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〈労働政策フォーラム〉

ホワイトカラーの労働時間を考える
──効率的な働き方を求めて

労働時間と働き方をめぐる課題
━━適正化に向けて求められること━━

特
集

　

わ
が
国
の
労
働
社
会
で
は
依
然
と
し
て
長
時
間
労
働
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
長
時
間
労
働
に
な
る
要
因
は
企
業
や
労
働
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

重
要
な
の
は
企
業
の
仕
組
み
や
労
働
者
の
働
き
方
等
を
見
直
し
、
労
働
時
間

を
適
正
化
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
の
概

念
も
浸
透
し
つ
つ
あ
る
な
か
、
社
会
全
体
で
効
率
的
な
働
き
方
を
考
え
る
時

期
に
来
て
い
る
。
特
集
で
は
三
月
二
日
に
開
催
し
た
労
働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
労
働
時
間
を
考
え
る
」
で
の
報
告
と
討
論
の
紹
介
の

ほ
か
、
当
機
構
が
実
施
し
た
年
次
有
給
休
暇
に
関
す
る
調
査
、
さ
ら
に
、
欧

米
に
お
け
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
に
向
け
た
対
策
な
ど
を
も

と
に
、
労
働
時
間
を
適
正
に
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
す
る
べ
き
か
を
考
え

る
。
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私
か
ら
は
わ
が
国
の
労
働
時
間
の
現
状
を

こ
れ
ま
で
の
労
働
時
間
短
縮
に
関
す
る
政
策

の
歩
み
も
交
え
て
ご
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

今
後
の
課
題
を
提
起
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

本
日
、
会
場
に
お
越
し
の
皆
様
は
お
そ
ら

く
企
業
の
人
事
労
務
担
当
者
の
方
が
多
い
と

思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
方
々
は
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
の
労
働
時
間
管
理
で
お
悩
み
が
多
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
は
労
働
時
間

管
理
の
重
要
性
を
基
本
に
置
き
な
が
ら
報
告

を
進
め
て
行
き
ま
す
。

労
働
時
間
対
策
の
経
緯

　

ま
ず
前
振
り
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
労
働
時

間
対
策
の
経
緯
か
ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
政
府
は
昭
和
六
三
年
五
月
に
「
年
間

総
労
働
時
間
を
一
八
○
○
時
間
程
度
に
向
け

で
き
る
限
り
短
縮
す
る
」
と
い
う
目
標
を
閣

議
決
定
し
ま
し
た
。
以
後
、
一
五
年
に
渡
っ

て
、
こ
の
目
標
を
継
続
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
一
八
○
○
時
間
と
い
う
目
標
を
設
定

す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
ご
説
明
し
ま
す
。
昭

和
六
一
年
当
時
の
年
間
総
労
働
時
間
は
約
二

一
○
○
時
間
で
し
た
。
こ
の
年
の
一
一
月
に

行
わ
れ
た
閣
議
決
定
で
昭
和
六
五
年
（
一
九

九
○
年
）
ま
で
に
年
間
総
労
働
時
間
を
二
○

○
○
時
間
に
向
け
て
短
縮
す
る
と
い
う
目
標

を
掲
げ
ま
し
た
。
こ
の
目
標
が
一
八
○
○
時

間
と
改
め
ら
れ
た
の
が
、
昭
和
六
三
年
五
月

の
閣
議
決
定
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
六
二
年
の

経
済
審
議
会
建
議
「
構
造
調
整
の
指
針
」
を

踏
ま
え
た
も
の
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
目
標
を

達
成
す
る
た
め
、平
成
四
年
一
○
月
に
は「
労

働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置

法
（
時
短
法
）
に
基
づ
く
「
労
働
時
間
短
縮

推
進
計
画
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
流
れ
と
並
行
し
て
、
労
働
基
準

法
の
改
正
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
六
三
年

四
月
、
本
則
に
週
四
○
時
間
制
を
明
記
す
る

改
正
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
正
で

は
こ
れ
ま
で
週
四
八
時
間
制
だ
っ
た
法
定
労

働
時
間
を
段
階
的
に
四
○
時
間
に
移
行
さ
せ

る
措
置
が
と
ら
れ
ま
し
た
。

　

平
成
六
年
に
は
一
部
の
規
模
・
業
種
の
事

業
場
を
除
き
、
原
則
と
し
て
週
四
○
時
間
と

す
る
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
二
二
年
四
月
の
改
正
で
は
、
一
カ
月

六
○
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
、

割
増
賃
金
を
五
○
％
以
上
に
引
き
上
げ
ま
し

た
。
た
だ
し
、
中
小
企
業
は
当
面
適
用
が
猶

予
さ
れ
、
施
行
後
三
年
間
の
運
用
状
況
を
見

て
、
再
度
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
も
、
昭
和
六
三

年
に
改
正
が
行
わ
れ
、
最
低
付
与
日
数
を
六

日
か
ら
一
○
日
に
引
き
上
げ
ま
し
た
。
同
時

に
そ
れ
ま
で
労
働
者
の
請
求
に
よ
っ
て
の
み

付
与
し
て
い
た
も
の
を
労
使
協
定
で
休
暇
の

取
得
日
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
計
画
付
与
制

度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
六
年
に
は
初

年
度
の
継
続
勤
務
要
件
を
短
縮
し
、
こ
れ
ま

で
雇
い
入
れ
後
、
一
年
経
た
な
け
れ
ば
年
休

が
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
六
カ
月
で
付

与
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
一
一

年
に
は
雇
い
入
れ
後
、
二
年
六
カ
月
を
超
え

る
継
続
勤
務
期
間
一
年
ご
と
に
二
日
ず
つ
年

休
が
増
加
す
る
よ
う
改
め
ま
し
た
。
さ
ら
に

平
成
二
二
年
四
月
の
改
正
で
は
労
使
協
定
に

よ
り
、
一
年
に
五
日
分
を
限
度
と
し
時
間
単

位
で
年
休
が
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

こ
れ
以
外
の
施
策
と
し
て
「
労
働
時
間
等

の
設
定
改
善
」
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
年
間
総
労
働
時
間
を
一
八

○
○
時
間
に
近
づ
け
る
と
い
う
目
標
の
達
成

に
目
途
が
つ
い
て
き
た
平
成
一
八
年
の
こ
と

で
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
労
働
時
間
の
短
縮
だ

け
で
は
な
く
、
労
働
者
の
健
康
と
生
活
に
も

配
慮
し
な
が
ら
多
様
な
働
き
方
に
対
応
し
た

も
の
へ
改
善
す
る
と
い
う
趣
旨
で
、
時
短
法

を
「
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
に
改
正
し
ま
し
た
。
同
時
に

同
法
に
基
づ
く
「
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
策
定
し
ま
し
た
。

　

平
成
二
○
年
四
月
に
「
仕
事
と
生
活
の
調

和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
憲
章
」

を
策
定
し
、
そ
の
行
動
指
針
で
あ
る
「
仕
事

と
生
活
の
調
和
推
進
の
た
め
の
行
動
指
針
」

を
踏
ま
え
て
、
労
働
時
間
等
設
定
改
善
指
針

の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
二
二
年
四
月

に
は
労
働
基
準
法
の
改
正
に
併
せ
て
、
よ
り

年
休
を
取
得
し
や
す
い
環
境
の
整
備
に
向
け
、

労
働
時
間
等
設
定
改
善
指
針
を
一
部
改
正
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
小
企
業
で
は
労
働
時
間
の
短
縮

が
困
難
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
労
働
時
間
の
設

定
改
善
に
積
極
的
に
取
り
組
む
事
業
主
に
対

し
、「
労
働
時
間
等
設
定
改
善
推
進
助
成
金
」

「
職
場
意
識
改
善
助
成
金
」
な
ど
の
助
成
制

度
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

労
働
時
間
の
推
移
と
実
情

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
結
果
、
平
成
二
一

年
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
を
受

け
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
目
標
で
あ
る
一

八
○
○
時
間
を
達
成
し
ま
し
た
（
図
１
）。

平
成
二
二
年
に
は
少
し
増
え
た
も
の
の
、
な

お
一
八
○
○
時
間
以
下
を
保
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
六
一
年
時
点
の
年
間
総
労
働
時
間
二
一

○
○
時
間
を
海
外
と
比
べ
る
と
、
ア
メ
リ
カ

は
こ
の
時
す
で
に
一
八
○
○
時
間
を
達
成
し

て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
さ
ら
に
短
く
、
わ

が
国
は
大
き
く
水
を
あ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
に
き
て
、
な
ん
と
か
肩
を
並
べ
る
だ
け

の
水
準
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

図
１
の
緑
色
の
部
分
を
見
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
す
が
、
こ
の
所
定
外
労
働
時
間
は
ご

存
知
の
と
お
り
、
景
気
に
ほ
ぼ
連
動
す
る
か

た
ち
で
上
下
し
ま
す
。
平
成
一
五
年
以
降
、

い
っ
た
ん
上
が
っ
て
か
ら
下
が
っ
て
い
ま
す

基調報告

わ
が
国
の
労
働
時
間
の
現
状
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
労
働
条
件
政
策
課
長　

田
中
　
誠
二
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が
、
こ
の
動
き
を
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

次
に
産
業
別
の
状
況
を
見
ま
す
（
図
２
）。

左
の
グ
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、
も
っ
と
も
年
間
総

実
労
働
時
間
が
長
い
産
業
は
運
輸
業
で
す
。

次
が
建
設
業
で
、
こ
の
二
つ
が
い
ま
だ
二
○

○
○
時
間
を
超
え
て
い
ま
す
。
右
の
グ
ラ
フ

は
週
六
○
時
間
以
上
就
業
す
る
雇
用
者
の
割

合
を
産
業
別
に
み
た
も
の
で
す
。
法
定
労
働

時
間
は
週
四
○
時
間
で
す
か
ら
、
さ
ら
に
プ

ラ
ス
二
○
時
間
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
を
月
に
換
算
す
る
と
時
間
外
労
働

が
八
○
時
間
を
超
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

月
八
○
時
間
以
上
残
業
す
る
よ
う
な
状
態

を
二
カ
月
以
上
続
け
る
と
過
労
死
の
危
険
が

高
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
グ
ラ

フ
で
も
運
輸
業
と
建
設
業
が
高
い
数
値
を
示

し
て
い
ま
す
が
、
三
番
目
に
情
報
通
信
産
業

が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
産
業
で
労
働

時
間
を
い
か
に
短
縮
す
る
か
が
今
後
の
課
題

で
す
。

　

週
の
労
働
時
間
が
六
○
時
間
以
上
の
雇
用

者
の
割
合
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
る
か

を
み
る
と
、
平
成
一
六
年
は
一
二
・
二
％
で

す
が
、
こ
れ
以
降
大
き
く
下
が
る
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
政
府
で
は
こ
れ
を
平
成
二
二
％
ま

で
に
五
％
程
度
ま
で
下
げ
る
こ
と
を
め
ざ
し

て
い
ま
す
。
と
く
に
三
○
代
男
性
は
、
平
成

二
二
年
に
お
い
て
も
一
八
・
七
％
と
依
然
高

止
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

対
策
が
必
要
で
す
。

　

労
働
時
間
短
縮
や
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
の
こ
れ
か
ら
の
働

き
方
を
考
え
る
に
際
し
て
、

変
形
労
働
時
間
制
や
み
な
し

労
働
時
間
制
に
つ
い
て
も

フ
ォ
ロ
ー
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

図
３
は
種
類
別
変
形
労
働

時
間
制
の
導
入
状
況
を
調
査

し
た
も
の
で
、
左
の
グ
ラ
フ

は
企
業
単
位
、
右
の
グ
ラ
フ

は
労
働
者
単
位
で
割
合
を
示

し
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
多

く
導
入
さ
れ
て
い
る
の
が
一

年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

（
三
○
・
七
％
）
で
す
。
こ

の
制
度
は
昭
和
六
三
年
の
労

働
基
準
法
改
正
に
よ
っ
て
、

ま
ず
三
カ
月
単
位
の
変
形
労

働
時
間
制
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
が
、
平
成
六
年
の

改
正
で
一
年
単
位
に
延
長
さ

れ
ま
し
た
。

　

図
４
は
企
業
に
お
け
る
み

な
し
労
働
時
間
制
の
採
用
状

況
を
表
し
た
グ
ラ
フ
で
す
。

み
な
し
労
働
時
間
制
に
は
、

①
事
業
場
外
労
働
の
み
な
し

労
働
時
間
制
②
専
門
業
務
型

図１　労働者１人平均年間総実労働時間の推移
（事業所規模 30人以上）

図２　産業別労働時間

資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
　　（注）１　事業所規模 30 人以上。
　　　　 ２　数値は、各月間平均値を 12 倍し、小数点以下第１位を四捨五入したものである。
　　　　 ３　所定外労働時間は、総実労働時間から所定内労働時間を引いて求めた。
　　　　 ４　昭和 58 年以前の数値は、各月次の数値を合算して求めた。

資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（平成 22 年）
　　（注） 事業所規模 5 人以上

資料出所：総務省「労働力調査」（平成 22 年）
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裁
量
労
働
制
③
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
―

―
の
三
種
類
が
あ
り
ま
す
。
導
入
状
況
を
み

る
と
、
専
門
業
務
型
で
二
・
五
％
、
企
画
業

務
型
で
○
・
八
％
、
も
っ
と
も
多
い
事
業
場

外
労
働
の
み
な
し
労
働
時
間
制
で
も
九
・

一
％
と
低
い
状
況
で
す
。

長
時
間
労
働
と
過
労
死
の
関
連

　

図
５
は
脳
・
心
臓
疾
患
の
労
災
補
償
状
況

を
示
し
た
グ
ラ
フ
で
す
。
先
ほ
ど
図
１
を
お

示
し
し
た
と
き
、「
平
成
一
五
年
以
降
の
所
定

外
労
働
時
間
の
動
き
を
覚
え
て
お
い
て
い
た

だ
き
た
い
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
請
求

件
数
と
所
定
外
労
働
時
間
の
動
き
が
ほ
ぼ
パ

ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
が
お
わ
か
り
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
長
期
間
に
わ
た
っ
て

長
時
間
労
働
を
行
う
と
過
労
死
の
発
生
確
率

が
上
が
る
と
い
う
状
況
証
拠
と
も
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
使
用
者
の
立
場
に

お
け
る
「
労
働
時
間
管
理
の
責
任
」
と
い
う

視
点
か
ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

か
つ
て
、「
過
労
死
に
よ
る
労
災
認
定
は
困

難
」
と
言
わ
れ
て
い
た
時
期
を
ご
記
憶
さ
れ

て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
大

き
な
転
換
点
と
な
っ
た
の
が
、
平
成
一
二
年

の
二
つ
の
最
高
裁
判
決
で
す
。
一
つ
が
横
浜

南
労
基
署
長
事
件
、
も
う
一
つ
が
西
宮
労
基

署
長
事
件
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
発
症
前
の
ご

く
短
い
期
間
の
労
働
時
間
の
状
況
し
か
考
慮

し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
判
決
で

最
高
裁
は
従
来
の
運
用
を
否
定
し
、
相
当
長

期
間
に
わ
た
る
業
務
に
よ
る
負
荷
を
判
断
要

素
と
し
て
採
用
し
ま
し
た
。

　

図
５
を
も
う
一
度
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
が
、
こ
れ
ら
の
判
決
を
受
け
、
国
が
労

災
認
定
の
基
準
を
平
成
一
三
年
に
改
め
た
結

果
、
平
成
一
四
年
の
請
求
件
数
と
認
定
件
数

が
大
幅
に
増
え
て
い
ま
す
。
直
近
の
労
災
認

定
の
状
況
で
す
が
、
平
成
二
一
年
度
に
過
労

死
で
労
災
認
定
さ
れ
た
脳
・
心
臓
疾
患
に
関

す
る
事
案
二
九
三
件
の
う
ち
、
認
定
理
由
が

特
殊
な
も
の
を
除
い
た
二
八
一
件
に
つ
い
て

分
析
し
た
と
こ
ろ
、
労
働
時
間
が
週
六
○
時

間
以
上
労
働
し
た
週
が
二
週
間
以
上
連
続
し

て
い
る
事
案
は
二
六
五
件
で
、全
体
の
九
四
・

三
％
に
も
及
ぶ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
詳
し
く
み
る
と
、
四
週
以
上
連

続
し
て
い
る
も
の
が
一
七
六
件
で
約
六
割
と

な
っ
て
お
り
、
毎
週
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
長
時

間
労
働
さ
れ
て
い
る
方
ほ
ど
過
労
死
の
危
険

性
が
高
ま
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

一
カ
月
平
均
の
休
日
日
数
を
見
て
も
、
二

八
一
件
の
う
ち
約
六
割
が
月
六
○
未
満
の
休

日
し
か
取
っ
て
い
な
い
状
況
で
す
。

　

職
種
別
に
み
る
と
（
図
６
）、
運
輸
・
通

信
事
業
者
が
二
五
・
五
％
と
も
っ
と
も
多
く
、

そ
の
次
が
管
理
的
職
業
従
事
者
の
七
・
二
％

で
す
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
中
間
管
理
職
が

上
司
と
部
下
の
板
挟
み
に
な
り
、
さ
ら
に
長

時
間
労
働
を
強
い
ら
れ
る
状
況
で
、
過
労
死

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

有
名
な
電
通
事
件
で
は
、
企

業
は
社
員
の
労
働
時
間
を
把
握

し
、
過
剰
な
長
時
間
労
働
に

よ
っ
て
社
員
の
健
康
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う

配
慮
す
る
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

具
体
的
な
措
置
を
取
ら
な
か
っ
た
と
し
て
損

害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
事

件
で
過
労
死
に
お
け
る
企
業
の
責
任
の
あ
り

方
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

労
働
時
間
と
は
、
使
用
者
の
指
揮
監
督
の

も
と
に
あ
る
時
間
で
す
。
労
働
者
の
健
康
に

対
す
る
企
業
の
責
任
を
果
た
す
第
一
歩
が
こ

の
労
働
時
間
を
し
っ
か
り
把
握
す
る
こ
と
で

す
。
で
す
か
ら
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、

健
康
管
理
や
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
観

点
か
ら
企
業
に
い
か
に
し
て
適
正
に
労
働
時

間
を
把
握
、
管
理
し
て
も
ら
う
か
と
い
う
点

が
こ
れ
か
ら
の
労
働
時
間
対
策
に
お
け
る
重

要
な
課
題
と
考
え
て
い
ま
す
。

図３

図４　みなし労働時間制の有無と種類別採用
企業数割合

図５　脳・心臓疾患の労災補償状況

図６　脳・心臓疾患の労災補償状況（職種別）

資料出所：厚生労働省「平成 22 年就労条件総合調査」

資料出所：厚生労働省「平成 22 年就労条件総合調査」

（注）１　職種については、「日本標準職業分類」により分類している。
　　 ２　 「その他の職種（上記以外の職種）」に分類されているのは、保安職業従事者、

農林漁業作業者などである。
　　 ３　 総雇用者数は、平成 21 年総務省統計局「労働力調査報告」Ｂ - ９　職業

別就業者数から抽出し、生産工程・労務作業者は、同表中の製造・制作・
機械運転及び建設作業と労務作業者を合計している。

変形労働時間制の有無と
種類別採用企業数割合

変形労働時間制の有無と
種類別適用労働者数割合

フレックスタイム制

種類別採用企業数割合

フレックスタイム制

種類別適用労働者数割合

フレックスタイム制

5.9%
フレックスタイム制

8.1%

１か月単位の
変形労働時間制

15.3% 変形労働時間制を
１か月単位の15.3% 変形労働時間制を

採用していない企業

44.5%

変形労働時間制

17.0% 変形労働時間制の
適用を受けない労働者

50 2%１年単位の
変形労働時間制

37.0%
１年単位の
変形労働時間制

24 6%

50.2%

24.6%

支給決定件数 職種別
総雇用者数に

支給決定件数（人）
（平成21年度）

支給決定件数
に占める割合（％）

（Ａ）

職種別
総雇用者数(万人）

（平成21年）

占める職業別の
割合（％）

（Ｂ）

（Ａ）－（Ｂ）

職種

36 12.3 862 15.9 -3.6 

30 10.2 166 3.1 7.2 

37 12.6 1257 23.2 -10.537 12.6 1257 23.2 10.5 

37 12.6 744 13.7 -1.1 

26 8 9 691 12 7 -3 926 8.9 691 12.7 3.9 

85 29.0 188 3.5 25.5 

35 11 9 1462 26 9 -15 035 11.9 1462 26.9 15.0 

7 2.4 55 1.0 1.4 

293 100 5425 100 0293 100 5425 100 0 

管 理 的 職 業 従 事 者

事 　 務 　 従 　 事 　 者
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販 売 従 事 者

運 輸 ・ 通 信 従 事 者
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合　　　　　　　　　　　計

そ の 他 の 職 種
（ 上 記 以 外 の 職 種 ）

専門的・技術的職業
従　　　　事　　　　者

みなし労働時間制を

採用している企業

みなし労働時間制を 専門業務型

裁量労働制

11.2%

採用していない企業

88.8%
裁量労働制

2.5%

事業場外労働の

みなし労働時間制

9 1%9.1%

企画業務型

裁量労働制

0 8%0.8%
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今
日
は
平
成
二
二
年
二
月
に
正
社
員
の
管

理
職
（
課
長
以
上
）
と
非
管
理
職
（
課
長
未

満
）
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
〇
〇
人
を
対
象
に
行
っ

た
調
査
結
果
を
も
と
に
ご
説
明
し
ま
す
。

月
間
労
働
時
間
の
分
布

　

表
１
の
最
上
段
は
昨
年
一
月
の
月
間
総
労

働
時
間
の
分
布
で
す
。
一
月
は
正
月
休
み
の

分
勤
務
日
数
が
短
く
な
る
た
め
、
本
来
調
査

時
期
と
し
て
は
望
ま
し
く
な
い
の
で
す
が
、

諸
般
の
事
情
で
こ
の
時
期
に
行
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

平
均
（
時
間
）
を
み
る
と
、
管
理
職
よ
り

非
管
理
職
の
ほ
う
が
や
や
長
く
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
月
間
総
労
働
時
間
が
「
一
六
一

時
間
未
満
」
は
ほ
ぼ
残
業
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

非
管
理
職
の
約
三
割
が
該
当
し
て
い
ま
す
。

　

二
段
目
は
い
わ
ゆ
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
も
含

む
月
間
残
業
時
間
の
分
布
で
す
。
こ
ち
ら
も

管
理
職
の
ほ
う
が
非
管
理
職
よ
り
も
若
干
長

い
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま

す
。
と
く
に
「
六
〇
時
間
以
上
」
残
業
し
て

い
る
管
理
職
は
一
六
％
も
い
ま
す
。

　

三
段
目
は
月
間
サ
ー
ビ
ス
残
業
時
間
の
分

布
で
す
。
管
理
職
の
場
合
、
平
均
（
時
間
）

は
三
〇
時
間
近
い
結
果
と
な
り
ま
し
た
。「
ゼ

ロ
時
間
」
と
い
う
人
は
非
管
理
職
で
は
約

五
九
％
が
該
当
し
ま
す
が
、
管
理
職
で
は
約

二
割
と
低
い
数
値
が
出
て
い
ま
す
。

　

管
理
職
に
サ
ー
ビ
ス
残
業
と
い
う
概
念
が

ど
こ
ま
で
通
用
す
る
か
と
い
う
議
論
が
で
て

く
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
調
査
デ
ー
タ
で
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
す
。
で

す
か
ら
、
あ
く
ま
で
参
考
数
値
と
し
て
お
考

え
く
だ
さ
い
。

　

サ
ー
ビ
ス
残
業
の
定
義
は
非
管
理
職
の
場

合
、「
月
間
残
業
時
間
」
か
ら
「
残
業
手
当

等
が
支
給
さ
れ
た
時
間
」
を
控
除
し
た
時
間

で
す
。
管
理
職
の
場
合
、
残
業
手
当
が
支
給

さ
れ
な
い
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
し
か
し
、

管
理
職
手
当
が
そ
れ
ほ
ど
高
額
で
は
な
く
、

か
つ
残
業
時
間
が
著
し
く
長
か
っ
た
り
、
あ

る
い
は
本
来
管
理
職
で
あ
っ
て
も
支
給
さ
れ

る
は
ず
の
深
夜
労
働
手
当
が
支
払
わ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
を
考
え
た
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
残

業
と
い
う
概
念
は
適
用
さ
れ
て
も
よ
い
と
考

え
ま
す
。

残
業
す
る
理
由

　

表
２
は
残
業
す
る
理
由
を
三
つ
ま
で
の
多

重
回
答
で
聞
い
た
も
の
で
す
。
一
四
項
目
の

う
ち
、
一
番
比
率
が
高
い
の
が
「
仕
事
量
が

多
い
か
ら
」
で
、
管
理
職
、
非
管
理
職
と
も

六
割
強
を
占
め
て
い
ま
す
。「
予
定
外
の
仕

事
が
突
発
的
に
飛
び
込
ん
で
く
る
か
ら
」
も

そ
れ
ぞ
れ
三
割
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

管
理
職
に
特
有
の
理
由
と
し
て
は「
部
下
・

後
輩
な
ど
を
指
導
し
て
い
る
か
ら
」
が
二
割

強
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、「
残
業
手
当
や
休
日
手
当
を
増
や

し
た
い
か
ら
」「
周
囲
が
残
業
し
て
い
る
の

で
、
先
に
帰
り
づ
ら
い
か
ら
」
は
一
般
的
に

言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。

仕
事
特
性
・
個
人
特
性
の
影
響

　

表
３
は
仕
事
特
性
と
個
人
特
性
が
月
間
総

労
働
時
間
に
ど
う
影
響
す
る
か
調
べ
た
も
の

で
す
。「
仕
事
の
性
質
」
に
は
ａ
～
ｈ
の
八

つ
の
項
目
が
入
っ
て
い
ま
す
。
中
段
の
「
上

司
の
性
質
」
か
ら
は
、
分
析
の
都
合
上
、
ｂ
、

ｄ
、
ｅ
を
除
外
し
た
六
項
目
が
入
っ
て
い
ま

す
。「
仕
事
に
対
す
る
意
識
」
で
は
ａ
～
ｊ

の
一
○
項
目
が
入
っ
て
い
ま
す
。
各
項
目
に

つ
い
て
、
肯
定
度
、
否
定
度
を
五
段
階
で
聞

い
た
結
果
を
点
数
化
し
、
そ
れ
が
月
間
総
労

働
時
間
に
ど
う
影
響
し
て
い
る
か
を
見
て
い

ま
す
。
管
理
職
、
非
管
理
職
そ
れ
ぞ
れ
四
回
、

表２　残業する理由（３つまでの多重回答）

仕事の性格 上司の指示 仕事の締め 残業手当や 周囲が残業し
人手不足だ

から
仕事量が多

いから
業務の繁閑
が激しいから

上、所定外で
ないとできな
い仕事がある

や手続きなど
仕事の進め
方にムダが

仕事の締め
切りや納期に
ゆとりがない

から

残業手当や
休日手当を
増やしたいか

ら

周囲が残業し
ているので、
先に帰りづら

いからから 多いから から ら いから

非管理職 30.2% 63.9% 17.3% 25.5% 8.5% 25.1% 3.9% 9.8%
管理職 23 7% 62 5% 15 7% 26 0% 3 7% 23 0% 0 1% 6 2%管理職 23.7% 62.5% 15.7% 26.0% 3.7% 23.0% 0.1% 6.2%

予定外の仕
事が突発的
に飛び込んで

自分の仕事
をきちんと仕

仕事の内容
や目標が変

自分の能力
が足りないか

部下・後輩な
どを指導して その他 合計 (N)

くるから 上げたいから 更されるから ら いるから

非管理職 31.2% 24.1% 2.9% 8.4% 7.0% 3.2% 100.0% (2515)
管理職 ( )管理職 36.0% 30.9% 3.2% 3.2% 24.1% 2.9% 100.0% (1766)

研究報告

仕
事
特
性
・
個
人
特
性
と
労
働
時
間

前
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
主
任
研
究
員
（
早
稲
田
大
学
商
学
部
准
教
授
）　

小
倉
　
一
哉

表１　月間総労働時間の分布

161時間未満
161～181時

間未満
181～201時

間未満
201～221時

間未満
221時間以上 合計 (N) 平均（時間）

非管理職 31.1% 26.8% 18.4% 10.4% 13.3% 100.0% (4733) 183.2
管理職 25.9% 29.2% 20.1% 9.9% 14.9% 100.0% (2623) 186.0

0時間
1～20時間未

満
20～40時間

未満
40～60時間

未満
60時間以上 合計 (N) 平均（時間）

月間残業時間の分布

非管理職 19.6% 32.2% 23.3% 13.1% 11.8% 100.0% (4733) 24.9
管理職 14.0% 22.1% 29.9% 18.0% 16.1% 100.0% (2623) 31.8

月間サービス残業時間の分布

0時間
1～20時間未

満
20～40時間

未満
40～60時間

未満
60時間以上 合計 (N) 平均（時間）

非管理職 58.8% 16.7% 11.6% 6.5% 6.3% 100.0% (4733) 13.2
管理職 21 1% 21 0% 27 0% 16 3% 14 6% 100 0% (2623) 28 9

月間サ ビス残業時間の分布

管理職 21.1% 21.0% 27.0% 16.3% 14.6% 100.0% (2623) 28.9

月間総労働時間の分布
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推
計
を
行
い
、
労
働
時
間
を
長
く
す
る
影
響

は
プ
ラ
ス
、
労
働
時
間
を
短
く
す
る
影
響
は

マ
イ
ナ
ス
で
整
理
し
て
い
ま
す
。

　

仕
事
の
性
質
で
は
「
ｂ　

自
分
の
仕
事
の

ペ
ー
ス
や
手
順
を
変
え
ら
れ
る
」
が
管
理
職
、

非
管
理
職
で
も
労
働
時
間
を
短
く
す
る
影
響

が
見
ら
れ
ま
し
た
。「
ｃ　

一
人
で
こ
な
せ

る
仕
事
が
多
い
」
は
管
理
職
の
労
働
時
間
を

長
く
す
る
よ
う
で
す
。
非
管
理
職
に
関
し
て

は
「
ｄ　

取
引
先
や
顧
客
の
対
応
が
多
い
」

と
答
え
て
い
る
場
合
に
労
働
時
間
を
長
く
す

る
影
響
が
見
ら
れ
ま
す
。「
ｆ　

企
画
・
判

断
を
求
め
ら
れ
る
仕
事
が
多
い
」「
ｇ　

会

議
や
打
ち
合
わ
せ
が
多
い
」
は
管
理
職
、
非

管
理
職
と
も
労
働
時
間
を
長
く
し
ま
す
。

　
「
上
司
の
性
質
」
は
、
管
理
職
、
非
管
理

職
に
直
属
の
上
司
の
こ
と
を
聞
い
て
い
ま

す
。
非
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
ば
か
り
聞

い
て
し
ま
っ
た
な
と
反
省
し
て
い
る
の
で
す

が
、
そ
の
中
で
労
働
時
間
を
長
く
し
て
い
る

の
は
「
ｆ　

残
業
す
る
こ
と
を
前
提
に
仕
事

の
指
示
を
す
る
」「
ｇ　

社
員
間
の
仕
事
の

平
準
化
を
図
っ
て
い
な
い
」
で
す
。

　
「
仕
事
に
対
す
る
意
識
」
で
は
管
理
職
で

「
ｃ　

仕
事
を
頼
ま
れ
る
と
断
れ
な
い
」
の

肯
定
度
合
い
が
高
い
ほ
ど
労
働
時
間
が
長
く

な
る
よ
う
で
す
。

こ
れ
も
管
理
職
の

み
で
す
が
、「
ｆ

　

協
調
性
が
あ

る
」
の
肯
定
度
合

い
が
高
い
場
合
、

逆
に
労
働
時
間
は

短
く
な
り
ま
す
。

こ
の
解
釈
に
は
非

常
に
悩
ん
だ
の
で

す
が
、
も
し
か
す

る
と
課
長
同
士
で

仲
が
良
い
こ
と
か

ら
飲
み
に
い
く
機

会
が
増
え
て
、
労

働
時
間
が
短
い
と

い
う
よ
う
な
こ
と

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
分
析
に
は

常
に
解
釈
が
不
可

能
な
部
分
も
あ
り

ま
す
の
で
、
曖
昧

な
部
分
は
と
り
あ

え
ず
無
視
し
ま

し
ょ
う
。

　
「
ｇ　

仕
事
が
な
い
と
不
安
が
あ
る
」
は

肯
定
度
合
い
の
高
さ
が
労
働
時
間
に
マ
イ

ナ
ス
の
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
こ
の
場

合
、
因
果
関
係
が
逆
で
、
す
で
に
労
働
時
間

が
、
例
え
ば
前
年
よ
り
短
く
な
っ
て
い
る
人

が
、
こ
の
ま
ま
だ
と
自
分
の
会
社
が
危
な
い

の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
っ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

非
管
理
職
で
は
「
ｉ　

上
司
が
退
社
す
る

ま
で
帰
宅
し
な
い
」
と
答
え
て
い
る
ほ
ど
労

働
時
間
が
長
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
管
理

職
、
非
管
理
職
共
に
「
ｊ　

こ
れ
ま
で
受
け

て
き
た
人
事
評
価
は
高
い
ほ
う
だ
」
の
肯
定

度
合
い
が
高
い
人
は
労
働
時
間
が
長
い
。「
長

く
働
い
て
い
る
か
ら
自
分
は
評
価
さ
れ
て
い

る
の
だ
」
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。１

０
０
点
を
め
ざ
す
人
は
長
く

な
る

　

そ
の
下
の
「
取
っ
て
い
る
点
数
」「
目
指

し
て
い
る
点
数
」
に
つ
い
て
も
若
干
説
明
が

必
要
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
調
査
を
実
施
す

る
前
、
某
企
業
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
願
い

し
ま
し
た
。「
あ
な
た
の
仕
事
の
役
割
を
全

体
的
に
見
て
、
完
全
な
出
来
を
一
○
○
点
と

し
た
と
き
、
平
均
的
に
何
点
く
ら
い
を
と
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
ま
た
平
均
的
に
何

点
く
ら
い
を
め
ざ
し
て
仕
事
を
し
て
い
ま
す

か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
点
数
の
分
布
は
比

較
的
上
に
出
ま
し
た
。「
一
○
○
点
」
と
答

え
る
方
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
で
す
が
、

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
中
で
私
が
真
面
目
な
方

と
認
識
す
る
多
く
の
方
は
「
一
○
○
点
を
め

ざ
し
て
い
る
け
れ
ど
も
八
○
点
く
ら
い
」
と

答
え
る
場
合
が
非
常
に
多
い
。
平
均
点
を
み

る
と
、
め
ざ
し
て
い
る
点
数
は
八
○
点
程
度
、

取
っ
て
い
る
点
数
は
七
○
点
く
ら
い
で
し
た
。

　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
主
観
的
な
尺
度
で
す
が
、

こ
の
点
数
を
調
べ
た
と
き
、
非
管
理
職
で
は

取
っ
て
い
る
点
数
は
一
○
○
点
と
答
え
て
い

る
人
は
労
働
時
間
が
長
く
な
り
ま
す
。
め
ざ

し
て
い
る
点
数
が
一
○
○
点
と
い
う
人
も
労

働
時
間
が
長
い
。
七
○
点
か
ら
七
九
点
と
答

え
て
い
る
人
は
逆
に
短
い
と
い
う
結
果
が
出

て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
高
い
点
数
を
め
ざ
し

て
い
な
い
人
は
心
に
ゆ
と
り
が
あ
る
の
か
、

会
社
に
対
し
て
距
離
を
置
い
て
い
る
の
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
労
働
時
間
を
短
く
す
る
影

響
が
あ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
管
理

職
に
も
同
じ
質
問
を
し
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら

は
と
く
に
一
定
の
傾
向
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。

管
理
職
特
性
の
影
響

　

表
４
は
管
理
職
特
性
と
月
間
総
労
働
時
間

の
関
係
を
調
べ
た
も
の
で
す
。
出
退
勤
時
間

を
自
由
に
決
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
聞
き
、

「
決
め
ら
れ
る
」
場
合
に
出
退
勤
時
間
は

「
日
々
ほ
ぼ
同
じ
」「
都
合
に
よ
っ
て
変
わ
る
」

か
を
聞
き
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
管

理
職
の
労
働
時
間
の
長
さ
に
影
響
し
な
い
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
出
退
勤
時

間
を
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
そ

れ
が
た
と
え
ば
、
都
合
に
よ
っ
て
変
わ
る
人

で
も
労
働
時
間
は
、
出
退
勤
時
間
が
自
由
に

決
め
ら
れ
な
い
人
と
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
違
い

は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

表
の
「
プ
レ
ー
度
」
は
、
管
理
職
の
方
に

自
分
の
業
務
（
＝
プ
レ
ー
）
と
、
管
理
業
務

（
＝
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
の
比
率
を
合
計
一
○

○
と
し
た
場
合
の
プ
レ
ー
の
比
率
を
示
し
ま

す
。
プ
レ
ー
度
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
労
働
時

間
が
長
く
な
る
よ
う
で
す
。

　
「
統
括
正
社
員
数
」
は
部
下
と
な
る
正
社

員
の
数
で
す
。
こ
れ
は
二
○
人
以
上
と
明
ら

表３　仕事特性・個人特性の月間総労働時間への影響

推計① 推計② 推計③ 推計④ 推計① 推計② 推計③ 推計④
主要な説明変数

職理管職理管非
推計① 推計② 推計③ 推計④ 推計① 推計② 推計③ 推計④

a 仕事の範囲や目標がはっきりしている － －
b 自分で仕事のペースや手順を変えられる － － － － － － － －
c 一人でこなせる仕事が多い ＋ ＋
d 取引先や顧客の対応が多い ＋ ＋ ＋ ＋
e 社内の他の部門との連携・調整が多い

要 説明変数

仕事の性質
（肯定+2～否定-2） e 社内の他の部門との連携 調整が多い

f 企画・判断を求められる仕事が多い ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
g 会議や打ち合わせが多い ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
h 会社以外の場所でも仕事ができる －
a 必要以上に資料の作成を指示する
c 仕事の指示に計画性がない

（肯定 2 否定 2）

f 残業することを前提に仕事の指示をする ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
g 社員間の仕事の平準化を図っていない ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
h つきあい残業をさせる ＋ ＋
i 残業する人ほど高く評価する
a 出世志向が強い ＋

自己管理能力が高

上司の性質
（肯定+2～否定-2）

b 自己管理能力が高い －
c 仕事を頼まれると断れない ＋ ＋ ＋ ＋
d てきぱき仕事をしている
e 専門職志向が高い
f 協調性がある － － － －
g 仕事がないと不安になる － － － － － － － －

仕事に対する意識
（肯定+2～否定-2）

g 仕事がないと不安になる － － － － － － － －
h 仕事に対する責任感が強い
i 上司が退社するまで帰宅しない ＋ ＋ ＋ ＋
j これまで受けたきた人事評価は高いほうだ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋
1～69点

仕事志向（+2～-2）

1 69点
70～79点
90～99点

100点 ＋ ＋
1～69点
70～79点 － －目指している点数③④

取っている点数①②
｛80～89点｝

90～99点
100点 ＋

｛80～89点｝

（注）１　＋は労働時間を長くする影響、－は労働時間を短くする影響を意味する。
　　 ２　{　} 内は各ダミー変数のリファランスグループ。
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か
に
多
い
場
合
は
、
労
働
時
間
を
長
く
し
ま

す
。
五
人
～
九
人
で
は
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
、

一
○
人
～
一
九
人
の
と
こ
ろ
で
は
影
響
が
み

ら
れ
な
い
と
い
う
解
釈
に
悩
む
部
分
も
あ
り

ま
す
が
、
あ
く
ま
で
基
準
を
四
人
以
下
に
し

て
い
ま
す
か
ら
、
一
言
で
い
え
ば
、
部
下
が

多
い
ほ
ど
労
働
時
間
は
長
く
な
る
と
み
て
い

い
で
し
ょ
う
。

　
「
統
括
非
正
社
員
数
」
の
場
合
も
統
括
す

る
非
正
社
員
が
い
な
い
人
に
比
べ
て
、
い
る

場
合
、
あ
る
い
は
多
い
場
合
は
労
働
時
間
が

長
く
な
り
ま
す
。

　
「
指
導
が
必
要
な
部
下
（
正
社
員
）
の
比

率
」
は
、
現
在
統
括
し
て
い
る
正
社
員
全
員

を
一
○
○
と
し
た
場
合
、「
指
導
が
必
要
な

レ
ベ
ル
」「
単
独
で
で
き
る
レ
ベ
ル
」「
人
を

指
導
で
き
る
レ
ベ
ル
」
の
う
ち
、「
指
導
が

必
要
な
レ
ベ
ル
」
の
比
率
を
示
し
た
も
の
で

す
。
こ
こ
で
は
指
導
が
必
要
な
正
社
員
比
率

が
高
い
ほ
ど
、
月
間
総
労
働
時
間
が
長
く
な

り
ま
す
。

残
業
が
長
い
部
下
へ
の
評
価
状

況
　

表
５
は
業
種
別
・
規
模
別
に
見
た
残
業
の

長
い
部
下
へ
の
評
価
状
況
を
示
し
た
も
の

で
す
が
「
ど
ち
ら
に
も
評
価
し
な
い
」
が

圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
お
り
、
全
体
で
は

六
二
・
六
％
の
管
理
職
が
そ
う
答
え
て
い
ま

す
。「
や
や
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
し
て
い
る
」

「
マ
イ
ナ
ス
に
評
価
し
て
い
る
」
は
合
わ
せ

て
一
七
％
程
度
。「
プ
ラ
ス
に
評
価
し
て
い

る
」「
あ
る
程
度
プ
ラ
ス
に
評
価
し
て
い
る
」

は
合
わ
せ
て
二
○
％
程
度
で
す
。
両
端
の

「
プ
ラ
ス
に
評
価
し
て
い
る
」「
マ
イ
ナ
ス
に

評
価
し
て
い
る
」
を
み
る
と
業
種
に
よ
っ
て
、

そ
れ
な
り
に
違
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
規

模
別
で
も
同
様
の
分
布
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

対
策
の
実
施
別
に
み
た
労
働
時

間
　

表
６
は
長
時
間
労
働
対
策
の
実
施
別
に
み

た
月
間
総
労
働
時
間
の
平
均
で
す
。
①
か
ら

⑥
ま
で
の
対
策
を
「
や
っ
て
い
る
」
ま
た
は

「
や
っ
て
い
な
い
」
か
で
聞
き
ま
し
た
。
結

果
的
に
「
や
っ
て
い
る
」
ほ
う
が
労
働
時
間

が
短
く
な
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
単
純
な

ク
ロ
ス
集
計
結
果
で
す
の
で
、
そ
の
下
の
表

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
の
影
響
を
一
定
に
し

た
上
で
、
長
時
間
労
働
対
策
が
労
働
時
間
に

影
響
す
る
か
ど
う
か
を
多
変
量
解
析
に
よ
り

検
証
し
ま
し
た
。
非
管
理
職
に
つ
い
て
は
、

「
ノ
ー
残
業
デ
ー
」「
退
勤
時
刻
の
際
の
終
業

の
呼
び
か
け
・
強
制
消
灯
」「
長
時
間
労
働

の
者
や
そ
の
上
司
へ
の
注
意
・
助
言
」
の
三

つ
に
関
し
て
労
働
時
間
を
短
く
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

そ
の
他
の
「
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
等
に
よ
る
労
働

時
間
の
管
理
・
把
握
」「
自
分
の
労
働
時
間

が
簡
単
に
わ
か
る
仕
組
み
」「
定
期
検
診
以

外
で
の
長
時
間
労
働
や
ス
ト
レ
ス
に
関
す
る

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
と
い
っ
た
間
接
的
な
対

策
に
比
べ
て
、
直
接
的
な
労
働
時
間
対
策
の

ほ
う
が
よ
り
有
効
だ
と
解
釈
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
の
対

策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
ま
す
。

一
点
目
は
業
務
目
標
・
役
割
を
明
確
化
す
る

こ
と
。
二
点
目
は
会
議
や
打
ち
合
わ
せ
の
簡

素
化
と
裁
量
度
の
強
化
。
三
点
目
は
管

理
職
の
本
来
業
務
で
あ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
業
務
の
重
視
。
四
点
目
は
有
効
な
長

時
間
労
働
対
策
の
実
施
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
後
ご
紹
介
い
た
だ
く
企
業
事
例
が

参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

表４　管理職特性の月間総労働時間への影響

表５　業種別・規模別に見た残業の長い部下への評価状況

表６　長時間労働対策の実施別に見た月間総労働時間の平均

推計① 推計② 推計③ 推計④
日々ほぼ同じ出退勤時間

主要な説明変数
日々ほぼ同じ

都合によって変わる

+ + + +

出退勤時間
｛決められない｝

プレー度（0～100）

5～9人 + +
10～19人

20人以上 + + + +

統括正社員数
｛4人以下｝

20人以上 + + + +
1～9人 + + + +

10人以上 + + + +
統括非正社員数

｛0人｝

+ + + +指導が必要な部下（正社員）の比率（0～100）

プラスに評価
している

ある程度プラ
スに評価して

どちらにも評
価していない

ややマイナス
に評価してい

マイナスに評
価している

合計 (N)
している

評価
いる

価していない
評価

る
価している

建設 3.0% 26.1% 60.3% 8.5% 2.1% 100.0% (234)
製造 1.5% 20.1% 64.2% 11.8% 2.4% 100.0% (802)

通信・運輸 0 7% 18 8% 61 7% 15 6% 3 2% 100 0% (282)通信・運輸 0.7% 18.8% 61.7% 15.6% 3.2% 100.0% (282)
流通・飲食 1.5% 14.7% 63.9% 15.5% 4.4% 100.0% (388)

金融・不動産 2.0% 11.1% 61.5% 18.9% 6.4% 100.0% (296)
学術・教育・医療 3.6% 19.6% 58.7% 15.1% 3.1% 100.0% (225)

他サービス 2.0% 17.7% 63.3% 11.2% 5.8% 100.0% (294)
合計 1.9% 18.3% 62.6% 13.6% 3.7% 100.0% (2521)

99人以下 2.8% 22.6% 57.1% 13.1% 4.4% 100.0% (611)
100～999人 1 5% 18 0% 62 9% 14 6% 3 1% 100 0% (918)100 999人 1.5% 18.0% 62.9% 14.6% 3.1% 100.0% (918)
1000人以上 1.6% 15.8% 65.6% 13.2% 3.8% 100.0% (1070)

合計 1.8% 18.2% 62.6% 13.7% 3.7% 100.0% (2599)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥① ② ③ ④ ⑤ ⑥
やっている 175.0 175.6 179.6 178.6 177.6 177.3
やっていない 187.9 185.9 185.0 187.2 188.2 186.9

合計 183.2 183.2 183.1 183.2 183.2 183.3
やっている 180.4 182.3 184.6 182.5 181.9 181.1

非管理職

やっていない 190.6 187.4 187.1 189.0 191.9 190.6
合計 186.0 185.9 186.0 186.0 186.0 186.0

①ノー残業デー

②退勤時刻の際の終業の呼びかけ・強制消灯

管理職

③ＩＤカード等による労働時間の管理・把握

④自分の労働時間が簡単にわかる仕組み

⑤長時間労働の者やその上司への注意・助言

⑥定期健診以外での長時間労働やストレスに関するカウンセリング

推計① 推計② 推計③ 推計④ 推計① 推計② 推計③ 推計④

非管理職主要な説明変数
｛やっている=1 やっていない=0｝

長時間労働対策の月間総労働時間への影響

長時間労働対策の実施別に見た月間総労働時間の平均

管理職

推計① 推計② 推計③ 推計④ 推計① 推計② 推計③ 推計④

ノー残業デー - - - - - -
退勤時刻の際の終業の呼びかけ・強制消灯 - - - -

IDカード等による労働時間の管理・把握

自分の労働時間が簡単にわかる仕組み

｛やっている=1, やっていない=0｝

自分の労働時間が簡単にわかる仕組み

長時間労働の者やその上司への注意・助言 - - - - - - - -

定期健診以外での長時間労働やストレスに関す
るカウンセリング

（注）１　＋は労働時間を長くする影響、－は労働時間を短くする影響を意味する。
　　 ２　{　} 内は各ダミー変数のリファランスグループ。

注１　＋は労働時間を長くする影響、－は労働時間を短くする影響を意味する。


