
2021年4月1日
短時間勤務制度と

通勤時間等・テレワークの調査結果について
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所定外労働の制限
又は

それに準ずる措置

出産
(予定)日

育児休業、
又はそれに準ずる措置

育児目的休暇

妊娠
判明

産前
６週間

産後
８週間

１歳
１歳

６か月 ３歳 就学

始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置

所定外労働の制限（残業免除）
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

時間外労働（残業制限）・深夜業の制限
・労働者の請求で、制限時間（１月２４時間、１年１５０時間）を超える時間外労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

子の看護休暇
・病気・けがをした子の看護や、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子が１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

育児休業（一定の場合、最長２歳まで取得可）

２歳

産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

出生時育児休業
(産後パパ育休)

坑内業務・危険有害業務の就業制限

育児時間
（１日２回 各３０分以上）

所定労働時間の
短縮、又はそれ
に準ずる措置

所定労働時間の短縮措置等
【原則】 短時間勤務制度 （１日の所定労働時間を６時間に短縮）

〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

：労基法上の制度

：均等法上の制度

：育介法上の制度

：育介法上の努力義務

軽易業務への転換

妊婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

産前休業

坑内業務・危険有害業務の就業制限
産後休業

母性健康管理措置（保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置）
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妊娠・出産・育児期の両立支援制度



• 育児・介護休業法では、子が３歳未満の場合、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を措置することを事
業主に義務付け。

• 所定労働時間を１日原則６時間（※）とする措置を設定すれば、他の勤務時間も併せて設定することが可能。
（※）１日７時間45分である事業所を勘案し、短縮後について１日５時間45分から６時間までを許容する。

• このように、現行でも、例えば、週のうち数日はフルタイムで勤務する働き方、 4時間、5時間、７時間といった
短時間勤務や、週休３日制といったメニューを設定すること等が可能。

短時間勤務制度の勤務時間の柔軟な設定

勤務６H出勤 退勤

8:30（定時） 17:30（定時）
【法律上必要な措置】

【法を上回る措置として
柔軟な追加設定の例】

例①
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勤務５H

勤務５H

勤務５H

勤務５H

退勤

退勤

退勤

退勤

退勤

６時間の短時間勤務制度と並
んで、それより短い労働時間
（５時間、４時間など）や長
い労働時間（７時間など）の
勤務形態も設定。

週２日フルタイムで勤務する
一方、３日は短時間勤務とす
ることにより、夫婦で保育園
の迎えや帰宅後の家事・育児
を分担。

もともとの所定労働時間が１日
６時間超の者を対象に、所定労
働時間を１日６時間とする措置
を講ずる。

例②
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小学校就学前の子を持つ有業者の往復の通勤時間・帰宅時間

• 通勤時間（平日）は、首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）で長い傾向がある。

• 帰宅時間（平均時刻）は、すべての都道府県で女性が早く、男性が遅い傾向がある。
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小学校就学前の子を持つ有業者の仕事からの帰宅時間（平均時刻）

帰宅時間（男性） 帰宅時間（女性）
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小学校就学前の子を持つ有業者の往復の通勤時間（平日）

通勤時間（男性） 通勤時間（女性）

【出典】総務省統計局「令和3年社会生活基本調査」34-2、69-2表を加工して作成（調査方法：調査世帯ごとに10月上旬から中旬に調査票を配布し、10月下旬に世帯が調査員へ提出
又はインターネットで回答。調査時期：令和3年10月16日～24日。調査対象：指定する調査区内の世帯のうち無作為に選んだ約9万1千世帯の10歳以上の世帯員約19万人） 4



通勤時間別の雇用型就業者のテレワーカーの割合

• 雇用型就業者のテレワーカー（現在の主な仕事でこれまで、テレワークをしたことがある者）の割合は、通勤時間が長いほど高い。

• 通勤時間が「１時間30分以上」ではテレワーカーの割合は54.3%となっている。（令和4年）

※「テレワーカー」：現在の主な仕事でこれまで、テレワークをしたことがあると回答した人
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通勤時間別の雇用型就業者のテレワーカーの割合

30分未満 30分～1時間未満 1時間～1時間30分未満 1時間30分以上 全国

【出典】国土交通省「令和4年度テレワーク人口実態調査」（調査方法：WEB調査の登録者のうち15歳以上の就業者約26万人に調査票を配布。実施日：令和４年10月28日～
11月1日・有効サンプル数：4万人） 5



勤務地域別の雇用型就業者のテレワーカーの割合

• 勤務地域別の雇用型就業者のテレワーカーの割合は、首都圏が他の地域と比較して高い。

※「テレワーカー」：現在の主な仕事でこれまで、テレワークをしたことがあると回答した人

※「首都圏」：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。「中京圏」：愛知県、岐阜県、三重県。「近畿圏」：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県。「地方都市圏」：左記以外の道県
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勤務地域別の雇用型就業者のテレワーカーの割合

地方都市圏 中京圏 近畿圏 首都圏 全国

【出典】国土交通省「令和4年度テレワーク人口実態調査」（調査方法：WEB調査の登録者のうち15歳以上の就業者約26万人に調査票を配布。実施日：令和４年10月28日～
11月1日・有効サンプル数：4万人） 6



地方別・三大都市圏別テレワーク実施率

• 地方別にテレワーク実施率（2023年７月）をみると、関東が高く（31.9％）、次いで近畿（19.4％）が高い。

• 三大都市圏別にみると、東京圏（33.7％）、大阪圏（20.0％）が特に高い。
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地域別・テレワーク実施率（23年7月）

東京、神奈川、埼玉、千葉

愛知、岐阜、三重

大阪・兵庫、京都・奈良

【出典】パーソル総合研究所「第八回・テレワークに関する調査／就業時マスク調査」（調査期間：2023年7月13日-7月18日・調査対象者：全国の就業者 20～59歳男女、
勤務先従業員人数10人以上 正規雇用 n=24,644 非正規雇用 n=5,968 公務員・団体職員 n=302）
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地域別テレワーク実施率

• 地域別にテレワーク実施率をみると、東京23区が地方圏と比較して実施率が高い。

10.3%

27.7%

21.5%

30.8%
32.2%

30.6% 30.0%

17.8%

48.4%

42.8%

53.5%
55.2%

50.6% 51.6%

8.4%

19.0%

14.0%

21.9%
23.5% 22.7% 23.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2019年12月 2020年5月 2020年12月 2021年4～5月 2021年9～10月 2022年6月 2023年3月
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【出典】内閣府「第６回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
（調査方法：インターネット調査・回収数 ：10,056（うち第５回調査の回答者数：6,333 ）・調査期間：2023年3月2日～3月11日） 8



テレワーク実施頻度の変化

• テレワーク実施頻度の変化をみると、東京23区は全国平均と比較して、実施頻度が高い者の割合が多い。
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テレワーク（ほぼ100％） テレワーク中心（50％以上）で、定期的に出勤を併用

出勤中心（50％以上）で、定期的にテレワークを併用 基本的に出勤だが、不定期にテレワークを利用
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【出典】内閣府「第６回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
（調査方法：インターネット調査・回収数 ：10,056（うち第５回調査の回答者数：6,333 ）・調査期間：2023年3月2日～3月11日） 9


