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労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律第九十号）

第一章 総則（第一条―第三条の二）

第二章 労働時間等設定改善指針等（第四条・第五条）

第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等（第六条・第七条）

第四章 労働時間等設定改善実施計画（第八条―第十四条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間

等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた

自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能

力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現

と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

（定義）

第一条の二 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇

（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第三十九条 の規定による年次有給休暇

として与えられるものをいう。以下同じ。）その他の休暇をいう。

２ この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を

与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。

（事業主等の責務）

第二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の

繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の

整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

２ 事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身

の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると

認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、

その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者（転

任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者

をいう。）、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする

労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。

３ 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の

改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。

４ 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働

時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けな
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い等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自

主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行う

とともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活

動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的

に推進するように努めなければならない。

２ 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働

時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならな

い。

（適用除外）

第三条の二 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法（昭和二十二年法律

第百号）の適用を受ける船員については、適用しない。

第二章 労働時間等設定改善指針等

（労働時間等設定改善指針の策定）

第四条 厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対

処するために必要な指針（以下「労働時間等設定改善指針」という。）を定めるものと

する。

２ 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行

政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意

見を聴かなければならない。

３ 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。

４ 前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。

（要請）

第五条 厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円

滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善

に関する事項について、必要な要請をすることができる。

第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等

（労働時間等の設定の改善の実施体制の整備）

第六条 事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者

を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改

善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業
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場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的

に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。

（労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法 の適用の特例等）

第七条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合

するもの（以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。）が設置されて

いる場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による

議決により労働基準法第三十二条の二第一項 、第三十二条の三、第三十二条の四第一

項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、

第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第

四項及び第六項の規定（これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項 、第三十二

条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労

働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭

和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。）第四十四条

第二項 の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項 及

び第三十八条の三第一項 の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項 の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規定」とい

う。）に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会

に係る事業場の使用者（労働基準法第十条 に規定する使用者をいう。）については、

労働基準法第三十二条の二第一項 中「協定」とあるのは「協定（労働時間等の設定の

改善に関する特別措置法第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議（第

三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。）を含む。次項、

第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十

八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。）」と、同法第三十二

条の四第二項中「同意」とあるのは「同意（決議を含む。）」と、同法第三十六条第三

項中「代表する者」とあるのは「代表する者（決議をする委員を含む。次項において同

じ。）」と、「当該協定」とあるのは「当該協定（当該決議を含む。）」として、労働時間

に関する規定（同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定

を含む。）及び同法第百六条第一項の規定を適用する。

一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する

労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が

ない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されているこ

と。

二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成

され、かつ、保存されていること。

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

２ 労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事

業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働

者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との

書面による協定により、労働安全衛生法 （昭和四十七年法律第五十七号）第十八条第
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一項 の規定により設置された衛生委員会（同法第十九条第一項 の規定により設置され

た安全衛生委員会を含む。以下同じ。）であって次に掲げる要件に適合するものに、当

該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対し

て意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会

とみなして、前項の規定を適用する。

一 当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織

する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組

合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されている

こと。

二 当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が

作成され、かつ、保存されていること。

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

第四章 労働時間等設定改善実施計画

（労働時間等設定改善実施計画の承認）

第八条 同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑

な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の

設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置（以下「労働

時間等設定改善促進措置」という。）を実施しようとするものは、共同して、実施しよ

うとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画（以下「労働時間等設定改善実施計

画」という。）を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大

臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることが

できる。

２ 労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標

二 労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場

三 労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期

四 その他省令で定める事項

３ 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請が

あった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するも

のであると認めるときは、その承認をするものとする。

一 前項第一号に掲げる目標が同項第二号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関

する実情に照らして適切なものであること。

二 前項第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために必要

かつ適切なものであること。

三 一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

四 当該労働時間等設定改善実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退するこ

とを不当に制限するものでないこと。

４ 厚生労働大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会
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の意見を聴くものとする。

５ 厚生労働大臣は、第三項の承認をするに当たっては、同項第一号に規定する労働者

の意見を聴くように努めるものとする。

（労働時間等設定改善実施計画の変更等）

第九条 前条第一項の承認を受けた者（以下「承認事業主」という。）は、当該承認に

係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業

種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。

２ 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をし

た労働時間等設定改善実施計画（前項の規定による変更の承認があったときは、その変

更後のもの。以下「承認計画」という。）が同条第三項の基準に適合するものでなくな

ったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承

認を取り消さなければならない。

３ 前条第三項の規定は、第一項の承認について準用する。

（公正取引委員会との関係）

第十条 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承

認（前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。）をしよう

とする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正

取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間等設定改善実施

計画に定める労働時間等設定改善促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時

間等設定改善促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項

について意見を述べるものとする。

２ 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属す

る事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計

画について意見を述べるものとする。

３ 公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画で

あって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認を

したものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）の規定に違反する事実があると

思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通

知するものとする。

４ 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前項の規定による通知

を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該承認後の労働時間等の動向及び経済的事

情の変化に即して第一項に規定する事項について意見を述べることができる。

５ 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第三項の規定による通

知を受けた場合において、当該通知に係る承認計画が前条第二項に規定する場合に該当

することとなるときは、当該承認計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。

６ 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第二項の規定によ

り第一項の規定による送付に係る承認計画の承認を取り消したときは、公正取引委員会
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に対し、その旨を通知するものとする。

（援助等）

第十一条 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認計画の的確

な実施を確保するため、承認事業主に対し、必要な情報及び資料の提供、承認計画の実

施に関する助言を行う者の派遣その他必要な援助を行うように努めるものとする。

２ 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認

計画に定める労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認

めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間等

の設定の改善を促進するために必要な協力を要請することができる。

（報告の徴収等）

第十二条 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主に対

し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。

２ 承認事業主が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労

働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、当該承認計画の承認を取り消すこ

とができる。

３ 第十条第六項の規定は、前項の規定による承認計画の承認の取消しについて準用す

る。この場合において、第十条第六項中「第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読

み替えるものとする。

（厚生労働大臣の権限の委任）

第十三条 第八条から前条までに規定する厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところ

により、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

２ 前項の規定により第八条に規定する厚生労働大臣の権限が都道府県労働局長に委任

された場合には、同条第四項中「労働政策審議会」とあるのは、「都道府県労働局に置

かれる政令で定める審議会」とする。

（都道府県が処理する事務等）

第十四条 第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の

権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととす

ることができる。

２ 第八条から第十二条までに規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限は、

政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。
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附 則 （平成五年七月一日法律第七九号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定（労働時

間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条の改正規定を除く。）及び附則第十四条の規

定は、公布の日から施行する。

（労働時間に関する経過措置）

第二条 平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律によ

る改正後の労働基準法（以下「新労働基準法」という。）第三十二条第一項（新労働基

準法第百三十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同

じ。）、第三十二条の五第一項（新労働基準法第百三十二条第二項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六

十四条の二並びに第六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

２ この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法（以下「旧労働基

準法」という。）第三十二条の二、第三十二条の三及び旧労働基準法第百三十二条第一

項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二条の四第一項の規定により労

働させることとしている労働者に関しては、旧労働基準法第三十二条の二の規定に基づ

く就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以内の一定の期間、旧

労働基準法第三十二条の三の規定に基づく同条の協定（労働時間の短縮の促進に関する

臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条におい

て同じ。）による定めをしている旧労働基準法第三十二条の三第二号の清算期間又は旧

労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する旧労働基準法第三十二

条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている三箇月以内の一定の期間

（以下この項において「旧労働基準法による協定等の期間」という。）のうち平成六年

三月三十一日を含む旧労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、新労

働基準法第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十二条の三、第三十二条の四第一項

（新労働基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五

項において同じ。）、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十四条の二並びに第

六十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３ この法律の施行前に使用者が旧労働基準法第三十八条の二第四項の規定に基づき同

項の協定（この法律の施行の際現に効力を有するものに限る。）で定めた業務は、当該

協定が効力を有する間は、新労働基準法第三十八条の二第四項の命令で定めた業務とみ

なす。

４ 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十一条第

一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条第一項（以下この項及び

次項において「読替え後の新労働基準法第三十二条第一項」という。）の規定が適用さ

れている労働者に関しては、同日を含む一週間に係る労働時間については、読替え後の

新労働基準法第三十二条第一項の規定の例による。
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５ 使用者が新労働基準法第三十二条の二から第三十二条の四第一項までの規定により

労働させることとしている労働者であって、平成九年三月三十一日においてその労働時

間について読替え後の新労働基準法第三十二条第一項の規定が適用されているものに関

しては、新労働基準法第三十二条の二の規定に基づく就業規則その他これに準ずるもの

による定めをしている一箇月以内の一定の期間、新労働基準法第三十二条の三の規定に

基づく同条の協定による定めをしている同条第二号の清算期間又は新労働基準法第三十

二条の四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間

（以下この項において「新労働基準法による協定等の期間」という。）のうち同日を含

む新労働基準法による協定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準

法第三十二条第一項の規定の例による。

６ 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十二条第

一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又

は第三十二条の五第一項の規定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働

基準法第百三十二条第一項の規定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の

四第一項の規定に基づく同項の協定による定めをしている同項第二号の対象期間を平均

し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働させた

ときにおけるその超えた時間（新労働基準法第三十七条第一項の規定の適用を受ける時

間を除く。）の労働については、新労働基準法第百三十二条第一項又は第二項の規定に

より読み替えて適用する新労働基準法第三十二条の四第一項又は第三十二条の五第一項

の規定の例による。

（有給休暇に関する経過措置）

第三条 新労働基準法第三十九条第一項及び第二項の規定は、六箇月を超えて継続勤務

する日がこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後である労働者について適

用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務している労働者については、なお従前の例に

よる。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同条第一項

及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その雇入れの日」とあるのは「労

働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律（平成五

年法律第七十九号）の施行の日（次項において「施行日」という。）」と、同条第二項

中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあ

るのは「施行日から起算して六箇月を」とする。

２ 施行日前の育児休業等に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一項に規

定する育児休業をした期間については、新労働基準法第三十九条第七項の規定は、適用

しない。

（報告等に関する経過措置）

第四条 この法律の施行前に旧労働基準法第百十条の規定により行政官庁又は労働基準

監督官から要求のあった報告又は出頭は、新労働基準法第百四条の二の規定により行政

官庁又は労働基準監督官が命じた報告又は出頭とみなす。
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（労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例に関する経過措置）

第五条 新労働基準法第百三十一条第一項の規定が適用される間における同項に規定す

る事業に係る第二条の規定による改正後の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第

七条の規定の適用については、同条中「第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条

の五第一項、第三十六条」とあるのは、「同法第百三十二条第一項の規定により読み替

えて適用する同法第三十二条の四第一項、同法第三十二条の四第二項、同法第百三十二

条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十二条の五第一項、同法第三十六条」

とする。

（罰則に関する経過措置）

第六条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び第二項並びに第三条

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

附 則 （平成五年一一月一二日法律第八九号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続

法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続

に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問

その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不

利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関

係法律の相当規定により行われたものとみなす。

（政令への委任）
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第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要

な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成九年三月三一日法律第一七号）

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 （平成九年六月一八日法律第九二号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 （平成一〇年九月三〇日法律第一一二号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 （平成一一年七月一六日法律第八七号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える

改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る

部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同

法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四

条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併

の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並

びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五

項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第

百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

（新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例）

第百二十二条 第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府

県労働局（以下「都道府県労働局」という。）であって、この法律の施行の際第三百七

十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同

一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、

適用しない。

（職業安定関係地方事務官に関する経過措置）
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第百二十三条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員（労働

大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職

業安定関係地方事務官」という。）である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の

都道府県労働局の職員となるものとする。

（地方労働基準審議会等に関する経過措置）

第百二十四条 この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議

会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審

議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労

働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

（国等の事務）

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法

律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又

は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国

等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく

政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

（処分、申請等に関する経過措置）

第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下こ

の条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定

によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）

又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の

申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施

行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、

附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における

改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定により

された処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機

関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行

の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別

段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は

地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならな

い事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれ

ぞれの法律の規定を適用する。

（不服申立てに関する経過措置）

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政

庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する
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上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同

法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行

政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当

該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であ

った行政庁とする。

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関である

ときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方

自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

（手数料に関する経過措置）

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づ

く命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこ

れに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

２ 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、

政令で定める。

（検討）

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務につい

ては、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一

に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進す

る観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行でき

るよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、

経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと

する。

第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処

理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務

処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。
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附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 （平成一三年三月三一日法律第二五号）

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第二項並びに第十九

条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 （平成一三年四月二五日法律第三五号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則 （平成一五年七月四日法律第一〇四号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。

附 則 （平成一七年一一月二日法律第一〇八号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

二 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第

一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日

（労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置）

第六条 施行日前に第四条の規定による改正前の労働時間の短縮の促進に関する臨時措

置法（以下「旧時短促進法」という。）第七条に規定する労働時間短縮推進委員会でそ

の委員の五分の四以上の多数による議決により同条に規定する労働時間に関する規定に

規定する事項について行われた決議は、第四条の規定による改正後の労働時間等の設定

の改善に関する特別措置法（以下「労働時間等設定改善法」という。）第七条第一項に

規定する労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により

同項に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議とみなす。

第七条 施行日前に旧時短促進法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間短縮

実施計画（旧時短促進法第九条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変
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更後のもの）又はこの法律の施行の際現に旧時短促進法第八条第一項若しくは第九条第

一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ労働時間等設定改善法第八条第一

項の規定により承認を受けた労働時間等設定改善実施計画又は同項若しくは労働時間等

設定改善法第九条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。

第八条 旧時短促進法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センター（以下「労

働時間短縮支援センター」という。）がこの法律の施行の際現に有する権利及び義務の

うち、旧時短促進法第十七条第一項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援セン

ターに属するに至ったもの（資産にあっては、政令で定めるものに限る。）は、この法

律の施行の時において国が承継する。

２ 前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

第九条 旧時短促進法第二十条の規定による報告で、施行日前に行われていないものに

ついては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による報告は、厚生労

働大臣に対して行うものとする。

第十条 労働時間短縮支援センターの施行日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、

貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例によ

り行うものとする。

（罰則の適用に関する経過措置）

第十一条 この法律（附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定）の施行前

にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ

の法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要と

なる経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

（検討）

第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法

の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 （平成二〇年一二月一二日法律第八九号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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明日の安心と成長のための緊急経済対策（平成２１年１２月８日閣議決定）（抄） 

 

 

Ⅱ．具体的な対策 

 ６．「国民潜在力」の発揮 

（３）「働く人の休暇取得推進プロジェクト（仮称）」 

ワーク・ライフ・バランスやワーク・シェアリング推進の観点から、年

次有給休暇や育児休業等の取得促進、休暇分散取得等を政労使一丸とな

って推進し、経済・雇用創出を目指す。 

＜具体的な措置＞ 

○休暇取得促進に向けての政労使合意と取組 

・「雇用戦略対話」等を通じて、政労使の合意形成と取組を推進 

○休暇取得促進への支援措置（指針見直し等） 

・休暇取得を促進するため、労働時間等設定改善法に基づく「指針」を

見直し、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に向けた関係者の取

組の促進を図る。また、「指針」を踏まえ、一定日数以上の連続した

休暇の取得など更なる具体的な改善措置を行った事業主を助成 

○休暇分散取得等の推進（再掲） 

・ワーク・ライフ・バランスや観光振興の観点から、地域で休暇の分散

取得・長期取得を行う取組等を支援する。そのため、観光立国推進本

部の活用をはじめ政府全体の支援体制を作る。 
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観光地域経営フォーラム・休暇改革推進部会 報告書

（「『休暇』から『休活』へ ～有給休暇の活用による内需拡大･雇用創出」）

（平成21年９月25日発表）（抄）

第４章

提言:｢休暇｣から｢休活｣へ ～ 有給休暇の活用による内需拡大・雇用創出

１．休暇がもたらす16 兆円の経済効果

（略）

今回の分析によって、年次有給休暇の完全取得は、極めて大きな経

済効果をもたらすことが明らかになった。その規模は、

(1) 余暇活動増加による消費支出、雇用創出から生まれる消費支出、

設備投資の誘発による消費支出を合わせると、約15 兆6,300億円

の経済効果をもたらす（わが国GDP・498兆円の3％に相当）。

(2) 新規雇用・代替雇用を合わせると187.5万人の雇用を創出する（完

全失業者数359万人のうち52％を解消）。

（略）

【参考】

○「観光地域経営フォーラム」

代表幹事：麻生渡 福岡県知事

須田寛 東海旅客鉄道相談役

福川伸次 機械産業記念事業財団会長

望月照彦 多摩大学教授

○「観光地域経営フォーラム・休暇改革推進部会」

座 長：桜本 光 慶應義塾大学商学部教授
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後
も

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
は

２
割

強
で

推
移

し
て

お
り

、
総

実
労

働
時

間
も

１
，

８
０

０
時

間
台

前
半

で
推

移
し

て
い

る
。

1
9
9
9

2
0
0
8

2
0
1
0

1
9
9
9

1
9
8
4

1
9
9
0

1
9
9
9

1
9
9
0

2
0
0
0

2
0
1
6

2
0
1
5

2
0
1
2

2
0
2
4

2
0
3
3

1
9
9
6

1
9
0
3

1
9
1
3

1
9
1
2年

間
総

実
労

働
時

間
の

推
移

（
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

を
含

む
）

就
業

形
態

別
年

間
総

実
労

働
時

間
及

び
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

比
率

の
推

移

2
2
.0

2
1
.4

2
1
.5

2
1
.9

2
1
.5

1
9
8
4

1
9
9
0

1
9
9
0

1
9
9
6

1
9
0
3

1
9
1
3

1
9
1
2

1
8
9
6

1
8
6
8

1
8
4
8

1
8
5
4

1
8
4
3

1
8
4
1

1
8
5
3

1
8
3
4

1
8
3
4

1
8
4
2

1
8
5
0

1
8
1
3

一
般

労
働

者
の

総
実

労
働

時
間

1
6
.9

1
7
.5

1
7
.9

1
9
.2

1
9
.6

1
7
7
0

1
7
7
5

1
7
6
4

1
7
4
8

1
7
3
4

1
7
1
4

1
7
1
4

1
7
1
0

1
7
0
2

1
7
0
6総
実

労
働

時
間

1
1
.5

1
1
.5

1
1
.8

1
2
.4

1
3
.9

1
3
8

1
4
8

1
4
8

1
4
0

1
3
9

1
4
7

1
4
9

1
5
2

1
5
6

1
6
0

1
4
5

1
7
0
2

1
6
8
5

1
6
8
2

1
6
8
6

1
6
9
0

1
6
6
8

所
定

内
労

働
時

間

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
比

率
（
単

位
％

）

1
1
7
6

1
1
8
3

1
1
7
6

1
1
6
4

1
1
5
7

1
1
5
0

1
1
7
2

1
1
7
0

1
1
7
2

1
1
8
4

1
1
7
1

1
1
7
6

1
1
8
2

1
1
9
5

1
1
6
6

1
3
3

1
3
8

1
4
8

1
4
8

1
3
4

1
3
4

1
4
0

1
3
3

1
3
9

1
4
7

4
9

1
4
5

所
定

外
労

働
時

間
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

の
総

実
労

働
時

間

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

（
資

料
出

所
）
 厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

　
　

　
　

 （
注

）
 事

業
所

規
模

３
０

人
以

上
（
年

度
）

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

（
資

料
出

所
）
 厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

　
　

　
　

 （
注

）
 事

業
所

規
模

３
０

人
以

上

（
年

度
）
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子ども・子育てビジョン（平成２２年１月２９日閣議決定）（抄）

第４ 目指すべき社会への政策４本柱と１２の主要施策

３つの大切な姿勢を踏まえ、次のような「目指すべき社会への政

策４本柱」と「12の主要施策」に従って、取組を進めます。なお、

具体的な各種施策の内容については、「別添１」に整理しています。

別添１ 施策の具体的内容

４．男性も女性も仕事と生活が調和する社会へ（ワーク・ライフ・バランス

の実現）

（11）働き方の見直しを

≪長時間労働の抑制、テレワークの活用等、働き方の見直しに向

けた環境整備を図る≫

（略）

□ 長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進

・ 長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進等、労働者の健

康と生活に配慮し、多様な働き方に対応できるような労使の自

主的な取組（労働時間等の設定の改善）について、事業主等が

適切に対処するために必要な事項を定めた「労働時間等見直し

ガイドライン」（労働時間等設定改善指針）を周知します。

（略）
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年
次

有
給

休
暇

の
取

得
率

等
の

推
移

50
.0
 
51
.5

52
.9

54
.6

56
.1

56
.1

53
.9

55
.2

54
.1

53
.8

51
.8

50
.5

49
.5

48
.4

48
.1

47
.4

46
.6

47
.1

46
.6

46
.7

47
.4

45
.0
 

50
.0
 

55
.0
 

60
.0
 

(4
8.
1)

％

7.
6 

7.
9 

8.
2 

8.
6 

9.
0 

9.
1 

9.
1 

9.
5 

9.
4 

9.
4 

9.
1

9.
0

8.
9 

8.
8 

8.
8 

8.
5 

8.
4 

8.
4 

8.
3 

8.
2 

8.
5 

15
.3
 
15
.4
 
15
.5
 
15
.7
 
16
.1
 
16
.3
 
16
.9
 
17
.2
 
17
.4
 
17
.4
 
17
.5
 
17
.8
 
18
.0
 
18
.1
 
18
.2

18
.0
 
18
.0
 
17
.9

17
.7

17
.6

18
.0

0.
0 

5.
0 

10
.0
 

15
.0
 

20
.0
 

6
3

平
成

元
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

付 与 日 数 ・ 取 得 日 数

（
資

料
出
所
）

厚
生
労
働
省
｢就

労
条
件
総
合
調
査
｣（
平
成
１
１
年
以
前
は
「
賃
金
労
働
時
間
制
度
等
総
合
調
査
」
に
よ
る
）

（
注

）
１
）

「
対

象
労

働
者

」
は
「
常

用
労

働
者

」
か
ら
「
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労

働
者

」
を
除

い
た
労

働
者

で
あ
る
。

２
）

「
付
与
日
数
」
に
は
、
繰
越
日
数
を
含

ま
な
い
。
「
取

得
率

」
は
、
全

取
得

日
数

／
全

付
与

日
数

×
１
０
０
（
％

）
で
あ
る
。

３
）

平
成
1
8
年
以
前
の
調
査
対
象
：
「
本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
企

業
」
→

平
成

1
9
年

調
査

対
象

：
「
常

用
労

働
者

が
3
0
人
以
上

の
民

営
企

業
」

（
参
考
）
平
成
１
８
年
以
前
の
調
査

方
法

に
よ
る
平

成
１
９
年

の
平

均
取

得
率

４
７
．
７
％

平
成

２
０
年

の
平

均
取

得
率

４
８
．
１
％

年

取 得 率

日

(4
7.
7)

●
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

率
に
つ
い
て
は

、
近

年
５
割

を
下

回
る
水

準
で
推

移
し
て
い
る
。
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「
国

民
の

祝
日

数
」

及
び

「
国

民
の

休
日

数
」

の
推

移
 

 

施
行
年
度

 
「
国
民
の
祝
日
数
」

 

及
び
「
国
民
の
休
日
数
」

制
定
さ
れ
た
「
国
民
の
祝
日
」
及
び
「
国
民
の
休
日
」

 

昭
和

23
年
度

 
9 

○
元
日

(1
/1

) 
  
○
成
人
の
日

(1
/1

5)
  

 ○
春
分
の
日

(春
分
日

) 
○
旧
･
天
皇
誕
生
日

(4
/2

9)
  
○
憲

法
記
念
日

(5
/3

) 
 ○

こ
ど
も
の
日

(5
/5

) 
○
秋
分
の
日

(秋
分
日

) 
  
○
文
化
の
日

(1
1/

3)
  
○
勤
労
感
謝
の
日

(1
1/

23
) 

昭
和

41
年
度

 
12

 
○
建
国
記
念
の
日

(2
/1

1)
  

 ○
敬
老
の
日

(9
/1

5)
  
○
体
育
の
日

(1
0/

10
) 

昭
和

63
年
度

 
13

 
○
国
民
の
休
日

(5
/4

)【
増
設
】

 

平
成
元
年
度

 
14

 
○
み
ど
り
の
日

(4
/2

9 
※
旧
･
天
皇
誕
生
日
か
ら
改
名

) 
○
新
･
天
皇
誕
生
日

(1
2/

23
)【

増
設
】

 

平
成

8
年
度

 
15

 
○
海
の
日

(7
/2

0)
【
増
設
】

 

平
成

19
年
度

 
15

 
○
昭
和
の
日

(4
/2

9 
※
み
ど
り
の
日
か
ら
改
名

) 
 

○
み
ど
り
の
日

(4
/2

9
か
ら

5/
4
に
期
日
変
更

) 

 

       

 

 ○
平
成

12
年
度
施
行

 

｢
成
人
の
日

｣ 
 1

/1
5 

→
 1

月
第

2
月
曜
日

 

｢
体
育
の
日

｣ 
10

/1
0 

→
 1

0
月
第

2
月
曜
日

 

 ○
平
成

15
年
度
施
行

 

｢
海
の
日

｣ 
 7

/2
0 

→
 7

月
第

3
月
曜
日

 

｢
敬
老
の
日

｣ 
9/

15
 →

 9
月
第

3
月
曜
日

 

ハ
ッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
制
度

 
【

4
月

29
日
】

 

旧
･
天
皇
誕
生
日
（
昭
和

23
年
度
）

 ⇒
 み

ど
り
の
日

(平
成
元
年
度

) 
⇒

 昭
和
の
日

(平
成

19

年
度

) 

 【
5
月

4
日
】

 

『
国
民
の
休
日
』

(昭
和

63
年
度

) 
⇒

 み
ど
り
の
日

(平
成

19
年
度

) 

※
祝
日
法
の
改
正
に
よ
り
昭
和

63
年
度
か
ら

2
つ

の
祝
日

に
挟

ま
れ

た
平

日
を

休
日

と
す

る
国

民

の
休
日

を
制
定
(憲

法
記
念
日
と
こ
ど
も
の
日
に
挟
ま
れ
て
い
る
)
｡
 

39 ページ



資
料

出
所

：
「
労

働
時

間
等

の
設

定
の

改
善

の
促

進
を

通
じ

た
仕

事
と

生
活

の
調

和
に

関
す

る
意

識
調

査
（
平

成
2
1
年

度
）
」

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
へ

の
た

め
ら

い
（

平
成

２
１

年
度

）

　

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
へ

の
た

め
ら

い

た
め

ら
い

を
感

じ
る

2
2
.0

％

や
や

た
め

ら
い

を
感

じ
る

4
2
.1

％

あ
ま

り
た

め
ら

い
を

感
じ

な
い

2
5
.6

％

全
く

た
め

ら
い

を
感

じ
な

い

9
.8

％

無
回

答

0
.5

％

た
め

ら
い

を
感

じ
る

理
由

（
Ｍ

．
Ａ

．
）

（
数

字
：
％

）
6
7
.3

4
1
.3

 3
4
.4

 1
7
.2

1
0
.2

5
.5

0
.4た
め

ら
い

を
感

じ
る

理
由

（
Ｍ

．
Ａ

．
）

（
数

字
：
％

）

み
ん

な
に

迷
惑

が
か

か
る

後
で

多
忙

に
な

る
か

ら

職
場

の
雰

囲
気

で
取

得
し

づ
ら

い

上
司

が
い

い
顔

を
し

な
い

昇
格

や
査

定
に

悪
影

響
が

あ
る

そ
の

他

無
回

答

4
6
.9

 4
0
.3

 2
4
.1

 2
3
.0

 1
0
.4

 

4
.1

 
5
.9

 た
め

ら
い

を
感

じ
な

い
理

由
（
Ｍ

．
Ａ

．
）

（
数

字
：
％

）

職
場

の
雰

囲
気

で
取

得
し

や
す

い

当
然

の
権

利
だ

か
ら

効
率

的
に

仕
事

が
で

き
る

環
境

だ
か

ら

仕
事

に
影

響
を

生
じ

な
い

か
ら

上
司

・
会

社
か

ら
休

む
よ

う
言

わ
れ

る

そ
の

他

無
回

答

全
体

の
約

３
分

の
２

の
労

働
者

は
、

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
に

た
め

ら
い

を
感

じ
て

お
り

、
「
全

く
た

め
ら

い
を

感
じ

な
い

」
労

働
者

は
9.
8％

と
極

め
て

少

な
く
、

「
あ

ま
り

た
め

ら
い

を
感

じ
な

い
」
（
25
.6

％
）
労

働
者

を
合

わ
せ

て
も

、
た

め
ら

い
を

感
じ

な
い

割
合

は
全

体
の

約
３

分
の

１
程

度
に

す
ぎ

な
い

。
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設
け
て
い
る

５
２
．
１
％

無
回
答

０
．
９
％

設
け
る
予
定
な
し

２
６
．
６
％

今
後
設
け
る
予
定

２
０
．
４
％

※
資
料
出
所
：
厚
生
労
働
省

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
の
促
進
を
通
じ
た
仕
事
と
生
活
の
調
和
に
関
す
る
意
識
調
査
（
平
成
２
１
年
）

※
「
あ
な
た
の
会
社
で
は
、
労
働
時
間
等
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
労
使
が
話
し
合
い
を
行
う
た
め
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会

を
は
じ
め
と
す
る
労
使
間
の
話
し
合
い
の
機
会
を
設
け
て
い
ま
す
か
。
」
へ
の
回
答

労
働

時
間

等
の

課
題

に
つ
い
て
労

使
が

話
し
合

い
の

機
会

を
設

け
て
い
る
割

合

41 ページ



42 ページ



43 ページ



44 ページ


	【表紙】　議事次第
	【資料１】名簿
	【資料２－１】指針：諮問文
	【資料２－２】【新旧】設定改善
	【資料３－００】目次
	【資料３－０１】ポンチ絵
	【資料３－０２】設定改善法
	【資料３－０５】緊急経済対策
	【資料３－０７】観光地域経営フォーラム
	【資料３－０８】総実労働時間の推移
	【資料３－０９－１】子ども・子育てビジョン
	【資料３－１０】年次有給 休暇
	【資料３－１１】法定祝日の推移
	【資料３－１２】平成21年度ためらい（横バージョン）
	【資料３－１３】平成21年度意識調査結果概要
	労働条件分科会資料



