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は じ め に 

 

政府は、令和２年９月の月例経済報告で「景気は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、依然として厳しい状況にあるが、このところ持ち直しの動きがみられる。」と

の見解を示し、先行きについては、「感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレ

ベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの

動きが続くことが期待される。ただし、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等

の影響を注視する必要がある。」としています。 

こうした情勢のもと、愛媛県中小企業団体中央会では昭和３９年度から毎年、県内の

中小企業の労働事情を把握し適正な労務管理に資することを目的として、全国統一方式

による「中小企業労働事情実態調査」を実施しています。 

本年度においても、県内中小企業 ８００社を対象に、毎年時系列的に把握してい

る経営状況、労働時間、賃金等のほか、新たに高年齢者の雇用、新型コロナウイルス

感染拡大による影響についての調査を行いました。 

この報告書が、県内中小企業の労働事情の実態把握と今後の労務管理改善のお役に

立てれば幸いと存じます。 

最後に、本調査の実施に際し、御協力いただきました関係組合並びに各事業所の皆

様方に対しまして厚くお礼申し上げます。 

  令和２年１０月 

愛媛県中小企業団体中央会 
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１．従業員の構成  

（１）常用労働者の男女構成比率 

● 女性の構成比率は前年比２．２ポイント増加の３４．２％ 

（２）女性常用労働者比率 

● 従業員規模「１～９人」の事業所で、女性常用労働者がいない割合は 

前年比４．８ポイント減少の１８．３％ 

（３）雇用形態別構成比率 

● 正社員の構成比率は前年比１．６ポイント減少の７３．３％ 

 

２．経  営  
 

（１）経営状況 

● 前年に比べ「悪い」とする回答が３０．２ポイント増加し５５．５％（全

国６１．５％） 

（２）主要事業の今後の方針 

● 「強化拡大」とする事業所が前年比５．７ポイント減少し３４．９％（全

国２５．２％） 

（３）経営上の障害 

● 「人材不足」が４９．６％で第１位、「販売不振・受注の減少」が４６．

３％で第２位 

（４）経営上の強み 

● 「製品・サービスの独自性」が２９．７％で前年同様第１位 

 

３．労働時間  
 

（１）週所定労働時間 

● 「週４０時間超４４時間以下」が前年比３．０ポイント減少の７．６％ 

（２）月平均残業時間 

● 「残業無し」が前年比３．１ポイント増加の１７．２％ 

 

４．有給休暇  
 

（１）年次有給休暇 

● 年次有給休暇の平均取得率は４．０ポイント増加の５７．１％ 

 

５．新規学卒者  
 

（１）新規学卒者の初任給（加重平均値） 

● 令和２年３月 大学卒の初任給は、技術系で全国より７，４２６円安い 

１９５，９８０円、事務系で１４，０４９円安い１８４，３８１円 

（２）令和３年３月新規学卒者の採用計画 

● 令和３年３月の新規学卒者採用計画は前年比９．７ポイント減少し 

２８．７％ 

Ⅰ．調査結果の要約 
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（３）令和２年３月新規学卒者の採用充足状況 

● 令和２年３月新規学卒者の採用充足率は前年比８．３ポイント減少し

７４．１％ 

 

６．高年齢者の雇用について 
 

（１）６０歳以上の高年齢者の雇用状況 

● 高齢者を雇用している事業所は８２．８％ 

（２）高年齢者雇用措置で講じた内容 

● 「再雇用など継続雇用制度を導入した」が６２．４％で第１位 

（３）高年齢者の雇用条件 

● 「個人による」が４３．１％、次いで「変わらない」が３７．６％ 

（４）高年齢者就業確保措置の把握状況 

● 「把握している」が５２．７％（全国５４．４％） 

 

７. 新型コロナウイルス感染拡大による影響について  
 

（１）経営への影響 

● 「売上高の減少」が６８．２％で第１位、「取引先・顧客からの受注減少」

が５８．５％で第２位 

（２）雇用環境の変化 

● 「特に変化はない」が４８．０％で第１位、「子の学校等休校のため欠 

勤・遅刻・早退をした従業員がいる」が２５．４％で第２位 

（３）労働環境の整備 

● 「特に整備していない」が５７．２％で第１位、「テレワークの導入」が１

６．５％で第２位 

（４）雇用維持等のために活用した助成金 

● 「活用していない」が４３．７％で第１位、「持続化給付金」が３３．０％

で第２位 

 

８．賃金改定  
 

（１）賃金改定実施状況 

● 「引上げた」及び「引上げる予定」が５５．２％ 

（２）令和２年平均昇給額・率(加重平均値) 

● 令和２年の平均昇給額は４，７２５円、昇給率は前年比１．０３ポイント

減少の１．９１％ 

（３）賃金改定の内容 

● 賃金改定の内容は「定期昇給」が前年比６．７ポイント増の６３．８％ 
 

（４）賃金改定の決定要素 

● 賃金改定の決定要素は「労働力の確保・定着」が５９．９％で第１位、「企

業の業績」が５９．４％で第２位 
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１. 調査の目的 

 

この調査は、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労働

対策の樹立並びに時宜を得た中央会指導方針の策定に資することを目的とする。 

 

２. 調査機関 
 

愛媛県中小企業団体中央会 

 

３. 調査実施方法 
 

この調査は、愛媛県内中小企業８００事業所に対して、全国統一調査票を郵送

し、調査を行った。 

 

４. 調査時点 
 

令和２年７月１日現在 

 

５. 調査対象事業所数 
 

(1) 調査対象事業所 ８００事業所 

（内訳は、製造業４４０事業所、非製造業３６０事業所） 
 

(2) 有効回答数   ４２６事業所 

（内訳は、製造業２５５事業所、非製造業１７１事業所） 
 

(3) 有効回答数   ５３．２％ 

 

  

Ⅱ．実態調査の要領 
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令和２年度 回答事業所数及び従業員数 
 

表 1 回答事業所の概要 
＊上段：実数(事業所)、下段：比率(％) 

  

Ⅲ．回答事業所の概要 

合計 男性 女性

　愛媛県 426 49 77 137 117 46 10,822 5,620

100.0 11.5 18.1 32.2 27.5 10.8 65.8 34.2

255 25 49 82 69 30 6,751 3,507

100.0 9.8 19.2 32.2 27.1 11.8 65.8 34.2

38 3 10 9 11 5 663 1,123

100.0 7.9 26.3 23.7 28.9 13.2 37.1 62.9

26 3 5 10 7 1 292 432

100.0 11.5 19.2 38.6 26.9 3.8 40.3 59.7

13 2 4 1 4 2 456 121

100.0 15.4 30.8 7.7 30.8 15.4 79.0 21.0

21 1 4 8 6 2 459 356

100.0 4.8 19.0 38.1 28.6 9.5 56.3 43.7

13 2 2 5 3 1 362 74

100.0 15.4 15.4 38.5 23.1 7.7 83.0 17.0

2 0 1 0 1 0 14 24

100.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 36.8 63.2

72 6 14 24 21 7 2,076 435

100.0 8.3 19.4 33.3 29.2 9.7 82.7 17.3

34 5 4 10 7 8 1,470 382

100.0 14.7 11.8 29.4 20.6 23.5 79.4 20.6

36 3 5 15 9 4 959 560

100.0 8.3 13.9 41.7 25.0 11.1 63.1 36.9

171 24 28 55 48 16 4,071 2,113

100.0 14.0 16.4 32.2 28.1 9.4 65.8 34.2

6 2 0 1 1 2 246 129

100.0 33.3 0.0 16.7 16.7 33.3 65.6 34.4

11 0 0 2 7 2 571 67

100.0 0.0 0.0 18.2 63.6 18.2 89.5 10.5

52 6 12 21 11 2 1,244 196

100.0 11.5 23.1 40.4 21.2 3.8 86.4 13.6

20 1 3 12 3 1 630 90

100.0 5.0 15.0 60.0 15.0 5.0 87.5 12.5

13 1 3 4 4 1 361 49

100.0 7.7 23.1 30.8 30.8 7.7 88.0 12.0

19 4 6 5 4 0 253 57

100.0 21.1 31.6 26.3 21.1 0.0 81.6 18.4

59 9 10 19 15 6 1,135 957

100.0 15.3 16.9 32.2 25.4 10.2 54.3 45.7

30 4 5 11 7 3 662 401

100.0 13.3 16.7 36.7 23.3 10.0 62.3 37.7

29 5 5 8 8 3 473 556

100.0 17.2 17.2 27.6 27.6 10.3 46.0 54.0

43 7 6 12 14 4 875 764

100.0 16.3 14.0 27.9 32.6 9.2 53.4 46.6

26 5 4 7 10 0 418 211

100.0 19.2 15.4 26.9 38.5 0.0 66.5 33.5

17 2 2 5 4 4 457 553

100.0 11.8 11.8 29.4 23.5 23.5 45.2 54.8

20,114 3,287 3,677 6,770 4,943 1,437 451,522 192,495

100.0 16.3 18.3 33.7 24.6 7.1 70.1 29.9

24.2

サービス業　
1,639 38.1

対個人ｻｰﾋﾞｽ業　
1,010 59.4

310 16.3

小売業　
1,029 35.5

設備工事業　

 

非製造業
6,184 36.2

職別工事業　
410 31.5

 

卸売業　
1,063 35.4

情報通信業　
375 62.5

卸・小売業　
2,092 35.5

1,440

 

対事業所ｻｰﾋﾞｽ業　
629

27.7

436 33.5

印刷・同関連　
815 38.8

金属、同製品　
2,511

その他　
1,519 42.2

機械器具　
1,852 54.5

運輸業　
638 58.0

総合工事業　
720 36.0

建設業　

製造業
10,258 40.2

44.4

繊維工業　
724 27.9

1,786 47.0

1社当たり
労働者数
(人）

19.0

区分 事業所数 　1～4人 　5～9人 10～29人 30～99人

16,442 38.6

食料品

窯業・土石　

34.9

化学工業　
38

木材・木製品　
577

　全 国 644,017 32.0

100～300人
常用労働者数(人）
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表２ 回答事業所の従業員数（男女別・雇用形態別） 

＊上段：実数(人)、下段：比率(％) 

合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性

　愛媛県 16,985 11,041 5,944 12,442 9,516 2,926 2,933 581 2,352 340 130 210 1,270 814 456

100.0 65.0 34.9 73.2 56.0 17.2 17.3 3.4 13.8 2.0 0.8 1.2 7.4 4.8 2.6

10,599 6,908 3,691 7,945 6,000 1,945 1,564 318 1,246 267 105 162 823 485 338

100.0 65.2 34.8 75.0 56.6 18.4 14.8 3.0 11.8 2.5 1.0 1.5 7.7 4.6 3.2

1,847 676 1,171 943 520 423 681 91 590 14 10 4 209 55 154

100.0 36.6 63.4 51.1 28.2 22.9 36.9 4.9 31.9 0.8 0.5 0.2 11.3 3.0 8.3

714 294 420 540 244 296 140 30 110 1 0 1 33 20 13

100.0 41.2 58.8 75.6 34.2 41.5 19.6 4.2 15.4 0.1 0.0 0.1 4.6 2.8 1.8

595 472 123 474 400 74 35 9 26 0 0 0 86 63 23

100.0 79.3 20.7 79.6 67.2 12.4 5.9 1.5 4.4 0.0 0.0 0.0 14.4 10.6 3.9

895 465 430 669 421 248 113 15 98 86 19 67 27 10 17

100.0 52.0 48.0 74.7 47.0 27.7 12.6 1.7 10.9 9.6 2.1 7.5 3.0 1.1 1.9

445 366 79 416 351 65 24 11 13 0 0 0 5 4 1

100.0 82.3 17.7 93.5 78.9 14.6 5.4 2.5 2.9 0.0 0.0 0.0 1.1 0.9 0.2

44 20 24 30 18 12 14 2 12 0 0 0 0 0 0

100.0 45.5 54.5 68.2 40.9 27.3 31.8 4.5 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2,613 2,149 464 2,122 1,849 273 232 92 140 55 40 15 204 168 36

100.0 82.2 17.8 81.2 70.8 10.4 8.9 3.5 5.4 2.1 1.5 0.6 7.8 6.4 1.4

1,880 1,481 399 1,502 1,290 212 147 37 110 35 17 18 196 137 59

100.0 78.8 21.2 79.9 68.6 11.3 7.8 2.0 5.9 1.9 0.9 1.0 10.4 7.3 3.1

1,566 985 581 1,249 907 342 178 31 147 76 19 57 63 28 35

100.0 62.9 37.1 79.8 57.9 21.8 11.4 2.0 9.4 4.9 1.2 3.6 4.0 1.8 2.2

6,386 4,133 2,253 4,497 3,516 981 1,369 263 1,106 73 25 48 447 329 118

100.0 64.7 35.3 70.4 55.0 15.4 21.4 4.1 17.3 1.1 0.4 0.8 7.0 5.2 1.8

399 262 137 309 229 80 30 3 27 46 19 27 14 11 3

100.0 65.8 34.3 77.5 57.4 20.1 7.5 0.8 6.8 11.5 4.8 6.8 3.6 2.8 0.8

551 498 53 454 422 32 15 3 12 9 2 7 73 71 2

100.0 90.4 9.6 82.4 76.6 5.8 2.7 0.5 2.2 1.6 0.4 1.3 13.2 12.9 0.4

1,466 1,266 200 1,347 1,185 162 37 9 28 3 2 1 79 70 9

100.0 86.4 13.6 91.9 80.8 11.1 2.5 0.6 1.9 0.2 0.1 0.1 5.4 4.8 0.6

741 651 90 704 628 76 15 5 10 0 0 0 22 18 4

100.0 87.9 12.1 95.0 84.8 10.3 2.0 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0 3.0 2.4 0.5

410 361 49 363 326 37 11 3 8 1 0 1 35 32 3

100.0 88.0 12.0 88.5 79.5 9.0 2.7 0.7 2.0 0.2 0.0 0.2 8.6 7.8 0.7

315 254 61 280 231 49 11 1 10 2 2 0 22 20 2

100.0 80.6 19.4 88.9 73.3 15.6 3.5 0.3 3.2 0.6 0.6 0.0 7.0 6.3 0.6

2,141 1,143 998 1,295 929 366 661 108 553 7 1 6 178 105 73

100.0 53.4 46.6 60.5 43.4 17.1 30.9 5.0 25.8 0.3 0.0 0.3 8.3 4.9 3.4

1,067 665 402 766 578 188 222 25 197 3 1 2 76 61 15

100.0 62.3 37.7 71.8 54.2 17.6 20.8 2.3 18.5 0.3 0.1 0.2 7.1 5.7 1.4

1,074 478 596 529 351 178 439 83 356 4 0 4 102 44 58

100.0 44.5 55.5 49.3 32.7 16.6 40.9 7.7 33.1 0.4 0.0 0.4 9.5 4.1 5.4

1,829 964 865 1,092 751 341 626 140 486 8 1 7 103 72 31

100.0 52.7 47.3 59.7 41.0 18.6 34.2 7.7 26.6 0.4 0.1 0.4 5.6 3.9 1.7

639 424 215 508 392 116 113 16 97 2 0 2 16 16 0

100.0 66.4 33.6 79.5 61.3 18.2 17.7 2.5 15.2 0.3 0.0 0.3 2.5 2.5 0.0

1,190 540 650 584 359 225 513 124 389 6 1 5 87 56 31

100.0 45.4 54.6 49.1 30.2 18.9 43.1 10.4 32.7 0.5 0.1 0.4 7.3 4.7 2.6

683,757 472,033 211,724 515,550 398,317 117,233 98,744 28,147 70,597 13,440 7,005 6,435 56,023 38,564 17,459

100.0 69.0 31.0 75.4 58.3 17.1 14.4 4.1 10.3 2.0 1.0 0.9 8.2 5.6 2.6

対個人ｻｰﾋﾞｽ業　

小売業　

サービス業　

 

対事業所ｻｰﾋﾞｽ業　

非製造業

運輸業　

建設業　

情報通信業　

設備工事業　

 

その他　

窯業・土石　

金属、同製品　

食料品

木材・木製品　

　全　国

製造業

印刷・同関連　

化学工業　

機械器具　

職別工事業　

卸・小売業　

 

卸売業　

総合工事業　

区分
従業員総数

雇用形態別

正社員 パートタイマー 派遣 嘱託・契約社員、その他

繊維工業　
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１. 従業員の構成 

（１）常用労働者の男女構成比率 

女性の構成比率は前年比２．２ポイント増加の３４．２％ 

 

回答事業所の常用労働者の男女別

の構成比は男性が６５．８％(前年６

８．０％)、女性が３４．２％（前年

３２．０％）であり、全国と比較する

と若干、女性の構成比率が高くなって

いる。 

また、業種別でみると、製造業・非

製造業ともに女性割合が３４．２％で

あった。 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）女性常用労働者比率 

従業員規模「１～９人」の事業所で、女性常用労働者がいない割合は 

前年比４．８ポイント減少の１８．３％ 

                 
 

回答事業所の常用労働

者全体に占める女性比率

は、「３０～５０％未満」

が２０．４％、次いで「１

０～２０％未満」が１８．

３％、「５０～７０％未

満」が１７．１％となって

いる。 

また、前年６．９％であ

った「０％」の割合は０．

６ポイント減少し６．

３％となっている。 

従業員規模別の「０％」

の割合は、「１人～９人」

が前年比４．８ポイント

減少の１８．３％、「１０

人～２９人」が 前年比

０．６ポイント増加の２．

９％となっている。 

 

                       

                     

                      

 

Ⅳ．調査結果 

図１ 常用労働者の男女構成比率 

図２ 女性常用労働者比率 
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29.9%
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31.5%

34.3%

34.2%
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34.2%
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製造業

愛媛県

男性 女性

7.3%

0.0%

0.0%

2.9%

18.3%

7.6%

5.5%

6.3%

10.5%

17.4%

17.1%

17.5%

0.0%

14.0%

11.0%

12.2%

22.1%

21.7%

23.9%

17.5%

12.7%

14.6%

20.8%

18.3%

17.8%

10.9%

16.2%

16.1%

15.1%

19.3%

12.5%

15.3%

17.9%

17.4%

17.1%

25.5%

19.0%

22.2%

19.2%

20.4%

14.7%

23.9%

17.1%

9.5%

23.0%

15.2%

18.4%

17.1%

6.3%

8.7%

8.5%

8.8%

7.1%

4.1%

11.0%

8.2%

3.4%

0.0%

0.0%

2.2%

4.8%

2.9%

1.6%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

100～…

30～99人

10～29人

1～9人
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製造業
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０％ １０％未満 １０～２０％未満
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（３）雇用形態別構成比率 
 

正社員の構成比率は前年比１．６ポイント減少の７３．３％ 

                 
 

回答事業所の従業員雇

用形態別構成比は、「正社

員」が７３．３％（前年７

４．９％）であり、男女別

では男性が８６．２％(前

年８５．７％)、女性が４

９．２％（前年５３．５％）

となっており、女性の「正

社員」が前年より４．３ポ

イント減少している。 

また、業種別でみると、

非製造業の女性における

「正社員」は４３．５％(前

年４５．０％)と１．５ポイ

ント減少し、反対に「パー

トタイマー」は４９．１％

(前年４２．４％)と６．７

ポイント増加している。 

                            

 

 

２. 経 営 

（１）経営状況  
                                   

前年に比べ「悪い」とする回答が３０．２ポイント 

増加し５５．５％（全国６１．５％） 

                               

回答事業所の経営状況は、「良い」が１０．４％（前年２１．

４％）、「変わらない」が３４．１％（前年５３．３％）、「悪い」

が５５．５％（前年２５．３％）となっており、「悪い」 とす

る事業所が前年度に比べ３０．２ポイント増加した。 

従業員規模別で見ると、「良い」と回答した割合は「１００～

３００人」規模の事業所が１５．２％(前年２６．３％)と最も高

く、次いで 「３０～９９人」の１４．５％（前年１９．３％）

の順となっている。反対に「悪い」と回答した割合は、「１０～

２９人」の６１．０％（前年２３．４％）が最も高く、「３０～

９９人」が「悪い」の割合が最も低くなっている。 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 経営状況 （％） 

図３ 雇用形態別構成比率 

55.4%

84.4%

75.4%

43.5%

85.1%

70.4%

52.7%

86.9%

75.0%

49.2%

86.2%

73.3%

33.3%

6.0%

14.4%

49.1%

6.4%

21.4%

33.8%

4.6%

14.8%

39.6%

5.3%

17.3%

11.3%

9.6%

10.2%

7.4%

8.5%

8.2%

13.5%

8.5%

10.2%

11.2%

8.5%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女

男

全国

女

男

非製造業

女

男

製造業

女

男

愛媛県

正社員 パートタイマー 派遣・その他

良　い 変らない 悪　い

10.4 34.1 55.5

9.8 29.0 61.2

5.3 13.2 81.6

15.4 84.6

15.4 7.7 76.9

14.3 28.6 57.1

69.2 30.8

100.0

11.1 30.6 58.3

20.6 44.1 35.3

8.3 33.3 58.3

11.2 41.8 47.1

33.3 16.7 50.0

36.4 63.6

15.4 63.5 21.2

卸売業 13.3 20.0 66.7

小売業 34.5 65.5

11.9 40.5 47.6

9.5 31.7 58.7

5.9 33.1 61.0

14.5 41.9 43.6

15.2 23.9 60.9

6.5 32.0 61.5

印刷・同関連

窯業・土石

化学工業

区　　分

金属、同製品

機械器具

その他

非製造業

　愛媛県

製造業

食料品

繊維工業

木材・木製品

情報通信業

運輸業

建設業

サービス業

１～９人

１０～２９人

３０～９９人

１００～３００人

全　国

従
業
員
規
模
別
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（２）主要事業の今後の方針 

 

「強化拡大」とする事業所が前年比５．７ポイン  

ト減少し３４．９％（全国２５．２％） 

                               

主要事業の今後の方針は、「現状維持」が最も多く５８．

７％、「強化拡大」が３４．９％、「縮小・廃止」が５．４％

となっている。「強化拡大」は前年度より５．７ポイント減

少し、「現状維持」は前年度より４．７ポイント増加した。 

業種別に「強化拡大」の数値を見ると製造業が３８．２％、

非製造業が３０．０％となっている。  

また、従業員規模別で見た場合、「３０～９９人」の規模

の事業所が４４．０％(前年４７．１％)と最も「強化拡大」

を考えている。 

 

 

 

 

（３）経営上の障害 
 

「人材不足」が４９．６％で第１位、「販売不振・受注の減少」が４６．３％で第２位 
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表４ 主要事業の今後の方針 （％） 

図４ 主要事業の今後の方針 

図５ 経営上の障害（３項目以内複数回答） 

強化拡大 現状維持 縮小・廃止 その他

34.9 58.7 5.4 0.9

38.2 55.5 5.5 0.8

42.1 50.0 5.3 2.6

30.8 57.7 11.5
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38.1 57.1 4.8

100.0

100.0

38.0 54.9 7.0

47.1 50.0 2.9

47.2 52.8

30.0 63.5 5.3 1.2

50.0 50.0

18.2 72.7 9.1

21.2 75.0 3.8

卸売業 43.3 56.7

小売業 17.9 75.0 7.1

39.5 46.5 9.3 4.7

30.2 61.1 7.9 0.8

31.6 63.2 5.1

44.0 50.9 3.4 1.7

34.8 58.7 4.3 2.2

25.2 67.3 6.8 0.7

　愛媛県

製造業

区　　分

食料品

繊維工業

木材・木製品

印刷・同関連

窯業・土石

全　国

化学工業

金属、同製品

機械器具

その他
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情報通信業
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回答事業所の経営上の障害は、「人材不足(質の不足)」が４９．６％(前年６２．３％)で１位となり、次

いで「販売不振・受注の減少」が４６．３％(前年２３．８％)、「労働力不足（量の不足）」が２６．７％

（前年３９．０％）の順となっている。また、「原材料・仕入品の高騰」は１９．７ポイント減少の１１．

８％、「金融・資金繰り難」は１．２ポイント増加の６．１％となっている。 

 

（４）経営上の強み 
 

「製品・サービスの独自性」が２９．７％で前年同様第１位 

                               

回答事業所の経営上の強み上位３項目は、「製品・サービスの独自性」が２９．７％(前年３０．７％)

で１位、次いで、「技術力・製品開発力」が２９．５％(前年２６．８％)で２位、「製品の品質・精度の

高さ」が２８．８％(前年２８．３％)で３位となっている。 

業種別に見ると、製造業では昨年同様「製品の品質・精度の高さ」が４０．８％（前年３８．３％）

で１位、次いで「製品・サービスの独自性」が３２．０％（前年２９．１％）で２位、「技術力・製品

開発力」が２９．２％（前年２９．６％）で３位となっている。 

非製造業では「技術力・製品開発力」が２９．９％(前年２２．５％）で１位、「商品・サービスの

質の高さ」が２９．３％（前年２５．８％）で２位、前年１位の「製品・サービスの独自性」が２６．

３％（前年３３．１％）で３位となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 経営上の強み(３項目以内複数回答) 
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３. 労働時間 
 

（１）週所定労働時間 
 

「週４０時間超４４時間以下」が前年比３．０ポイント減少の７．６％ 

        
従業員１人当たりの週所定労働時

間は、「週４０時間」が最も多く５５．

９％(全国４９．４％)、次いで「週３

８時間超４０時間未満」が２５．３％

であった。 

また、前年と比べると「週３８時間

以下」が２．５ポイント減少の１１．

２％、「週４０時間超４４時間以下」

が３．０ポイント減少の７．６％であ

った。 

従業員規模別で見た場合、「１００

～３００人」の規模の事業所では、４

０時間を超える事業所は無かった。 

 

 

 

（２）月平均残業時間 
 

「残業無し」が前年比３．１ポイント増加の１７．２％ 

 

 月平均残業時間は「１～1０時間未満」 

 が最も多く３１．６％、次いで「１０～２ 

０時間未満」が２１．８％、「２０～３０ 

時間未満」が１７．５％の順となってい 

る。 

また、「残業無し」は１７．２％と前年 

比３．１ポイント増加、「５０時間以上」 

は１．５％と前年比０．４ポイント減少し 

ている。 

 

 

 

 

　０時間
１～１０
時間未満

１０～２０時
間未満

２０～３０時
間未満

３０～５０時
間未満

５０時間
以上

17.2 31.6 21.8 17.5 10.4 1.5

製造業 17.5 33.1 22.3 19.9 6.0 1.2

非製造業 16.8 29.2 21.1 13.7 17.4 1.9

1～9人 36.9 29.5 13.9 12.3 6.6 0.8

10～29人 16.0 29.8 20.6 20.6 11.5 1.5

30～99人 3.5 32.5 29.8 19.3 12.3 2.6

100～300人 2.2 40.0 26.7 17.8 13.3

26.9 27.9 21.8 13.2 8.8 1.4

愛媛県

業種別

従業員
規模別

全国

３８時間以下
３８時間超

４０時間未満
４０時間

４０時間超
４４時間以下

11.2 25.3 55.9 7.6

製造業 12.4 27.7 55.4 4.4

非製造業 9.4 21.8 56.5 12.4

1～9人 18.7 22.0 43.1 16.3

10～29人 7.4 25.2 60.0 7.4

30～99人 7.8 30.4 60.0 1.7

100～300人 10.9 21.7 67.4

15.0 27.2 49.4 8.5

業種別

従業員
規模別

全国

愛媛県
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16.0%

16.2%

17.5%

9.9%

11.1%

11.7%

14.4%

10.4%
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１０～２０時間未満 ２０～３０時間未満

３０～５０時間未満 ５０時間以上

表５ 週所定労働時間 （％） 

表６ 月平均残業時間（従業員１人当たり） （％） 

図 7 週所定労働時間 図８ 月平均残業時間（従業員１人当たり） 
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9.9%
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４. 有給休暇 
  

（１）年次有給休暇 
 

年次有給休暇の平均取得率は４．０ポイント増加の５７．１％ 

 

 

回答事業所の年次有給休暇

の平均付与日数は、前年同様

「１５～２０日未満」が５１．

８％と最も多く、次いで「１０

～１５日未満」が２３．８％と

続いている。平均の付与日数

は、愛媛県が１５．２日と全国

平均の１５．５日より僅かなが

ら少なくなっている。 

業種別では、製造業(１５．４

日)が非製造業（１４．８日）よ

り平均付与日数が多くなって

いる。 

従業員規模で見ると、従業員

数「３０〜９９人」が１６．４

日と最も多くなっている。 

 

年次有給休暇の平均取得日数は、「５～１０日未

満」が４９．０％と最も多く、次いで「１０～１５

日未満」が３０．６％となっている。平均の取得日

数は、前年と比べ、０．８ポイント増加の８．２％

であった。 

業種別では、製造業が８．８日、非製造業が７．

２日で、前年度同様、製造業の平均取得日数の方が

多く、従業員規模別では、「１００～３００人」が

９．８日と最も多くなっている。 

年次有給休暇の平均取得率は「５０～７０％未

満」が３１．１％と最も多く、次いで「７０～１０

０％」が２９．８％、「３０～５０％未満」が２６．

２％となっており、平均の取得率は５７．１％であ

った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１１ 平均取得率 

図９ 平均付与日数 

表７ 年次有給休暇の所得 

図１０ 平均取得日数 

令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 令和２年度

14.9 15.2 7.4 8.2 53.1 57.1

製造業 15.1 15.4 8.2 8.8 56.9 59.2

非製造業 14.5 14.8 5.9 7.2 46.9 53.9

1～9人 12.2 13.5 6.8 7.5 62.6 61.9

10～29人 14.7 15.2 6.9 7.9 50.2 54.5

30～99人 16.5 16.4 8.0 8.5 49.9 53.3

100～300人 17.1 15.8 8.2 9.8 49.5 63.3

15.4 15.5 7.6 8.5 52.8 58.1

業種別

全国

従業員
規模別

愛媛県

平均付与日数 平均取得日数 平均取得率(％)
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５. 新規学卒者 

 

（１）新規学卒者の初任給（加重平均値） 
 

令和２年３月 大学卒の初任給は、技術系で全国より７，４２６円安い 

１９５，９８０円、事務系で１４，０４９円安い１８４，３８１円 

 

令和２年３月の新規学卒者１人当たりの平均初任給(加重平均)について、「高校卒」の初任給は、技術系が１

６５，２３４円（前年１６０，９６９円）、事務系が１６３，７０９円（前年１５１，０７１円）となっており、

技術系・事務系とも全国平均を下回っている。 

「専門学校卒」は、技術系が１７６，８２７円（前年１６０，５７１円）、事務系が１５２，０３３円（前年

１６４，４６７円）となっている。 

「短大卒」は、技術系が１８１，８１０円（前年１８９，９５８円）、事務系は１７６，５００円（前年１７

１，８００円）となっており、技術系は前年を下回ったものの事務系は前年を上回っている。 

「大学卒」は、技術系が１９５，９８０円（前年１９４，５５４円）、事務系が１８４，３８１円（前年１９

３，５６８円）となっており、技術系は前年を上回ったものの事務系は前年を下回っている。 
  

 

 

（各事業所の昇給額×対象者総数）の総和 

常用労働者の総和 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 新規学卒者初任給の推移(技術系)【加重平均値】 

（単位：円） 

※ 加重平均 ： 

（単位：円） 

178,946 

190,865 
192,700 

194,554 195,980 

171,050 

168,300 

188,493 
189,958 

181,810 

166,632 167,073 

180,242 

160,571 

176,827 

154,591 
159,146 

161,507 160,969 

165,234 

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度

大学卒

短大卒

専門学校卒

高校卒

表８ 新規学卒者の初任給（加重平均値） 

技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系

165,234 163,709 176,827 152,033 181,810 176,500 195,980 184,381

製造業 160,072 162,800 165,667 159,900 190,120 176,500 188,368 191,642

非製造業 177,517 165,755 179,871 148,100 173,500 - 200,738 179,256

1～9人 186,667 - - - - - - -

10～29人 157,996 180,000 174,333 - - - 194,000 178,667

30～99人 160,374 165,170 182,516 149,300 173,500 168,000 203,331 192,715

100～300人 167,084 159,533 173,333 154,220 190,120 185,000 186,242 182,213

167,016 164,092 180,820 173,885 181,086 176,579 203,406 198,430

区　分
高校卒 専門学校卒 短大卒 大学卒

全　国

愛媛県

業種別

従業員
規模別
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 図１３ 新規学卒者初任給の推移(事務系)【加重平均値】 
 
 

 

 

（２）令和３年３月新規学卒者の採用計画 
 

令和３年３月の新規学卒者採用計画は前年比９．７ポイント減少し２８．７％ 

 
令和３年３月におけ

る新規学卒者の採用計

画は、「ある」と回答した

事業所数が２８．７％

で、前年と比べると９．

７ポイント下回ったも

のの、全国平均２４．

５％より４．２ポイント

上回っている。 

採用計画を従業員規

模別で見ると、「１００

～３００人」で「ある」

の比率が６７．４％(前

年７９．５％)と最も高

く、従業員数の多い事業

所ほど新規学卒者の採

用に積極的である。 

図１４ 令和３年３月新規学卒者の採用計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円） 

190,129 
193,033 

197,713 

193,568 184,381 185,000 

163,246 

157,805 

171,800 

176,500 

154,679 

152,138 

161,750 

164,467 

152,033 

151,508 

156,951 

149,895 

151,071 

163,709 

140,000

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度

大学卒

短大卒

専門学校卒

高校卒

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

100～300人

30～99人

10～29人

１～９人

非製造業

製造業

愛媛県

あ る な い 未 定
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（３）令和２年３月新規学卒者の採用充足状況 
 

令和２年３月新規学卒者の採用充足率は前年比８．３ポイント減少し７４．１％ 

 
図１５ 新規学卒者の採用充足状況 

新規学卒者（令和２年３月卒）の

採用予定人数に対する採用人数の

充足率は、 

「高校卒」では、１６０名の採用

計画に対し１１１名の採用実績で

６９．４％(前年８３．１％)の充足

率であった。 

「専門学校卒」は、２５名の採用

計画に対し２３名の採用実績で９

２．０％(前年９０．０％)、の充足

率、「短大卒」は、６名の採用計画

に対し６名の採用実績で１００．

０％(前年９１．７％)の充足率であ

った。 

「大学卒」は、７２名の採用計画

に対し５５名の採用実績で７６．

４％(前年７５．８％)の充足率とな

った。                         

 

また、平均採用人数は１．８９人と前年の１．８７人を僅かに上回っているものの、採用充足率は７４．１％

と前年の８２．４％を８．３ポイント下回った。 

   

表９ 令和２年３月新規学卒者の採用充足状況         

 

 

 
 

 

 

事
業
所
数

採
用
計
画
人
数

採
用
実
績
人
数

充
足
率
（

％
）

平
均
採
用
人
数

事
業
所
数

採
用
計
画
人
数

採
用
実
績
人
数

充
足
率
（

％
）

平
均
採
用
人
数

事
業
所
数

採
用
計
画
人
数

採
用
実
績
人
数

充
足
率
（

％
）

平
均
採
用
人
数

55 160 111 69.4 2.02 47 145 98 67.6 2.09 9 15 13 86.7 1.44

製造業 40 116 78 67.2 1.95 35 106 69 65.1 1.97 6 10 9 90.0 1.50

非製造業 15 44 33 75.0 2.20 12 39 29 74.4 2.42 3 5 4 80.0 1.33

14 25 23 92.0 1.64 10 15 14 93.3 1.40 5 10 9 90.0 1.80

製造業 6 6 6 100.0 1.00 3 3 3 100.0 1.00 3 3 3 100.0 1.00

非製造業 8 19 17 89.5 2.13 7 12 11 91.7 1.57 2 7 6 85.7 3.00

6 6 6 100.0 1.00 4 4 4 100.0 1.00 2 2 2 100.0 1.00

製造業 4 4 4 100.0 1.00 2 2 2 100.0 1.00 2 2 2 100.0 1.00

非製造業 2 2 2 100.0 1.00 2 2 2 100.0 1.00

28 72 55 76.4 1.96 17 37 26 70.3 1.53 12 35 29 82.9 2.42

製造業 13 28 22 78.6 1.69 7 12 10 83.3 1.43 7 16 12 75.0 1.71

非製造業 15 44 33 75.0 2.20 10 25 16 64.0 1.60 5 19 17 89.5 3.40

103 263 195 74.1 1.89 78 201 142 70.6 1.82 28 62 53 85.5 1.89合　　　　計

　　　　産業計

大学卒

短大卒

　　　　産業計

　　　　産業計

専門
学校卒

　　　　産業計

区　　　分

合　　　　　計

高校卒

技　　術　　系 事　　務　　系

77.1%

88.2%

77.8% 78.9%
83.1%

90.0%

91.7%

75.8%

69.4%

92.0%

100.0%

76.4%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

高校卒 専門学校卒 短大卒 大学卒

平成30年度 令和元年度 令和２年度
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６．高年齢者の雇用について (新規調査項目) 

 

（１）６０歳以上の高年齢者の雇用状況 
 

高齢者を雇用している事業所は８２．８％ 

 

回答事業所の６０歳以上の高齢者の雇 

  用状況について、「雇用している」が８２． 

８％で業種別では「製造業」が８５．１％、 

「非製造業」が７９．４％と「製造業」で 

の雇用が多くなっている。 

従業員規模別でみると、「１００～３０ 

０人」は１００．０％となっており、従業 

員規模が小さくなるにつれて雇用率が低 

 くなっている。 

 

 

 

表１０ 高齢者の雇用状況  （％） 

 

（２）高年齢者雇用措置で講じた内容 
 

「再雇用など継続雇用制度を導入した」が６２．４％で第 1位 

 

回答事業所で高年齢者雇用措置で講じた内容は「再雇用など継続雇用制度を導入した」が６２．４％ 

（全国６６．２％）と最も高かった。 

 「再雇用など継続雇用制度を導入した」の従業員規模別では「１００～３００人」が９０．９％で従業員

規模が多いほど「再雇用など継続雇用制度を導入した」が多い。 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 高年齢者雇用措置で講じた内容 （％） 

雇用している 雇用していない

82.8 17.2

製造業 85.1 14.9

非製造業 79.4 20.6

1～9人 60.8 39.2

10～29人 84.7 15.3

30～99人 97.4 2.6

100～300人 100.0

80.5 19.5

区分

愛媛県

業種別

従業員

規模別

全国

10.7％

.0％

2.7％

8.0％

30.6％

7.8％

11.3％

10.0％

23.1％

9.1％

19.8％

40.7％

30.6％

29.7％

26.4％

27.6％

66.2％

90.9％

77.5％

51.3％

38.8％

62.5％

62.3％

62.4％

全国

100～300人

30～99人

10～29人

1～9人

非製造業

製造業

愛媛県

定年の定めを廃止した 定年を65歳以上に引き上げた 再雇用など継続雇用制度を導入した
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（３）高年齢者の雇用条件 

 

     「個人による」が４３．１％、次いで「変わらない」が３７．６％ 
 

高年齢者の「賃金」の雇用条件は「個人による」が４３．１％

（全国４０．４％）、「変わらない」が３７．６％（全国３６．

６％）であった。 

「週の労働日数」は「変わらない」が６２．２％、「個人によ

る」が２６．２％であった。 

「１日の労働時間」は「変わらない」が６４．２％、「個人に

よる」が２７．３％であった。 

「仕事の内容」は「変わらない」が５７．７％、「個人による」

が３７．３％であった。 

「役職」では「個人による」が４２．５％で全国３７．１％

を上回っており、「変わらない」が４０．７％であった。 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4％

37.6％

43.1％

一律に下がる 変わらない 個人による

図１７ 高年齢者の雇用条件（賃金） 
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変
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ら

な

い

個

人

に

よ

る

少

な

く

な

る

変

わ

ら

な

い

個

人

に

よ

る

19.4％ 37.6％ 43.1％ 16.8％ 40.7％ 42.5％ 5.0％ 57.7％ 37.3％ 8.4％ 64.2％ 27.3％ 11.6％ 62.2％ 26.2％

1～9人 5.5％ 52.1％ 42.5％ 2.8％ 62.0％ 35.2％ 4.2％ 73.6％ 22.2％ 16.7％ 70.8％ 12.5％ 20.8％ 61.1％ 18.1％

10～29人 14.8％ 46.1％ 39.1％ 10.6％ 53.1％ 36.3％ 2.6％ 63.5％ 33.9％ 9.6％ 66.1％ 24.3％ 14.8％ 62.6％ 22.6％

30～99人 23.9％ 29.2％ 46.9％ 27.9％ 25.2％ 46.8％ 5.4％ 50.9％ 43.8％ 2.7％ 62.8％ 34.5％ 4.4％ 66.4％ 29.2％

100～300人 42.2％ 13.3％ 44.4％ 27.3％ 13.6％ 59.1％ 11.4％ 34.1％ 54.5％ 6.8％ 52.3％ 40.9％ 6.8％ 52.3％ 40.9％

23.0％ 36.6％ 40.4％ 19.2％ 43.7％ 37.1％ 7.3％ 59.2％ 33.5％ 9.6％ 65.5％ 24.8％ 10.8％ 63.5％ 25.7％

賃金 役職 仕事の内容

全国

週の労働日数

愛媛県

区分

従業員

規模別

１日の労働時間

16.8％

5.0％

8.4％

11.6％

40.7％

57.7％

64.2％

62.2％

42.5％

37.3％

27.3％

26.2％

役職

仕事の内容

１日の労働時

間

週の労働日数

変わる 変わらない 個人による

図１８ 高年齢者の雇用条件 

表１１ 高年齢者の雇用条件 
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（４）高年齢者就業確保措置の把握状況 

 

「把握している」が５２．７％（全国５４．４％） 

 

 高年齢者就業確保措置の把握状況は「把握している」が５２．７％であった。 

 高年齢者就業確保措置に講じる予定では

「今後他社の対応等情報収集をしながら考え

たい」が３８．５％と最も高く、次いで「７０

歳までの継続雇用制度の導入」が３３．０％で

あった。 

業種別の「定年の廃止」は「製造業」が９．

０％、「非製造業」が６．８％で「製造業」が

２．２ポイント上回っている。従業員規模別で

は「１～９人」が２２．０％（全国１０．１％）

と最も高くなっている。 
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6.8％ 33.0％ 8.1％ 8.1％ 0.5％ 9.0％ 38.5％

製造業 3.0％ 31.6％ 9.0％ 6.8％ 0.8％ 7.5％ 43.6％

非製造業 12.5％ 35.2％ 6.8％ 10.2％ 11.4％ 30.7％

1～9人 12.0％ 22.0％ 22.0％ 6.0％ 8.0％ 36.0％

10～29人 7.5％ 37.3％ 6.0％ 11.9％ 1.5％ 4.5％ 35.8％

30～99人 5.4％ 36.5％ 2.7％ 9.5％ 13.5％ 36.5％

100～300人 33.3％ 3.3％ 10.0％ 53.3％

7.1％ 33.4％ 10.1％ 7.5％ 1.1％ 0.2％ 8.8％ 37.0％

愛媛県

全国

業種別

従業員

規模別

図１９ 高年齢者就業確保措置の把握状況 

表１２ 高年齢者就業確保措置に講じる予定（複数回答） 

52.7%
47.3%

把握している 把握していない
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７．新型コロナウイルス感染拡大による影響について (新規調査項目) 
 

（１）経営への影響 

 

「売上高の減少」が６８．２％で第１位、「取引先・顧客からの受注減少」が５８．５％で第２位 

 

 新型コロナウイルス感染拡大による経営への影響では「売上高の減少」が６８．２％（全国６９．９％）で

あった。次いで、「取引先・顧客からの受注減少」が５８．５％（全国５７．４％）、「営業活動等の縮小」が４

６．７％（全国３７．４％）であった。 

業種別の「売上高の減少」は「製造業」が７４．１％、「非製造業」が５９．２％、「取引先・顧客からの受注

減少」は「製造業」が６８．２％、「非製造業」が４３．８％であった。 

 

図２０  新型コロナウイルスによる経営への影響（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

1.4％

13.0％

2.0％

25.1％

19.2％

37.4％

57.4％

69.9％

16.6％

10.9％

3.9％

3.6％

17.8％

1.2％

16.0％

14.8％

42.6％

43.8％

59.2％

22.5％

7.1％

3.6％

1.2％

9.8％

3.5％

28.6％

17.3％

49.4％

68.2％

74.1％

13.7％

14.5％

1.2％

2.1％

13.0％

2.6％

23.6％

16.3％

46.7％

58.5％

68.2％

17.2％

11.6％

2.1％

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 70.0％ 80.0％

その他

特に影響はない

受注や売上高が増加した

休業の実施

運転資金等の資金繰り難

営業活動等の縮小

取引先・顧客からの受注減少

売上高の減少

資材・部品・商品等の調達・仕入難

労働力の過剰

労働力の不足

愛媛県 製造業 非製造業 全国
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（２）雇用環境の変化 

 

「特に変化はない」が４８．０％で第１位、「子の学校等休校のため欠勤・遅刻・早退をした従業員

がいる」が２５．４％で第２位 

 

   新型コロナウイルス感染症による雇用環境の変化では、「特に変化はない」が最も高く４８．０％（全国４６．

８％）であり、「子の学校等休校のため欠勤・遅刻・早退をした従業員がいる」が２５．４％（全国２２．９％）

であった。 

   業種別では、「特に変化はない」が「製造業」が４５．８％、「非製造業」が５１．２％であった。「採用予定者

の内定を取り消した」は製造業・非製造業ともに０．０％（全国０．１％）であった。 

 

 

（３）労働環境の整備 

 

「特に整備していない」が５７．２％で第１位、「テレワークの導入」が１６．５％で第２位 

 

 新型コロナウイルス感染症による労働環境の整備では「特に整備していない」が５７．２％（全国５３．１％）

であった。業種別では「製造業」が５９．８％、「非製造業」が５３．４％であった。 

 「テレワークの導入」は１６．５％で全国の１３．６％を上回っている。「製造業」では１６．８％、「非製造 

業」では１６．０％であった。「非製造業」は「特に整備していない」に次いで「時短勤務の導入」が１６．６％ 

であった。 

2.2％

46.8％

2.5％

8.5％

3.3％

0.1％

0.8％

1.1％

22.9％

25.5％

13.0％

1.2％

51.2％

3.7％

7.9％

5.5％

1.2％

0.6％

24.4％

18.3％

11.0％

2.0％

45.8％

2.8％

10.7％

4.7％

1.2％

1.2％

26.1％

19.4％

13.4％

1.7％

48.0％

3.1％

9.6％

5.0％

1.2％

1.0％

25.4％

18.9％

12.5％

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％

その他

特に変化はない

賃金（賞与）を引き上げた

賃金（賞与）を削減した

従業員を採用した

採用予定者の内定を取り消した

採用した従業員の入社日を遅らせた

事業休止・縮小により解雇又は雇用止めした従業員がい

る

子の学校等休校のため欠勤・遅刻・早退をした従業員が

いる

労働日数を減らした従業員がいる

休職・教育訓練をしてもらった従業員がいる

愛媛県 製造業 非製造業 全国

図２１ 新型コロナウイルスによる雇用環境の変化（複数回答） 
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（４）雇用維持等のために活用した助成金 

「活用していない」が４３．７％で第１位、「持続化給付金」が３３．０％で第２位 

 

 

新型コロナウイルス感染症による雇用維持等のために活用した助成金では「活用していない」が４３．７％で

あった。次いで「持続化給付金」が３３．０％、「雇用調整助成金」が２９．４％であった。 

「製造業」の「雇用調整助成金」は３３．８％であり、「非製造業」の２２．７％を１１．１ポイント上回っ

ている。「持続化給付金」では「製造業」で３２．９％、「非製造業」で３３．１％であった。 

 

   

 

12.0％

53.1％

3.9％

5.7％

18.1％

13.3％

13.6％

9.8％

53.4％

4.3％

6.7％

16.6％

12.3％

16.0％

9.4％

59.8％

4.9％

4.5％

11.5％

6.1％

16.8％

9.6％

57.2％

4.7％

5.4％

13.5％

8.6％

16.5％

その他

特に整備していない

就業規則の見直し

臨時手当等の支給

時短勤務の導入

時差出勤の導入

テレワークの導入

愛媛県 製造業 非製造業 全国

3.6％

46.4％

2.2％

30.7％

9.2％

1.5％

29.1％

1.9％

48.1％

5.2％

33.1％

9.7％

4.5％

22.7％

2.5％

40.8％

7.1％

32.9％

10.4％

0.4％

33.8％

2.3％

43.7％

6.3％

33.0％

10.2％

2.0％

29.4％

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％

その他

活用していない

ものづくり助成金

持続化給付金

小学校休業等対応助成金

働き方改革支援助成金

雇用調整助成金

愛媛県 製造業 非製造業 全国

図２２ 新型コロナウイルスによる労働環境の整備（複数回答） 

図２３ 雇用維持等のために活用した助成金（複数回答） 
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８. 賃金改定 
 

（１）賃金改定実施状況 
 

「引上げた」及び「引上げる予定」が５５．２％ 

 

賃金改定実施状況については「引上げた」４６．３％と「７月以降引上げる予定」８．９％の合計５５．

２％で前年の合計７６．７％から２１．５ポイント減少であった。 

「今年は実施しない」は１９．１％で前年から８．９ポイント増加、「未定」は２３．４％で前年から１

１．１ポイントの増加であった。 

また、「引下げた」は０．７％、「７月以降引下げる予定」は１．４％であった。 

図２４ 賃金改定実施状況 

 

（２）令和２年平均昇給額・率（加重平均値） 
 

令和２年の平均昇給額は４，７２５円、昇給率は前年比１．０３ポイント 

減少の１．９１％ 

 

 

 

 

 

（単位：円） 

54.2%

56.6%

62.8%

63.9%

46.3%

10.3%

15.5%

14.1%

12.8%

8.9%

18.1%

11.6%

8.9%

10.2%

19.1%

0.3%

0.3%

0.3%

0.7%

1.0%

0.5%

0.6%

0.5%

1.4%

16.1%

15.8%

13.3%

12.3%

23.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

引上げた ７月以降引上げる予定
今年は実施しない（凍結） 引下げた
７月以降引下げる予定 未定

3,478
3,918

3,394

4,379 4,465

5,459
5,114

5,897

7,191

4,725

1.43%

1.60%
1.38%

1.78% 1.82%

2.23%

2.09%

2.40%

2.94%

1.91%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和２年度

平均昇給額 昇給率

図２５ 平均昇給額と昇給率の推移（加重平均値） 
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令和２年の「昇給額」は４，７２５円、「昇給率」は１．９１％と前年に比べ額で２，４６６円、率で１．

０３ポイント減少した。 

業種別でみると、「製造業」は額で４，４５６円、率で１．８６％、「非製造業」は額で５，２６１円、率

で１．９９％であった。 

従業員規模別で見ると、「１～９人」は、額で５，５４８円、率で２．４３％、「１０～２９人」は、額で

６，０７２円、率で２．５６％、「３０～９９人」は、額で４，４５８円、率で１．８４％、「１００～３０

０人」は、額で４，５２７円、率で１．７７％であった。 

 

表１３ 改定後の平均賃金(加重平均値) 

 

 

 

（３）賃金改定の内容 
 

賃金改定の内容は「定期昇給」が前年比６．７ポイント増の６３．８％ 

 

賃金改定した事業所の賃金改定の内容は、「定期昇給」が６３．８％で最も多く、次いで「基本給の引上

げ（定期昇給制度のない事業所）」が２７．７％、「諸手当の改定」が１４．６％の順であった。 
 

図２６ 賃金改定の内容(複数回答) 

  

9.1%

17.0%

27.3%

18.2%

63.6%

7.2%

12.8%

28.0%

8.0%

64.0%

8.0%

14.6%

27.7%

12.2%

63.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

臨時給与（夏季・年末賞与など）

の引上げ

諸手当の改定

基本給の引上げ（定期昇給制度の

ない事業所）

ベースアップ

定期昇給

愛媛県 製造業 非製造業

事業所数
対象者数
(人）

改定前賃金
(円)

改定後賃金
(円)

昇給額
(円)

昇給率
(%)

215 7,075 247,623 252,348 4,725 1.91

製造業 131 4,710 239,414 243,870 4,456 1.86

非製造業 84 2,365 263,970 269,231 5,261 1.99

1～9人 49 199 228,593 234,141 5,548 2.43

10～29人 63 892 237,342 243,414 6,072 2.56

30～99人 71 2,562 242,519 246,977 4,458 1.84

100～300人 32 3,422 255,230 259,757 4,527 1.77

9,154 262,975 253,231 257,854 4,623 1.83

業種別

従業員
規模別

愛媛県

全国

区　　分
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（４）賃金改定の決定要素 
 

賃金改定の決定要素は「労働力の確保・定着」が５９．９％で第１位、「企業の業績」が 

５９．４％で第２位 

 

賃金改定した事業所の決定要素は、「労働力の確保・定着」が５９．９％、次いで「企業の業績」が５９．

４％、「労使関係の安定」が２６．７％の順であった。 

なお、「消費税増税」は４．１％であった。 

 
  

図２７ 賃金改定の決定要素(複数回答) 
 

 

 

  

2.3%

4.5%

4.5%

3.4%

19.3%

4.5%

25.0%

3.4%

59.1%

12.5%

62.5%

3.1%

2.3%

3.9%

1.6%

25.6%

1.6%

27.9%

3.1%

60.5%

27.9%

57.4%

2.8%

3.2%

4.1%

2.3%

23.0%

2.8%

26.7%

3.2%

59.9%

21.7%

59.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

重視した要素はない

消費税増税

賃上げムード

前年度の改定実績

親会社又は関連会社の改定の動向

労使関係の安定

物価の動向

労働力の確保・定着

世間相場

企業の業績

愛媛県

製造業

非製造業



25 

 

【参考資料】 令和 2年度中小企業労働実態調査票 
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