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シリーズ男女共同参画⑩

◆
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
育
児

休
業
を
取
得
さ
れ
ま
し
た
か
？

就
業
し
て
い
た
妻
の
職
場
は
、そ

の
当
時
育
児
休
業
の
制
度
が
な
く
、

ま
た
、両
親
と
は
別
居
し
て
い
た
た

め
、子
ど
も
の
面
倒
を
見
る
人
が

い
ま
せ
ん
で
し
た
。自
分
と
し
て
も

家
事
・
育
児
に
興
味
が
あ
り
、ま
た
、

私
は
人
が
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
や

り
た
い
と
い
う
性
格
な
の
で
決
め

ま
し
た
。

◆
仕
事
や
職
場
は
ど
う
で
し
た
か
？

育
児
休
業
を
取
得
す
る
た
め
、

上
司
や
同
僚
に
迷
惑
を
か
け
な
い

よ
う
に
と
思
い
、今
ま
で
以
上
に
仕

事
を
頑
張
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、職
場
の
上
司
は
育
児
休
業

に
理
解
が
あ
っ
た
の
で
、安
心
し
て

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

◆
大
変
だ
っ
た
こ
と
な
ど
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い

経
済
的
に
厳
し
か
っ
た
で
す
が
、

貯
蓄
や
互
助
会
か
ら
の
融
資
の
お

か
げ
で
何
と
か
や
り
く
り
が
で
き

ま
し
た
。家
事
・
育
児
で
困
っ
た
時

に
は
、近
所
の
人
の
協
力
や
一
時

保
育
を
有
効
に
活
用
し
た
り
し
て
、

自
分
の
時
間
を
持
ち
気
分
転
換
で

き
ま
し
た
。

◆
男
性
で
は
な
か
な
か
育
児
休
業

を
と
ら
な
い
、
と
れ
な
い
方
が

多
い
ん
で
す
が
ど
う
思
わ
れ
ま

す
か
？

経
済
的
な
面
、仕
事
の
こ
と
な

ど
も
あ
り
ま
す
が
、最
初
か
ら
取

れ
な
い
と
決
め
つ
け
る
の
は
良
く

な
い
と
思
い
ま
す
。や
っ
て
み
れ
ば
、

何
と
か
な
る
も
の
で
す
。今
後
、市

な
ど
の
育
児
休
業
へ
の
金
銭
的
援

助
や
低
利
の
融
資
な
ど
い
ろ
い
ろ

支
援
す
る
制
度
が
充
実
さ
れ
れ
ば

よ
り
多
く
の
人
が
取
得
し
や
す
く

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。ま

た
、非
正
規
雇
用
や
パ
ー
ト
の
人

も
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
制
度

が
で
き
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

◆
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
る
人
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す

何
事
も
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ

か
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。育
児
休
業
の
取
得
は
短
期

的
に
考
え
れ
ば
難
し
い
こ
と
も
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、長
期
的
に

見
れ
ば
こ
の
経
験
が
そ
の
後
の
生

活
や
仕
事
の
中
で
か
な
り
役
立
つ

と
思
い
ま
す
。私
は
本
当
に
楽
し

く
家
事
・
育
児
を
し
、育
児
休
業
を

取
得
し
て
と
て
も
よ
か
っ
た
と
思

い
ま
す
し
、ぜ
ひ
、み
な
さ
ん
に
も

お
勧
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
育
児
休
業
制
度
」の
取
得
状
況

平
成
17
年
４
月
１
日
に
改
正
さ

れ
た
「
育
児
休
業
、
介
護
休
業

等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
な
う

労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
」

に
よ
り
、
仕
事
と
子
育
て
を
両
立

す
る
た
め
の
育
児
休
業
制
度
が
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。
制
度
の
整
備

に
よ
り
、
働
く
男
女
の
子
育
て
環

境
は
改
善
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、

男
性
の
取
得
者
は
ま
だ
ま
だ
少
な

い
の
が
現
状
で
す
。

総
合
的
に
は
プ
ラ
ス
の
影
響

育
児
休
業
制
度
や
短
時
間
勤
務

制
度
を
利
用
し
た
こ
と
が
、
職
場

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
か
を
調
査
し
た
結
果
が
下
表
の

と
お
り
で
す
。
調
査
結
果
で
も
分

か
る
よ
う
に
、
職
場
全
体
へ
の
総

合
的
な
影
響
は
「
プ
ラ
ス
」
の
影

響
が
大
き
い
よ
う
で
す
。

お
た
ず
ね
は

男
女
共
同
参
画
室

（
☎
㉒
２
０
５
５
）

少子・高齢化やそれに伴う労働力が減少
している現在、男女がともにお互いの能力
や生き方を認め合い、支え合い、個性輝く社
会をつくることが求められています。
今回は、ライフスタイルの選択が多様化

している中で、仕事と子育てが両立できる
社会環境をつくるため、男性の育児休業に
ついて考えてみましょう。

実際に6歳と4歳の2人の子ども
さんの育児休業を取得（4か月と9か
月）したことのあるＪＡいずも勤務の
後藤浩行さんにインタビューしました。
その体験談とこれからお父さんに
なる方への応援メッセージを紹介し
ます。

お父さんの育児休業体験お父さんの育児休業体験

「育児休業制度」「短時間勤務制度」の
利用による職場への影響

（備考）1.調査対象：企業において両立支援策を利用した社員がいる部門の管理者 計7,000人　2.調査時期：2005年1月
（資料）少子化と男女共同参画に関する専門調査会「管理者を対象とした両立支援策に関する意識調査」

仕事の進め方について部内で見直すきっかけになった

両立支援に対する各人の理解が深まった

利用者の仕事を引き継いだ人の能力が高まった

特に影響・効果はなかった

各人が自分のライフスタイルや働き方を見直すきっかけになった

各人が仕事に効率的に取り組むようになった

職場のマネジメントが難しくなった

職場の結束が強まった

職場で社員の間に不公平感が生じた

会社や職場に対する各人の愛着や信頼が深くなった

仕事中の子育て経験により利用者が仕事の能力を高めた

利用者の職場での評価が低くなった

職場全体の生産性が上がった

利用者が職場で孤立するようになった

その他

無回答
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後藤浩行さんと２人のお子さん　夢
む た
太ちゃん（左）と未

み う
羽ちゃん

後
藤
さ
ん
の
よ
う
に
何

で
も
前
向
き
に
考
え
る
人

が
増
え
る
と
男
女
と
も
に

育
児
休
業
を
と
る
こ
と
が

普
通
に
な
っ
て
く
る
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
お
父
さ

ん
に
な
る
方
、
あ
な
た
の

職
場
の
先
駆
け
に
な
り
ま

せ
ん
か
。

育
児
休
業
を
取
る
の
は
お
父
さ
ん
？
お
母
さ
ん
？

育
児
休
業
を
取
る
の
は
お
父
さ
ん
？
お
母
さ
ん
？

見
直
し
て
み
よ
う 

あ
な
た
の
ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス

（
仕
事
と
家
庭
の
調
和
）


