
時間外労働上限規制を知る
第1回

時間外労働の上限を定めた改正労働基準法が2019年から施行された。5年の猶予期間の対象だった建設業でも来年4月から適用が
始まる。これに向けて、建設業での働き方を考えるシリーズを5回にわたり掲載する。第1回では、上限規制の考え方とそれに向けた対
応について、厚生労働省の松原哲也労働基準局労働条件政策課長と国土交通省の岩下泰善不動産・建設経済局建設業課長にお
話を伺った。

特別
企画 2024年度時間外労働上限規制への対応建設業の明日を拓く

を
い
い
ま
す
。そ
の
た
め
、範
囲
は
広
く

あ
り
ま
せ
ん
。「
管
理
監
督
者
」で
あ
る

か
は
、実
態
に
照
ら
し
て
確
認
し
ま
す
の

で
、そ
れ
を
踏
ま
え
た
対
応
を
お
願
い
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

徐
々
に
取
組
み
を

進
め
て
い
る
こ
と
が
高
い
価
値

―
―
ほ
と
ん
ど
の
業
界
で
は
既
に
上
限

規
制
が
動
き
出
し
て
い
ま
す
ね
。

　
二
〇
一
九
年
の
施
行
か
ら
丸
三
年
が

経
過
し
、こ
の
間
の
労
働
時
間
は
統
計

的
に
は
減
少
し
て
い
ま
す
。コ
ロ
ナ
禍
で

あ
っ
た
た
め
、テ
レ
ワ
ー
ク
の
増
加
な
ど

の
影
響
を
判
断
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
が
、働
く
側
も
企
業
側
も
労

働
時
間
の
上
限
規
制
の
共
通
認
識
が
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
。働
く
環
境
が
良
く
な
い

企
業
に
は
人
が
集
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
適
用
ま
で
一
年
と
な
る
建
設
業
界

で
の
動
き
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　
今
回
の
上
限
規
制
を
一
つ
の
き
っ
か

け
と
し
て
、前
向
き
な
意
思
を
感
じ
ま

す
。業
界
全
体
の
意
識
が
高
い
の
で
し
ょ

う
。長
く「
３
Ｋ
」と
言
わ
れ
て
き
た
こ

と
に
対
し
て
こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
と

理
解
と
改
善
が
重
要

―
―
ま
ず
は
、改
正
労
働
基
準
法
に
よ

る
時
間
外
労
働
上
限
規
制
の
背
景
と
概

要
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

　
日
本
は
労
働
時
間
が
長
い
国
で
あ
る
こ

と
は
皆
さ
ん
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
。長

時
間
労
働
は
健
康
を
害
し
、ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
を
悪
化
さ
せ
る
要
因
と
な
り

ま
す
。ま
た
、少
子
高
齢
化
が
進
み
、若
者

建
設
業
界
の
働
き
方
改
革
は
、業
界

を
挙
げ
て
の
取
組
み
が
浸
透
し
始

め
て
、週
休
二
日
や
労
働
時
間
を
短

縮
す
る
企
業
や
現
場
が
着
実
に
増

え
て
き
て
い
る
が
、働
き
方
を
管
轄

す
る
厚
生
労
働
省
は
ど
う
捉
え
て
い

る
の
か
。「
徐
々
に
で
も
目
に
見
え

て
進
ん
で
い
る
の
は
非
常
に
高
い
価

値
が
あ
る
」と
の
指
摘
は
、機
運
の

高
ま
り
を
後
押
し
す
る
。

い
う
想
い
を
抱
き
、将
来
を
見
越
し
て
取

り
組
み
続
け
て
い
る
。百
点
の
企
業
、ま

だ
ま
だ
の
企
業
な
ど
ば
ら
つ
き
は
あ
り
つ

つ
も
、努
力
し
て
徐
々
に
進
ん
で
い
る
こ

と
が
目
に
見
え
ま
す
し
、そ
こ
に
こ
そ
価

値
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。先

日
、日
建
連
の
会
合
に
出
席
し
た
時
に
も

感
じ
ま
し
た
が
、も
う
ど
う
し
よ
う
も
な

い
と
い
う
話
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
。課
題

が
あ
る
、じ
ゃ
あ
ど
う
す
る
か
、自
分
の

と
こ
ろ
で
は
こ
う
し
て
い
る
な
ど
活
発
な

意
見
交
換
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、と
て
も

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

ゴ
ー
ル
で
は
な
く
業
界
の

将
来
に
つ
な
げ
る
き
っ
か
け
に

―
―
一
方
で
、実
現
に
向
け
た
課
題
が

あ
る
こ
と
も
確
か
で
す
。

　
建
設
業
界
は
発
注
者
が
大
き
く
関

わ
っ
て
き
ま
す
の
で
、業
界
だ
け
で
は
解

決
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。働
き
方
を
変
え
る
た
め
に
は
発
注
者

の
理
解
を
得
る
こ
と
、そ
し
て
、国
民
に

向
け
た
働
き
か
け
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。業

界
の
皆
さ
ん
へ
は
多
く
の
お
願
い
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、今
後
は
発
注

者
や
国
民
へ
向
け
た
周
知
に
力
を
入
れ

や
女
性
の
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
な
か
、

こ
の
状
況
を
放
置
す
る
と
若
者
や
女
性
の

活
躍
の
場
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
課
題

も
あ
る
。こ
れ
ら
の
背
景
の
も
と
、時
間

外
労
働
の
上
限
規
制
の
導
入
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。月
四
五
時
間
で
年
間
三
六
〇
時

間
、こ
れ
が
原
則
的
な
上
限
で
す
。

　
建
設
業
や
医
師
な
ど
四
事
業
・
業
務

に
五
年
間
の
猶
予
が
適
用
さ
れ
た
の
は

労
働
時
間
が
長
い
と
い
う
実
態
が
あ
っ

た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
が
、猶
予
期

間
中
、建
設
業
界
の
皆
さ
ん
に
は
労
働
時

間
の
削
減
に
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い

た
だ
き
、感
謝
す
る
と
と
も
に
非
常
に
心

強
く
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
規
制
に
は
特
例
や
罰
則
も
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
が
、ど
の
よ
う
な
場
合
に
適

用
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
特
例
で
あ
る「
臨
時
的
な
特
別
な
事

情
が
あ
る
場
合
」の
上
限
は
、年
間
七
二

〇
時
間
、単
月
で
一
〇
〇
時
間
未
満（
休

日
労
働
含
む
）、複
数
月
平
均
で
八
〇
時

間
以
内（
休
日
労
働
含
む
）、月
に
四
五

時
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
年
六

カ
月
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
臨
時
的

な
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
」は
ケ
ー
ス

ご
と
の
判
断
と
な
り
ま
す
が
、例
え
ば
顧

客
の
要
望
に
よ
る
突
発
的
な
プ
ラ
ン
変

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。　

　
ま
た
、業
界
内
へ
の
サ
ポ
ー
ト
も
継

続
し
ま
す
。助
成
金
に
関
し
て
は
こ
の
一

年
、適
用
に
向
け
た
ラ
ス
ト
の「
ブ
ー
ス

ト
」を
か
け
て
い
た
だ
く
た
め
に
、助
成

額
を
拡
充
し
て
い
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
活

用
い
た
だ
き
た
い
で
す
。更
に
、働
き
方

に
つ
い
て
困
っ
た
と
き
に
気
軽
に
相
談

で
き
る「
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン

タ
ー
」に
建
設
業
に
特
化
し
た
相
談
窓
口

も
今
年
度
か
ら
設
置
し
て
い
ま
す
。

―
―
建
設
業
界
に
向
け
て
、メ
ッ
セ
ー
ジ

を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
お
願
い
し
た
い
の
は
、上
限
規
制

を
守
る
こ
と
が
で
き
た
時
点
で
終
わ
り

に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。法
律
を
守

更
や
現
場
ト
ラ
ブ
ル
、事
故
な
ど
は
通
常

認
め
ら
れ
る
理
由
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
罰
則
に
関
し
て
、時
間
外
労
働
に
あ

た
っ
て
は「
三
六
協
定
」を
必
ず
出
し
て

い
た
だ
く
こ
と
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
上
で
上
限
規
制
を
超
え
た
場
合
は

罰
則
規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、通
常
、

違
反
が
あ
っ
た
場
合
、直
ち
に
罰
則
と
い

う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。も
ち
ろ
ん
故

意
に
違
反
し
て
い
る
よ
う
な
悪
質
な
場

合
に
は
厳
正
に
対
処
し
ま
す
。ま
ず
は
、

上
限
規
制
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
、改
善

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
ま
た
、時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の

対
象
外
に
は
、「
管
理
監
督
者
」も
い
ま

す
。「
管
理
監
督
者
」は
、労
働
条
件
の

決
定
そ
の
他
労
務
管
理
に
つ
い
て
、経
営

者
と
一
体
的
な
立
場
に
あ
る
者
の
こ
と

る
の
は
重
要
で
す
が
、ゴ
ー
ル
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。守
っ
た
う
え
で
、よ
り
生
産
性

を
向
上
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
る
か
、社
員

の
働
き
が
い
を
ど
う
構
築
す
る
か
な
ど

将
来
の
展
望
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
き
た
い

で
す
。建
設
業
が
国
を
支
え
る
基
幹
産
業

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。そ

の
業
界
に
人
材
が
集
ま
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
絶
対
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
我
々
の
役

割
で
す
。発
注
者
へ
の
働
き
か
け
を
強
化

す
る
と
同
時
に
、監
督
機
関
と
し
て
ど
う

す
れ
ば
法
律
を
守
れ
る
か
を
一
緒
に
考

え
て
い
き
た
い
。業
界
が
よ
り
輝
い
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、行
政
と
し
て
し
っ
か
り

と
支
援
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

松原 哲也　Tetsuya Matsubara

厚生労働省
労働基準局 労働条件政策課長

時間外労働の上限規制

働き方改革好事例集

厚生労働省では、47都道府県に働き方改革推進支援センターを
設置し、相談対応・コンサルティングを行うとともに、事例集を発行
して好事例の水平展開を図っている。 

2024年までに改善

月45時間 ＝ 1日残業2時間程度月45時間 ＝ 1日残業2時間程度

1年12カ月1年12カ月

年間6カ月まで年間6カ月まで

法
定
労
働
時
間

時
間
外
労
働

法律による上限

週40時間
1日8時間

年360時間

年720時間
例外　

原則　

複数月平均80時間※

月100時間未満※

※休日労働を含む    災害の復旧・復興の事業を除く
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る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
適
切
な
工
期
で
の
契
約
を
進
め
る
、な

か
で
も
民
間
発
注
者
の
理
解
を
得
る
た

め
に
、元
請
の
皆
様
に
は
説
明
責
任
を
ぜ

ひ
果
た
し
て
い
た
だ
き
た
い
。ど
の
く
ら

適
切
な
工
期
の
確
保
と

技
術
者
対
応
を

―
―
建
設
業
界
に
時
間
外
労
働
の
上
限

規
制
が
適
用
さ
れ
る
二
〇
二
四
年
四
月

ま
で
、一
年
を
切
り
ま
し
た
。

　
以
前
か
ら
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、建
設

業
界
で
は
担
い
手
の
確
保
が
急
務
で
す
。

や
る
べ
き
こ
と
は
様
々
あ
り
ま
す
が
、重

要
な
の
は
産
業
と
し
て
の
魅
力
を
高
め

る
こ
と
。そ
の
た
め
に
は
給
与
な
ど
の
処

遇
改
善
と
休
暇
や
労
働
時
間
に
関
連
す

る
働
き
方
改
革
を
避
け
て
通
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
こ
の
働
き
方
改
革
に
お
い
て
大
き
な

ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
時
間
外
労
働
の

罰
則
付
き
上
限
規
制
で
す
。運
用
に
あ

た
っ
て
は
、工
期
に
よ
る
制
約
や
日
給
の

方
々
の
収
入
面
で
の
対
応
な
ど
厳
し
い

建
設
業
界
で
は
ど
の
よ
う
に
取
組
み

を
進
め
て
い
く
べ
き
か
。発
注
者
、

後
工
程
の
専
門
工
事
業
な
ど
サ
プ

ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
は
一
層
の

理
解
や
課
題
解
決
が
必
要
だ
が
、国

土
交
通
省
で
は「
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン

ス
に
」と
、残
り
の
猶
予
期
間
一
年

を
一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
と
し
て

様
々
な
施
策
を
展
開
す
る
考
え
だ
。

い
の
工
期
が
必
要
な
の
か
を
し
っ
か
り
説

明
し
て
理
解
を
求
め
て
い
く
。営
業
的
な

側
面
か
ら
み
る
と
工
期
も
重
要
な
要
素

だ
と
思
い
ま
す
が
、工
期
の
ダ
ン
ピ
ン
グ

は
慎
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。　

現
状
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
ま
す

が
、あ
る
意
味
こ
れ
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え

て
業
界
全
体
の
働
き
方
を
改
善
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。働
き

方
改
革
と
セ
ッ
ト
で
建
設
Ｄ
Ｘ
、Ｂ
Ｉ
Ｍ

／
Ｃ
Ｉ
Ｍ
な
ど
の
導
入
に
よ
る
生
産
性

向
上
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

―
―
適
切
な
工
期
の
確
保
や
施
工
管
理

を
担
う
技
術
者
の
労
働
時
間
な
ど
の
課

題
が
あ
り
ま
す
。

　
適
切
な
工
期
に
つ
い
て
は
中
央
建
設

業
審
議
会
で
定
め
た「
工
期
に
関
す
る
基

準
」を
徹
底
す
る
こ
と
が
第
一
で
す
。上

限
規
制
の
影
響
を
直
接
受
け
る
の
は
、日

中
現
場
に
出
て
夜
に
書
類
を
作
成
す
る

こ
と
の
多
い
技
術
者
。し
か
し
、今
の
働

き
方
で
は
非
常
に
厳
し
い
の
で
、バ
ッ
ク

オ
フ
ィ
ス
の
充
実
な
ど
具
体
的
な
対
策

が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

―
―
技
能
者
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な

　
国
土
交
通
省
は
工
事
を
発
注
す
る
立

場
で
も
あ
り
ま
す
が
、直
轄
工
事
に
お
い

て
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
週
休
二
日
工
事
と

し
て
発
注
し
て
い
ま
す
。一
方
で
地
方
公

共
団
体
の
発
注
工
事
は
道
半
ば
と
言
え

ま
す
。ま
ず
は
公
共
の
発
注
工

事
で
し
っ
か
り
取
り
組
ん
で
い

け
る
よ
う
働
き
か
け
を
強
化
し

て
い
き
ま
す
。

一
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間

と
し
て
官
民
で
取
り
組
む

―
―
来
年
四
月
に
向
け
て
、更

な
る
取
組
み
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

　
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、今

後
は
、厚
生
労
働
省
と
と
も
に

「
工
期
に
関
す
る
基
準
」を
基

に
民
間
発
注
者
へ
の
働
き
か
け

を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。こ
の

基
準
が
建
設
業
法
に
位
置
付
け

ら
れ
た
こ
と
は
と
て
も
大
き
な

意
味
を
持
っ
て
お
り
、国
土
交

通
省
は「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
」

と
し
て
民
間
発
注
者
に
対
し
て

も
直
接
調
査
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。昨
年

ら
れ
ま
す
。

　
建
設
業
は
現
地
生
産
、一
品
受
注
、請

負
な
ど
極
め
て
特
殊
な
構
造
を
持
つ
た

め
労
働
時
間
削
減
が
難
し
い
業
界
で
す
。

工
期
や
資
材
価
格
高
騰
な
ど
の
課
題
も

含
め
て
対
応
す
る
た
め
に
は
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
全
体
で
取
り
組
む
必
要
が
あ
る

で
し
ょ
う
。

―
―
発
注
者
、更
に
は
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
全
体
の
理
解
を
得
る
た
め
に
求
め
ら

れ
る
視
点
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　
前
提
と
な
る
の
は
透
明
性
の
確
保
で

す
。建
設
業
の
施
工
状
況
や
請
負
契
約

に
つ
い
て
透
明
性
を
も
っ
て
開
示
し
て
い

く
。そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、労
働
時

間
、賃
金
、資
材
価
格
の
転
嫁
な
ど
に
つ

い
て
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
リ
ス
ク

分
散
な
ど
の
議
論
が
で
き
る
よ
う
に
な

度
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
が
、少
し
ず
つ

効
果
も
感
じ
て
い
ま
す
。モ
ニ
タ
リ
ン
グ

調
査
の
強
化
と
し
て
、厚
生
労
働
省
と
共

同
で
調
査
を
実
施
す
る
ほ
か
、日
本
経
済

団
体
連
合
会
や
地
域
の
商
工
会
議
所
な

ど
へ
の
働
き
か
け
で
実
効
性
を
高
め
て
い

き
た
い
で
す
ね
。都
道
府
県
や
市
町
村
に

対
し
て
も
適
正
工
期
に
向
け
て
の
取
組

み
が
更
に
進
展
す
る
よ
う
、総
務
省
と
も

連
携
し
て
促
し
て
い
き
ま
す
。

　
三
月
二
十
九
日
に
行
わ
れ
た「
持
続
可

能
な
建
設
業
に
向
け
た
環
境
整
備
検
討

会
」で
は
、「
受
注
者
は
著
し
く
短
い
工

期
に
よ
る
請
負
契
約
を
禁
止
す
べ
き
」と

い
う
点
が
改
め
て
提
言
さ
れ
ま
し
た
。業

界
の
考
え
も
聞
き
な
が
ら
制
度
的
な
対

応
を
検
討
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

　
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、二
〇
二
四

年
は
業
界
の
働
き
方
を
抜
本
的
に
見
直

す
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
だ
と
言
え
ま

す
。週
休
二
日
の
確
保
、労
働
時
間
削
減

は
担
い
手
確
保
の
た
め
に
避
け
て
は
通

れ
な
い
課
題
で
す
。ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス

に
変
え
る
べ
く
、こ
の
一
年
は
一
大
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
期
間
と
し
て
官
民
が
協
力
し
て

確
実
に
取
り
組
み
た
い
。業
界
の
皆
さ
ん

と
手
を
取
り
合
っ
て
、前
進
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

岩下 泰善　Yasuyoshi Iwashita

国土交通省
不動産・建設経済局 建設業課長

国土交通省では、担い手確保や生産性向上、建設資材価格変動など建設業を取り巻く環境の変化を踏まえ、将来にわたり建設業を持続
可能なものとするための環境を整備するために必要な施策の方向性を検討する会を設置。3月に提言をとりまとめた。（国土交通省提供
資料を基に作成）

国土交通省では適正工期についてのパンフレットを発
行し、広く周知を図っている。

対
応
が
考
え
ら

れ
ま
す
か
。

　
技
能
者
に
と
っ

て
大
き
な
問
題
と

な
る
の
は
、働
く

時
間
が
減
る
と

収
入
が
減
っ
て
し

ま
う
と
い
う
点
で

す
。正
社
員
化
、

月
給
制
の
導
入

と
い
っ
た
構
造
的
な
改
革
と
合
わ
せ
て
、

Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
の
活
用
や
そ
れ
に
よ
る
処
遇
改

善
を
更
に
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
年
の
夏
頃
に
は
レ
ベ
ル
別
の
賃
金
目
安

を
示
し
、能
力
評
価
が
賃
金
に
反
映
さ
れ

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。ま
た
、Ｉ

Ｃ
Ｔ
ツ
ー
ル
に
よ
っ
て
週
休
二
日
の
達
成

状
況
を
確
認
す
る
な
ど
、施
工
体
制
の
見

え
る
化
に
よ
る
労
務
管
理
の
実
効
性
も

高
め
て
い
き
ま
す
。い
ず
れ
に
せ
よ
、こ

れ
ま
で
の
仕
事
の
や
り
方
の
延
長
で
は
対

応
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
必
須
で
す
。

透
明
性
を
確
保
し

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で

―
―
労
働
時
間
の
削
減
が
難
し
い
背
景

と
し
て
、建
設
業
界
特
有
の
構
造
が
あ
げ

持続可能な建設業に向けた環境整備検討会・提言
持続可能な建設業に向けた環境整備検討会 提言概要

請負契約の透明性を高めることでコミュニケーションを促し、発注者を含む建設生産プロセス全体での信頼関係とパート
ナーシップを構築することで、適切なリスクの分担と価格変動への対応を目指す。
労務費を原資とする低価格競争や著しく短い工期による請負契約を制限することで、価格や工期を競う環境から、施工の
品質などで競う新たな競争環境を確保し、建設業全体の更なる持続的発展を目指す。

実効性の確保に向けた対応

賃金行き渡り・働き方改革への対応
請負代金変更ルールの明確化 労務費を原資とする低価格競争を防止するため、受注者に

よる廉売行為を制限価格変動時における受発注者間での協議を規定する民間約款の
利用を基本とし、当該条項が請負契約において確保されるよう
法定契約記載事項を明確化。

中央建設業審議会が「標準労務費」を勧告し、適切な労務費水準を
明示。受注者となる建設業者がこれを下回る労務費による請負契約
を締結しないよう制限。

下請による賃金支払いのコミットメント (表明保証 )
請負契約において、受注者が「標準労務費」を基に適正賃金の支払
いを誓約する表明保証を行うよう制度化。

CCUSレベル別年収の明示
技能労働者自身が技能に応じた適切な賃金を把握することで適切
な処遇の確保が進むよう、CCUSレベル別年収を明示。

受注者による、著しく短い工期となる請負契約の制限
時間外労働や休日にしわ寄せが及ばないようにするため、受注者に
著しく短い工期による請負契約を制限。

透明性の高い新たな契約手法
契約の透明性を高めるため、請負代金の内訳としての予備的経費や
リスクプレミアムを明示するとともに、オープンブック・コストプ
ラスフィー方式による標準約款を制定することで請負契約締結の際
の選択肢の１つとする。

ICT を活用した施工管理による施工体制の「見える化」

許可行政庁による指導監督の強化

国が ICT を活用した施工管理の指針を策定し、特定建設業者による施工体制の適時適切な把握を可能とすると共に、許可行政庁においても必要に
応じて賃金支払いの実態について確認することができる仕組みを構築。

建設業法第19条の３（不当に低い請負代金）違反への勧告対象を民間事業者に拡大するとともに、勧告に至らなくとも不適当な事案について「警
告」「注意」を実施し、必要な情報の公表ができるよう、組織体制の整備を含めて措置。

協議プロセス確保による価格変動への対応

見積り時や契約締結前の、受注者から注文者に対する情
報提供を義務化
請負契約の透明性を高めることで民間工事における価格変動時の協
議を円滑化するため、建設業者から注文者に対し、建設資材の調達先、
建設資材の価格動向などに関する情報提供を義務化。
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