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Ⅶ 時間外労働の制限

Ⅶ－１ 育児を行う労働者の時間外労働の制限１ （第１７条第１項）

○ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために

請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、１か月について 時間、１年

について 時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

○ ただし、次のような労働者は請求できません。

① その事業主に継続して雇用された期間が１年に満たない労働者

② １週間の所定労働日数が２日以下の労働者

時間外労働の制限は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであること

に留意してください（指針第２の４）。なお、当然のことながら、事業主が労働者に時間外労働をさ

せるためには、別途労働基準法第 条第 項の規定による時間外労働協定を締結し、所轄の労働基準

監督署長へ届け出ることが必要です。

日々雇い入れられる者は請求できませんが、期間を定めて雇用される者は請求できます。

労働者が請求したときは、事業主は原則として、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労働

の上限時間如何に関わらず、１か月について 時間、１年について 時間を超える時間外労働（法

定時間外労働）をさせることはできません。ただし、就業規則や時間外労働協定等で定めた時間外労

働の上限時間が、１か月について 時間、１年について 時間を下回る場合は、就業規則や時間外

労働協定等で定めた時間外労働の上限時間が優先されます。

「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する事業所を基準とし

て、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の事情を考慮して客

観的に判断することとなります。

ポイント解説

★ パートタイマーやアルバイトの方についても、日々雇い入れられる者や引き続き雇用された

期間が１年に満たない労働者など、制度が適用にならない場合に該当しない限り、時間外労働

の制限の権利が認められます。

★ 事業主は、労働者が時間外労働の制限を請求した場合においては、労働者が請求どおりに時

間外労働の制限を受けられるように、通常考えられる相当の努力をすべきものです。単に時間

外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されないと解されます。
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対象家族を介護しないこととなった場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりませ

ん。

その他、期間を定めて雇用される者も対象となること、「事業の正常な運営を妨げる」か否かは客

観的に判断されること、請求の仕方の具体例等については、育児を行う労働者の所定外労働の制限の

場合と同様です（Ⅵ－１～３、 ～ ページ参照）。
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労働者が１年未満の期間で請求した場合には、その請求期間内において 時間を超えないように

しなければなりません。

時間外労働の制限の請求期間においては、１年 時間と１か月 時間の両方の制限がかかります

が、請求期間が６か月以下の場合には、１年 時間の時間制限の意味はありませんので、実質的に

１か月 時間の制限のみがかかります。

（例）請求期間が５か月の場合

・各月それぞれ 時間ずつまで

→ これにより、期間トータルの総時間も、 時間×５＝ 時間までに制限されます。

ポイント解説

★ 時間外労働の制限の対象となるのは、法定労働時間 １週間につき 時間、１日につき８時

間。なお、一部特例あり。 を超える時間外労働であり、変形労働時間制やフレックスタイム

制の場合も対象となります。

なお、フレックスタイム制の場合には、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間

について時間外労働としてカウントされます。
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Ⅶ－２ 育児を行う労働者の時間外労働の制限２ （第１７条第２項）

○ 制限の請求は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、その開始の日及び終了の日

を明らかにして制限開始予定日の１か月前までにしなければなりません。

○ この請求は、何回もすることができます。

具体的には以下のようになります。

（例）

翌年

時間外労働の制限
（１回目）

時間外労働の制限
（２回目）請

求
（
１
回
目
）

請
求
（
２
回
目
）

開
始
（
１
回
目
）

終
了
（
１
回
目
）

開
始
（
２
回
目
）

１か月 １か月

１年

請求は、次の事項を事業主に通知することによって行わなければなりません 則第 条 。事業主が

適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等（※１）によることも可能です。

① 請求の年月日

② 労働者の氏名

③ 請求に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄等（子が出生していない場合は、出産予定者

の氏名、出産予定日及び労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。）

④ 制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日

⑤ 請求に係る子が養子である場合には養子縁組の効力発生日

※１ 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成

できるものに限ります。

また、「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネット（企業内ＬＡＮ）を利用した申

出が含まれます。

事業主は、労働者に対して請求に係る子の出生等を証明する書類の提出を求めることができます（則

第 条第４項）。
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労働者が１年未満の期間で請求した場合には、その請求期間内において 時間を超えないように

しなければなりません。

時間外労働の制限の請求期間においては、１年 時間と１か月 時間の両方の制限がかかります

が、請求期間が６か月以下の場合には、１年 時間の時間制限の意味はありませんので、実質的に

１か月 時間の制限のみがかかります。

（例）請求期間が５か月の場合

・各月それぞれ 時間ずつまで

→ これにより、期間トータルの総時間も、 時間×５＝ 時間までに制限されます。

ポイント解説

★ 時間外労働の制限の対象となるのは、法定労働時間 １週間につき 時間、１日につき８時

間。なお、一部特例あり。 を超える時間外労働であり、変形労働時間制やフレックスタイム

制の場合も対象となります。

なお、フレックスタイム制の場合には、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間

について時間外労働としてカウントされます。
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Ⅶ－２ 育児を行う労働者の時間外労働の制限２ （第１７条第２項）

○ 制限の請求は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、その開始の日及び終了の日

を明らかにして制限開始予定日の１か月前までにしなければなりません。

○ この請求は、何回もすることができます。

具体的には以下のようになります。

（例）

翌年

時間外労働の制限
（１回目）

時間外労働の制限
（２回目）請

求
（
１
回
目
）

請
求
（
２
回
目
）

開
始
（
１
回
目
）

終
了
（
１
回
目
）

開
始
（
２
回
目
）

１か月 １か月

１年

請求は、次の事項を事業主に通知することによって行わなければなりません 則第 条 。事業主が

適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等（※１）によることも可能です。

① 請求の年月日

② 労働者の氏名

③ 請求に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄等（子が出生していない場合は、出産予定者

の氏名、出産予定日及び労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。）

④ 制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日

⑤ 請求に係る子が養子である場合には養子縁組の効力発生日

※１ 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成

できるものに限ります。

また、「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネット（企業内ＬＡＮ）を利用した申

出が含まれます。

事業主は、労働者に対して請求に係る子の出生等を証明する書類の提出を求めることができます（則

第 条第４項）。
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Ⅶ－４ 家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 （第１８条）

○ 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために請

求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、１か月について 時間、１年

について 時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

○ ただし、次のような労働者は請求できません。

① その事業主に継続して雇用された期間が１年に満たない労働者

② １週間の所定労働日数が２日以下の労働者

○ 制限の請求は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、その開始の日及び終了の日

を明らかにして制限開始予定日の１か月前までにしなければなりません。

○ この請求は、何回もすることができます。

○ 時間外労働の制限の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。

① 対象家族を介護しないこととなった場合

② 時間外労働の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業又は介護休業が始ま

った場合

○ 時間外労働の制限の開始前に対象家族を介護しないこととなった場合には、時間外労働の制限

の請求はされなかったこととなります。

時間外労働の制限は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであること

に留意してください（指針第２の４）。なお、当然のことながら、事業主が労働者に時間外労働をさ

せるためには、別途労働基準法第 条第１項の規定による時間外労働協定を締結し、所轄の労働基準

監督署長へ届け出ることが必要です。

「要介護状態」「対象家族」の定義は、介護休業の場合と同様です（Ⅲ－１、 ～ ページ参照）。

請求は、次の事項を事業主に通知することによって行わなければなりません 則第 条 。事業主が

適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等（※１）によることも可能です。

① 請求の年月日

② 労働者の氏名

③ 請求に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄

④ 請求に係る対象家族が要介護状態にあること

⑤ 制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日

※１ 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成

できるものに限ります。

また、「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネット（企業内ＬＡＮ）を利用した申

出が含まれます。

事業主は、労働者に対して請求に係る対象家族が要介護状態にあること等を証明する書類の提出を

求めることができます（則第 条第４項）。
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Ⅶ－３ 育児を行う労働者の時間外労働の制限３

（第１７条第３項～第５項）

○ 時間外労働の制限は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。

① 子を養育しないこととなった場合

② 子が小学校就学の始期に達した場合

③ 時間外労働の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業又は介護休業が始ま

った場合

○ 時間外労働の制限の開始前に子を養育しないこととなった場合には、時間外労働の制限の請求

はされなかったことになります。

「子を養育しないこととなった場合」とは、具体的には次の場合をいいます（則第 条、第 条）。

① 子の死亡

② 子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消

③ 子が他人の養子となったこと等による同居の解消

④ 特別養子縁組の不成立等の場合

⑤ 労働者の負傷、疾病等により、制限を終了しようとする日までの間、子を養育できない状態とな

ったこと

子を養育しないこととなった場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません（法第

条第３項、第５項）。

労働者が１年間について請求を行った場合であっても、時間外労働の制限の適用を受ける必要がな

くなった時には、いつでも請求を撤回することができ、以後その適用を受けないことになります。

ただし、事業主は、労働者から撤回の申出があったからといって、直ちにその労働者に対し、他の

労働者と同水準の時間外労働をさせなければならなくなるものではありません。
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Ⅶ－４ 家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 （第１８条）

○ 事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護するために請

求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、１か月について 時間、１年

について 時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

○ ただし、次のような労働者は請求できません。

① その事業主に継続して雇用された期間が１年に満たない労働者

② １週間の所定労働日数が２日以下の労働者

○ 制限の請求は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、その開始の日及び終了の日

を明らかにして制限開始予定日の１か月前までにしなければなりません。

○ この請求は、何回もすることができます。

○ 時間外労働の制限の期間は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。

① 対象家族を介護しないこととなった場合

② 時間外労働の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業又は介護休業が始ま

った場合

○ 時間外労働の制限の開始前に対象家族を介護しないこととなった場合には、時間外労働の制限

の請求はされなかったこととなります。

時間外労働の制限は、あらかじめ制度が導入され、就業規則などに記載されるべきものであること

に留意してください（指針第２の４）。なお、当然のことながら、事業主が労働者に時間外労働をさ

せるためには、別途労働基準法第 条第１項の規定による時間外労働協定を締結し、所轄の労働基準

監督署長へ届け出ることが必要です。

「要介護状態」「対象家族」の定義は、介護休業の場合と同様です（Ⅲ－１、 ～ ページ参照）。

請求は、次の事項を事業主に通知することによって行わなければなりません 則第 条 。事業主が

適当と認める場合には、ファックス又は電子メール等（※１）によることも可能です。

① 請求の年月日

② 労働者の氏名

③ 請求に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄

④ 請求に係る対象家族が要介護状態にあること

⑤ 制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日

※１ 電子メール等による場合は、労働者及び事業主が送信する情報を出力することにより書面を作成

できるものに限ります。

また、「電子メール等」の「等」には、例えば、イントラネット（企業内ＬＡＮ）を利用した申

出が含まれます。

事業主は、労働者に対して請求に係る対象家族が要介護状態にあること等を証明する書類の提出を

求めることができます（則第 条第４項）。
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Ⅶ－３ 育児を行う労働者の時間外労働の制限３

（第１７条第３項～第５項）

○ 時間外労働の制限は、労働者の意思にかかわらず次の場合に終了します。

① 子を養育しないこととなった場合

② 子が小学校就学の始期に達した場合

③ 時間外労働の制限を受けている労働者について産前産後休業、育児休業又は介護休業が始ま

った場合

○ 時間外労働の制限の開始前に子を養育しないこととなった場合には、時間外労働の制限の請求

はされなかったことになります。

「子を養育しないこととなった場合」とは、具体的には次の場合をいいます（則第 条、第 条）。

① 子の死亡

② 子が養子の場合の離縁や養子縁組の取消

③ 子が他人の養子となったこと等による同居の解消

④ 特別養子縁組の不成立等の場合

⑤ 労働者の負傷、疾病等により、制限を終了しようとする日までの間、子を養育できない状態とな

ったこと

子を養育しないこととなった場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません（法第

条第３項、第５項）。

労働者が１年間について請求を行った場合であっても、時間外労働の制限の適用を受ける必要がな

くなった時には、いつでも請求を撤回することができ、以後その適用を受けないことになります。

ただし、事業主は、労働者から撤回の申出があったからといって、直ちにその労働者に対し、他の

労働者と同水準の時間外労働をさせなければならなくなるものではありません。
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育児や家族介護を行う労働者の時間外労働の

制限と時間外労働協定との関係について

法定労働時間を超えて時間外労働をさせようとする場合には、労働基準法第 条に基づく時間外労働

協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

ここでは、育児や介護を行う労働者の時間外労働の制限と時間外労働協定との関係について解説しま

す。

★ 時間外労働協定との関係

育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限は、１か月以上１年以内の期間について個々

の労働者がその開始の日（以下「制限開始日」といいます。）及び終了の日を明らかにして

請求する制度であり、この制限開始日は、その労働者が働く事業所における時間外労働協定

で定める一定の期間（注１）（以下「一定期間」といいます。）の起算日とは、通常、一致

しないものと考えられます（例えば、労働者が時間外労働の制限を請求する期間が６月

日から翌年６月 日までとなっており、時間外労働協定において定められた「１日を超え

３か月以内の期間」が１か月で、起算日が毎月１日となっている場合）。

この場合、事業主はそれぞれの法律に基づきそれぞれの期間ごとに労働時間管理をしな

ければなりませんが、労働時間管理が複雑とならないようにするために、例えば「１日を

超え３か月以内の期間」が１か月の場合において、育児・介護休業法に基づく時間外労働

の制限開始日を時間外労働協定で定める一定期間の起算日と合致するようにして労働者に

請求してもらうことが考えられます。なお、労働者の意思に反してそのような請求を強制

することが許されないことは言うまでもありません。

（注１）時間外労働協定においては、「１日を超える一定の期間」として「１日を超える３か月以内の

期間」及び「１年間」について延長することができる時間を協定しなければなりません。

★ 時間外労働との調整例

本来、どの時点から時間外労働の制限を請求するかについては労働者が任意に請求できま

すが、事業主は、労働者の同意を得て、育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限開始日と

時間外労働協定に定める一定期間の起算日とを合致させることも考えられます。

例えば、「１日を超え３か月以内の期間」が１か月の場合において、次のような方法が考

えられます。

① 制限開始日を次の一定期間の起算日に合致させるべく、当初の制限開始希望日より遅らせ

て労働者に請求してもらう方法。

あるいは、

② 労働者の請求は制限開始日の１か月前までにすることとなっていますが、これにかかわら

ず、制限開始日を一定期間の起算日に合致させるべく、当初の制限開始希望日より前倒しし

て取り扱う方法。

※ ①のように取り扱う場合には、労働者の合意を得やすいように、当初の制限開始希望日から変更後

の制限開始日の前日までの間の時間外労働の上限時間について、育児・介護休業法に基づく時間外労

働の制限の制度を下回らない条件で設定すること、例えば、その期間の日数で按分した時間（ 時間

×請求を遅らせた期間の日数／その月の総日数）の上限時間とすることも考えられます。

※ ②のように取り扱う場合でも、時間外労働の制限は時間外労働をさせ得る状態にあることが

前提ですから、制限開始日が請求する労働者本人の育児休業期間中になることは問題がありま

す。

- 62 - 

「対象家族を介護しないこととなった場合」とは、具体的には次の場合をいいます（則第 条、第

条）。

① 対象家族の死亡

② 離婚、婚姻の取消、離縁等による対象家族との親族関係の消滅

③ 労働者が負傷、疾病等により制限を終了しようとする日までの間対象家族を介護できない状態に

なったこと

対象家族を介護しないこととなった場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません。

その他、期間を定めて雇用される者も対象となること、「事業の正常な運営を妨げる」か否かは客

観的に判断されること、請求の仕方の具体例等については、育児を行う労働者の時間外労働の制限の

場合と同様です（Ⅶ－１～３、 ～ ページ参照）。

－ 62 －
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育児や家族介護を行う労働者の時間外労働の

制限と時間外労働協定との関係について

法定労働時間を超えて時間外労働をさせようとする場合には、労働基準法第 条に基づく時間外労働

協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

ここでは、育児や介護を行う労働者の時間外労働の制限と時間外労働協定との関係について解説しま

す。

★ 時間外労働協定との関係

育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限は、１か月以上１年以内の期間について個々

の労働者がその開始の日（以下「制限開始日」といいます。）及び終了の日を明らかにして

請求する制度であり、この制限開始日は、その労働者が働く事業所における時間外労働協定

で定める一定の期間（注１）（以下「一定期間」といいます。）の起算日とは、通常、一致

しないものと考えられます（例えば、労働者が時間外労働の制限を請求する期間が６月

日から翌年６月 日までとなっており、時間外労働協定において定められた「１日を超え

３か月以内の期間」が１か月で、起算日が毎月１日となっている場合）。

この場合、事業主はそれぞれの法律に基づきそれぞれの期間ごとに労働時間管理をしな

ければなりませんが、労働時間管理が複雑とならないようにするために、例えば「１日を

超え３か月以内の期間」が１か月の場合において、育児・介護休業法に基づく時間外労働

の制限開始日を時間外労働協定で定める一定期間の起算日と合致するようにして労働者に

請求してもらうことが考えられます。なお、労働者の意思に反してそのような請求を強制

することが許されないことは言うまでもありません。

（注１）時間外労働協定においては、「１日を超える一定の期間」として「１日を超える３か月以内の

期間」及び「１年間」について延長することができる時間を協定しなければなりません。

★ 時間外労働との調整例

本来、どの時点から時間外労働の制限を請求するかについては労働者が任意に請求できま

すが、事業主は、労働者の同意を得て、育児・介護休業法に基づく時間外労働の制限開始日と

時間外労働協定に定める一定期間の起算日とを合致させることも考えられます。

例えば、「１日を超え３か月以内の期間」が１か月の場合において、次のような方法が考

えられます。

① 制限開始日を次の一定期間の起算日に合致させるべく、当初の制限開始希望日より遅らせ

て労働者に請求してもらう方法。

あるいは、

② 労働者の請求は制限開始日の１か月前までにすることとなっていますが、これにかかわら

ず、制限開始日を一定期間の起算日に合致させるべく、当初の制限開始希望日より前倒しし

て取り扱う方法。

※ ①のように取り扱う場合には、労働者の合意を得やすいように、当初の制限開始希望日から変更後

の制限開始日の前日までの間の時間外労働の上限時間について、育児・介護休業法に基づく時間外労

働の制限の制度を下回らない条件で設定すること、例えば、その期間の日数で按分した時間（ 時間

×請求を遅らせた期間の日数／その月の総日数）の上限時間とすることも考えられます。

※ ②のように取り扱う場合でも、時間外労働の制限は時間外労働をさせ得る状態にあることが

前提ですから、制限開始日が請求する労働者本人の育児休業期間中になることは問題がありま

す。

- 62 - 

「対象家族を介護しないこととなった場合」とは、具体的には次の場合をいいます（則第 条、第

条）。

① 対象家族の死亡

② 離婚、婚姻の取消、離縁等による対象家族との親族関係の消滅

③ 労働者が負傷、疾病等により制限を終了しようとする日までの間対象家族を介護できない状態に

なったこと

対象家族を介護しないこととなった場合は、労働者はその旨を事業主に通知しなければなりません。

その他、期間を定めて雇用される者も対象となること、「事業の正常な運営を妨げる」か否かは客

観的に判断されること、請求の仕方の具体例等については、育児を行う労働者の時間外労働の制限の

場合と同様です（Ⅶ－１～３、 ～ ページ参照）。

－ 63 －
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別添 ＰＤＦデータ挿入 

- 64 - 

①

按分

請求 当初の制限開始 制限開始日 時間以下（時間外労
働の制限時間）希望日

（時間外労働協定の起算日） （時間外労働協定の起算日）

②

請求 制限開始日 当初の制限開始

希望日

時間以下（時間外労

働の制限時間）

（時間外労働協定の起算日） （時間外労働協定の起算日）

★ 時間外労働協定に記載する場合

時間外労働の制限の制度の適用を受ける労働者の扱いについて、時間外労働協定上明示する必要

はありませんが、例えば、上記のケースのように、育児・介護休業法に基づいて時間外労働の制

限を請求する労働者の制限開始日が時間外労働協定で定める一定期間の起算日と合致する場

合、こうした労働者について１か月につき 時間以下、１年につき 時間以下の時間外労

働協定を締結し、届け出ておくことも考えられます。

その場合の時間外労働協定届の具体的な記載の仕方については、 ページの例を参考にし

てください。（注２）

（注２）このような時間外労働協定を締結した場合は、時間外労働の制限時間の計算に当たり以下のよ

うな注意が必要です。

（例）時間外労働協定で定める一定期間のうち１年間の起算日が４月１日で一般の労働者に係る１年の

制限時間が 時間、制限開始日が月の初日（起算日）となるように育児・介護休業法上の時間外

労働の制限を請求した労働者（下図において「制限労働者」といいます。）に係る１年の制限時間

が 時間とする時間外労働協定を締結した場合において、育児・介護休業法上の制限期間を 月

１日から翌年の９月 日までとする請求があった場合

育児・介護休業法上の制限時間

（ か月 時間、 年 時間）

労働基準法上の制限時間（一般の労

働者につき 年 時間、制限労働者

につき 年 時間）

月１日から翌年の３月 日までの間は、育児・介護休業法上は最大で 時間（１か月 時

間×６か月）まで時間外労働をさせることができますが、労働基準法上の制限時間は 月 日から

計算されるため、例えば４月１日から９月 日までの間に 時間の時間外労働をさせたとすると、

月１日から翌年の３月 日までの間は、 － ＝ 時間までしか時間外労働をさせることは

できません。

－ 64 －

①  5/11          6/1           6/11             7/1                      8/1 

分按

   請求     当初の制限開始  制限開始日 24時間以下（時間外労

働の制限時間）       希望日  

           （時間外労働協定の起算日）   （時間外労働協定の起算日）

②  5/11          6/1           6/11             7/1                      8/1 

   請求       制限開始日  当初の制限開始 

                         希望日 

24時間以下（時間外労

働の制限時間） 

           （時間外労働協定の起算日）   （時間外労働協定の起算日）

育児・介護_あらまし_本文.indd   64 2017/08/09   17:43:41



- 65 - 

別
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デ
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タ
挿
入
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①

按
分

請
求

当
初
の
制
限
開
始

制
限
開
始
日

時
間
以
下
（
時
間
外
労

働
の
制
限
時
間
）

希
望
日

（
時
間
外
労
働
協
定
の
起
算
日
）

（
時
間
外
労
働
協
定
の
起
算
日
）

②

請
求

制
限
開
始
日

当
初
の
制
限
開
始

希
望
日

時
間
以
下
（
時
間
外
労

働
の
制
限
時
間
）

（
時
間
外
労
働
協
定
の
起
算
日
）

（
時
間
外
労
働
協
定
の
起
算
日
）

★
時
間
外
労
働
協
定
に
記
載
す
る
場
合

時
間
外
労
働
の
制
限
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
の
扱
い
に
つ
い
て
、
時
間
外
労
働
協
定
上
明
示
す

る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
、
上
記
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
育

児
・

介
護

休
業

法
に

基
づ

い
て

時
間

外
労

働
の

制

限
を

請
求

す
る

労
働

者
の

制
限

開
始

日
が

時
間

外
労

働
協

定
で

定
め

る
一

定
期

間
の

起
算

日
と

合
致

す
る

場

合
、

こ
う

し
た

労
働

者
に

つ
い

て
１

か
月

に
つ

き
時

間
以

下
、

１
年

に
つ

き
時

間
以

下
の

時
間

外
労

働
協

定
を

締
結

し
、

届
け

出
て

お
く

こ
と

も
考

え
ら

れ
ま

す
。

そ
の

場
合

の
時

間
外

労
働

協
定

届
の

具
体

的
な

記
載

の
仕

方
に

つ
い

て
は

、
ペ

ー
ジ

の
例

を
参

考
に

し

て
く

だ
さ

い
。

（
注

２
）

（
注
２
）
こ
の
よ
う
な
時
間
外
労
働
協
定
を
締
結
し
た
場
合
は
、
時
間
外
労
働
の
制
限
時
間
の
計
算
に
当
た
り
以
下
の
よ

う
な
注
意
が
必
要
で
す
。

（
例
）
時
間
外
労
働
協
定
で
定
め
る
一
定
期
間
の
う
ち
１
年
間
の
起
算
日
が
４
月
１
日
で
一
般
の
労
働
者
に
係
る
１
年
の

制
限
時
間
が

時
間
、
制
限
開
始
日
が
月
の
初
日
（
起
算
日
）
と
な
る
よ
う
に
育
児
・
介
護
休
業
法
上
の
時
間
外

労
働
の
制
限
を
請
求
し
た
労
働
者
（
下
図
に
お
い
て
「
制
限
労
働
者
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
係
る
１
年
の

制
限
時

間

が
時
間
と
す
る
時
間
外
労
働
協
定
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
育
児
・
介
護
休
業
法
上
の
制
限
期
間
を

月

１
日
か
ら
翌
年
の
９
月

日
ま
で
と
す
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合

育
児
・
介
護
休
業
法
上
の
制
限
時
間

（
か
月

時
間
、

年
時
間
）

労
働
基
準
法
上
の
制
限
時
間
（
一
般
の
労

働
者
に
つ
き

年
時
間
、
制
限
労
働
者

に
つ
き

年
時
間
）

月
１
日
か
ら
翌
年
の

３
月

日
ま
で
の
間
は
、
育
児
・
介

護
休
業

法
上

は
最

大
で

時
間
（
１
か
月

時

間
×
６
か
月
）
ま
で
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
労
働
基
準
法
上
の
制
限
時
間
は

月
日
か
ら

計
算
さ
れ
る
た
め
、
例
え
ば
４
月
１
日
か
ら
９
月

日
ま
で
の
間
に

時
間
の
時
間
外
労
働
を
さ
せ
た
と
す
る
と

、

月
１
日
か
ら
翌
年
の
３
月

日
ま
で
の
間
は
、

－
＝

時
間
ま
で
し
か
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
こ

と
は

で
き
ま
せ
ん
。

－
65
－

育
児
・
介
護
_
あ
ら
ま
し
_
本
文
.
i
n
d
d
 
 
 
6
5

2
0
1
7
/
0
8
/
0
9
 
 
 
1
7
:
4
3
:
4
2


