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ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて
――「女性のため」から「男女共通」の取り組みへ

特　集

　JILPT は 10 月３、４の両日、都内で「非正規雇
用とワーク・ライフ・バランスのこれから」と題す
る調査研究成果報告会を開いた。
　本特集では、２日目に行われた、出産・育児期の
就業継続や中小・中堅企業の課題、法政策のあり方
についての諸外国との比較などのワーク・ライフ・
バランスに関する研究成果と、報告者によるディス
カッションの模様を紹介する。

＜ＪＩＬＰＴ平成 22 年度 調査研究成果報告会＞

　現在、わが国では、雇用者全体に占める正規労働者の比率が低下し、非正規労働者の比率が高まっ
ている。減少傾向にある正規労働者は、長時間労働などが原因で仕事と家事・育児・介護などの生活
との両立に困難を抱え、契約社員やパート・アルバイト、嘱託、派遣労働者などの非正規労働者も、
課題やニーズが多様化するなか、その実現が難しくなっている。今号では、JILPT 調査研究成果報告
会での議論を踏まえつつ、企業モニターの今夏の節電に伴う働き方の見直しの状況や、韓国の長時間
労働の現状などを織り交ぜて、ワーク・ライフ・バランス実現に向けた方策を考える。
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出
産
・
育
児
期
の
就
業
継
続

　 　
―
２
０
０
５
年
以
降
の
動
向
に
着
目
し
て　

　
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
副
主
任
研
究
員　

池
田
心
豪　

　

今
日
は
今
年
六
月
に
公
表
し
ま
し
た
、『
労

働
政
策
研
究
報
告
書
』
№
136
「
出
産
・
育
児

期
の
就
業
継
続
―
二
〇
〇
五
年
以
降
の
動
向

に
着
目
し
て
―
」
と
い
う
報
告
書
の
要
点
を

ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
副
題
に
「
二

〇
〇
五
年
以
降
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
年

は
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
略
称
：

次
世
代
法
）
と
改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
が

施
行
さ
れ
た
年
で
す
。

二
〇
〇
四
年
以
前
の
状
況

　

そ
の
前
、
二
〇
〇
四
年
以
前
は
ど
う
だ
っ

た
か
と
い
う
と
、
一
九
九
二
年
に
育
児
休
業

法
が
施
行
さ
れ
、
育
児
休
業
制
度
を
設
け
る

企
業
は
増
え
て
い
ま
し
た
。
女
性
の
育
児
休

業
取
得
率
も
、
取
得
し
づ
ら
い
と
い
う
声
は

あ
り
ま
す
が
、
上
昇
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
第
一
期
の
中
期
計
画
期

間
中
に
実
施
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
分

析
結
果
か
ら
、
出
産
・
育
児
期
に
就
業
継
続

す
る
女
性
は
増
え
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。
類
似
の
傾
向
は
、
同
時
期

に
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が

行
っ
た
調
査
で
も
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
育

児
休
業
制
度
に
出
産
・
育
児
期
の
就
業
継
続

を
高
め
る
効
果
が
あ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

の
分
析
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
で
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
は
就
業
継

続
が
増
え
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
両
立
支
援

が
拡
充
し
て
い
る
の
に
就
業
継
続
は
増
え
て

い
な
い
と
い
う
、
悩
ま
し
い
状
況
が
あ
り
ま

し
た
。

そ
の
後
の
変
化
の
可
能
性

　

し
か
し
そ
の
後
、
状
況
が
変
化
し
て
い
る

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、

先
ほ
ど
も
話
し
ま
し
た
改
正
育
児
・
介
護
休

業
法
と
次
世
代
法
が
二
〇
〇
五
年
に
同
時
に

施
行
さ
れ
、
両
立
支
援
に
対
す
る
取
り
組
み

が
一
段
と
強
化
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
も
う
一

つ
、
景
気
の
影
響
が
あ
り
ま
す
。
今
は
ま
た

景
気
が
悪
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
二
〇
〇
五

年
前
後
は
ち
ょ
う
ど
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク

前
ま
で
の
景
気
が
比
較
的
良
か
っ
た
時
期
に

相
当
し
ま
す
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
長
い
景
気

低
迷
の
な
か
で
、
企
業
は
な
か
な
か
雇
用
に

前
向
き
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
よ
う
や

く
前
向
き
に
な
り
、
女
性
の
活
用
に
も
積
極

的
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
頃
で
し
た
。
他
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
り
ま
す
が
、
主
に
こ

の
二
つ
の
要
因
に
よ
り
、
二
〇
〇
五
年
以
降
、

就
業
継
続
率
は
上
昇
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

正
規
・
非
正
規
と
も 

就
業
継
続
率
は
上
昇

　

そ
こ
で
昨
年
、
個
人
を
対
象
と
す
る
経
歴

調
査
を
全
国
規
模
で
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
二
〇
〇
五
年
以
降
、
第
一
子
出
産
時

点
の
雇
用
率
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

就
業
継
続
率
が
上
昇
に
転
じ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
傾
向
は
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
の

双
方
に
見
ら
れ
ま
す
。
非
正
規
雇
用
に
関
し

て
は
、
二
〇
〇
五
年
施
行
の
改
正
育
児
・
介

護
休
業
法
で
、
有
期
契
約
労
働
者
に
も
育
児

休
業
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
す
べ
て

の
有
期
契
約
が
対
象
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
非
正
規
雇
用
で
も
育
児

休
業
を
取
れ
る
と
い
う
社
会
的
な
認
識
が
広

が
っ
て
き
た
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。
実

際
、
非
正
規
労
働
者
が
育
児
休
業
を
取
得
す

る
割
合
は
上
昇
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
就

業
継
続
率
を
大
き
く
押
し
上
げ
る
ほ
ど
の
割

合
か
と
い
う
と
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い

状
況
で
す
。

　

一
方
、
正
規
雇
用
は
も
と
も
と
育
児
休
業

制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

働
き
方
の
問
題
と
し
て
、
労
働
時
間
の
面
で

子
育
て
と
の
両
立
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
は
、
実
際

に
労
働
時
間
と
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
意
外
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
妊
娠
時
点
の
労
働
時
間
が
長
い

女
性
の
退
職
率
は
高
い
と
必
ず
し
も
言
え
な

い
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

背
景
に
女
性
の
活
躍

　

で
は
、
ど
う
い
う
要
因
が
就
業
継
続
率
を

上
げ
て
い
る
か
。
一
言
で
言
え
ば
、
女
性
の

活
躍
の
広
が
り
で
す
。
正
規
雇
用
で
は
男
女

の
職
域
統
合
が
進
ん
で
き
ま
し
た
が
、
こ
れ

に
よ
る
「
や
り
が
い
・
働
き
が
い
」
が
就
業

継
続
率
を
引
き
上
げ
て
い
る
よ
う
で
す
。
加

え
て
、
非
正
規
雇
用
で
も
働
き
方
が
正
社
員

に
近
づ
い
て
き
て
い
て
、
簡
単
に
辞
め
て
も

い
い
と
い
え
る
仕
事
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

関
連
す
る
結
果
と
し
て
、
一
つ
の
企
業
に
あ

る
程
度
長
く
勤
め
、
企
業
に
定
着
し
た
状
態

で
妊
娠
・
出
産
期
を
迎
え
る
女
性
が
正
規
・

非
正
規
と
も
に
増
え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、

出
産
・
育
児
期
に
就
業
継
続
す
る
女
性
が
増

え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

︿報告１﹀
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企
業
に
よ
る
制
度
周
知
の
効
果

　

ま
た
、
次
世
代
法
と
関
連
し
ま
す
が
、
両

立
支
援
制
度
の
運
用
に
取
り
組
む
企
業
が
近

年
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
制
度
運
用
の
柱
と

し
て
、
企
業
が
従
業
員
に
対
し
て
制
度
を
周

知
す
る
こ
と
の
効
果
が
大
き
い
、
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
一
つ
の
企
業

の
中
で
も
、
学
歴
、
職
種
、
労
働
時
間
な
ど
、

人
び
と
の
働
き
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
制

度
周
知
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
違
い
に
か
か

わ
ら
ず
就
業
継
続
率
は
上
昇
す
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

第
一
子
出
産
前
後
の
雇
用
率
が
上
昇

　

そ
れ
で
は
、
分
析
結
果
に
つ
い
て
少
し
詳

し
く
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
就
業
継
続
率
が
上
昇
し
て
い
る
と
い

う
結
果
で
す
。
図
１
は
、
第
一
子
の
出
産
一

年
前
、
出
産
時
点
、
出
産
一
年
後
、
出
産
二

年
後
の
各
時
期
に
雇
用
就
業
し
て
い
た
比
率

を
表
し
て
い
ま
す
。
出
産
一
年
前
は
七
割
ぐ

ら
い
の
女
性
が
雇
用
就
業
し
て
い
ま
す
が
、

出
産
時
点
ま
で
の
一
年
間
で
大
き
く
下
が
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
期
間
は
妊
娠
・
出
産
期
に

当
た
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
出
産
退
職
」
で

雇
用
率
が
低
下
し
た
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、

一
九
九
八
年
以
前
に
子
ど
も
を
産
ん
だ
女
性
、

九
九
年
～
二
〇
〇
四
年
の
間
に
産
ん
だ
女
性
、

〇
五
年
以
降
に
産
ん
だ
女
性
に
分
け
て
、
時

系
列
比
較
し
て
み
る
と
、
出
産
時
点
の
雇
用

率
は
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
。
特
に
〇

五
年
以
降
は
、
は
っ
き
り
と
上
昇
し
て
い
ま

す
。
出
産
退
職
が
減
っ
て
就
業
継
続
が
増
え

て
い
る
と
い
え
ま
す
。

出
産
退
職
と
育
児
休
業
の
関
係

　

そ
の
出
産
退
職
に
対
し
て
、
育
児
休
業
が

ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
を
示
し
た
の
が
図

２
で
す
。
黄
色
い
帯
は
、
妊
娠
が
わ
か
っ
た

時
点
か
ら
出
産
時
点
ま
で
に
辞
め
た
比
率
で

す
。
そ
し
て
、
出
産
退
職
せ
ず
に
育
児
休
業

を
取
っ
た
比
率
を
示
し
た
の
が
右
側
の
青
い

帯
で
す
。
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
に
わ
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
時
系
列
推
移
を
示
し
て
い
ま

す
が
、
正
規
雇
用
は
黄
色
い
帯
の
退
職
率
が

低
く
な
り
、
青
い
帯
の
育
児
休
業
取
得
割
合

が
伸
び
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
育
児
休
業
を

取
る
女
性
が
増
え
、
出
産
退
職
は
減
っ
て
い

る
と
言
え
ま
す
。

　

一
方
、
非
正
規
雇
用
の
退
職
率
は
、
正
規

雇
用
よ
り
高
い
の
で
す
が
、
時
系
列
で
比
較

す
る
と
低
下
し
て
い
ま
す
。
育
児
休
業
取
得

割
合
も
、
二
〇
〇
五
年
以
降
は
少
し
上
昇
し

て
い
ま
す
。
法
改
正
に
よ
っ
て
育
児
休
業
制

度
が
適
用
さ
れ
る
人
が
増
え
て
き
て
い
る
様

子
が
う
か
が
え
ま
す
。
で
す
が
、
こ
こ
で
の

問
題
は
、
白
い
帯
の
「
育
児
休
業
を
取
得
せ

ず
に
継
続
」
し
た
比
率
の
方
が
上
昇
し
て
い

る
こ
と
で
す
。
育
児
休
業
を
取
る
人
も
増
え

て
き
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
と
は
別
の
要
因

で
継
続
す
る
人
が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

少
し
の
残
業
で
も
退
職
率
は
上
が
る

　

正
規
雇
用
に
つ
い
て
も
、
育
児
休
業
と
は

別
の
要
因
が
影
響
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
り

ま
す
。
こ
の
後
、
黄
色
い
帯
の
退
職
率
と
青

図１　第 1 子出産前後雇用率

　―出産年代別―

100%

69 1%

80%

2005年以降

1999-2004年
69.1%

68.5%

67.4%60%

1998年以前

39.2% 38.7%
43.0%

28 8% %
31.5%

40%
28.8% 27.9%

31.5%

24.5% 24.2% 25.5%20%

0%
出産1年前 出産時点 出産1年後 出産2年後

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27.4% 12.3% 60.3%
40時間以内

(N 73)(N=73)

退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

37.9% 9.1% 53.0%
40-50時間以内

(N=132)

23.5% 8.8% 67.6%
50時間超

(N=34)(N=34)

0% 20% 40% 60% 80% 100%0% 20% 40% 60% 80% 100%

▼正規雇用 退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

52.9%

429%

22.1%

136%

25.0%

436%

1998年以前(N=172)

- 年(N=140) 42.9%

29.7%

13.6%

9.5%

43.6%

60.8%

1999 2004年(N 140)

2005年以降(N=74)

84.8% 15.2%

▼非正規雇用

1998年以前(N=66)

78.9% 18.4% 2.6%1999-2004年(N=76)

53.8% 34.6% 11.5%2005年以降(N=52)

図２　第 1 子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合

―出産年代・雇用形態別―

図３　第 1 子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合

　―妊娠時週実労働時間別―

　（正規雇用・育児休業制度あり）
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い
帯
の
育
児
休
業
取
得
割
合
を
対
比
し
て
見

て
い
き
ま
す
が
、
正
規
雇
用
は
、
も
と
も
と

育
児
休
業
取
得
率
が
上
昇
傾
向
に
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
退
職
率
は
低
く
な
っ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
主
な
要
因
と
し
て
、
復

職
後
の
労
働
時
間
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
短
時
間
勤
務
制
度

や
所
定
外
労
働
免
除
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
正
規
雇
用
に
つ
い
て

妊
娠
時
点
の
労
働
時
間
と
の
関
係
を
み
た
の

が
図
３
で
す
。
法
定
労
働
時
間
に
収
ま
る
範

囲
（
四
〇
時
間
以
内
）
の
女
性
と
四
〇
～
五

〇
時
間
以
内
の
女
性
を
比
べ
る
と
、
や
は
り

労
働
時
間
が
長
い
方
が
退
職
率
は
高
い
と
い

う
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
週
五
〇
時
間
以

内
を
一
日
に
換
算
す
る
と
一
、
二
時
間
の
残

業
で
す
。
そ
の
範
囲
で
も
辞
め
て
し
ま
う
女

性
は
少
な
く
な
い
状
況
が
あ
り
ま
す
。

女
性
が
企
業
の
重
要
な
戦
力
に

　

し
か
し
、
そ
れ
以
上
働
い
て
い
る
女
性
は

ど
う
か
と
い
う
と
、
意
外
な
こ
と
に
五
〇
時

間
超
の
退
職
率
は
逆
に
少
し
低
く
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
育
児
休
業
取
得
割
合
が
高

い
。「
妊
娠
前
は
目
い
っ
ぱ
い
働
く
け
ど
、

そ
の
後
は
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
て
就
業

継
続
し
て
い
る
」
と
い
う
割
合
が
高
い
と
言

え
ま
す
。
で
は
、
な
ぜ
物
理
的
に
き
つ
い
は

ず
な
の
に
働
き
続
け
る
女
性
が
増
え
て
き
て

い
る
の
か
。

　

図
４
は
妊
娠
時
点
で
の
職
務
が
男
性
の
正

社
員
と
同
じ
だ
っ
た
割
合
で
す
。
正
規
雇
用

に
関
し
て
は
、
以
前
か
ら
七
割
ぐ
ら
い
あ
っ

た
の
で
す
が
、
二
〇
〇
五
年
以
降
、
も
う
一

段
階
伸
び
て
八
割
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
注
目
し
て
欲
し
い
の
が
、
非
正
規

雇
用
で
も
、
男
性
正
社
員
と
同
じ
職
務
を

担
っ
て
い
た
と
い
う
割
合
が
上
昇
し
て
き
て

い
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
職
務
が
男
性
正

社
員
と
同
じ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
、
先
ほ

ど
の
退
職
率
と
育
児
休
業
取
得
割
合
を
比
較

す
る
と
、
男
性
と
同
じ
職
務
を
担
っ
て
い
た

場
合
は
、
退
職
率
が
相
対
的
に
低
く
な
っ
て

い
ま
す
（
図
５
）。
正
規
・
非
正
規
双
方
に

お
い
て
、
女
性
が
企
業
に
と
っ
て
簡
単
に
辞

め
て
も
ら
っ
て
は
困
る
戦
力
に
な
っ
て
い
る
、

そ
し
て
、
女
性
の
方
も
簡
単
に
辞
め
て
い
い

仕
事
で
は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
出
産
・
育
児
期
の

就
業
継
続
を
後
押
し
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

妊
娠
前
の
企
業
定
着
も
増
加

　

そ
の
就
業
継
続
に
つ
い
て
も
う
一
点
、
正

規
・
非
正
規
と
も
に
、
一
つ
の
企
業
に
長
く

勤
め
て
妊
娠
・
出
産
期
を
迎
え
る
女
性
が
増

え
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
ま
す
。

　

図
６
を
み
る
と
、
正
規
雇
用
は
五
年
以
上

の
割
合
が
上
昇
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
非
正

規
雇
用
は
「
三
年
以
上
」
が
上
昇
し
て
い
る
。

正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
で
は
、
そ
も
そ
も

労
働
契
約
期
間
や
期
待
さ
れ
て
い
る
勤
続
年

数
が
違
う
の
で
、
同
じ
レ
ン
ジ
で
比
較
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
ど
ち
ら
も
時
系
列
で
比
較
す

る
と
、
一
つ
の
企
業
に
定
着
す
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
傾
向
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

で
は
、
勤
続
年
数
で
妊
娠
・
出
産
期
の
退

職
率
の
違
い
が
あ
る
か
。
勤
続
年
数
「
三
年

図４　第 1 子妊娠時に男性と同じ職務を担っていた割合

　―出産年代・雇用形態別―

図６ 第 1 子妊娠時勤続年数

　―出産年代・雇用形態別―

0% 20% 40% 60% 80% 100%

▼正規雇用

72.8%1998年以前(N=173)

75.7%

84.5%

1999-2004年(N=136)

2005年以降(N=71)

▼非正規雇用

11.7%

24.3%

1998年以前(N=60)

1999-2004年(N=70)

37.5%2005年以降(N=48)

図５　第 1 子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合

　―雇用形態・職務別―

0% 20% 40% 60% 80% 100%0% 20% 40% 60% 80% 100%

▼正規雇用 退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

30.3% 10.1% 59.6%
男性正社員と同じ職務

(N=188)

43.2% 9.1% 47.7%
男性と異なる職務

(N=44)

675% 25 0%

7.5%

▼非正規雇用

男性正社員と同じ職務
67.5%

77.3%

25.0%

18.8%

(N=40)

男性正社員と異なる職務

(N 128)
3.9%

(N=128)

正規雇用は育児休業制度があるケースに限定。非正規雇用は育児休業制度の
あるケースが少ないため、育児休業制度なしも分析に含めている。

06%

0% 20% 40% 60% 80% 100%▼正規雇用

37.4% 28.2% 33.7%

0.6%

1998年以前(N=163)

3年未満 3年～5年未満 5年～10年未満 10年以上

26.1% 23.9% 38.8% 11.2%1999-2004年(N=134)

35.2% 11.3% 31.0% 22.5%2005年以降(N=71)

▼非正規雇用

44.2% 44.2% 11.6%1998年以前(N=45)

1年未満 1年～3年未満 3年以上

50.0%

%

27.8%

%

22.2%

%

1999-2004年(N=53)

年以降( ) 38.1% 21.4% 40.5%2005年以降(N=41)
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未
満
」
と
「
三
年
以
上
」
で
比
較
し
、
加
え

て
、
年
齢
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
、

二
九
歳
以
下
で
出
産
し
た
女
性
と
三
〇
歳
以

上
で
出
産
し
た
女
性
に
わ
け
て
み
ま
し
た

（
図
７
）。
正
規
雇
用
を
み
る
と
、
比
較
的

若
い
年
齢
で
出
産
し
た
場
合
で
も
、
三
年
以

上
一
つ
の
企
業
に
勤
め
て
妊
娠
・
出
産
期
を

迎
え
て
い
る
人
の
退
職
率
は
低
く
、
育
児
休

業
を
取
る
割
合
が
高
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

非
正
規
雇
用
に
つ
い
て
も
類
似
の
傾
向
が
指

摘
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
「
三
年
以
上
」

は
、
労
働
契
約
期
間
が
三
年
と
い
う
意
味
で

は
な
く
、
例
え
ば
一
年
契
約
を
繰
り
返
し
更

新
し
て
い
る
こ
と
も
含
め
て
三
年
以
上
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
三
年
以
上
勤
め
て

い
る
人
の
退
職
率
は
低
く
な
る
傾
向
が
あ
り

ま
す
。
女
性
が
企
業
に
と
っ
て
重
要
な
戦
力

に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
、
女
性
の
企
業

定
着
を
促
し
、
出
産
・
育
児
期
の
就
業
継
続

を
後
押
し
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

両
立
支
援
制
度
の
運
用
強
化

　

で
は
、
両
立
支
援
制
度
自
体
に
ど
う
い
う

変
化
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
先
に
述
べ
た

運
用
面
の
強
化
を
指
摘
で
き
ま
す
。「
第
一

子
妊
娠
時
点
の
勤
務
先
で
、
勤
務
先
か
ら
両

立
支
援
制
度
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
こ

と
」（
制
度
周
知
）
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
五
年
以
降
、「
制
度
周

知
が
あ
っ
た
」
と
す
る
割
合
が
伸
び
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
前
も
企
業
は
、「
制
度
は
設
け
て

い
ま
す
」「
就
業
規
則
に
書
い
て
あ
り
ま
す
」

「
人
事
に
来
た
ら
教
え
て
い
ま
す
」
な
ど
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
と
、「
制

度
は
あ
る
け
ど
、
も
し
か
し
た
ら
取
れ
な
い

か
も
し
れ
な
い
」
と
い
っ
た
不
安
は
残
り
ま

す
。
そ
う
で
は
な
く
、
企
業
側
か
ら
制
度
の

利
用
に
つ
い
て
働
き
か
け
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
の
が
大
き
な
変
化
で
す
。

次
世
代
法
と
の
関
係

　

こ
の
制
度
周
知
に
つ
い
て
、
次
世
代
法
が

規
定
し
て
い
る
規
模
別
の
違
い
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
世

代
法
で
最
初
か
ら
行
動
計
画
の
策
定
が
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
規
模
に
相
当
す
る
「
三
〇

〇
人
以
上
」
と
、
今
年
か
ら
計
画
策
定
が
義

務
に
な
っ
て
い
る
規
模
に
相
当
す
る
「
一
〇

〇
～
二
九
九
人
」、
そ
し
て
、
改
正
次
世
代

法
で
も
義
務
に
な
っ
て
い
な
い
一
〇
〇
人
未

満
で
比
較
し
て
み
ま
す
（
図
８
）。

　

三
〇
〇
人
以
上
か
ら
み
る
と
、
二
〇
〇
四

年
以
前
は
「
制
度
周
知
あ
り
」
を
示
す
緑
の

帯
が
一
八
・
八
％
か
ら
二
三
・
五
％
に
微
増

し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
の
二
〇
〇
五
年
以

降
は
ぐ
ん
と
上
昇
し
て
い
ま
す
。
一
〇
〇
～

二
九
九
人
も
、
少
し
ず
つ
伸
び
て
い
ま
す
。

一
〇
〇
人
未
満
は
横
ば
い
状
態
で
、
規
模
ご

と
に
差
が
あ
り
ま
す
。

制
度
周
知
に
よ
る 

社
内
の
ば
ら
つ
き
解
消

　

制
度
周
知
の
有
無
に
よ
る
差
に
つ
い
て
、

少
し
細
か
く
お
話
し
ま
す
。

　

三
〇
〇
人
以
上
の
大
企
業
で
「
制
度
周
知

あ
り
」
の
割
合
が
上
昇
し
て
い
る
と
い
う
話

を
し
ま
し
た
が
、
そ
の
前
も
、
大
企
業
に
は

育
児
休
業
を
取
っ
た
人
が
い
ま
し
た
。
図
９

図７　第 1 子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合

　ー勤続年数・出産年齢別―

図９　第 1 子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合

　－妊娠時勤務先育児休業取得の前例有無・制度周知の有無別－

　（育児休業制度あり）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

59 4% 12 5% 28 1%

◎正規雇用

▼29歳以下

3年未満(N=96)

退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

59.4%

39.8%

12.5%

21.1%

28.1%

39.1%

3年未満(N=96)

3年以上(N=161)

▼30歳以上

42.1%

32.9%

10.5%

12.2%

47.4%

54.9%

3年未満(N=19)

3年以上(N=82)

◎非正規雇用

%2.61%4.97

4.4%

◎非正規雇用

▼29歳以下

3年未満(N=68)

3年以上(N 14) 57.1%

66.7%

35.7%

22.2%

7.1%

11.1%

3年以上(N=14)

▼30歳以上

3年未満(N=27)

%0.53%0.06
5.0%

3年以上(N=20)

図８　第 1 子妊娠時勤務先での両立支援制度周知有無

　―出産年代・企業規模別―

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18.8% 46.4% 34.8%

▼300人以上

1998年以前(N=69)

制度周知あり 制度周知なし 育児休業制度なし

23.5%

48.6%

42.6%

27.0%

33.8%

24.3%

1999-2004年(N=68)

2005年以降(N=37)

10.8%

23 8%

29.7%

38 1%

59.5%

38 1%

▼100-299人

1998年以前(N=37)

1999 2004年(N 42) 23.8%

37.9%

38.1%

27.6%

38.1%

34.5%

1999-2004年(N=42)

2005年以降(N=29)

▼100人未満 ※「周知あり」「周知なし」はいずれも育児休業制度あり

12.6%

9.1%

12.6%

19.5%

74.7%

71.4%

▼100人未満

1998年以前(N=95)

1999-2004年(N=77)

※「周知あり」「周知なし」はいずれも育児休業制度あり

9.1%

15.0%

19.5%

22.5%

71.4%

62.5%

1999 2004年(N 77)

2005年以降(N=40)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

▼制度周知あり 退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

14.9%

4.3%

80.9%

▼制度周知あり

育児休業取得の

前例あり(N=94)

退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

36.0% 12.0% 52.0%

前例あり(N=94)

前例なし(N=25)

▼制度周知なし

育児休業取得の
48.3%

452%

8.0%

258%

43.7%

290%

育児休業取得の

前例あり(N=87)

前例なし(N=62) 45.2% 25.8% 29.0%前例なし(N=62)
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で
勤
務
先
に
育
児
休
業
取
得
者
の
前
例
が

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
妊
娠
し
た
人
と
、
そ
う
で

は
な
く
自
分
が
初
め
て
と
い
う
場
合
で
ど
う

い
う
違
い
が
あ
る
か
を
み
る
と
、
制
度
周
知

が
な
い
場
合
は
、
育
児
休
業
制
度
が
あ
っ
て

も
退
職
率
に
あ
ま
り
違
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
こ
の
後
で
詳
し
く
説
明

し
ま
す
が
、
も
と
も
と
就
業
継
続
し
や
す
い

働
き
方
の
人
は
育
児
休
業
を
取
る
け
れ
ど
も
、

そ
う
で
は
な
い
人
は
辞
め
て
し
ま
う
、
と
い

う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
制
度

周
知
が
あ
る
場
合
は
「
前
例
あ
り
」
で
育
児

休
業
取
得
割
合
が
上
昇
し
て
退
職
率
が
低
く

な
る
。
働
き
方
に
よ
る
ば
ら
つ
き
が
制
度
周

知
に
よ
っ
て
か
な
り
縮
小
す
る
可
能
性
が
あ

る
と
い
え
ま
す
。

働
き
方
と
の
関
係

　

育
児
休
業
制
度
が
あ
る
女
性
を
対
象
に
、

制
度
周
知
の
有
無
に
よ
る
違
い
を
学
歴
別
に

み
る
と
、
制
度
周
知
が
な
い
場
合
は
、
学
歴

に
よ
る
退
職
率
や
育
児
休
業
の
取
得
状
況
に

大
き
な
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
制

度
周
知
が
あ
る
と
、
高
学
歴
層
の
退
職
率
が

大
き
く
下
が
る
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す（
図
10
）。

　

次
に
職
種
と
の
関
係
で
す
が
、
職
種
別
に

就
業
継
続
状
況
に
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
よ

く
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
図
11
の
「
制
度

周
知
な
し
」
を
み
て
く
だ
さ
い
。
伝
統
的
な

継
続
職
種
と
い
わ
れ
る
教
師
・
保
育
士
・
看

護
師
の
退
職
率
は
三
六
・
八
％
で
す
。
か
た

や
、
就
業
継
続
率
の
低
い
職
種
の
典
型
と
い

わ
れ
る
事
務
職
は
五
〇
・
〇
％
が
退
職
し
て

い
て
、
職
種
に
よ
る
差
が
明
確
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、「
制
度
周
知
あ
り
」
を
み
る
と
、
教

師
・
保
育
士
・
看
護
師
と
事
務
職
の
差
は
、

小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

労
働
時
間
と
の
関
係
で
は
、「
制
度
周
知
な

し
」
の
と
こ
ろ
は
、
先
ほ
ど
見
ま
し
た
労
働

時
間
別
の
図
と
同
じ
結
果
が
出
て
い
ま
す

（
図
12
）。
四
〇
～
五
〇
時
間
以
内
の
退
職

率
が
高
く
、
少
し
の
残
業
で
も
子
育
て
と
の

両
立
は
難
し
い
状
況
が
う
か
が
え
ま
す
。
し

か
し
、
制
度
周
知
あ
り
で
は
、
や
は
り
こ
の

差
が
な
く
な
っ
て
い
て
、
労
働
時
間
が
長
い

人
も
短
い
人
も
就
業
継
続
率
が
上
昇
し
、
育

児
休
業
取
得
割
合
も
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

参
考
ま
で
に
、
一
昨
年
に
実
施
し
た
ヒ
ア

リ
ン
グ
調
査
の
結
果
を
少
し
ご
紹
介
し
ま
す
。

い
く
つ
か
の
大
企
業
に
両
立
支
援
の
取
り
組

み
状
況
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
四
年
以

前
も
両
立
支
援
制
度
は
あ
っ
た
し
、
制
度
の

利
用
者
も
い
ま
し
た
が
、
個
々
の
職
場
ご
と

に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
て
、
同
じ
企
業
の
中
で

も
両
立
支
援
制
度
を
利
用
で
き
る
職
場
と
で

き
な
い
職
場
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
多

く
の
人
事
担
当
者
が
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ば
ら
つ
き
を
な
く
し
、
ど
の
職
場

で
も
育
児
休
業
を
取
れ
る
環
境
を
つ
く
る
た

め
に
、
近
年
は
、
例
え
ば
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

配
っ
た
り
、
イ
ン
ト
ラ
で
両
立
支
援
の
情
報

を
提
供
し
た
り
、
管
理
職
に
周
知
し
た
り
す

る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
う
し

た
取
り
組
み
の
効
果
が
、
今
話
し
た
制
度
周

知
の
数
字
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

図 10　第 1 子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合

　－最終学歴・知の制度周有無別－

　（育児休業制度あり）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

▼制度周知あり 退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

25.8%

224%

9.7%

3.4%

64.5%

741%

中学・高校(N=31)

専門 短大(N=58)

育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

22.4%

3 6%

7.1%

74.1%

89.3%

専門・短大(N=58)

大学・大学院(N=28)
3.6%

50.0% 17.3% 32.7%

▼制度周知なし

中学・高校(N=52)

42.5%

560%

13.7%

160%

43.8%

280%

専門・短大(N=73)

大学 大学院(N=25) 56.0% 16.0% 28.0%大学・大学院(N=25)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

▼制度周知あり

20.0%

5.7%

5.2%

74.3%

▼

40時間以内(N=35)

17.2%

11.8%

59%

77.6%

82.4%

40-50時間以内(N=58)

50時間超(N=17)

34.2%

5.9%

18.4% 47.4%

▼制度周知なし

40時間以内(N=38)

退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

53.4%

353%

12.3%

118%

34.2%

529%

40-50時間以内(N=73)

50時間超(N=17) 35.3% 11.8% 52.9%50時間超(N=17)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

▼制度周知あり

11.8%

15.8%

5.3%

82.4%

78.9%

教師・保育士・看護師(N=34)

専門・技術職(N=19)

15.4%

31.8%

10.3% 74.4%

68.2%

事務職(N=39)

その他(N=22)

36.8% 15.8% 47.4%

▼制度周知なし

教師・保育士・看護師(N=19)

退職 育児休業取得せずに継続 育児休業取得して継続

38.1%

50.0%

14.3%

19.1%

47.6%

30.9%

専門・技術職(N=21)

事務職(N=68)

そ 他( ) 51.4% 8.6% 40.0%その他(N=35)

図 11　第 1 子妊娠・出産期の退職率と育児休業取得割合

　－妊娠時職種・制度周知の有無別－

　（育児休業制度あり）

図 12　第 1 子妊娠・出産期の退職と育児休業取得割合

　－妊娠時週実労働時間・勤務先制度周知の有無別－

　（妊娠時正規雇用・育児休業制度あり）
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た
だ
い
ま
池
田
か
ら
、
実
際
に
働
い
て
い

る
女
性
の
側
か
ら
、
ど
う
や
っ
て
継
続
就
業

し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
の
問
題
を
報
告
し

ま
し
た
。
私
は
逆
に
企
業
の
側
か
ら
、
で
は

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
進
め
る
と

き
に
、
現
状
が
ど
う
な
っ
て
い
て
、
ど
う
い

う
と
こ
ろ
に
問
題
点
が
あ
り
そ
う
な
の
か
、

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
の
雇
用
管
理
施
策
を
探
る

　

近
年
、
企
業
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
置

か
れ
、
と
り
わ
け
中
小
企
業
の
置
か
れ
て
い

る
現
状
は
、
ど
う
考
え
て
も
厳
し
い
と
し
か

言
い
よ
う
の
な
い
状
況
か
と
思
い
ま
す
。
そ

う
し
ま
す
と
、
そ
の
な
か
で
徹
底
し
た
効
率

化
を
図
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
も
に
、

政
府
が
推
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を

進
め
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
対

応
を
同
時
に
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
が
、
今
の
企
業
の
現
状
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
中
小
企
業
が
今
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
を
考
え
た
と
き
に
、
全
国
規
模
で
今
の

雇
用
管
理
施
策
は
大
体
こ
う
な
っ
て
い
る
と

い
っ
た
現
状
を
示
す
調
査
結
果
が
あ
れ
ば
、

ま
ず
そ
れ
を
勉
強
し
て
、
そ
の
次
に
わ
れ
わ

れ
が
調
査
を
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
が
ど
こ
で
、

何
を
も
う
少
し
深
掘
り
を
し
て
い
く
の
が
い

い
か
と
い
っ
た
見
通
し
が
で
き
る
の
で
す
が
、

そ
う
い
っ
た
調
査
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
全
国
の
中

小
企
業
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で

は
、
か
な
り
数
少
な
い
調
査
結
果
の
一
つ
に

な
る
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
報
告
は
非
常
に

大
ま
か
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う

い
う
意
味
で
探
索
的
な
研
究
の
一
部
と
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
小
企
業
白
書
二
〇
〇
六
年
版

の
検
証
も

　

も
う
一
つ
、
中
小
企
業
に
注
目
し
た
の
は
、

『
中
小
企
業
白
書
二
〇
〇
六
年
版
』
で
中
小

企
業
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関

し
て
、
非
常
に
特
徴
的
と
い
う
か
大
胆
な
発

言
が
あ
り
ま
し
た
。「
中
小
企
業
で
は
制
度

は
な
い
け
れ
ど
、『
柔
軟
に
対
応
』
し
て
い
る

か
ら
、
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
適
し
て
い

る
」
と
い
っ
た
話
が
か
な
り
は
っ
き
り
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
本
当
な
の
か
も
確

か
め
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
意
識
も

 

　
中
小
・
中
堅
企
業
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

　
　
―
そ
の
現
状
と
課
題　
　
　
　
　

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
主
任
研
究
員　

中
村
良
二　

非
正
規
雇
用
と
中
小
企
業
の 

支
援
強
化
が
課
題

　

し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
よ
う
に
し
て
就
業
継
続
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、端
的
に
い
っ
て「
大

企
業
の
正
社
員
」
で
す
。
か
つ
て
は
大
企
業

の
正
社
員
も
そ
れ
ほ
ど
就
業
継
続
し
て
い
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
企
業
、
中
小
企

業
、
正
規
、
非
正
規
そ
れ
ぞ
れ
に
課
題
が
あ

り
、
ど
の
層
で
も
就
業
継
続
は
難
し
い
状
況

で
し
た
。
そ
れ
が
ま
ず
、
大
企
業
の
正
社
員

に
お
い
て
就
業
継
続
し
や
す
い
環
境
が
徐
々

に
整
い
つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
分
析
結
果
か
ら

う
か
が
え
ま
す
。

　

非
正
規
雇
用
で
も
確
か
に
就
業
継
続
率
は

上
が
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
育
児
休
業
を

取
る
割
合
は
ま
だ
低
い
。
非
正
規
雇
用
の
働

き
方
は
変
化
し
て
き
て
い
る
の
に
、
制
度
の

適
用
や
利
用
し
や
す
さ
が
ま
だ
追
い
つ
い
て

い
な
い
状
況
が
う
か
が
え
ま
す
。
も
う
一
つ
、

中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
取
り
組
み
の
進
捗

が
横
ば
い
と
い
う
状
況
で
、
そ
れ
が
就
業
継

続
率
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
働
き
方

や
勤
務
先
に
か
か
わ
ら
ず
出
産
・
育
児
期
に

就
業
継
続
し
や
す
い
社
会
を
つ
く
る
に
は
、

非
正
規
労
働
者
と
中
小
企
業
を
対
象
に
し
た

支
援
の
強
化
が
重
要
な
課
題
と
い
え
ま
す
。

非
正
規
雇
用
の
育
休
取
得
と 

企
業
定
着
の
促
進
を

　

具
体
的
に
は
、
非
正
規
労
働
者
に
関
し
て

は
、
や
は
り
両
立
支
援
の
柱
で
あ
る
育
児
休

業
の
取
得
促
進
が
改
め
て
強
調
す
べ
き
課
題

に
な
り
ま
す
。
徐
々
に
育
児
休
業
を
取
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
て
は
い
ま
す
が
、ま
だ「
浸

透
し
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
段
階
を
脱
し
て
い

ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
二
点
目
に
、
非
正
規
雇
用
で
も
、

一
つ
の
企
業
に
長
く
勤
め
る
労
働
者
が
増
え

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
企
業
に
定
着
し
、

企
業
の
中
で
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支
援
す
る

こ
と
も
重
要
で
す
。
例
え
ば
、
均
衡
処
遇
や

正
社
員
へ
の
転
換
を
進
め
て
い
く
。
そ
う
い

う
部
分
の
積
極
的
な
施
策
が
、
出
産
・
育
児

期
の
就
業
継
続
を
高
め
る
意
味
で
も
重
要
な

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
小
企
業
の
制
度
運
用
強
化
を

　

も
う
一
つ
、
両
立
支
援
制
度
の
運
用
に
は

い
ろ
い
ろ
な
課
題
が
あ
る
の
で
、
企
業
の
人

事
担
当
の
方
は
本
当
に
頭
が
痛
い
と
思
い
ま

す
が
、
ま
ず
「
わ
が
社
に
は
こ
う
い
う
制
度

が
あ
り
ま
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
従
業
員
に

対
し
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
る
。
こ
の

制
度
周
知
を
柱
に
両
立
支
援
の
運
用
強
化
を

図
っ
て
い
く
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
中
小
企

業
に
も
広
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。

︿報告２﹀
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あ
り
、
今
回
の
調
査
を
企
画
し
て
い
ま
す
。

調
査
方
法
は
、
従
業
員
一
〇
～
一
〇
〇
〇
人

未
満
の
企
業
一
万
社
を
対
象
に
調
査
票
を
送

付
し
ま
し
た
。
回
収
率
二
割
強
で
、
回
答
企

業
の
な
か
で
従
業
員
調
査
に
も
協
力
し
て
下

さ
っ
た
企
業
に
、
従
業
員
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。
こ
ち
ら
は
、
総
配
布
数
が
一
三
二
一

で
有
効
回
収
数
は
五
四
六
で
し
た
。

小
規
模
企
業
ほ
ど
制
度
未
整
備

　

調
査
の
主
た
る
事
実
発
見
に
つ
い
て
は
、

よ
り
小
規
模
企
業
で
ど
う
い
う
状
況
な
の
か

を
探
る
た
め
に
、
ま
ず
は
規
模
別
集
計
で
す

べ
て
の
結
果
を
検
討
し
て
み
ま
し
た
。
す
る

と
、
お
お
よ
そ
全
般
的
に
い
え
そ
う
な
こ
と

は
、
企
業
規
模
が
よ
り
小
規
模
に
な
る
ほ
ど

基
本
的
な
人
事
の
仕
組
み
、
あ
る
い
は
両
立

支
援
の
仕
組
み
は
制
度
と
し
て
は
や
は
り

整
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
な

か
で
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
支
援

す
る
た
め
の
仕
組
み
、
そ
れ
に
ど
う
い
っ
た

姿
勢
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
も
み
る
と
、

そ
れ
も
希
薄
で
あ
る
と
い
う
、
あ
る
程
度
予

想
で
き
た
結
果
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い

う
事
実
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。

メ
リ
ッ
ト
は「
働
く
上
で
の
安
心
感
」

　

そ
し
て
今
回
、
企
業
調
査
と
事
業
従
業
員

調
査
を
実
施
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に

「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
施
策
に

は
ど
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
効
果
が

あ
る
と
お
考
え
で
す
か
」
と
質
問
し
た
結
果
、

労
使
が
唯
一
、「
働
く
上
で
の
安
心
感
」
の
点

で
一
致
し
ま
し
た
。
後
で
改
め
て
デ
ー
タ
を

紹
介
し
ま
す
が
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
関
連
の
取
り
組
み
を
行
う
一
つ
の
期
待

と
し
て
、
会
社
側
は
従
業
員
に
安
心
し
て
働

い
て
も
ら
う
た
め
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、

働
い
て
い
る
側
も
、
こ
う
い
っ
た
施
策
が
あ

る
こ
と
で
、
日
常
働
く
う
え
で
の
安
心
感
が

あ
る
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
当
た
り
前
の
話

で
は
あ
り
ま
す
が
、
企
業
は
安
心
感
を
得
る

た
め
に
行
く
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

「
そ
れ
が
何
だ
？
」
と
問
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま

で
で
す
が
、
と
は
い
え
、
や
は
り
こ
う
し
た

安
心
感
を
持
っ
て
働
け
る
こ
と
も
日
常
の
業

務
を
遂
行
し
て
い
く
う
え
で
重
要
で
は
な
い

か
、
と
私
自
身
は
考
え
て
い
ま
す
。

未
就
学
児
を
持
つ 

女
性
正
社
員
が
カ
ギ

　

そ
し
て
、
全
体
的
に
か
な
り
多
く
の
中
小

企
業
が
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
施
策

に
対
し
て
積
極
的
で
は
な
い
と
い
う
結
果
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
少
数
派
の
取
り

組
み
に
積
極
的
に
な
っ
て
い
る
企
業
と
は
ど

う
い
っ
た
と
こ
ろ
な
の
か
を
調
べ
て
み
ま
し

た
。
結
果
、「
こ
う
い
う
企
業
だ
か
ら
積
極
的

だ
」
と
い
っ
た
キ
ー
に
な
る
も
の
は
、
あ
ま

り
明
確
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ

の
な
か
で
一
つ
、
こ
れ
は
共
通
す
る
の
か
な

と
い
う
の
が
、
そ
の
企
業
に
未
就
学
児
を
持

つ
女
性
正
社
員
が
い
る
か
否
か
で
し
た
。
要

は
、
い
る
場
合
に
企
業
が
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
施
策
に
対
し
て
積
極
的
に
な
っ
て

い
る
傾
向
が
ど
う
も
あ
り
そ
う
だ
、
と
い
う

と
こ
ろ
は
み
え
て
き
ま
し
た
。

整
備
状
況
は
規
模
間
で
大
き
な
差
異

　

で
は
、
大
ま
か
な
企
業
規
模
間
の
差
異
を

念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
得
ら
れ
た
結
果
の
幾

つ
か
を
ご
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず

は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
施
策
に

つ
い
て
、
ど
う
い
っ
た
仕
組
み
が
ど
の
程
度
、

少
な
く
と
も
現
状
で
備
え
ら
れ
て
い
る
の
か

を
考
え
る
た
め
に
、
関
連
諸
制
度
の
整
備
状

況
を
尋
ね
ま
し
た
（
図
１
）。
は
っ
き
り
し

て
い
る
の
は
、
緑
の
三
〇
人
未
満
の
一
番
小

さ
な
規
模
の
企
業
で
、
ど
の
施
策
も
一
番
整

備
率
が
低
い
。
四
角
で
囲
ま
れ
た
数
値
が
全

体
の
結
果
で
、
緑
が
小
規
模
企
業
比
率
、
そ

し
て
、
比
較
対
象
の
意
味
も
込
め
て
五
〇
〇

人
以
上
の
数
字
も
示
し
て
み
ま
し
た
。
規
模

間
の
差
異
が
大
き
い
こ
と
が
、
制
度
の
整
備

状
況
か
ら
も
み
え
て
き
ま
す
。

３
／
４
が
Ｗ
Ｌ
Ｂ
に
消
極
的

　

図
２
は
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

施
策
に
対
す
る
積
極
性
に
つ
い
て
、
企
業
側

に
四
段
階
で
聞
い
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
尋

ね
る
の
は
、
こ
の
施
策
を
ど
う
い
う
ふ
う
に

認
識
し
て
い
る
の
か
と
、
例
え
ば
、
他
の
制

度
の
整
備
状
況
、
実
際
に
行
っ
て
い
る
人
事

管
理
の
仕
組
み
が
ど
う
関

係
し
て
く
る
の
か
の
一
つ

の
軸
に
な
る
質
問
に
な
る

か
ら
で
す
。「
積
極
的
」

と
の
回
答
は
約
二
割
で
、

全
体
の
約
四
分
の
三
が

「
消
極
的
」
と
自
己
評
価

し
て
い
る
の
が
全
体
の
結

果
で
す
。
そ
し
て
、「
積
極

的
」
と
答
え
る
比
率
は
、

規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど

や
は
り
少
な
い
。
三
〇
人

未
満
の
八
四
、五
％
は「
う

ち
は
消
極
的
だ
」
と
答
え

て
い
る
わ
け
で
す
。

　

全
体
か
ら
す
れ
ば
二
割

程
の
「
積
極
的
」
な
企
業

だ
と
回
答
し
て
い
る
企
業

に
対
し
て
、「
で
は
、
ど
う

い
う
取
り
組
み
の
効
果
を

期
待
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
か
」
と
続
け
て
質
問

68.4%

35.7%

41.3%

15.0%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児休業制度の規定

46.0%

5 0%

82.7%

子の看護休暇の規定

＜勤務時間の短縮等の措置＞

46.0%

17.0%

23.6%

11.0%

86.7%

14 7%

１）短時間勤務制度

２）育児の場合に利用できる
フレックスタイム制度

36.2%

40.0%

19.9%

20.9%

14.7%

57.3%

３）始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

４）所定外労働の免除

2.1%

3.9%

70.7%

５）事業所内託児施設

６）育児に要する経費の援助措置

全体(2103)

30人未満(627)

30-49人(395)

1.8%

６）育児に要する経費の援助措置

７）在宅勤務制度

30-49人(395)

50-99人(450)

100-299人(333)

300-499人(96)

500-999人(75)

図１　企業側から見た現状

両立支援制度の整備状況；規模間の差異が大きい
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し
た
結
果
が
図
３
で
す
。
す
る
と
、「
女
性
社

員
の
定
着
率
を
高
め
る
」
あ
る
い
は
「
社
員

が
働
く
う
え
で
の
安
心
感
を
高
め
る
」、
そ

し
て
、「
女
性
社
員
の
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

高
め
る
」
な
ど
が
非
常
に
高
い
数
値
（「
そ

う
い
う
効
果
が
あ
っ
た
」と「
あ
る
程
度
あ
っ

た
」
の
合
計
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、

「
出
産
前
後
の
女
性
社
員
の
退
職
が
減
る
、

な
く
な
る
」「
育
児
期
の
女
子
社
員
の
退
職
が

減
る
、な
く
な
る
」も
割
と
高
い
数
値
に
な
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で

全
体
の
二
割
ぐ
ら
い
の
少
数
派
の
意
見
で
す
。

子
育
て
期
の
社
員
の
不
在
が

　

反
対
に
全
体
の
約
四
分
の
三
を
占
め
る

「
う
ち
は
消
極
的
だ
」
と
答
え
た
企
業
に
対

し
、「
積
極
的
に
取
り
組
ま
な
い
の
は
、
ど
う

い
う
理
由
か
ら
で
す
か
」
と
尋
ね
た
結
果
が

図
４
で
す
。

　

図
１
と
同
じ
よ
う
に
四
角
で
囲
っ
た
数
値

が
全
体
の
合
計
の
数
字
、
単
純
集
計
の
数
字

で
す
。
そ
れ
を
色
分
け
し
て
、
規
模
別
に
示

し
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
高
い
答
え
は
、

「
い
や
、
法
律
の
範
囲
内
で
や
っ
て
い
る
か

ら
、
も
う
そ
れ
以
上
は
無
理
だ
よ
。
だ
か
ら
、

う
ち
は
消
極
的
と
い
っ
て
い
る
」
と
い
う
も

の
で
し
た
。
続
い
て
、「
人
手
が
不
足
し
て
手

が
回
ら
な
い
」
と
の
回
答
が
高
か
っ
た
の
で

す
が
、
も
う
一
つ
注
目
し
た
の
は
、「
子
育
て

期
の
社
員
が
い
な
い
」
が
二
六
％
で
三
番
目

に
多
か
っ
た
こ
と
で
す
。「
法
律
の
範
囲
内

で
制
度
を
設
け
て
い
る
か
ら
」
と
の
回
答
の

傾
向
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
大
規
模
企
業

で
回
答
率
が
高
く
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
ほ

ど
回
答
率
が
低
く
な
る
パ
タ
ー
ン
で
す
。
し

か
し
、「
子
育
て
期
の
社
員
が
い
な
い
」
に
関

し
て
は
、
よ
り
小
規
模
企
業
の
方
が
回
答
率

が
高
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
よ
り

小
規
模
企
業
で
制
度
が
進
ま
な
い
原
因
の
一

つ
と
し
て
、
子
育
て
期
の
社
員
が
い
な
い
こ

と
が
わ
ず
か
な
が
ら
み
え
て
き
ま
す
。

　

な
お
、
両
立
支
援
の
定
着
や
利
用
率
増
加

へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
選

択
肢
を
設
け
て
聞
い
て
み
ま
し
た
が
、
多
数

回
答
に
な
っ
た
項
目
は
な
く
、「
特
に
そ
う
い

う
の
は
何
も
し
て
い
な
い
」
が
全
体
の
半
数

を
占
め
ま
し
た
。

約
８
割
が
「
働
い
て
安
心
感
が

あ
る
」

　

も
う
一
つ
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
を
詳
し

く
見
る
前
に
、
全
体
の
結
果
と
し
て
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
の
が
図
５
の
従
業
員
調
査
の
従

業
員
か
ら
み
た
両
立
支
援
策
に
関
す
る
質
問

で
す
。
こ
れ
を
み
る
と
、「
育
児
休
業
制
度
な

ど
の
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
制
度
が
整
備

さ
れ
て
い
る
と
、
働
い
て
い
て
安
心
感
が
あ

る
」
が
「
と
て
も
そ
う
思
う
」「
や
や
そ
う
思

う
」
を
合
わ
せ
て
七
八
・
八
％
と
、
全
体
と

し
て
一
番
大
き
い
。
そ
し
て
、「
職
場
で
誰
か

が
育
児
休
業
を
取
る
と
、
そ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
仕
事
や
職
務
の
見
直
し
に
つ
な
が
る
」

が
二
番
目
で
し
た
。
や
っ
ぱ
り
、
こ
う
い
う

図２　WLB 施策への積極性

約 3/4 は「消極的」と自己評価

%8.72%7.74%0.71
3.1%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(2103)

8.5% 44.3% 39.9% 6.2%1.1%

積極的である やや積極的 やや消極的 消極的である 無回答

8.5%

13.7%

15 3%

44.3%

48.6%

53 6%

39.9%

31.6%

24 4%

6.2%

2 9%

3.0%

1.1%

3 8%

3.0%

30人未満(627)

30-49人(395)

9 4%

15.3%

26.1%

34 4%

53.6%

52.9%

43 8%

24.4%

14.1%

11 5%

4.5%

2.9%

1 0%

2.4%

3.8%50-99人(450)

100-299人(333)

9.4%

8.0%

34.4%

53.3%

43.8%

33.3%

11.5%

4.0%

0%

1.3%

1.0%300-499人(96)

500-999人(75)

人以上( ) %4.51%5.83%6.43%5.11 .0%1000人以上(26)

0% 20% 40% 60% 80%

15.1%

3.7%

16.9%

17.9%

1)具体的にどのようにすれば
よいのかわからない

30.4%

3.8%

28.0%

10.7%

2)取り組みが面倒

3)人手が不足していて手が回らない

全体(1587)

22.1%

22.5%

39.3%

3)人手が不足していて手が回らない

4)コスト面の負担にたえられない

30人未満(528)

30-49人(317)

50-99人(351)

100-299人(223)

300-499人(53)

500-999人(28)

45.0%

29.2%

14.3%

71 4%

5)法律の範囲内で制度を
設けており、それ以上は困難

26.0%

7 1%

35.6%

71.4%

3.6%

6)子育て期の社員がいない

7.1%

6.4%

0.0%

7)自社にとってメリットがない

図４　『消極的』企業が WLB 施策に取り組まない理由

「法律の範囲内以上は困難」、「子育て期社員なし」

0% 20% 40% 60% 80%

62.0%

60.2%

43.7%

32.8%

30.7%

13.7%

29.2%

29.5%

30.0%

１)出産前後の女性社員の退職が減る、なくなる

２)育児期の女性社員の退職が減る、なくなる

３)女性の新卒採用に効果がある

46.2%

20.0%

74.0%

12.0%

29.2%

34.2%

17.9%

44.8%

2.1%

４)女性の中途採用に効果がある

５)男性の採用に効果がある

６)女性社員の定着率を高める

25.5%

69.1%

29.2%

7.1%

19.8%

6.1%

18.4%

49.3%

23.1%

７)男性社員の定着率を高める

８)女性社員のモティベーションを高める

９)男性社員のモティベーションを高める

58.7%

39.8%

44.4%

9.9%

6.1%

7.1%

48.8%

33.7%

37.3%

男 員

１０)社員の仕事に対する満足度が向上する

１１)社員の時間管理能力が向上する

１２)社員のストレスが軽減される

34.2%

27.1%

78.3%

20.3%

4.5%

4.0%

58.0%

29.7%

23.1%

)社員のストレスが軽減される

１３)社員が働く上での安心感を高める

１４)生産性が向上する

１５)付加価値の高い製品・サービスの開発につながる 27.1%

56.6%

4.0%

13.9%

23.1%

42.7%

１５)付加価値の高い製品 サ ビスの開発につながる

１６)顧客や対外的なイメージアップにつながる

(n=424) あった ある程度あった

図３　『積極的』企業が期待する WLB 施策取り組みの効果

「安心感」、「定着率」、「モティベーション」
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仕
組
み
が
あ
る
か
ら
、
何
か
が
あ
っ
た
と
き

に
こ
の
会
社
は
応
援
し
て
く
れ
る
と
思
っ
て

安
心
感
を
持
っ
て
働
け
る
。
そ
れ
は
非
常
に

い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
自
分
で
は
な
く
、
そ
の
職
場

で
誰
か
が
育
児
休
業
を
取
る
こ
と
は
、
端
的

に
人
員
が
減
る
の
で
、
そ
の
抜
け
た
人
が
担

当
し
て
い
た
職
務
を
ど
う
他
の
人
た
ち
で
分

担
・
カ
バ
ー
す
る
の
か
を
考
え
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
す
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

自
分
の
仕
事
を
や
り
な
が
ら
、
そ
の
抜
け
た

方
の
担
当
し
て
い
た
職
務
を
皆
で
ど
う
補
い

合
う
の
か
が
非
常
に
大
事
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
も
う
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
そ

う
い
う
こ
と
を
強
く
で
は
な
い
け
れ
ど
、

思
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
で
し
た
。
も
う
一

つ
、
過
半
数
に
達
し
た
項
目
と
し
て
は
、「
職

場
で
誰
か
が
育
児
休
業
を
取
る
と
、
他
の
人

の
仕
事
の
分
担
が
増
え
る
の
で
大
変
だ
」
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
安
心
感

を
持
っ
て
働
け
る
の
は
い
い
。
そ
し
て
、
そ

う
な
っ
た
と
き
に
は
分
担
を
考
え
て
、
い
ろ

い
ろ
も
う
一
度
見
直
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。

で
も
、
や
は
り
そ
れ
は
一
面
で
は
非
常
に
大

変
だ
と
い
う
、
あ
る
意
味
正
直
な
回
答
が
出

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
は
、「
職

場
の
融
通
が
き
き
や
す
い
の
で
、
子
育
て
し

や
す
い
」
と
の
回
答
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
を
男
女
別
に
み
る
と
、

女
性
の
方
が
男
性
よ
り
高
い
比
率
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
以
上
が
、
大
ま
か
な
全
体
の
特

徴
的
な
デ
ー
タ
で
す
。

育
休
前
に
相
当
数
が
退
職

　

次
に
、
育
児
と
の
両
立
で
気
に
な
っ
た
点

を
デ
ー
タ
と
し
て
抜
き
出
し
て
き
ま
し
た
。

育
児
休
業
に
関
し
て
育
児
休
業
取
得
率
を
考

え
る
の
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
実

は
そ
の
前
に
結
婚
や
出
産
で
相
当
の
年
齢
層

の
女
性
が
退
職
さ
れ
て
い
た
場
合
は
、
そ
の

方
々
の
人
数
は
育
児
休
業
率
に
関
わ
っ
て
き

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
方
々
が
ど
れ

ぐ
ら
い
い
る
の
か
を
調
べ
て
み
た
結
果
で
す

（
図
６
）。
全
体
で
み
る
と
、
出
産
者
を
一

と
し
た
と
き
に
、
結
婚
退
職
、
妊
娠
・
出
産

退
職
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
四
割
、
二
割
ぐ
ら

い
い
る
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
三
〇

人
未
満
の
デ
ー
タ
を
み
る
と
、
出
産
者
を
一

に
し
た
と
き
に
結
婚
退
職
者
も
一
で
す
。
こ

れ
は
、
小
規
模
企
業
で
は
、
同
じ
数
だ
け
結

婚
を
機
に
辞
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

育
児
休
業
取
得
率
に
は
関
わ
っ
て
こ
な
い

方
々
が
、
実
は
か
な
り
い
た
と
い
う
結
果
が

一
つ
出
て
き
た
わ
け
で
す
。

規
定
が
あ
る
方
が
取
得
に
つ
な
が
る

　

そ
う
い
っ
た
前
提
が
あ
る
に
し
て
も
、
い

ま
育
休
取
得
率
は
大
体
ど
の
程
度
な
の
か
を

計
算
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
全
体
で
は
約
八
割

で
す
が
、
企
業
規
模
別
に
み
る
と
一
番
小
さ

い
三
〇
人
未
満
規
模
で
五
割
を
超
え
る
程
度

で
、
規
模
に
よ
っ
て
か
な
り
違
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
（
図
７
）。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
で
、
育
児
休

業
規
定
の
有
無
で
わ
け
た
の
が
、
水
色
と
黄

色
の
棒
グ
ラ
フ
で
す
。
す
る
と
、
全
体
と
し

て
は
と
て
も
低
い
数
値
に
な
っ
て
い
る
小
規

模
企
業
も
、
育
児
休
業
規
定
が
あ
る
場
合
に

は
、
他
の
大
き
な
規
模
と
遜
色
な
い
取
得
率

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
小
規
模
企
業
の
場
合

で
も
、
育
児
休
業
規
定
が
あ
る
ほ
う
が
育
児

休
業
の
取
得
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
え
る
と
思
い
ま
す
。

図５　従業員からみた両立支援策

「安心感」、「仕事の見直しにつながる」、でも「大変」。

   「融通が効く」のは女性？

全 体( )

54.0%

14.5%

24.7%

39.2%

78.7%

53.7%
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1)育児休業制度などの仕事と育児の両立支援制
度が整備されていると､働いていて安心感がある

2)職場で誰かが育児休業を取ると､他の人の仕事
の分担が増えるので､大変だ
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4)職場で誰かが育児休業を取ると､それをきっか
けに､仕事の進め方が効率的になる

5)今の職場は融通がききやすいので､子育てしや
すい

とてもそう思う

ややそう思う
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すい
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増えるので､大変だ
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20.2% 27.1%
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図６　「育児休業」取得率と結婚、出産退職者の比率

（出産者数を１とした時の比率。カッコ内は、出産者数）
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運
用
で
カ
バ
ー
す
る
企
業
は
少
な
い

　

そ
れ
か
ら
冒
頭
、
お
話
し
ま
し
た
『
中
小

企
業
白
書
二
〇
〇
六
年
版
』
に
「
中
小
企
業

は
、
制
度
は
な
い
け
れ
ど
運
用
で
カ
バ
ー
し

て
い
る
の
で
う
ま
く
い
っ
て
い
る
。
小
規
模

企
業
は
育
児
と
の
両
立
に
適
し
て
い
る
」
と

書
か
れ
て
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
、
実
際
問
題
、

制
度
は
な
い
が
運
用
で
何
と
か
し
て
い
る
と

い
う
比
率
が
ど
れ
ぐ
ら
い
な
の
か
を
幾
つ
か

の
項
目
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

制
度
は
な
い
が
運
用
で
や
っ
て
い
る
と
の

回
答
は
、
図
８
の
斜
線
部
分
に
な
り
ま
す
。

当
初
、
こ
の「
運
用
あ
り
」の
部
分
が
非
常
に

大
き
く
て
、
制
度「
あ
り
」「
な
し
」の
部
分
が

非
常
に
少
な
い
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
頭
に
浮
か

べ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、「
い
や
、
そ
う

で
は
な
い
ん
だ
」
と
な
っ
た
の
が
一
連
の
結

果
で
、こ
れ
が
そ
の
代
表
で
す
。
た
だ
、ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
や
は
り
少
数
派
と
い
え
る
と

思
い
ま
す
し
、
未
就
学
児
が
い
る
よ
り
小
さ

い
規
模
の
企
業
で
、
何
と
か
し
な
く
て
は
い

け
な
い
と
な
っ
て
運
用
が
出
て
く
る
こ
と
は

図
８
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

基
本
的
経
営
戦
略
で
の 

取
り
組
み
も
弱
い

　

全
体
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
と
考

え
ら
れ
る
「
運
用
企
業
」
の
特
徴
点
を
み
た

の
が
図
９
で
す
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
強

化
と
か
均
等
・
均
衡
処
遇
と
い
っ
た
、
基
本

的
な
課
題
で
制
度
が
あ
る
企
業
、
な
い
企
業
、

運
用
で
何
と
か
や
っ
て
い
る
企
業
、
そ
れ
ぞ

れ
の
比
率
が
ど
う
な
の
か
を
調
べ
ま
し
た
。

こ
れ
で
「
運
用
あ
り
」
を
み
る
と
、
確
か
に

「
制
度
な
し
」よ
り
比
率
は
高
い
で
す
が
、「
制

度
あ
り
」
と
比
較
す
る
と
、
お
し
な
べ
て
回

答
率
が
低
い
。
つ
ま
り
、
基
本
的
な
経
営
戦

略
を
運
用
で
カ
バ
ー
し
て
い
る
企
業
が
非
常

に
前
向
き
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
は
い

え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
傾
向
が
み

え
て
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
従
業
員
側
か
ら
は
ど
の
よ
う
に

み
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お

き
ま
す
（
図
10
）。
企
業
調
査
と
少
し
傾
向

が
違
う
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
制
度

が
あ
る
企
業
に
比
べ
て
、
運
用
で
カ
バ
ー
し

て
い
る
企
業
に
勤
め
る
従
業
員
の
満
足
度
は
、

相
対
的
に
低
く
な
っ
て
い
て
、
さ
ほ
ど
高
く

は
あ
り
ま
せ
ん
。
企
業
調
査
同
様
、
運
用
で

や
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
満
足
度
が
高

い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
デ
ー
タ
が

出
ま
し
た
。

育
休
積
極
企
業
は
介
護
に
も
目
配
り

　

仕
事
と
介
護
の
両
立
に
つ
い
て
も
、
少
し

お
話
し
ま
す
。
こ
れ
も
基
本
的
に
は
非
常
に

探
索
的
で
、
と
に
か
く
状
況
が
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
で
大
ま
か
に
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

を
調
べ
た
結
果
で
す
の
で
、
概
略
と
し
て

ざ
っ
と
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
介
護
休
業
の
仕
組
み
を
有
す
る

企
業
が
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
る
の
か
で
す（
図
11
）。

全
体
で
み
る
と
六
割
弱
で
す
。
そ
し
て
、
企

90.2% 90.9%
90%

100%

全体 規定あり 規定なし

83.4%

72.0% 72.1% 70.9%
74.1%

70%

80%

90%

40%

50%

60%

28.4% 30.2% 32.0%

22.2%
25.0%
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81.5% 55.7% 66.1% 68.4% 73.5% 90.2% 87.0%0% 0.0%
0%

10%

全体 30人未満 30-49人 50-99人 100～299人 300人以上 無回答

図７　育児休業取得率

（出産時に在籍の女性正社員がどれくらい休業を取ったのか）

→育児休業規定 「あり」のほうが、取得促進につながる。
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図８　「運用でカバー」する企業の比率

（短時間勤務制度の場合）
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図９　「運用」企業の状況

「コンプライアンスの強化」など、基本的な経営戦略でも

取り組みが弱い。（「積極的に取り組んでいる」という回答比率）
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業
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
整
備
率
は
低
い
傾
向

が
あ
り
、
こ
の
辺
は
育
児
関
連
の
制
度
と
似

て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
よ
り
小
規
模
企

業
で
も
育
休
制
度
を
持
っ
て
い
る
積
極
的
企

業
は
、
実
は
介
護
に
も
目
配
り
を
し
て
い
る

傾
向
が
で
て
い
ま
す
。
整
備
率
が
全
体
で
低

い
な
か
に
あ
っ
て
、
育
児
休
業
に
目
配
り
し

て
い
る
企
業
は
介
護
休
業
も
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
が
結
構
多
い
と
い
う
デ
ー
タ
で
す
。

　

介
護
休
業
制
度
の
整
備
率
に
関
し
て
は
、

従
業
員
の
平
均
年
齢
が
高
い
ほ
ど
仕
組
み
が

備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
特
徴
の
一
つ

で
す
。
具
体
的
に
は
、
平
均
年
齢
が
五
〇
歳

以
上
で
は
、
男
女
と
も
に
整
備
率
が
低
く
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
企
業
規
模
別

の
正
社
員
の
平
均
年
齢
を
み
る
と
、
企
業
規

模
が
小
さ
く
な
る
ほ
ど
正
社
員
の
従
業
員
平

均
年
齢
が
高
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ダ

イ
レ
ク
ト
に
こ
の
二
つ
の
デ
ー
タ
が
繋
が
る

話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
つ
の
デ
ー
タ
を

重
ね
合
わ
せ
る
と
、
よ
り
平
均
年
齢
が
高
い

と
い
う
こ
と
は
、
介
護
を
よ
り
近
い
未
来
に

考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
企
業
は
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
よ
り
小
規
模
企
業
に

多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
デ
ー
タ
で
す
。

介
護
休
業
取
得
は
極
め
て
稀

　

そ
し
て
、
介
護
休
業
の
取
得
率
で
す
。
い

ま
現
在
の
取
得
率
を
計
算
し
た
と
こ
ろ
、〇
・

〇
四
％
と
極
め
て
稀
で
、
公
表
さ
れ
て
い
る

マ
ク
ロ
統
計
の
傾
向
と
同
じ
で
し
た
。
そ
こ

で
実
際
問
題
と
し
て
、
家
族
に
介
護
が
必
要

に
な
っ
た
場
合
に
ど
う
す
る
の
か
を
尋
ね
た

結
果
が
図
12
で
す
。
こ
こ
で
み
て
い
た
だ
き

た
い
の
は
、
仮
に
家
族
に
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
仕
事
を
辞
め
る
の
は
容

易
で
は
な
い
の
で
、
男
性
の
大
多
数
、
約
三

分
の
二
が
「
今
の
ま
ま
、
働
き
続
け
る
」
と

答
え
て
い
ま
す
。
一
方
、
女
性
は
、「
仕
事
を

続
け
る
」
回
答
は
半
数
に
も
届
い
て
お
ら
ず
、

「
両
立
し
や
す
い
仕
事
に
変
え
る
」
あ
る
い

は
「
仕
事
を
や
め
て
介
護
に
専
念
す
る
」
と

の
回
答
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
割
、
一
割
弱
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
女
性
に
介
護
の
比
重
が

か
か
っ
た
り
、
仕
事
を
し
な
が
ら
介
護
を
す

る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
変
化
が
女
性
に
中
心

的
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

デ
ー
タ
で
し
た
。

運
用
は
「
必
要
に
迫
ら
れ
て
」

　

最
後
に
、
簡
単
な
ま
と
め
を
し
ま
す
。
育

児
と
の
両
立
で
は
、
や
は
り
よ
り
小
規
模
企

業
で
結
婚
や
妊
娠
に
伴
う
退
職
が
非
常
に
多

か
っ
た
と
い
う
デ
ー
タ
を
み
て
き
ま
し
た
。

育
児
休
業
な
ど
の
制
度
化
が
、
そ
う
い
っ
た

理
由
で
の
退
職
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
結
び

つ
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　
『
中
小
企
業
白
書
』
の
「
よ
り
小
規
模
企

業
で
は
、
制
度
は
な
い
け
れ
ど
運
用
で
う
ま

く
い
っ
て
い
る
」
こ
と
に
関
し
て
は
、
少
な

く
と
も
そ
こ
ま
で
い
い
き
れ
る
よ
う
な
デ
ー

タ
は
な
か
っ
た
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
事
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図 10　従業員から見た「WLB の満足度」

（短時間勤務制度の有無別）；「運用」企業はそう高くはない
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図 11　介護休業制度の整備率

小規模で低いが、WLB に積極的企業（育休整備済み）は、介護にも

目配りしている。
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図 12　介護となった時の就業継続

女性は、「仕事を変える」、「介護に専念」も選択肢に。
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実
に
反
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
運
用
」
し
て
い
る
の
が
少
数
派
で
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
必
要
に
迫
ら
れ
て
行
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
非
常
に
う
ま
く
い
っ
て
い

る
こ
と
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
の

基
本
的
な
企
業
経
営
の
戦
略
面
で
も
、
う
ま

く
い
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
や
や
取
り

組
み
が
弱
い
傾
向
が
み
え
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
企
業
に
勤
め
る
従
業
員
側
か
ら
も
、

結
局
、「
制
度
が
あ
る
」
企
業
の
方
が
満
足
度

が
高
い
結
果
と
い
う
が
出
ま
し
た
。

　

介
護
と
の
両
立
に
関
し
て
は
、
今
回
は
非

常
に
概
括
的
な
デ
ー
タ
で
は
あ
る
け
れ
ど
、

現
時
点
で
よ
り
リ
ス
ク
の
高
い
中
小
企
業
、

従
業
員
の
平
均
年
齢
が
高
い
小
規
模
企
業
で
、

特
に
制
度
整
備
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ

ろ
は
今
後
の
非
常
に
大
き
な
課
題
の
一
つ
に

な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

私
は
一
昨
年
来
、
法
律
制
度
の
観
点
か
ら
、

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
以
下
、“
Ｗ

Ｌ
Ｂ
”）
に
関
す
る
国
際
比
較
研
究
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
本
日
は
、
そ
の
研
究

成
果
の
一
部
を
踏
ま
え
た
試
案
、
私
見
に
つ

い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

話
の
内
容
で
す
が
、
ま
ず
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
根

幹
に
あ
る
も
の
は
何
な
の
か
を
考
え
て
み
ま

す
。
そ
の
上
で
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
最
重
要
課
題
は

何
な
の
か
を
把
握
す
る
た
め
に
、
日
本
と
諸

外
国
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
全
体
像
を
描
き
出
し
な
が

ら
若
干
の
比
較
検
討
を
し
て
み
ま
す
。
そ
し

て
最
後
に
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
法
政
策
を
検
討
す
る
に

際
し
て
の
方
向
性
を
示
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

働
く
個
人
と
し
て
の
問
題

　

第
一
の
論
点
で
す
が
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
に
か
か
わ

る
主
体
と
し
て
の
、「
働
く
個
人
」、「
企
業
」、

「
国
」
と
い
う
三
者
に
分
け
て
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
働
く
個
人
と
し
て
の
問
題
で
す
が
、

働
く
こ
と
の
主
た
る
目
的
は
生
活
の
た
め
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
働
く
こ
と
の
一
方

に
は
私
生
活
の
尊
重
と
い
う
問
題
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
政
府
に
よ
る

過
去
の
意
識
調
査
を
見
る
と
、
働
い
て
い
る

人
の
う
ち
、
希
望
と
し
て
仕
事
優
先
の
指
向

が
あ
る
人
の
割
合
は
だ
い
た
い
二
％
ぐ
ら
い

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
現
実
に
は
、
四

～
五
割
の
人
が
事
実
上
、
仕
事
優
先
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
私
生
活
、
あ

る
い
は
家
庭
、
家
族
、
地
域
生
活
と
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ

れ
ら
を
優
先
さ
せ
た
い
と
い
っ
た
希
望
、
そ

し
て
、
こ
れ
ら
と
仕
事
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取

り
た
い
と
い
う
希
望
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
全

体
と
し
て
は
、
だ
い
た
い
八
～
九
割
の
人
が

希
望
と
現
実
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
と
感
じ
て

い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
点
は
、
性
別
や
年
代

別
で
見
て
も
さ
ほ
ど
違
い
が
な
い
の
が
実
情

の
よ
う
で
す
。

私
生
活
と
人
々
の
意
識
の
変
化

　

こ
の
よ
う
に
、
私
生
活
の
尊
重
に
関
し
て

は
人
々
の
意
識
の
変
化
と
切
り
離
せ
な
い
と

思
い
ま
す
が
、
働
く
こ
と
と
の
関
係
で
私
生

活
を
考
え
る
と
、
雇
用
モ
デ
ル
の
変
化
と
い

う
こ
と
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。

　

政
府
の
調
査
を
見
る
と
、
一
九
八
〇
年
代

と
二
〇
〇
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
で
、
い
わ
ゆ

る
性
別
役
割
分
業
意
識
に
つ
い
て
、
肯
定
す

る
人
と
否
定
す
る
人
の
割
合
を
比
べ
る
と
、

八
〇
年
代
よ
り
も
二
〇
〇
〇
年
代
の
方
が
反

対
だ
と
い
う
人
が
だ
い
ぶ
多
く
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
女
性
が
働
く
場
合
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
就
労
が
多
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
伝
統
的
雇
用
モ
デ
ル
が
変
化
し

て
き
て
女
性
も
働
い
て
い
る
と
な
る
と
、
部

分
的
に
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
当
然
男
性
も
、

家
族
・
夫
婦
間
で
の
役
割
分
業
意
識
を
変
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か

と
思
い
ま
す
。

私
生
活
と
長
時
間
労
働
・
年
休

未
消
化

　

そ
う
し
ま
す
と
、
そ
う
い
っ
た
人
々
の
意

識
の
変
化
に
応
じ
た
働
く
時
間
の
長
さ
や
休

暇
取
得
が
次
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
は
一
九
八
五
年
頃
か
ら
時
短
政
策
を

進
め
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
年
間
総
実
労
働

時
間
は
だ
い
た
い
一
八
〇
〇
時
間
で
す
。
し

か
し
、
雇
用
の
安
定
し
た
フ
ル
タ
イ
ム
正
社

員
の
人
達
の
年
間
総
実
労
働
時
間
は
、
未
だ

に
二
〇
〇
〇
時
間
を
超
え
る
の
が
実
情
で
、

こ
れ
は
統
計
か
ら
明
ら
か
で
す
。
私
生
活
の

た
め
の
時
間
を
確
保
し
た
い
の
に
働
か
な
く

て
は
い
け
な
い
と
な
る
と
、
当
然
、
働
く
個

人
と
し
て
の
問
題
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
確
保
し
た
い

の
に
で
き
な
い
と
な
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す

と
、
長
時
間
労
働
を
ど
う
や
っ
て
解
消
し
て

い
く
か
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
く
る

か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
長
時
間
労
働
の
要
因
と
し
て
は
年

休
未
消
化
の
問
題
も
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

厚
労
省
の
統
計
を
見
る
と
、
だ
い
た
い
四
～

五
割
の
人
達
は
年
休
を
取
れ
て
い
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
統
計
に
は
、
繰
り

越
さ
れ
て
い
る
年
休
日
数
が
分
母
に
入
っ
て

い
ま
せ
ん
。
労
基
法
に
よ
れ
ば
、
最
大
で
年

間
四
〇
日
の
年
休
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の

う
ち
、
八
～
一
〇
日
し
か
年
休
を
取
っ
て
い

な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
実
際
は
二
～
三
割
し

か
取
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

　
　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
法
政
策
の
あ
り
方

　 　
―
諸
外
国
と
の
比
較
か
ら　
　
　

　
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
主
任
研
究
員　

池
添
弘
邦　

︿報告３﹀
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わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
年
休
未
消
化
問

題
も
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
確
保
を
阻
害
す
る
問
題
か
と

思
い
ま
す
。

父
親
の
２
／
３
が 

家
事
・
育
児
に
意
欲
的
だ
が

　

ま
た
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
私
生
活
に
お

け
る
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、
育
児
・
介
護

責
任
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
育
児
の
問
題

に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
お
話
し
ま
す
。

　

最
新
の
雇
用
均
等
基
本
調
査
を
見
る
と
、

男
性
の
育
休
取
得
率
が
一
・
三
八
％
な
の
に

対
し
、
女
性
は
八
四
％
で
、
女
性
の
方
が
圧

倒
的
に
多
く
取
っ
て
い
ま
す
。
父
親
が
子
育

て
を
優
先
さ
せ
た
い
希
望
が
あ
る
か
否
か
は

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
過
去
の
調
査
に
よ

り
ま
す
と
、
仕
事
と
家
事
・
育
児
を
同
等
に

重
視
す
る
割
合
が
だ
い
た
い
五
二
％
、
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
家
事
・
育
児
優
先
が
だ
い
た

い
一
六
％
で
、
三
人
に
二
人
が
家
事
・
育
児

に
対
す
る
希
望
と
か
積
極
的
な
意
欲
を
持
っ

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
現
実
に
は
、
同
等
重
視
タ
イ

プ
で
二
六
％
ぐ
ら
い
、
家
事
・
育
児
優
先
タ

イ
プ
で
七
％
と
非
常
に
低
く
な
っ
て
い
ま
し

て
、
希
望
と
現
実
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
見
ら

れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

す
る
と
、
会
社
に
育
児
休
業
の
規
定
が
あ

る
の
に
、
ま
た
、
育
児
を
す
る
希
望
と
か
意

欲
も
持
っ
て
い
る
の
に
、
男
性
は
育
休
を
取

ら
な
い
・
取
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
企

業
を
取
り
巻
く
経
済
情
勢
、
職
場
の
雰
囲
気
、

上
司
の
理
解
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
実
態

的
・
実
務
的
な
要
因
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

企
業
・
職
場
と
し
て
の
問
題
と
は

　

Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
企
業
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み

ま
す
と
、
そ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
希
望
を

持
ち
、
ま
た
、
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ

な
が
ら
働
い
て
い
る
人
た
ち
を
有
効
に
活
用

し
て
い
か
な
い
と
、
個
々
の
職
場
は
も
ち
ろ

ん
、
会
社
全
体
の
生
産
性
と
か
作
業
の
効
率

性
が
落
ち
て
い
く
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て

き
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

業
種
、
業
態
、
職
務
に
よ
っ
て
異
な
る
か
と

は
思
い
ま
す
が
、
例
え
ば
人
材
市
場
に
流
動

性
が
あ
る
中
で
事
業
運
営
さ
れ
て
い
る
会
社

で
は
、
人
材
を
募
集
・
採
用
し
た
り
離
職
を

防
止
す
る
効
果
を
求
め
て
Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
推
進
す

る
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

国
全
体
の
生
産
性
に
も
影
響

　

以
上
の
よ
う
な
状
況
や
考
え
方
を
受
け
ま

し
て
、
あ
ま
り
に
Ｗ
Ｌ
Ｂ
が
推
進
さ
れ
て
い

な
い
と
な
る
と
、
国
全
体
の
生
産
性
が
落
ち

て
き
か
ね
な
い
と
い
う
状
況
が
考
え
ら
れ
る

わ
け
で
す
。
ま
た
、
国
際
競
争
力
を
維
持
・

向
上
さ
せ
て
い
か
な
い
と
ア
ジ
ア
諸
国
に
負

け
て
し
ま
う
、
さ
ら
に
引
き
離
さ
れ
て
し
ま

う
懸
念
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
は
国
と
し
て
は
由
々
し
き
問
題
で
あ

り
ま
す
し
、
ま
た
、
税
制
や
社
会
保
障
制
度

と
い
っ
た
既
存
制
度
の
根
幹
を
支
え
る
と
い

う
面
か
ら
も
、
国
全
体
の
生
産
性
、
競
争
力

を
高
め
て
い
く
た
め
に
各
企
業
に
頑
張
っ
て

も
ら
う
、
そ
の
た
め
に
働
く
個
々
人
に
対
す

る
Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
推
進
す
る
、
と
い
う
構
図
が
見

え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
利
害
が
異
な
っ
て
く
る

わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
がW

in-W
in

の

関
係
を
形
成
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
あ
く
ま
で
も
仕
事
と
生
活
と

の
「
バ
ラ
ン
ス
」
が
問
題
で
す
の
で
、
各
主

体
が
完
全
にW

in

の
状
態
を
確
保
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と

も
制
度
・
政
策
を
考
え
る
場
合
、
各
主
体
の

利
益
が
噛
み
合
う
形
で
の
政
策
や
措
置
の
良

い
仕
立
て
方
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。

【
日
本
】 

出
生
率
低
下
を
契
機
に
国
全
体
で

　

で
は
、
各
国
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
に
つ
い
て
話

を
移
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
日
本
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
で
す
が
、
そ

の
契
機
は
、
何
と
い
っ
て
も
一
九
八
九
年
の

一
・
五
七
シ
ョ
ッ
ク
、
戦
後
最
低
の
合
計
特

殊
出
生
率
を
記
録
し
た
こ
と
で
す
。
そ
の
後

も
一
・
三
七
、
三
八
ぐ
ら
い
に
下
が
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
機
に
国
全
体
の
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

代
表
的
な
の
が
、
ご
承
知
の
二
〇
〇
七
年

の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
憲
章
・
行

動
指
針
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
だ
い
ぶ
前
の

一
九
九
四
年
頃
に
、
当
時
の
文
部
省
、
厚
生

省
、
労
働
省
、
建
設
省
が
連
名
で
、「
今
後
の

子
育
て
支
援
の
た
め
の
施
策
の
基
本
的
方
向

に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
を
公
表
し
て
い
る

の
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
少
子
化
、
い
わ

ゆ
る
合
計
特
殊
出
生
率
が
低
下
し
て
い
る
原

因
と
し
て
、
晩
婚
化
が
進
行
し
、
夫
婦
の
出

生
率
の
低
下
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
女
性
の
自
己
実
現
意

欲
が
高
ま
っ
た
り
、
女
性
の
高
学
歴
化
に

よ
っ
て
、
一
方
で
は
職
場
へ
の
進
出
が
進
む
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
子
育
て
と
仕
事

の
両
立
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
多
面
的

に
子
育
て
支
援
、
少
子
化
対
策
を
進
め
て
い

く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

特
に
留
意
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
は
、

そ
の
文
書
で
、「
夫
婦
で
家
事
・
育
児
を
分
担

す
る
よ
う
な
男
女
共
同
参
画
社
会
を
つ
く
り

上
げ
て
い
く
た
め
の
環
境
づ
く
り
な
ど
を
含

め
」
と
い
っ
て
い
る
点
で
す
。
私
は
、
こ
こ

に
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
根
幹
と
し
て
の
考
え
方
が
示
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
厚
労
省
が
「
少
子
化
対
策
プ
ラ
ス

ワ
ン
」
と
い
う
政
策
を
公
表
し
ま
し
た
。
そ

の
中
に
は
、「
男
性
を
含
め
た
働
き
方
の
見
直

し
」、さ
ら
に
「
女
性
の
両
立
支
援
」
か
ら
「
男

性
を
含
め
た
両
立
支
援
」
と
い
う
ふ
う
に
、

先
ほ
ど
の
文
書
を
踏
ま
え
た
か
の
よ
う
な
流

れ
が
変
わ
っ
て
き
た
表
現
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
日
本

の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
が
何
を
一
番
の
問
題
に
し
て

き
た
か
と
い
う
と
、
ま
ず
は
女
性
の
家
族
責

任
と
い
い
ま
す
か
子
の
養
育
責
任
の
問
題
や

仕
事
と
の
両
立
の
問
題
か
ら
は
じ
ま
り
、
や

が
て
男
性
の
働
き
方
の
見
直
し
へ
と
広
が
り

を
持
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
応
じ
て 

幅
広
に

　

個
別
の
法
政
策
に
よ
る
対
応
と
し
て
は
、
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一
九
九
三
年
の
育
児
休
業
法
、現
在
の
育
児
・

介
護
休
業
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
二

〇
〇
三
年
に
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

や
少
子
化
対
策
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
ほ
か
に
も
、
労
働
時
間
設
定
改
善
法
や

労
働
契
約
法
な
ど
の
個
別
法
令
で
、
仕
事
と

生
活
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
よ
う
な
言
葉
が
用

い
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
は
法
的
に
も

意
義
あ
る
も
の
と
し
て
も
認
知
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
、
日
本
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
の
特
徴
と

し
て
は
、
雇
用
・
労
働
問
題
の
全
方
位
的
・

網
羅
的
政
策
と
い
う
捉
え
方
が
可
能
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
も
、
日

本
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
で
は
労
働
市
場
政
策
的
な

意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
若
年
者

の
問
題
と
か
高
齢
者
の
問
題
、
一
人
親
家
庭

の
問
題
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
含
め
た

Ｗ
Ｌ
Ｂ
、
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
に
応
じ
た
適
宜

の
仕
事
と
生
活
の
調
和
を
め
ざ
し
て
幅
広
く

対
応
し
て
い
こ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
諸
外
国

と
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
た
だ
、
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
諸
外
国
で
も
同
じ

な
の
で
す
が
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
問
題
の
中
核
は
、
女

性
労
働
問
題
あ
る
い
は
男
女
平
等
問
題
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

【
ド
イ
ツ
】 

新
た
な
包
括
的
家
族
政
策
と
し
て

　

ド
イ
ツ
で
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
が
取
ら
れ
始
め
た

き
っ
か
け
は
、
合
計
特
殊
出
生
率
の
低
下
で

す
。
現
在
で
も
日
本
と
同
じ
一
・
三
ぐ
ら
い

で
す
。
ま
た
同
様
に
、
男
性
は
働
い
て
女
性

は
家
庭
に
い
る
と
い
う
専
業
主
婦
モ
デ
ル
が

共
働
き
モ
デ
ル
に
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
日
本
と
同
じ
よ
う

に
、
性
別
役
割
分
業
意
識
に
対
す
る
国
民
の

意
識
の
変
化
も
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ら
を
受

け
て
、国
全
体
の
取
り
組
み
と
し
て
、家
庭
・

家
族
と
仕
事
の
調
和
と
い
う
こ
と
で
国
が
大

き
な
旗
を
掲
げ
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら

積
極
的
に
政
策
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

家
族
政
策
は
従
来
か
ら
取
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
合
計
特
殊
出
生
率
が
一
向
に
上
昇
し

な
い
た
め
、
新
し
い
包
括
的
な
家
族
政
策
と

い
う
こ
と
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
家
族
の
た
め
の
連
合
」
と
し
て
、
産
業
界

と
代
表
的
な
労
働
組
合
、
そ
し
て
政
府
が
、

ネ
オ
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
と
し
て
三
者
間
で

協
議
し
、
一
体
的
に
推
進
す
る
こ
と
も
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
草
の
根
的
な
取

組
み
と
し
て
、「
家
族
の
た
め
の
地
域
同
盟
」

と
い
う
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
家

族
政
策
の
推
進
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
が
何
を
一
番
の
問
題
と
し
て
き
た

か
で
す
が
、
合
計
特
殊
出
生
率
の
低
下
を
解

消
し
て
女
性
に
子
ど
も
を
産
ん
で
も
ら
わ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
、
ま
た
働
く
女
性
が

増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
子
育
て
と
仕
事
と

の
両
立
支
援
で
あ
り
、
男
性
も
育
児
に
参
加

す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

　

こ
う
し
た
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
個
別

の
法
政
策
と
し
て
、
親
時
間
・
親
手
当
法
と

い
う
比
較
的
新
し
い
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い

ま
す
し
、
労
働
時
間
関
係
の
法
制
度
を
契
機

と
し
た
労
働
協
約
に
基
づ
く
弾
力
的
な
労
働

時
間
管
理
の
諸
制
度
の
活
用
が
期
待
さ
れ
た

り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
今
日
ご
説
明

す
る
ド
イ
ツ
、フ
ラ
ン
ス
、イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
三
カ
国
は
Ｅ
Ｕ
指
令
か
ら
大
き
な

影
響
を
受
け
て
い
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
で
は

パ
ー
ト
・
有
期
法
と
い
う
法
律
が
制
定
さ
れ

て
い
て
、
パ
ー
ト
労
働
者
・
有
期
契
約
労
働

者
に
対
す
る
差
別
禁
止
や
、
正
社
員
と
の
比

例
処
遇
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

【
フ
ラ
ン
ス
】 

永
年
に
わ
た
る
可
能
な
範
囲
で
の

制
度
改
正
や
施
策
を
推
進

　

フ
ラ
ン
ス
も
当
初
は
少
子
化
対
策
で
し
た
。

た
だ
、
当
初
と
い
う
の
は
第
一
次
大
戦
前
後
、

一
九
一
〇
年
代
の
こ
と
で
、
当
時
、
一
・
二

幾
つ
ま
で
合
計
特
殊
出
生
率
が
下
が
り
ま
し

た
。
国
力
、
労
働
力
、
生
産
性
、
競
争
力
が

非
常
に
低
下
し
て
き
た
こ
と
に
国
が
危
機
感

を
抱
い
た
こ
と
か
ら
、
当
初
は
家
族
手
当
、

経
済
的
な
支
援
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
現
在

で
は
、
多
様
な
家
族
形
態
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
反
映
し
て
、
基
本
的
に
は
子
育
て
・
両

立
支
援
に
な
り
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
済

的
な
保
障
で
す
と
か
、
保
育
な
ど
の
イ
ン
フ

ラ
整
備
、
も
ち
ろ
ん
育
児
・
介
護
休
業
的
な

法
制
度
措
置
も
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
特
徴
的
な
の
は
、
ド
イ
ツ
の

よ
う
に
国
が
大
き
な
旗
を
掲
げ
て
家
族
政
策

を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
で
き
る
範

囲
の
と
こ
ろ
か
ら
長
い
時
間
を
か
け
て
徐
々

に
、
制
度
改
正
を
行
っ
た
り
施
策
を
進
め
て

き
た
点
だ
と
思
い
ま
す
。

【
イ
ギ
リ
ス
】 

積
極
的
家
族
政
策
と 

柔
軟
な
労
働
市
場
政
策

　

イ
ギ
リ
ス
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
一
・
九

四
か
九
七
ぐ
ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
人

口
置
換
水
準
よ
り
は
低
い
で
す
が
、
イ
ギ
リ

ス
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
に
少
子
化
対
策
の
視
点
は

含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、「
家
族

に
優
し
い
政
策
」と
い
う
こ
と
で
、他
国
と
同

様
に「
家
族
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
懸
念
と
し
て
、
特
に
貧
困
問

題
で
す
が
、
そ
れ
も
含
め
て
子
育
て
中
の
母

親
が
フ
ル
タ
イ
ム
で
就
業
し
な
い
と
か
、
男

性
が
育
児
に
参
加
し
な
い
・
で
き
な
い
と
い

う
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
女
性
が
労
働

市
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
問
題
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

労
働
力
と
し
て
現
存
し
て
い
る
の
に
有
効
に

活
用
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
、
国
力
・
企
業

競
争
力
を
低
下
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
向
上
さ
せ
て
い
こ
う
と
い
う
労
働
市

場
政
策
的
な
観
点
が
含
ま
れ
た
政
策
を
取
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
点
が
ま
ず
特
徴
的
か
と
思

い
ま
す
。

　

他
に
も
、
女
性
は
実
際
上
パ
ー
ト
タ
イ
ム

で
働
く
場
合
が
多
い
で
す
し
、
短
時
間
勤
務

と
い
う
制
度
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

Ｅ
Ｕ
指
令
の
影
響
に
よ
る
不
利
益
取
扱
禁
止

（
防
止
）
と
い
う
形
で
比
例
処
遇
の
た
め
の

法
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
労
使
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
と
い

う
こ
と
も
特
徴
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
日

本
で
は
よ
く
、
総
論
賛
成
・
各
論
反
対
と
い

う
形
で
労
使
の
合
意
形
成
が
な
か
な
か
う
ま

く
い
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
イ
ギ
リ

ス
の
家
族
に
優
し
い
政
策
に
関
し
て
は
、
労

使
が
と
も
に
手
を
携
え
て
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ

ム
的
に
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
形
で
政
策
形
成
を

し
て
い
こ
う
と
、
ま
た
実
際
に
し
て
い
る
と

い
う
点
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
国

に
あ
っ
て
非
常
に
特
異
な
現
象
か
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
非
常
に
特
徴
的
だ
と
思
い
ま
す
。

【
ア
メ
リ
カ
】 

企
業
に
よ
る
自
主
的
な
取
り
組
み

　

ア
メ
リ
カ
は
ご
承
知
の
と
お
り
経
済
至
上

主
義
の
国
で
す
か
ら
、
基
本
的
に
労
働
者
保

護
の
よ
う
な
法
制
度
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
ま
た
、
各
州
は
独
自
の
憲
法
を
持
っ

て
い
て
、
そ
の
権
限
に
対
し
て
連
邦
政
府
が

勝
手
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
国
家
構
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成
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
国
全
体
と
し
て

そ
う
い
っ
た
法
的
措
置
を
取
る
の
は
難
し
い

状
況
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
労
働
市
場
が
非
常
に
流
動
的
な

中
で
、
企
業
は
有
能
な
人
材
を
獲
得
し
た
り
、

あ
る
い
は
獲
得
し
た
人
材
を
手
放
さ
な
い
よ

う
に
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
措
置
を
取
っ
て
い
ま
す
。
関

連
し
て
、
連
邦
の
上
下
両
院
で
そ
れ
ぞ
れ
決

議
と
い
う
形
で
、
法
的
拘
束
力
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
推
進
が
認
識
さ
れ
て
い
ま

す
。
経
済
至
上
主
義
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
さ
え
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
は
意
識
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
。
そ
の
決
議
で
は
、
流
動
的
な
労
働

市
場
に
お
け
る
人
材
活
用
と
同
時
に
、
労
働

者
自
身
の
健
康
問
題
、
子
の
育
ち
の
問
題
な

ど
に
も
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
決
議
で
は
総

じ
て
、
経
済
至
上
主
義
か
ら
生
じ
る
さ
ま
ざ

ま
な
悪
影
響
に
対
処
す
る
た
め
に
Ｗ
Ｌ
Ｂ
が

認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
る
か
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
具
体
的
な
法
制
度
に
は
、

現
時
点
で
は
結
び
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。
唯
一
、

過
去
に
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
で
連
邦
家
族
医

療
休
暇
法
が
成
立
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
だ

け
で
す
。

　

こ
の
連
邦
家
族
医
療
休
暇
法
に
関
連
し
ま

す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
差
別
禁
止
法
が
非
常

に
強
力
で
企
業
に
と
っ
て
は
縛
り
が
き
つ
い

わ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
も
伝
統
的
に
女
性

が
子
の
養
育
と
か
ケ
ア
責
任
を
果
た
し
て
き

た
の
で
、
性
に
中
立
的
に
男
性
も
家
族
医
療

休
暇
、
子
の
養
育
と
か
自
分
の
健
康
状
態
、

介
護
な
ど
の
複
合
的
な
事
由
を
認
め
て
休
暇

を
取
得
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
の
趣
旨
か

ら
、
言
う
な
れ
ば
差
別
禁
止
法
が
あ
る
と
い

う
関
係
か
ら
制
定
さ
れ
た
法
律
な
の
で
す
。

時
間
は
前
後
し
ま
す
が
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
の
具

体
的
な
措
置
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
挙
げ
ら
れ

る
の
は
、
こ
の
連
邦
家
族
医
療
休
暇
法
で
す
。

【
ド
イ
ツ
】 

親
時
間
・
親
手
当
法

　

で
は
、
個
別
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
政
策
と
し
て
の
休

暇
・
休
業
、
特
に
育
児
休
業
と
そ
の
間
の
経

済
的
保
障
制
度
を
見
て
い
き
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
で
は
親
時
間
・
親
手
当
法
と
い
う

法
律
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
が
三
歳
に
な
る

ま
で
の
三
六
カ
月
、
父
親
も
母
親
も
そ
れ
ぞ

れ
、
あ
る
い
は
同
時
に
親
時
間
の
取
得
が
可

能
で
す
。
ま
た
、
使
用
者
の
了
解
が
取
れ
れ

ば
、
週
三
〇
時
間
以
内
で
の
短
時
間
勤
務
も

可
能
で
す
。
親
時
間
の
取
得
は
選
択
的
な
制

度
な
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
パ
ー
ト
ナ
ー

月
と
い
う
二
カ
月
の
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
親

時
間
が
あ
り
、
こ
の
二
カ
月
は
権
利
と
し
て

父
親
に
対
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
パ
ー

ト
ナ
ー
月
は
、
取
得
し
な
い
と
消
滅
し
て
し

ま
う
も
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
を
取
り

入
れ
た
の
は
特
徴
的
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
一
方
で
親
手
当
で
す
が
、
親
時
間
取
得

中
に
平
均
賃
金
の
六
七
％
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
貢
献
し
て
、
父
親

の
親
時
間
取
得
率
が
以
前
に
比
べ
て
高
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

【
フ
ラ
ン
ス
】 

育
児
親
休
暇

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
子

ど
も
が
三
歳
に
な
る
ま
で
の
間
、
終
日
休
む

タ
イ
プ
と
短
時
間
労
働
す
る
タ
イ
プ
の
休
暇

制
度
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
資

料
１
の
家
族
給
付
の
ｂ
で
す
が
、
乳
幼
児
受

入
手
当
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

一
時
給
付
金
＋
基
礎
手
当
＋
働
く
か
保
育
か

の
自
由
選
択
補
償
と
い
う
経
済
的
保
障
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
働

く
女
性
や
父
親
自
身
に
、
仕
事
を
休
ん
で
子

の
養
育
に
専
念
す
る
か
、
短
時
間
勤
務
を
し

な
が
ら
子
ど
も
を
保
育
所
な
ど
に
預
け
る
な

ど
す
る
か
と
い
う
選
択
権
が
あ
る
点
と
、
子

ど
も
を
保
育
所
な
ど
に
預
け
た
り
す
る
場
合

に
そ
の
経
済
的
保
障
が
な
さ
れ
る
と
い
う
点

が
特
徴
的
か
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
基
礎
手
当
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン

ス
全
体
で
の
可
処
分
所
得
を
考
慮
し
て
、
子

を
持
つ
九
〇
％
の
世
帯
が
カ
バ
ー
さ
れ
る
よ

う
に
制
度
が
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
点
も
特
徴

的
だ
と
思
い
ま
す
。

【
イ
ギ
リ
ス
】 

休
暇
諸
制
度

　

イ
ギ
リ
ス
で
は
出
産
休
暇
が
五
〇
週
と
非

常
に
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
出
産
休
暇

は
、
実
質
的
に
見
て
、
日
本
の
育
児
休
業
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
間
に
給
付
さ
れ
る
出
産

給
付
は
、
一
定
期
間
で
す
が
、

当
初
六
週
間
は
平
均
賃
金
の

九
〇
％
と
非
常
に
高
く
な
っ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
後

三
三
週
間
は
一
定
額
、
だ
い

た
い
日
本
円
に
し
て
二
万
円

を
切
る
ぐ
ら
い
、
あ
る
い
は

平
均
賃
金
の
九
〇
％
の
い
ず

れ
か
低
い
方
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

父
親
休
暇
や
親
休
暇
は
、

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
と
比
べ

る
と
い
か
に
も
頼
り
な
い
も

の
で
、
出
産
休
暇
と
も
格
差

が
あ
り
ま
す
。
父
親
休
暇
は
、

子
ど
も
が
出
生
し
て
か
ら
五

六
日
以
内
の
連
続
し
た
一
週

間
ま
た
は
二
週
間
で
す
。
給

付
額
は
出
産
休
暇
中
の
も
の

と
同
様
で
す
が
、
い
ず
れ
に

資料１ ワーク・ライフ・バランス政策としての
休暇・休業及び経済的保障制度 (1)

① ドイツ 親時間・親手当法
子が満3歳になるまでの36カ月間分、父母各自又は同時に親時間の取得が可能。ある
いは、使用者の同意の下に週30時間以内の就労が可能。親手当は平均賃金の67%。親いは、使用者の同意の下に週30時間以内の就労が可能。親手当は平均賃金の67%。親
時間を取得し易い職場の雰囲気の醸成、パートナー月が父親の権利意識を刺激（請求
しなければ消滅）したなどのため父親取得率向上（2009年18.5%／申請者に占める割
合）。

② フランス 出産・父親・育児・子の疾病・親付添等休暇（労働法典）

家族給付（社会保障法典）家族給付（社会保障法典）
【出産休暇】産前6週・産後10週、【父親休暇】子の出生時11日、【育児親休暇】子が3歳
になるまでの終日タイプと短時間労働タイプ、【子の疾病休暇】1年に3日、【親付添休暇】
4カ月間のパートタイム労働又は労働契約停止の権利4カ月間のパ トタイム労働又は労働契約停止の権利

【家族給付】 a) 日常生活費用補助(家族手当等)、b) 乳幼児受入手当（基礎手当＋(就
労・保育方法)自由選択補償）、c) 一人親・孤児手当、d) 障害児教育・親付添手当。月額
は、子の数・年齢、所得額、所得制限の有無、就業状況（片親就業、両親就業、一人親）
により異なる。なお、b の基礎手当は、可処分所得を考慮し所得制限を緩和（3歳以下の
子を持つ家族の90%に適用あり。）。いずれもおおむね、女性の就労支援策。
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し
て
も
、
父
親
休
暇
の
期
間
が
非
常
に
短
い

こ
と
が
問
題
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
親
休
暇
は
、
子
ど
も
が
五
歳
に
な
る

ま
で
の
一
三
週
間
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
ま
す

が
、
給
付
は
あ
り
ま
せ
ん
（
資
料
２
）。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
結
局
は
出
産
し
た
女
性

が
そ
の
ま
ま
育
児
に
携
わ
る
法
制
度
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
、
性

別
役
割
分
業
を
固
定
化
す
る
よ
う
な
法
制
度

は
好
ま
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問

題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
現
キ
ャ

メ
ロ
ン
政
権
は
、
男
女
が
と
も
に
育
児
に
か

か
わ
っ
て
仕
事
も
す
る
と
い
っ
た
男
女
平
等

の
方
向
を
め
ざ
し
て
、
こ
れ
ら
休
暇
制
度
の

改
革
を
検
討
し
て
い
る
途
上
に
あ
り
ま
す
。

【
ア
メ
リ
カ
】 

家
族
医
療
休
暇
法

　

ア
メ
リ
カ
に
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
た
連
邦

家
族
医
療
休
暇
法
が
あ
り
ま
す
が
、
適
用
対

象
と
な
る
使
用
者
の
範
囲
が
、
五
〇
人
以
上

の
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
な
の
で
、
適

用
対
象
範
囲
が
非
常
に
狭
く
な
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
零
細
規
模
の
企
業
に
は
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
休
暇
を
取
得
す
る
要
件

と
し
て
、
労
働
者
は
過
去
一
二
カ
月
間
に
一

二
五
〇
時
間
の
就
労
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
単
純
計
算
で
、
一
日
当
た
り
五
時
間
弱

ぐ
ら
い
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
も
取
得
で

き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
休
暇
は
年
間
一

二
週
と
非
常
に
短
く
、
し
か
も
無
給
で
す
。

そ
こ
で
、
ご
く
わ
ず
か
の
州
で
は
、
労
働
者

が
自
分
自
身
で
州
政
府
が
所
管
す
る
労
働
不

能
保
険
に
掛
け
金
を
納
め
て
お
い
て
、
休
暇

取
得
時
の
経
済
的
保
障
を
担
保
す
る
制
度
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
主
自
立
の
精
神
と

い
え
ば
格
好
は
い
い
で
す
が
、
経
済
至
上
主

義
的
な
考
え
に
依
っ
て
立
つ
ア
メ
リ
カ
は
、

家
族
・
家
庭
生
活
と
い
う
私
的
領
域
に
は
介

入
し
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
法
制
度
が
作

ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

就
労
形
態
と
労
働
時
間
の
問
題

　

休
暇
・
休
業
制
度
の
ほ
か
に
も
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ

政
策
推
進
の
主
な
手
法
と
し
て
柔
軟
な
働
き

方
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
、
就
労

形
態
と
し
て
の
短
時
間
勤
務
と
、
労
働
時
間

の
弾
力
化
と
い
う
二
つ
の
視
点
が
あ
る
か
と

思
い
ま
す
。
資
料
３
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン

ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
の
四
カ
国
の
規

制
を
並
べ
た
も
の
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
弾
力
的
労
働
時
間
に
か

か
る
法
制
度
は
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
労
使
、
特
に
組
合
が
そ
の
よ

う
な
制
度
の
活
用
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う

例
は
、
管
見
の
限
り
で
す
が
ほ
ぼ
皆
無
の
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
と
り
た
て
て
考
慮

す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス

で
は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
の
影
響
か
ら
、
短
時
間
労

働
者
で
あ
っ
て
も
比
較
可
能
な
フ
ル
タ
イ
ム

労
働
者
と
の
間
で
均
衡
・
比
例
処
遇
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
差

別
的
取
扱
禁
止
（
不
利
益
取
扱
防
止
）
規
制

が
あ
り
ま
す
。
短
時
間
就
労
な
ど
の
柔
軟
な

働
き
方
は
、
仕
事
と
生
活
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
る
こ
と
が
で
き
る
分
、
経
済
的
な
メ
リ
ッ

ト
、
つ
ま
り
賃
金
が
下
が
る
こ
と
が
一
般
的

で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
見
る

と
、
一
定
程
度
は
Ｗ
Ｌ
Ｂ
に
資
す
る
措
置
が

短
時
間
就
労
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
労
働

時
間
法
制
を
効
果
的
に
活
用
す
る
こ
と
な
ど

に
よ
り
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
労
働
時

間
口
座
制
（
残
業
時
間
分
を
会
社
に
対
す
る

貸
し
、
早
退
分
の
時
間
を
会
社
か
ら
の
借
り

と
し
て
個
人
の
口
座
に
貯
め
て
お
く
制
度
で
、

貸
し
分
を
ま
と
め
て
休
暇
と
し
て
取
得
す
る

こ
と
も
可
能
）、
あ
る
い
は
変
形
時
間
制
が

労
働
協
約
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
前

二
者
は
、
労
働
時
間
の
配
分
を
労
働
者
に
委

ね
る
規
定
例
も
見
ら
れ
る
た
め
、
一
定
程
度
、

資料２ ワーク・ライフ・バランス政策としての
休暇・休業及び経済的保障制度 (2)

③ イギリス 雇用権法及び関連諸規則

【出産休暇】52週。法定出産給付：当初6週間は平均賃金の90%、後33週は一定

額又は平均賃金の90%のいずれか低い方 出産手当：39週間受給 一定額又額又は平均賃金の90%のいずれか低い方。出産手当：39週間受給。 定額又

は平均賃金の90%のいずれか低い方。

【父親休暇】子の出生から56日以内の連続した1週間又は2週間。法定父親給

付 2週間受給 定額又は平均賃金の90%のいずれか低い方付：2週間受給。一定額又は平均賃金の90%のいずれか低い方。

【親休暇】子が5歳になるまでの13週間。給付なし。

＊なお、現政権は、子の養育責任の男女等しい分かち合いを目指して、これら

休暇制度の改革を検討中休暇制度の改革を検討中。

④ アメリカ 連邦家族医療休暇法④ アメリカ 連邦家族医療休暇法
50人以上の労働者を雇用する使用者が対象。12カ月間に1,250時間の就労で休暇
取得資格を得る。育児・介護・看護・病気・出産等による休暇。年間12週間の休暇。
無給（ただし、カリフォルニアとニュー・ジャージーの2州では、一時的労働不能保険
による自主的経済補填制度あり。）

資料３ ワーク・ライフ・バランス政策としての柔軟
な働き方（就労形態（就）・労働時間（時））に係る規制

① ドイツ パートタイム労働・有期労働契約法 労働協約

(就) 労働時間短縮請求権、フルタイム復帰希望の優先的考慮、差別禁止（時

間比例原則）

(時) フレックスタイム制、労働時間口座制

② フランス 労働法典、労働協約

労働時 短縮請求権 差 禁 例処 労働時 在職期 職能(就) 間 、 別 止（比 遇： 間、 間、

資格を考慮）

(時) フレックスタイム制、変形労働時間制

③ イギリス パートタイム労働者不利益取扱禁止規則、2002年雇用法

(就) 不利益取扱防止（比例原則）

(時) 弾力的勤務制度（申請権：個別労使間協議のための手続的規制）

④ アメリカ
・法制度なし。実態としては上記他国と類似の企業内制度を設けている例あり。
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Ｗ
Ｌ
Ｂ
に
貢
献
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

そ
う
で
す
。
た
だ
、
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
る
労

働
時
間
口
座
制
は
、
清
算
期
間
が
一
年
以
上

の
長
期
口
座
制
よ
り
も
、
一
年
間
未
満
の
短

期
口
座
制
が
普
及
し
て
い
る
よ
う
で
し
て
、

Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
長
期
口
座
の

普
及
の
程
度
が
鍵
を
握
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

イ
ギ
リ
ス
の
弾
力
的
勤
務
制
度

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
カ
国
の
中
で
特
に
注
目

し
て
お
き
た
い
の
は
、
弾
力
的
勤
務
制
度
を

設
け
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
で
す
（
資
料
４
）。

こ
の
勤
務
制
度
は
、
①
労
働
時
間
の
変
更
、

②
労
働
時
間
帯
の
変
更
、
③
勤
務
場
所
の
変

更
、
④
そ
の
他
担
当
大
臣
が
規
則
で
特
定
す

る
労
働
条
件
の
変
更
、
と
い
う
こ
と
で
法
文

上
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
律
で
示
さ
れ
て

い
る
の
は
①
か
ら
③
ま
で
で
し
て
、
④
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ

れ
に
か
か
る
規
則
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
行
政
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
勤
務
形

態
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
行
政

の
役
割
が
非
常
に
大
き
い
わ
け
で
す
。
日
本

で
も
短
時
間
正
社
員
の
推
進
な
ど
い
ろ
い
ろ

と
行
政
が
提
示
し
て
い
ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス

に
比
べ
る
と
ま
だ
ま
だ
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
し
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
選
択
肢
を
示
す

こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

資
料
５
の
弾
力
的
勤
務
制
度
の
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
を
見
て
く
だ
さ
い
。
イ
ギ
リ
ス
の

弾
力
的
勤
務
制
度
は
、
あ
く
ま
で
も
、
弾
力

的
な
働
き
方
を
し
た
い
と
い
う
労
働
者
側
の

申
請
の
権
利
で
あ
っ
て
、
権
利
性
は
強
く
あ

り
ま
せ
ん
。
使
用
者
は
労
働
者
の
申
し
出
を

受
け
て
、
一
定
の
事
業
運
営
上
の
理
由
が
あ

れ
ば
拒
否
で
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
プ
ロ
セ

ス
で
、
労
働
者
と
使
用
者
が
協
議
、
対
話
を

し
て
い
く
中
で
適
宜
工
夫
し
、
自
分
た
ち
に

合
っ
た
Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
模
索
し
て
い
く
制
度
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
、
ド
イ
ツ
や
フ

ラ
ン
ス
の
育
児
休
業
で
す
と
か
親
時
間
・
親

手
当
の
制
度
の
中
で
短
時
間
勤
務
を
可
能
に

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
似
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

方
面
で
は
、
こ
う
い
っ
た
申
請
権
で
す
と
か

労
使
間
・
当
事
者
間
で
の
協
議
や
話
し
合
い

を
通
じ
て
適
宜
工
夫
し
て
も
ら
っ
た
り
、
労

働
者
の
側
に
多
様
な
選
択
肢
を
提
示
す
る
制

度
を
用
い
た
り
し
て
Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
推
進
し
て
い

こ
う
と
い
う
政
策
を
採
用
し
て
い
る
点
が
非

常
に
特
徴
的
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

企
業
と
従
業
員
がW

in-W
in

の
関
係
を

　

最
後
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の

根
幹
に
あ
る
問
題
は
女
性
労
働
問
題
あ
る
い

は
男
女
平
等
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、
家
事
・
育
児
、
特
に
子
の
養

育
責
任
と
の
両
立
で
あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に

男
性
に
広
げ
て
い
く
こ
と
で
す
。
同
時
に
こ

れ
は
、
Ｗ
Ｌ
Ｂ
の
最
重
要
課
題
で
も
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
二
つ
目
に
、
制
度
比
較
の

観
点
か
ら
見
ま
す
と
、
個
別
労
使
間
で
の
対

話
と
か
協
議
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
制
度
・

政
策
上
、
労
働
者
に
と
っ
て
多
様
な
選
択
肢

を
用
意
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
企
業
と
男
女

従
業
員
が
と
も
にW

in-W
in

の
関
係
、
こ

れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
労
働
者
代
表
が
か
か

わ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
関
係
当
事
者
がW

in-W
in

の
関
係
を

形
成
で
き
る
よ
う
な
制
度
を
措
置
し
た
り
工

夫
し
た
り
す
る
施
策
が
、
国
と
し
て
、
法
制

度
と
し
て
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

資料４ イギリスの弾力的勤務制度 (1)資料４ イギリスの弾力的勤務制度 (1)

◆ 年雇用法 より 年雇用権法 挿入 規定◆2002年雇用法により、1996年雇用権法に挿入・規定

① 労働時間の変更① 労働時間の変更

② 労働時間帯の変更

③ 勤務場所の変更③ 勤務場所の変更

④ その他担当大臣が規則で特定する労働条件の変更

（政府による例示：パートタイム就労、フレックスタイム、時差出勤、

圧縮労働時間、在宅勤務、年間労働時間制、学期間労働、ジョブ

シェアリング、期限付短縮労働時間、労働時間貯蓄、シフト勤務、

シフト交換勤務 希望シフト勤務 時間外 休日労働の代休シフト交換勤務、希望シフト勤務、時間外・休日労働の代休、

キャリア・ブレイク等）

資料５ イギリスの弾力的勤務制度 (2)資料５ イギリスの弾力的勤務制度 (2)


