１項明示を変更し、削除し、又は第１項明示に含まれな

い従事すべき業務の内容等を追加した場合において、当該変更し、削除し、又は追加した業務の

内容等により引き続き労働者供給を受けようとする場合は、供給される労働者が従事すべき業務

の内容等を記載した書面の内容を検証し、修正等を行うべきであること。 

 
（４） 試用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間終了後の従事すべき業務の内容等が異な 

る場合の取扱い 

（２）及び（３）において、試用期間中と試用期間終了後の従事すべき業務の内容等が異な

るときは、それぞれの従事すべき業務の内容等を示すことにより行わなければならないこと。 

 
(５) 記録の保存 

   労働者供給を受けようとする者は、供給される労働者に対して法第５条の３第１項の規定により 

明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る労働者供給が終了する日（当 

該明示に係る労働者供給が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあ 

っては、当該明示に係る労働契約を締結する日）までの間保存しなければならない。 
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（６）法第５条の４に関する事項（供給される労働者の個人情報の取扱い）等（指針第４参照） 

イ 個人情報の収集、保管及び使用 
（イ） 労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者（以下「労働者供給事業者等」とい

う。）は、その業務の目的の範囲内で供給される労働者の個人情報（イ及びロにおいて単に「個

人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。た

だし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的達成に不可欠であって、収集

目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。 
① 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのあ

る事項 
② 思想及び信条 
③ 労働組合の加入状況 

①から③については、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当する。 
（ａ）①関係 

ⅰ 家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切

に実施するために必要なものを除く。） 
ⅱ 容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報 

（ｂ）②関係  人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書 
（ｃ）③関係  労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報 
「業務の目的の達成に必要な範囲」については、例えば求職者の希望職種、希望勤務地、希

望賃金、有する能力・資格など適切な供給先を選定する上で必要な情報がこれに当たるもので

ある。 
（ロ） 労働者供給事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人同意

の下で本人以外のものから収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。 
（ハ） 労働者供給事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校若しくは義務教育学校

の新規卒業予定者等から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（全国

高等学校統一応募用紙又は職業相談票（乙））により提出を求めることが必要であること。 
（ニ） 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは

使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでな

いこと。 
    他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場

合を除き、「労働者供給業務（供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従

事させる業務（労働者派遣法第２条第１号に規定する労働者派遣に該当するものを含まな

い。）」として利用目的を特定すべきものであり、その変更も基本的に想定されないものであ

ること。 

なお、法及び指針においては、法第５条の４第１項ただし書及び指針第４の１の（４）の

ただし書に該当する場合は、労働者供給事業の実施に伴い収集等される供給される労働者の

個人情報の労働者供給業務以外の目的での利用も可能となっているが、この場合にあっても、

その利用目的をできる限り特定する必要があること。 
労働者供給に係る応募票等により直接当該本人から個人情報を取得する場合については、

当該個人情報が労働者供給業務に利用されることが明らかであることから、個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）第 18 条第４項に
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規定する「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するもの

として、同条第１項及び第２項の利用目的の通知等の対象となるものではないこと。一方、

アンケート調査票に記載された個人情報を労働者供給業務に利用する場合にあっては、「取得

の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するものではなく、利用

目的の通知等が必要となるものであること。 

ただし、トラブル防止等の観点からは、労働者供給に係る応募票、アンケート調査票等本

人から直接個人情報を取得する書面には、当該書面により取得される個人情報の利用目的を

併せて記載する等により、当該利用目的が明示されるようにしておくことが望ましいもので

あること。 

供給先に対して供給される労働者の個人データを示す行為は、「第三者提供」に該当するも

のであること。また、同一労働組合内での他支部等への個人データの提供は、「第三者提供」

に該当しないが、同一の上部団体に加盟する労働組合間等での個人データの交換については、

「第三者提供」に該当するものであること。 
 
ロ 個人情報の適正管理 
（イ） 労働者供給事業者等は、その保管又は使用にかかわる個人情報に関し、次の事項に係る適

切な措置を講ずるとともに、供給される労働者からの求めに応じ、当該措置の内容を説明し

なければならないこと。 
① 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 
② 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置 
③ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置 
④ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置 

（ロ） 労働者供給事業者等が、供給される労働者の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、

当該個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければ

ならないこと。 
「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般

に知られていない事実であって（非公知性）、他人に知られないことにつき本人が相当の利益

を有すると客観的に認められる事実（要保護性）をいうものである。具体的には、本籍地、出

身地、支持・加入政党、政治運動暦、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たりう

る。 
（ハ） 労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報の適正管理に関する規程を作成し、

これを遵守しなければならない。 
① 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項 
② 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項 
③ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下同じ。）の取扱い

に関する事項 
④ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項 
・ ③において開示しないこととする個人情報とは、当該個人に対する評価に関する情報が

考えられる。 
・ ④として苦情処理の担当者等取扱責任者を定めることが必要である。 

（ニ） 労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当
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該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。 
ハ 個人情報の保護に関する法律の遵守 

労働者供給事業者等は、個人情報保護法第２条第５項に規定する個人情報取扱事業者（以下「個

人情報取扱事業者」という。）に該当する場合には、同法第４章第１節に規定する義務を遵守し

なければならないこと。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱

事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めること。 
なお、個人情報保護法を踏まえて、労働者供給事業者が講ずべき措置等は、第６によること。 

 
（７） 苦情処理に関する事項（指針第７の６参照） 

イ 労働者供給事業者は、供給される労働者、供給先からの苦情について、あらかじめ苦情相談の

窓口、苦情の対応方法等を明確にするとともに、苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容、対応

の経過等について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度記録すること等により適

切かつ迅速に対応を図ること。 
ロ 労働者供給事業者は、供給される労働者、供給先からの苦情について、苦情の具体的な内容及

び具体的な問題点の把握に努めるとともに、供給先等関係者との連携の下に、適切かつ迅速に対

応を図ること。 
ハ 労働者供給事業者は、関係法令に照らし違法又は不法な内容を含む苦情等専門的な相談援助を

必要とする苦情について、関係行政機関等との連携の下に、適切かつ迅速に対応すること。 
ニ 労働者供給事業者は、労働者供給事業者の事務所の労働者供給等に関する苦情の申出先として、

知識・経験を有する団体の名称・所在地・電話番号についても、その事業所内の一般の閲覧に便

利な場所に掲示するとともに、パンフレット等を活用して周知に努めること。 
ホ 労働者供給事業者は、供給される労働者、供給先から苦情の申出を受けた管轄安定所、専門的

な相談援助を行うことができる知識・経験を有する団体等から苦情に関する連絡を受けた場合に

は、供給される労働者、供給先から直接苦情を受けた場合と同様に、適切かつ迅速に対応するこ

と。 
ヘ 労働者供給事業者は、適切かつ迅速に苦情処理を行うことができるよう、関係法令、苦情処理

の具体例等苦情処理に必要な知識・情報の収集に努めるとともに、苦情処理を行った場合には、

当該苦情処理の対応の内容や問題点について整理し、その後の苦情処理への対応に活用するよう

努めること。また、苦情に対応した場合には、守秘義務等に配慮をした上で、苦情を申し出た者

に対して、適切に結果についての報告等を行うこと。 
 

（８）年齢制限の禁止に関する取組 
イ 雇用対策法（昭和 41 年法律第 132 号。以下「雇対法」という。）第 10 条により、労働者の

募集及び採用について年齢制限を禁止することが義務化されているが、同法施行規則第１条の

３第１項により、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合が規定されている。 

ロ 労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則（昭和 46 年労働省

令第 24 号）第６条の５第２項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68 号。以下「高齢法」という。）第 20 条第１項に規定

する理由の提示を受けたときは、当該理由を供給される労働者に対して、適切に提示しなけれ

ばならないものである（指針第３の４）。 

  ただし、労働者供給事業者が、年齢制限を行う供給の申込みの内容について、刊行物に掲載
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する広告その他これに類する方法により掲示する場合等において、あらかじめ当該広告等に当

該理由を提示することが困難なときは、高齢法施行規則第６条の５第３項の規定に準じて、当

該労働者供給事業者は、供給される労働者の求めに応じて、遅滞なく書面の交付、電子メール

又はＦＡＸの送信、ホームページへの掲示等により当該理由を示すことができること。また、

供給される労働者に対して提示する供給の申込みの内容を記載又は記録した書面又は電磁的

記録がない場合においても、上記と同様の方法により当該理由を示すことができるものとされ

ていること。 
ハ イ及びロの趣旨に沿った事業運営を行うため、労働者供給事業者は、以下の措置を講ずべき

こと（労働者供給事業者の講ずべき措置）。 
イの趣旨に沿った事業運営を行うため、労働者供給事業者は、以下の措置を講ずべきこと。 

（イ）供給申込書等の整備 
労働者供給事業者が用いる供給申込書等について、年齢制限の理由を記載することが可能

な欄を設ける等所要の整備を図ること（特記事項欄等の活用でも差し支えない。）。 
（ロ）供給の申込みへの対応 

年齢制限を行う供給の申込みがあった場合は、次に掲げる措置を講ずること。 
① 内容の確認等 

当該供給の申込みの内容が雇対法第 10 条及び高齢法第 20 条第１項に違反するものでな

いか必要な確認をすること。 
なお、年齢制限を行う理由については、雇対法施行規則第１条の３第１項各号において

定められた例外事由であることが必要であること。 
また、高齢法第 20 条の趣旨にかんがみ、年齢制限を行う事業主（労働者供給を受けよう

とする者）は、雇対法施行規則第１条の３第１項各号に列挙されたいずれかの場合に該当

することを単に示す（対応する条文を記載する等）だけではなく、当該労働者の募集及び

採用にあたって年齢制限を行う具体的な理由を示す必要があることに留意すること。この

ため、労働者供給事業者にあっては、年齢制限を行う当該事業主に対し具体的な理由を示

すよう求めること。 
事業主（労働者供給を受けようとする者）が提示した理由が雇対法施行規則第１条の３

第１項各号に該当するか否か不明である場合は、管轄の公共職業安定所に対して照会する

こと。 

② 雇対法第 10 条又は高齢法第 20 条第１項違反の供給の申込みへの対応 

（ａ） 当該供給の申込みの内容が雇対法第 10 条若しくは高齢法第 20 条第１項に違反するも

のであることが疑われる場合又は違反するものであると認められる場合は、当該供給の

申込みの受理を行わず、当該事業主に対して、雇対法第 10 条及び高齢法第 20 条の趣旨

を説明し、当該供給の申込みの内容を是正するよう働きかけを行うこと。 

（ｂ） （ａ）の働きかけにもかかわらず、当該供給の申込みの内容が是正されない場合には、

当該供給の申込みの受理を行わず、様式第 19 号「年齢制限求人に係る情報提供」により

管轄の公共職業安定所に対して情報提供を行うこと。 

なお、この場合における労働者供給事業者からの公共職業安定所に対する情報提供は、

雇対法第 10 条又は高齢法第 20条の趣旨を確保するために行うものであることから、職業

安定法第 51 条第１項の正当な理由がある場合に該当するものである。また、個人情報保

護法第 23 条第１項第４号の「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が
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法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意

を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」にも該当するもの

であること。 
  （ｃ） 上記（ｂ）の情報提供を行った場合、公共職業安定所から「勧告等結果報告書」若し

くは「是正結果報告書」の提供が行われるので、これらに基づいて適切に対応すること。 
③ 雇対法施行規則第１条の３第２項への対応 

雇対法施行規則第１条の３第２項の趣旨に基づき、募集及び採用に係る職務の内容、当該

職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など、労働者が

応募するにあたり求められる事項をできる限り明示すること。 
（ハ）都道府県労働局需給調整事業担当部局における対応 

都道府県労働局需給調整事業担当部局においては、これらの対応について労働者供給事業

者等からの相談があった場合には、適正な事業運営のための助言、援助等を行うこと。 
（ニ）職業安定法に基づく労働者供給事業者に対する指導等 

労働者の供給の申込みについて、労働者供給事業者が（ロ）の措置等を適切に講ずること

なく、当該供給の申込みを受理し、労働者供給を行っている場合には、法第 48 条の２の指

導及び助言の対象となりうるものであること。 

また、事業主が雇対法第 10 条及び高齢法第 20 条第１項に基づく労働者供給の申込みをし

ているのにもかかわらず、労働者供給事業者が当該年齢制限の理由を供給される労働者に対

して適切に提示していない場合や、これらの規定に違反する内容の労働者供給について、労

働者供給事業者が、年齢制限の理由の提示を行わない供給の申込みについて繰り返し受理し、

供給を行う等悪質な場合については、法第 48条の２の指導及び助言、法第 48 条の３の改善

命令、法第 46条において準用する法第 41 条第１項の許可の取り消し又は事業停止命令の対

象となるものであること。 

 
 以上の内容については、周知、指導の徹底を図ること。 

 
（９）法 45 条の２に関する事項（労働者供給事業者の責務） 

   労働者供給事業者は、当該事業の運営に当たっては、その改善向上を図るために次に掲げる事項

に係る措置を講ずる必要があること。 

イ 労働者供給事業者は、供給される労働者に対し、供給される労働者でなくなる自由を保障しな

ければならないこと。 

ロ 労働者供給事業者は、労働組合法第５条第２項各号に掲げる規定を含む労働組合の規約を定め

、これを遵守する等、民主的な方法により運営しなければならないこと。 

ハ 労働者供給事業者は、無料で労働者供給事業を行わなければならないこと。 

ニ 労働者供給事業者は、供給される労働者から過度に高額な組合費を徴収してはならないこと。 

ホ 労働者供給事業者は、供給される労働者の就業の状況等を踏まえ、労働者供給事業者又は労働

者供給を受ける者が社会保険及び労働保険の適用手続を適切に進めるように管理すること。 

ヘ 労働者供給事業者は、職業安定機関、特定地方公共団体等と連携を図りつつ、当該事業に係る

供給される労働者からの苦情に迅速、適切に対応することとし、そのための体制の整備及び改善

向上に努めること。 
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３ その他 
（１）法第２条に関する事項（職業選択の自由） 

職業選択の自由は、憲法第 22 条において保障され法においても特に原則的事項として規定して

いるので、許可を受けて労働組合等が行う労働者供給事業についても適用されるものである。 
したがって、公共の福祉に反しないかぎり、労働組合等が労働者を供給するに際し、供給される

組合員等に対し、強制したり、又は命令するなどの行為によって職業選択の自由を制限してはなら

ないこと。 
 

（２）法第 46条において準用する法第 20 条に関する事項（労働争議に対する不介入） 

労働組合等が労働者供給事業を行うに当たっては、他の労働組合の労働争議に対しては、中立の

立場を堅持し、労働争議の自主的な解決を妨げるような供給申込みに対して供給してはならないも

のである。 
したがって、労働組合等は、公共職業安定所又は関係労働委員会等からの情報の提供等によって、

同盟罷業又は作業所閉鎖に至るおそれの多い争議が発生しており、かつ組合員等を無制限に供給す

ることによって労働争議の解決が妨げられるような事業所等を把握した場合は、当該事業所との間

に締結されている供給契約にかかわらず、組合員等を供給してはならない。 
ただし、その労働争議の発生前通常その事業所に使用されていた労働者の員数を維持するために

必要な限度まで組合員等を供給することは差し支えない。 
 
（３）その他 

その他に次のような点に留意した自主的かつ円滑な事業運営を行うことが望ましい。 
イ 適格な供給 

労働者供給事業を行う労働組合等は、供給対象組合員等の職種別及び地域別構成、技能程度等

を十分に掌握し、確実、かつ適格な供給を行うこと。 
ロ 均等公平な供給機会の付与 

労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給を行うに際し、その供給対象組合員等に対し

て、その能力に応じ、均等公平な供給の機会を付与すること。（特に就労の機会が少ないときは、

輪番制を実施する等の方法によって、極力就労機会の均等、公平化を図るようにすること。） 
ハ 組合員等以外の供給禁止 

労働者供給事業を行う労働組合等は、組合員等以外の者を供給してはならない。 
したがって、単に供給のために組合員等の名義を付与して、この制限を免れようとすることは

あってはならず、名実共に組合員等としての資格要件を備えている者のみに限定すべきであるこ

と。 
ニ 民主的運営の確保 

労働組合等が労働者供給事業を行うに当たっては、民主的運営を確保しなければならないこと。

特に労働者の供給業務に携わる役職員の人選、労働者供給事業に関する規程の作成、供給契約の

締結等に当たっては、特に慎重を期し、供給される組合員等の総意ができる限り反映される方法

によって行うべきこと。 
ニ 供給に関する供給契約の締結 

労働組合等は、原則として供給に関する供給契約が締結されていない供給先に組合員等を供給

してはならない。 
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したがって、供給契約が失効し供給先がはなはだしく減少したような場合には、事実上事業の

運営が困難となるから、供給先の開拓、供給契約の更改又は新規供給契約の締結等の活動を活発

に行わなければならないこと。 
ただし、個人、小店舗等及び臨時的不特定な供給先に供給することを常態とする職種等の組合

員等を専ら供給する労働組合等について、事実上、供給契約を締結することが困難である場合は、

この限りでないこと。 
ホ 請負事業の禁止 

労働組合等は、労働者供給事業として請負契約による請負事業を行ってはならない。これは、

労働組合等が労働者供給事業の名の下に、専ら当該組合員等を使用して、自ら事業を行うことに

より一個の企業体的性格の団体となり、ひいては、労働組合等の本質を逸脱することを防止する

趣旨である。 
ヘ 就労機会の確保等の努力 

就労の機会確保及び不就労者に対する当該機会確保等の努力を行うこと。すなわち、労働者供

給事業を行う労働組合等は、供給対象組合員等に対して十分な就労の機会を与えるように絶えず

努力すべきことはもちろん、不就労者がある場合には、公共職業安定所と、その利用についてあ

らかじめ十分な連絡をとっておき、職業紹介、雇用保険等を利用しようとする組合員に十分の利

便を与えるようにしなければならないこと。 
ト 供給先の開拓等に係る関係機関との連携 

労働者供給事業を行う労働組合等は、供給先の開拓及び供給に当たっては、公共職業安定所等

の求人開拓、又は職業紹介関係業務との調整を図り、絶えずこれと緊密な連携を保つよう努める

こと。 
チ 供給先事業所等の実態把握 

労働者供給事業を行う労働組合等は、組合員等の供給に当たって、供給先及び直接その組合員

等を使用する者の実態を十分精査し、違法に労働者を使用する者等に対して組合員等を供給しな

いよう配慮すること。 
 

４ 帳簿書類の備え付け 
（１）帳簿書類の種類 

労働者供給事業を円滑適正に運営するため、当該事業所に必ず次に示す帳簿書類を備え付けてお

き、変更等の都度、遅滞なく加除訂正等の整理を行い、絶えず検討を加えていくことが必要である

（則第 32条第７項）。 

① 事業運営規程（任意様式） 

② 組合員等名簿（様式第 14号） 

③ 供給先事業所台帳（様式第 15号） 

④ 経費収支に関する帳簿 

⑤ 供給申込受付簿（様式第 16 号） 

⑥ 組合員等供給就労簿（様式第 17 号） 
 

（２）事業運営規程 

イ 事業運営規程は、事業を運営していく上での指針となるものであるから、実際に業務に携わる

職員をはじめ、供給を受ける組合員等にも十分その趣旨を徹底し、随時閲覧し得るようにしてお
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くこと。 
ロ 労働者供給事業を行う労働組合等は、職業安定法第２条（職業選択の自由）、第３条（均等待

遇）、第５条の３（労働条件等の明示）、第５条の４（供給される労働者の個人情報の取扱い）、

第 45条の２（労働者供給事業者の責務）、第 46 条において準用する第 20条（労働争議への不介

入）、第 51 条（秘密を守る義務）の内容を含む事業運営規程を作成し計画的かつ秩序ある運営を

行うこと。 
ハ 事業運営規程については、第２の２の（２）のハの（へ）参照のこと。 
 

（３）その他の帳簿書類 

イ 組合員等名簿書類 
組合員等名簿は、少なくとも当該事業において取り扱う供給対象組合員等、及びその他の組合

員等について、様式第 14号により作成し、常に、その現況を明らかにしておくものである。 

ロ 供給先事業所台帳 

供給先事業所台帳は、少なくとも、常時、組合員等を供給する事業所について、様式第 15 号

により作成し、供給先事業所の実態を明確に把握しておくためのものである。 

ハ 経費収支に関する帳簿 

経費収支に関する帳簿としては、「組合費の徴収に関する帳簿」及び「金銭出納簿」等を適宜

の帳簿様式を用いて作成するものである。 

要するに、労働者供給事業の運営に要する経費について、収入と支出が費目別、日付別に明瞭

に記載され、当該労働組合等の会計監査機関によって所定の監査が行われていることが必要であ

る。 

ニ 供給申込受付簿 

供給申込受付簿は、様式第 16 号によって作成し、供給の申込みを受けた場合に、その内容を

記録するとともに、その処理状況をも記入しておくものである。 

ホ 組合員等供給就労簿 

組合員等供給就労簿は、個々の供給対象組合員等について、その供給就労月日、及び供給就労

先を明らかに記録しておくものである。その様式は、概ね様式第 17 号を参考に作成するものと

する。 
 

（４）帳簿書類の様式 

（１）の②、③、⑤及び⑥の書類については様式が定められているが、記載項目については、す

べて記載したものであれば、任意の様式によることも差し支えない。 
   なお、書面によらず電磁的記録により帳簿書類の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたフ

ァイルに記録する方法又は磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製する方

法により作成を行わなければならない。 
   また、書面によらず電磁的記録により帳簿書類の備付けを行う場合は、次のいずれかの方法によ

って行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ

整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしな

ければならない。 
  イ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製
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するファイルにより保存する方法 
  ロ 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読みとっ

てできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製する

ファイルにより保存する方法 
  さらに、電磁的記録により帳簿書類の備付けをしている場合において、帳簿書類を閲覧に供する

ときは、当該事業所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該電磁的記録に記録された

事項を出力した書類により行わなければならない。 
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様式 14 号 
（日本工業規格Ａ列４） 

組合員等名簿 
 

（労働組合等名称）           
① 
整理番号 

② 
氏名 

③ 
年齢 

④ 
役職名 

⑤ 
職種 

⑥ 
技能程度 

⑦ 
住所 

⑧ 
組合等加

入年月日 

⑨ 
備考 

         
         
         
         
         
         
 
（記載要領） 

（１） 組合員等名簿については、常時供給対象となる組合員等と、その他の組合員等とをできる限り

区分して、別葉に作成することが望ましい。 
（２） ①欄については、それぞれの別に一連番号とすること。 
（３） ⑥欄については、技能の格付けの結果及び技能について特別の資格等がある場合は、その資格

等を記載すること。 
（４） ⑧欄には、当該労働組合等の組合員等となった年月日、当該労働組合等を離脱した者について

は、当該離脱年月日を朱書きすることによって常に整理すること。 
（５） 本名簿は、職種別、住所の地域別等に区分して、別葉として作成されてもよく、また、各欄の

位置を変更し、必要に応じて所定項目以外の欄を設けて活用されることも、何ら差し支えないこ

と。 
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様式第 15号 
（日本工業規格Ａ列４） 

供給先事業所台帳 
 
 

（労働組合等名称）            
① 

名 称 
 ② 

所 在 地 
（電話） 

 

③ 
事業所内容 

 

④職種別常

用労働者数 
職種      計 組合員等数 
人員 人 人 人 人 人 人  

⑤通常供給を行う職

種及び人員 
（最高～最低） 

 

⑥労働協約の有無 
締結年月日 
及び有効期限 

 

 
（記載要領） 

（１） 供給先事業所台帳は、供給先の工場、事業所等の別に別葉に作成すること。 
（２） ③欄には当該工場等の事業種目を具体的に列記すること。特に供給対象となる事業種目は必ず

詳記すること。 
（３） ④欄には、当該工場等に常時雇用されている労働者の数を職種別に記載すること。 

組合員等数欄には、当該常用労働者のうち、供給を行う労働組合等の組合員であるものの数を

記載すること。 
（４） ⑤欄には、通常工場等に供給する職種及び人員を記載すること。人員については、供給する最

高時の人員及び最低時の人員を記載すれば足りるものであること。 
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様式第 16号 
（日本工業規格Ａ列４） 

供給申込受付簿 
 

（労働組合等名称）           
① 
供給申込 
受 付 
年 月 日 

② 
供 給 
年 月 日 

③供給先 ④申込人員 ⑤供給人員 ⑥ 
備 考 Ａ 

名 称 
（申込者

氏 名 ） 

Ｂ 
就労等の 
職 種 

Ａ 
職 種 別 

Ｂ 
人 員 

Ａ 
職 種 別 

Ｂ 
人 員 

         
         
         
         
         
         

 
（記載要領） 

（１） ③のＢ欄には、供給された者が行う作業等の種類（内容）を記載すること。 
（２） ⑤欄には、当該供給申込みに対し、実際に供給を行った人員を記載すること。 
（３） ⑥欄には、当該供給申込みの労働条件等の概略、その他参考となる事項等を記載すること。 
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様式第 17号 
（日本工業規格Ａ列４） 

組合員等供給就労簿 
 
 労働組合等名称  

記録年月  
供給した組合員等 供給就労月日及び就労先名 
番号 氏名 職種 
   就労日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

就労先            
就労日 １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 
就労先            
就労日 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１   
就労先            

   就労日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 
就労先            

 
（記載要領） 

組合員等供給就労簿は、個々人の供給状況及び就労状況が記録されればよく、個人別の年間分

を別葉にして作成したり、一定期間固定した供給先へ供給される者については、別様式でもよい。 
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５ 事業報告 
イ 労働者供給事業を行う労働組合等は、労働者供給事業に関し、職業安定局長の定める手続及び

様式に従い報告書を作成し、これを当該労働組合の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経

て、厚生労働大臣に提出しなければならない。（則第 32条第７項） 

ロ 都道府県労働局は、イの報告書を受理したときは、速やかに、厚生労働大臣に送付しなければ

ならない。 

  ハ イの職業安定局長の定める労働組合等の報告は、その前年４月１日からその年３月 31 日まで

の事業の状況を、事業所ごとに当該労働組合等の労働者供給事業を行う主たる事務所を管轄する

都道府県労働局に４月末日迄に行うものとする。 

ニ イの職業安定局長の定める様式は、ホに定める労働組合の行う労働者供給事業報告書（様式第

18 号）のとおりとする。 

ホ イの職業安定局長の定める様式及びその記載要領は、次のとおりである。 
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様式第 18号（第１面） 
（日本工業規格Ａ列） 

労働者供給事業報告書 
 
１ 報告対象期間 

年  月  日から  年  月  日まで 
２ 労働者供給実績等 
①供給実績 職種名     計 

(a)需要延人員 人 人 人 人 人 
(b)供給延人員 人 人 人 人 人 
(c)供給実人員 人 人 人 人 人 

②３月末日

における供

給対象組合

員等総数 

職種名     計 
(a)常時供給数 人 人 人 人 人 
(b)臨時的供給数 人 人 人 人 人 
(c)計 人 人 人 人 人 

③3 月末日における組合員等総数      
④未供給等に対する処置  
⑤供給に関する賃金 
（１日あたりの額） 円 円 円 円 円 
 
３ 労働者供給事業収支決算 

科 目 金 額 摘 要 

収
入
の
部 

   
  
  
  
  
  

支
出
の
部 

   
  
  
  
  
  

 
職業安定法施行規則第 32 条第７項の規定により上記のとおり事業報告を提出します。 
 

年  月  日 
 
厚 生 労 働 大 臣 殿 

 
提出者             印 
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様式第 18号（第２面） 
 
（記載要領） 

 
（１）  ２①(a)欄には、供給先事業所から受けた供給申込延人員を、２①(b)欄には、当該労働組合

等が供給した延べ人員を、２①(c)欄には、供給実人員を記載すること。 

（２）  ２②(a)欄には、報告対象期間における職種別の供給組合員等の供給実績を実数で、常態的に

供給の対象となる組合員等と、他の事業所等に雇用されているもの等で仕事の繁閑に応じて供

給の対象となる組合員等に区分して記載すること。 

（３）  ２④欄には、報告対象期間において、当初の供給計画どおりに当該組合員等を供給できなか

った場合若しくは供給先の需要に応じられなかった場合にとった措置又は報告対象期間外にお

いて特に著しい未供給があった場合の措置について記載すること。 

（４）  ２⑤欄には、供給の対象となった組合員等の職種別の平均的な１人１日（８時間として算定

する）当たりの額を記載すること。この場合において、供給の対象となる組合員等の技能等に

応じて、それぞれ一定の額を定めており、その支払を受けている場合は、当該区分に応じた当

該それぞれの額を別葉に記載して添付することにより本欄の記載を省略して差し支えないこと。 

（５）  ３については、①報告対象期間における事業の運営に要した経費の出所と額及びその費目別

収支決算、②組合費、その他組合員等から徴収した額並びにその算出方法、徴収方法（徴収し

た時期、回数、その他）などを記載すること。 
なお、この場合、当該記載内容を満たす別葉の書類が既にあるときは、当該書類を添付する

ことによって本欄の記載を省略して差し支えないこと。 
（６）  提出者の欄には、記名押印又は署名のいずれかにより記載すること。 
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第４ 違法行為の防止、摘発 

 
１ 概要 

労働者供給事業の適正な運用を確保し労働力需給の適正な調整を図るとともに、供給される労働者

の適正な就業条件を確保することにより、その保護及び雇用の安定を図るため、供給される労働者か

らの相談に対する適切な対応や、労働者供給事業者等に対する労働者供給事業制度の周知徹底、指導、

助言を通じて違法行為の防止を行うとともに法違反を確認した場合には、所要の指導、助言、行政処

分又は告発を行うこととする。 
 
２ 労働者供給事業者への周知徹底 

労働者供給事業の適正な運営と、供給される労働者の保護を図るためには、労働者供給事業制度に

関する正しい理解が必要不可欠であることから、労働者供給事業を行う者、供給先、労使団体等に対

する周知指導の実施等その啓発を本省―都道府県労働局―安定所のすべてにおいて積極的に行うこ

ととする。 
 
３ 指導及び助言 
（１）概要 

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、労働者供給事業者及び労働

者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言を

することができる（法第 48 条の２）。 
 

（２）権限の委任 

指導及び助言に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行う者とする。 
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。。 

 
４ 報 告 
（１）概要 

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、省令で定めるところにより、労働者

供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができ

る（法第 50 条第１項）。 
 

（２）意義 

イ 当該報告は、定期報告（則第 32 条第７項)とは異なり、当該定期報告だけでは、事業運営の状

況及び供給される労働者の就業状況を十分把握できない場合であって、違法行為の行われている

おそれのある場合等、特に必要がある場合について個別的に必要な事項を報告させるものである。 
ロ 「必要な事項」とは、労働者供給事業の運営に関する事項及び供給される労働者の就業に関す

る事項であり、具体的には、例えば、個々の供給される労働者の就業条件、就業期間、供給先に

おける具体的な就業の状況等である。 
 

（３）報告の徴収手続 

必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び理由を書面により通知するものとする
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（則第 33条第１項)。 
 

（４）権限の委任 

報告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。 
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 
 

（５）違法の場合の効果 

この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、法第 66 条第７号に該当し 30万円以下の罰金に

処せられる場合がある。 
 
５ 立入検査の実施 
（１）概要 

行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働者供給事業を行

う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又

は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる(法第 50 条第２項)。 
 

（２）意義 

イ 当該立入検査は、違法行為の申告があり、許可の取消し、事業停止等の行政処分をするに当た

って、その是非を判断する上で必要な場合等、４の報告のみでは事業運営の内容や供給される労

働者の就業状況を十分に把握できないような場合に、限定的に、必要最小限の範囲において行わ

れるものである。 
立入検査の対象となるのも、当該立入検査の目的を達成するため必要な事業所及び帳簿、書類

その他の物件に限定されるものである。 
ロ 「事業所その他の施設」とは、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の

事業所その他の施設に限られる。 
ハ 「関係者」とは、労働者供給事業運営の状況や供給される労働者の就業状況について質問する

のに適当な者をいうものであり、具体的には、供給される労働者、労働者供給事業を行う者、労

働者供給を受けようとする者等である。 
ニ 「帳簿、書類その他の物件」とは、組合員名簿や供給先事業所台帳はもちろん、その他労働者

供給事業の運営及び供給される労働者の就職に係る労働関係に関する重要な書類が含まれるも

のである。 
 

（３） 証明書 

イ 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を必ず携帯し、関係者に提示しなければならな

い（法第 50 条第３項）。 

ロ 立入検査のための証明書は、職業紹介事業等立入検査証による（則第 33 条第２項）。 
 

（４）立入検査の権限 

イ 概要 

当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない（法第 50 条

第４項）。 
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ロ 意義 
職業安定機関は、司法警察員の権限を有せず、当該立入検査の権限は行政による検査のために

認められたものであり、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものである。 
 

（５）権限の委任 

立入検査に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。 

ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

 

（６）違反の場合の効果 

この立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の陳述をした場合は、法第 66 条第８号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合がある。
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第５ 違法行為に対する罰則、行政処分等 
 
１ 違法行為に対する罰則 

労働者供給に関連する違法行為による主な罰則は、次のとおりである。 
（１）次のいずれかに該当する者は、1 年以上 10 年以下の懲役又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金に

処せられる（法第 63 条）。 

イ 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の供給を行

った者又はこれに従事した者（第１号） 
ロ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者の供給を行った者又はこれに従事

した者（第２号） 
 

（２）次のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる（法第 64

条）。 

イ 偽りその他不正の行為により、労働者供給事業の許可を受けた者（第１号の２） 
ロ 法第 46条において準用する第41条の規定による労働者供給事業の停止の命令に違反して労働

者供給事業を行った者（第８号） 
ハ 厚生労働大臣の許可を受けずに労働者供給事業を行った者（第９号） 

 
（３）次のいずれかに該当する者は、６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処せられる（法第 65

条）。 
イ 改善命令に違反した者（第７号） 
ロ 虚偽の広告をし、又は虚偽の条件を提示して、労働者の供給を行った者又はこれに従事した者

（第８号） 
ハ 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために労働者の供給を行った者又はこれに従事し

た者（第 10 号） 
 

（４）次に該当する者は、30万円以下の罰金に処せられる（法第 66条）。 

イ 法第 49 条又は法第 50 条第１項の規定に違反して、故なく報告せず、又は虚偽の報告をした者

（第７号） 

ロ 法第 50 条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問

に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者（第８号） 
ハ 法第 51 条第１項の規定に違反して、秘密を漏らした労働者供給事業者等 

 
２ 違法行為に対する行政処分等 
（１）概要 

労働者供給事業者において法に違反する行為があった場合、労働者供給事業者は、許可の取消し

（法第 46条において準用する法第 41 条第１項）、事業停止命令（同項）及び改善命令（法第 48 条

の３）の行政処分の対象となる。この場合、許可の取消しの行政処分を行うときは聴聞を行い、事

業停止命令又は改善命令の行政処分を行うときは弁明の機会を付与しなければならない。また、労

働者供給を受けようとする者は、勧告（法 48 条の３第２項）及び公表（法 48 条の３第３項）の対

象となる。  
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（２）許可の取消し 

イ 概要 
厚生労働大臣は、許可を受けて労働者供給事業を行う者が、職業安定法若しくは労働者派遣法

（第３章第４節を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、

その事業の許可を取り消すことができる（法第 46条において準用する第 41条第１項）。 
ロ 意義 

許可の取消しは、当該事業所において、労働者供給事業を引き続き行わせることが適当でない

場合に行うものである。 
 

（３）事業停止命令 
イ 概要 

厚生労働大臣は、許可を受けて労働者供給事業を行う者が、職業安定法若しくは労働者派遣法

（第３章第４節を除く。）の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、

期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる（法第 46 条において準用

する第 41条第１項）。 
ロ 意義 

事業停止命令は、当該事業所において事業を引き続き行わせることが適当でないとまではいえ

ないような場合について、事業停止期間中に事業運営方法の改善を図るため、また、一定の懲戒

的な意味において行うものである。 
 

（４）改善命令 
イ 概要 

厚生労働大臣は労働者供給事業者が、その業務に関し職業安定法又はこれに基づく命令の規定

に違反した場合において、業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これ

らの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができ

る（法第 48 条の３第１項）。 
ロ 意義 

改善命令は、違法行為そのものの是正を図るのではなく、法違反を起こすような労働者供給事

業の運営方法そのものの改善を行わせるものである。 
  ハ 権限の委任 
    改善命令に関する権限は、当該労働者供給事業を行う者の主たる事務所若しくは当該事業を行

う事業所又は当該者から労働者供給を受けようとする者の当該労働者供給に係る事業所の所在

地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行う

ことを妨げない。 
 
（５） 勧告 

 イ 概要 

厚生労働大臣は、労働者供給を受けようとする者が、法第５条の３第２項若しくは第３項の規

定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して法第 48条の２の規定により指導若しくは助

言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、法第５条
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の３第２項又は第３項の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために

必要な措置を執るべきことを勧告することができる。（法第 48条の３第２項）。 

ロ 権限の委任 

勧告に関する権限は、当該労働者供給を受けようとする者に係る事業所の所在地を管轄する都

道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 

 

(6) 公表 

 イ 概要 

厚生労働大臣は、法第 48条の３第２項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受け

た労働者供給を受けようとする者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

（法第 48条の３第３項）。 

ロ 意義 

公表は、公表される者に対する制裁効果に加え、労働者供給事業者及び供給される労働者に対

する情報提供・注意喚起及び他の労働者供給を受けようとする者に対する違法行為の抑止といっ

た効果を期待することができる。 

ハ 権限の委任 

公表に関する権限は、当該労働者供給を受けようとする者の事業所の所在地を管轄する都道府

県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 
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第６ 個人情報保護法の遵守等 
 

１ 概要 

（１）法第５条の４、第 51 条及び指針 

労働者供給事業者等による個人情報の適正な取扱いについては、法第５条の４及び第 51 条にお

いて、供給される労働者の個人情報の取扱いに関する規定及び業務に関して知り得た情報をみだり

に他人に知らせない義務に関する規定が設けられ、さらに、指針第４の１及び２において、供給さ

れる労働者の個人情報の取扱いに関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項が定め

られている。 

   また、指針第４の３において、労働者供給事業者等による個人情報の保護の一層の促進等を図る

見地から、法に基づく事業実施上の責務の一つとして、労働者供給事業者等は、個人情報保護法第

２条第３項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合にあっては、同法第４章第１節に規定す

る義務を遵守しなければならないこととされるとともに、個人情報取扱事業者に該当しない場合に

あっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとされてい

る。 

 

（２）違反の場合の効果 

平成29年５月30日に全面施行された個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 65 号。

以下「個人情報保護法等改正法」という。）により、個人情報保護法に違反した労働者供給事業者

等については、個人情報保護法に基づく個人情報保護委員会による指導・助言等の対象になること

となった。また、法に違反する場合には、法に基づく指導助言等の対象ともなり得るものである。。 

 

２ 労働者供給事業者等に課せられる義務等について 

  労働者供給事業者等に課せられる義務に係る個人情報保護法及び個人情報保護法施行令の規定並

びに労働者供給事業者等が講ずべき措置及びその主な留意点等については、以下のとおりであること。 

（１）個人情報取扱事業者に該当する労働者供給事業者等 

  イ 個人情報保護法等の遵守について 

    労働者供給事業者等は、指針第４の３により、個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人

情報保護法第４章第１節に規定する義務を遵守しなければならないこととされていること。具体

的には、個人情報取扱事業者に該当する労働者供給事業者等は、個人情報保護委員会が定める「個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」（http://www.ppc.go.jp/personal/legal/）

等に留意しなければならない。また、法第５条の４及び指針第４の１及び２の遵守に当たって留

意すべき点は第３の２の（６）のとおりであること。 

    なお、個人情報保護法等改正法により、取り扱う個人情報が 5,000 人分以下の事業者に対して

も個人情報保護法が適用されることとされている点に留意すること。 

ロ 漏えい等の事案が発生した場合等の対応について 

「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」（平成 29 年個人情報保護委

員会告示第１号）等により対応すること。 

 

（２）個人情報取扱事業者に該当しない労働者供給事業者等 
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労働者供給事業者等は、指針第４の３により、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、

個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることとされていること。 

なお、法第５条の４及び指針第４の１及び２に定める供給される労働者の個人情報の取扱いに係

る規定については、個人情報取扱事業者に該当しない労働者供給事業者等であっても、遵守する必

要があるものであること。 
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様式第 19 号 

 

 

年齢制限求人に係る情報提供 
 

平成  年  月  日 

 

（     ）公共職業安定所長 殿 

 

（労働者供給事業者の氏名又は名称） 

 

当社の取扱いに係る労働者供給の申込みについて、下記のとおり、雇用対策法（昭和 41

年法律第 132 号）第 10 条又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第

68 号）第 20 条第１項違反と思われる事案がありましたので、情報提供いたします。 

 

記 

 

１ 違反と思われる事業主の氏名又は名称及び連絡先 

氏名又は名称：（記載例）○○社○○事業所 

連絡先（住所又は所在地、電話番号等）： 

 
 

 

２ 事案の概要（違反する法律の条項、求人の職種、年齢制限の内容及び理由、供給の申

込みの日付等） 

（記載例） 
平成○○年○○月○○日に申込みのあった○○の職種の求人に係る供給の申込みの内

容について、○○歳以下という条件が付されているが、これは雇用対策法施行規則第１

条の３第１項各号に該当しないものと考えられる。 

 

 

３ 処理の状況（当社からの働きかけの内容、供給の状況等） 

（記載例） 
 当社において年齢制限の是正を働きかけたものの、これに応じなかった為に供給の申

込みの受理を行わなかった。 

 

 

 

４ その他特記事項 

 
 

 



01 管理的公務員 011 管理的公務員

02 021 会社役員

029 その他の法人・団体の役員

03 031 会社の管理職員

039 その他の法人・団体の管理職員

04 その他の管理的職業 049 その他の管理的職業

05 研究者 051 研究者

06 農林水産技術者 061 農林水産技術者

07 071 食品開発技術者

072 電気・電子・電気通信開発技術者（通信ネットワークを除く）

073 機械開発技術者

074 自動車開発技術者

075 輸送用機器開発技術者（自動車を除く)

076 金属製錬・材料開発技術者

077 化学品開発技術者

079 その他の開発技術者

08 081 食品製造技術者

082 電気・電子・電気通信製造技術者（通信ネットワーク技術者を除く）

083 機械製造技術者

084 自動車製造技術者

085 輸送用機器製造技術者（自動車を除く)

086 金属製錬・材料製造技術者

087 化学品製造技術者

089 その他の製造技術者

09 091 建築技術者

092 土木技術者

093 測量技術者

10 101 システムコンサルタント

102 システム設計技術者

103 情報処理プロジェクトマネージャ

104 ソフトウェア開発技術者

105 システム運用管理者

106 通信ネットワーク技術者

109 その他の情報処理・通信技術者

11 その他の技術者 119 その他の技術者

12 121 医師

122 歯科医師

123 獣医師

124 薬剤師

13 131 保健師

132 助産師

133 看護師、准看護師

医師、歯科医師、獣医
師、薬剤師

法人・団体の役員

法人・団体の管理職員

開発技術者

製造技術者

建築・土木・測量技術者

中分類

参考 『厚生労働省編職業分類表 平成23年版（抜粋）』

小分類

情報処理･通信技術者

保健師、助産師、看護師



中分類 小分類

14 141 診療放射線技師

142 臨床工学技士

143 臨床検査技師

144 理学療法士

145 作業療法士

146 視能訓練士、言語聴覚士

147 歯科衛生士

148 歯科技工士

15 151 栄養士、管理栄養士

152 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

153 柔道整復師

159 他に分類されない保健医療の職業

16 161 福祉相談・指導専門員

162 福祉施設指導専門員

163 保育士

169 その他の社会福祉の専門的職業

17 171 裁判官

172 検察官

173 弁護士

174 弁理士

175 司法書士

179 その他の法務の職業

18 181 公認会計士

182 税理士

183 社会保険労務士

184 金融・保険専門職

189 その他の経営・金融・保険の専門的職業

19 191 幼稚園教員

192 小学校教員

193 中学校教員

194 高等学校教員

195 中等教育学校教員

196 特別支援学校教員

197 高等専門学校教員

198 大学教員

199 その他の教育の職業

20 宗教家 201 宗教家

21 211 著述家

212 記者

213 編集者

22 221 彫刻家

222 画家、書家、漫画家

223 工芸美術家

224 デザイナー

225 写真家、映像撮影者

経営・金融・保険の専門
的職業

美術家、デザイナー、写
真家、映像撮影者

医療技術者

その他の保健医療の職業

社会福祉の専門的職業

法務の職業

教育の職業

著述家、記者、編集者



中分類 小分類

23 231 音楽家

232 舞踊家

233 俳優

234 プロデューサー、演出家

235 演芸家

24 241 図書館司書

242 学芸員

243 カウンセラー（医療・福祉施設を除く）

244 個人教師

245 職業スポーツ家

246 通信機器操作員

249 他に分類されない専門的職業

25 251 総務事務員

252 人事事務員

253 企画・調査事務員

254 受付・案内事務員

255 秘書

256 電話応接事務員

257 総合事務員

258 医療・介護事務員

259 その他の一般事務の職業

26 261 現金出納事務員

262 銀行等窓口事務員

263 経理事務員

269 その他の会計事務の職業

27 271 生産現場事務員

272 出荷・受荷係事務員

28 281 営業・販売事務員

289 その他の営業・販売関連事務の職業

29 291 集金人

292 訪問調査員

299 その他の外勤事務の職業

30 301 旅客・貨物係事務員

302 運行管理事務員

303 郵便事務員

31 311 パーソナルコンピュータ操作員

312 データ入力係員

313 コンピュータ操作員（パーソナルコンピュータを除く）

319 その他の事務用機器操作の職業

32 321 小売店主・店長

322 卸売店主・店長

323 小売店販売員

324 卸売・商品実演販売員

325 商品訪問・移動販売員

326 再生資源回収・卸売人

327 商品仕入営業員

会計事務の職業

生産関連事務の職業

外勤事務の職業

運輸・郵便事務の職業

事務用機器操作の職業

一般事務の職業

営業・販売関連事務の職
業

商品販売の職業

音楽家、舞台芸術家

その他の専門的職業



中分類 小分類

33 331 不動産仲介・売買人

332 保険代理人、保険仲立人

333 有価証券売買・仲立人、金融仲立人

334 質屋店主・店員

339 その他の販売類似の職業

34 341 飲食料品販売営業員

342 化学品販売営業員（医薬品を除く）

343 医薬品営業員

344 機械器具販売営業員

345 通信・情報システム営業員

346 金融・保険営業員

347 不動産営業員

349 その他の営業の職業

35 351 家政婦（夫）、家事手伝

359 その他の家庭生活支援サービスの職業

36 361 施設介護員

362 訪問介護職

37 371 看護助手

372 歯科助手

379 その他の保健医療サービスの職業

38 381 理容師

382 美容師

383 美容サービス職

384 浴場従事人

385 クリーニング職

389 その他の生活衛生サービスの職業

39 391 調理人

392 バーテンダー

40 401 飲食店主・店長

402 旅館・ホテルの経営者・支配人

403 飲食物給仕係

404 旅館・ホテル・乗物接客員

405 接客社交係、芸者、ダンサー

406 娯楽場等接客員

409 その他の接客・給仕の職業

41 411 マンション・アパート・下宿管理人

412 寄宿舎・寮管理人

413 ビル管理人

414 駐車場・駐輪場管理人

419 その他の居住施設・ビル等の管理の職業

42 421 添乗員、観光案内人

422 物品一時預り人

423 物品賃貸人

424 広告宣伝人

425 葬儀師、火葬係

426 トリマー

429 他に分類されないサービスの職業

販売類似の職業

営業の職業

介護サービスの職業

保健医療サービスの職業

生活衛生サービスの職業

飲食物調理の職業

接客・給仕の職業

居住施設・ビル等の管理
の職業

その他のサービスの職業

家庭生活支援サービスの
職業



中分類 小分類

43 自衛官 431 自衛官

44 441 警察官

442 海上保安官

449 その他の司法警察職員

45 451 看守

452 消防員

453 警備員

459 他に分類されない保安の職業

46 461 農耕作業員

462 養畜作業員

463 植木職、造園師

469 その他の農業の職業

47 471 育林作業員

472 伐木・造材・集材作業員

479 その他の林業の職業

48 481 漁労作業員

482 漁労船の船長・航海士・機関長・機関士

483 海藻・貝類採取作業員

484 水産養殖作業員

489 その他の漁業の職業

49 491 製銑・製鋼・非鉄金属製錬設備制御・監視員

492 鋳造・鍛造設備制御・監視員

493 金属工作設備制御・監視員

494 金属プレス設備制御・監視員

495 鉄工・製缶設備制御・監視員

496 板金設備制御・監視員

497 めっき・金属研磨設備制御・監視員

498 金属溶接・溶断設備制御・監視員

499 その他の生産設備制御・監視の職業（金属材料製造、金属加工、金属
溶接・溶断）

50 501 化学製品生産設備制御・監視員

502 窯業製品生産設備制御・監視員

503 食料品生産設備制御・監視員

504 飲料・たばこ生産設備制御・監視員

505 紡織・衣服・繊維製品生産設備制御・監視員

506 木製製品・パルプ・紙・紙製品生産設備制御・監視員

507 印刷・製本設備制御・監視員

508 ゴム・プラスチック製品生産設備制御・監視員

509 その他の生産設備制御・監視の職業（金属材料製造、金属加工、金属
溶接・溶断を除く）

51 511 一般機械器具組立設備制御・監視員

512 電気機械器具組立設備制御・監視員

513 自動車組立設備制御・監視員

514 輸送用機械器具組立設備制御・監視員（自動車を除く）

515 計量計測機器・光学機械器具組立設備制御・監視員

司法警察職員

その他の保安の職業

農業の職業

林業の職業

漁業の職業

生産設備制御・監視の職
業（金属材料製造、金属
加工、金属溶接・溶断）

生産設備制御・監視の職
業（金属材料製造、金属
加工、金属溶接・溶断を
除く）

生産設備制御・監視の職
業（機械組立）



中分類 小分類

52 521 製銑工、製鋼工

522 非鉄金属製錬工

523 鋳物製造工

524 鍛造工

525 金属熱処理工

526 圧延工

527 汎用金属工作機械工

528 数値制御金属工作機械工

531 金属プレス工

532 鉄工、製缶工

533 板金工

534 めっき工、金属研磨工

535 くぎ・ばね・金属線製品製造工

536 金属製品製造工

537 金属溶接・溶断工

539 その他の金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断の職業

54 541 化学製品製造工

542 窯業・土石製品製造工

543 精穀・製粉・調味食品製造工

544 めん類製造工

545 パン・菓子製造工

546 豆腐・こんにゃく・ふ製造工

547 かん詰・びん詰・レトルト食品製造工

548 乳・乳製品製造工

551 食肉加工品製造工

552 水産物加工工

553 保存食品・冷凍加工食品製造工

554 弁当・惣菜類製造工

555 野菜つけ物工

556 飲料・たばこ製造工

557 紡織工

558 衣服・繊維製品製造工

561 木製製品製造工

562 パルプ・紙・紙製品製造工

563 印刷・製本作業員

564 ゴム製品製造工

565 プラスチック製品製造工

569 その他の製品製造・加工処理の職業（金属材料製造、金属加工、金属
溶接・溶断を除く）

金属材料製造、金属加
工、金属溶接・溶断の職
業

製品製造・加工処理の職
業（金属材料製造、金属
加工、金属溶接・溶断を
除く）



中分類 小分類

57 571 一般機械器具組立工

572 電気機械組立工

573 電気通信機械器具組立工

574 電子応用機械器具組立工

575 民生用電子・電気機械器具組立工

576 半導体製品製造工

577 電球・電子管組立工

578 乾電池・蓄電池製造工

581 被覆電線製造工

582 束線工

583 電子機器部品組立工

584 自動車組立工

585 輸送用機械器具組立工（自動車を除く）

586 計量計測機器組立工

587 光学機械器具組立工

588 レンズ研磨工・加工工

591 時計組立工

599 その他の機械組立の職業

60 601 一般機械器具修理工

602 電気機械器具修理工

603 自動車整備工

604 輸送用機械器具整備・修理工

605 計量計測機器・光学機械器具修理工

61 611 金属材料検査工

612 金属加工・溶接検査工

62 621 化学製品検査工

622 窯業製品検査工

623 食料品検査工

624 飲料・たばこ検査工

625 紡織・衣服・繊維製品検査工

626 木製製品・パルプ・紙・紙製品検査工

627 印刷・製本検査工

628 ゴム・プラスチック製品検査工

629 その他の製品検査の職業（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断
を除く）

63 631 一般機械器具検査工

632 電気機械器具検査工

633 自動車検査工

634 輸送用機械器具検査工（自動車を除く）

635 計量計測機器・光学機械器具検査工

64 641 塗装工

642 画工、看板制作工

643 製図工

644 パタンナー

649 その他の生産関連・生産類似の職業

65 651 電車運転士

659 その他の鉄道運転の職業

鉄道運転の職業

機械組立の職業

製品検査の職業（金属材
料製造、金属加工、金属
溶接・溶断）

製品検査の職業（金属材
料製造、金属加工、金属
溶接・溶断を除く）

生産関連・生産類似の職
業

機械整備・修理の職業

機械検査の職業



中分類 小分類

66 661 バス運転手

662 乗用自動車運転手

663 貨物自動車運転手

669 その他の自動車運転の職業

67 671 船長（漁労船を除く）

672 航海士・運航士（漁労船を除く）、水先人

673 船舶機関長・機関士（漁労船を除く）

674 航空機操縦士

68 681 車掌

682 駅構内係、信号係

683 甲板員、船舶機関員

684 フォークリフト運転作業員

689 他に分類されない輸送の職業

69 691 発電員、変電員

692 ボイラーオペレーター

693 クレーン・巻上機運転工

694 ポンプ・送風機・圧縮機運転工

695 建設機械運転工

696 玉掛作業員

697 ビル設備管理員

699 その他の定置・建設機械運転の職業

70 701 型枠大工

702 とび工

703 鉄筋工

71 711 大工

712 ブロック積工、タイル張工

713 屋根ふき工

714 左官

715 畳工

716 配管工

717 内装工

718 防水工

719 その他の建設の職業

72 721 送電線架線・敷設作業員

722 配電線架線・敷設作業員

723 通信線架線・敷設作業員

724 電気通信設備作業員

725 電気工事作業員

73 731 土木作業員

732 鉄道線路工事作業員

733 ダム・トンネル掘削作業員

74 741 採鉱員

742 石切出作業員

743 じゃり・砂・粘土採取作業員

749 その他の採掘の職業

土木の職業

採掘の職業

自動車運転の職業

船舶・航空機運転の職業

その他の輸送の職業

建設躯体工事の職業

電気工事の職業

定置・建設機械運転の職
業

建設の職業（建設躯体工
事の職業を除く）



中分類 小分類

75 751 郵便集配員、電報配達員

752 港湾荷役作業員

753 陸上荷役・運搬作業員

754 倉庫作業員

755 配達員

756 荷造作業員

76 761 ビル・建物清掃員

762 ハウスクリーニング作業員

763 道路・公園清掃員

764 ごみ収集・し尿汲取作業員

765 産業廃棄物収集作業員

769 その他の清掃の職業

77 771 製品包装作業員

779 その他の包装の職業

78 781 選別作業員

782 軽作業員

789 他に分類されない運搬・清掃・包装等の職業

運搬の職業

清掃の職業

包装の職業

その他の運搬・清掃・包
装等の職業
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