
          

企
業
が
育
つ
こ
と
、

　

育
て
る
も
の
。

　
　

 

性
の
社
会
進
出
や
共
働
世
帯
の
増
加
な
ど
に 

　
　

  

伴
い
、社
会
的
に「
子
育
て
支
援
」へ
の
期
待

が
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。し
か
し
、一
方
で
、出
産・

育
児
を
迎
え
る
女
性
が
い
わ
ゆ
る〝
マ
タ
ハ
ラ
〟※1

を
受
け
た
り
、男
性
が
育
児
休
業（
以
下
、育
休
）

を
取
り
た
く
と
も
取
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
い

う
の
も
実
情
で
す
。

　

職
場
で
、仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立
支
援
あ
る

い
は
ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス
※2（
以
下
、Ｗ
Ｌ
Ｂ
）

が
定
着
し
て
い
な
い
背
景
の
一
つ
に
、上
司
の
固
定

化
し
た
価
値
観
、仕
事
の
や
り
方
や
男
女
の
役
割

意
識
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

働
く
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
変
わ
っ
た
今
、企

業
が
Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、社
員
の
仕
事

へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、優
秀
な
人
材
を
確

保
し
、利
益
を
上
げ
る
た
め
に
も
必
須
な
の
で
す
。

女

 「
制
度
」を
活
か
す
意
識
へ

我
が
社
は
平
成
22
年
度
に
「
く
る
み
ん
」

の
認
定
を
受
け
ま
し
た
が
、
私
が
入
社
し
た

頃
、
お
よ
そ
30
年
前
に
は
す
で
に
産
前
産
後

休
暇
期
間
分
の
賃
金
も
全
額
会
社
か
ら
支
払

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
、
独
自
の
制
度
と
し
て
「
積
立
特
別

休
暇
の
取
得
制
度
」を
導
入
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
3
年
目
以
降
失
効
し
て
し
ま
う
年
次

有
給
休
暇
を
、
3
年
目
以
降
も
切
り
捨
て
ず

に
通
算
50
日
ま
で
積
み
立
て
ら
れ
、
そ
れ
を

本
人
の
病
気
治
療
、
育
児
や
介
護
に
も
使
え

る
よ
う
に
し
た
も
の
で
、
男
性
が
育
休
を
取

り
や
す
く
す
る
の
も
ね
ら
い
で
す
。

ほ
か
に
、
男
性
社
員
に
3
日
間
の
「
出
産

休
暇
」を
認
め
る
、
子
ど
も
の
た

め
の
看
護
休
暇
の
取
得
単
位
を
従
来
の
1
日

単
位
か
ら
半
日
単
位
に
改
定
―
―
な
ど
に
取

り
組
ん
で
い
て
、
徐
々
に
社
内
に
浸
透
し
て

き
て
お
り
、
今
年
も
す
で
に
男
性
社
員
が
こ

れ
ら
の
制
度
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
実
際
大
変
な
の
は
制
度
を
取
り

入
れ
た
後
の
意
識
改
革
で
す
。
制
度
を
利
用

し
て
も
ら
う
た
め
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
っ
て

配
布
し
た
り
、
管
理
職
会
議
の
と
き
に
周
知

し
た
り
と
、
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。

 「
企
業
は
人
な
り
」

   

の
社
風

我
が
社
の
女
性
社
員
は
育
休
後
も
復
帰
し

て
働
き
続
け
る
人
が
多
く
、
ま
た
出
産
を

機
に
辞
め
る
人
も
最
近
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ

ん
。
も
と
も
と
、
人
事
採
用
も
含
め
男
女
の

区
別
な
く
、
能
力
に
よ
っ
て
物
事
を
進
め
る

企
業
な
の
で
、
育
児
を
経
験
し
た
女
性
の
方

が
復
帰
し
て
も
バ
リ
バ
リ
仕
事
を
こ
な
し
、

実
際
に
第
一
期
選
抜
で
管
理

職
に
な
っ
た
女
性
も
い
ま
す
。

ま
た
、
以
前
育
休
を
取
っ

た
男
性
社
員
か
ら
、「
子
ど
も

が
生
ま
れ
て
す
ぐ
子
育
て
に

か
か
わ
れ
た
お
か
げ
で
、
子

ど
も
と
の
絆
が
深
ま
り
、
そ
れ
は
今
も
ず
っ
と

続
い
て
い
る
」と
い
う
話
を
聞
き
、
出
産
直
後

の
育
児
へ
の
か
か
わ
り
の
大
切
さ
を
社
員
に

伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

育
休
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
で
育
休
を
取

る
人
も
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
人
も
、
み

ん
な
〝
育
児
休
業
〟
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に

な
り
、
互
い
に
協
力
し
支
え
合
う
雰
囲
気
は

出
て
き
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

「
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て
仕
事
を
す
る
」「
休

む
と
き
は
休
む
」
―
―
こ
れ
は
今
の
社
長
が

常
々
言
っ
て
い
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
管
理

職
も
こ
の
ス
タ
ン
ス
で
仕
事
に
臨
ん
で
い
ま

す
。
価
値
観
が
多
様
化
し
て
い
る
今
の
時
代
、

企
業
も
組
織
も
人
も
、
時
代
に
応
じ
て
変
化

し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
も
う
同
業
他
社
と
の

競
争
の
な
か
で
生
き
残
っ
て
い
け
な
い
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
は
従
業
員
が
よ
り
幸
せ
に
な
り
、
よ

り
仕
事
に
集
中
で
き
、
そ
れ
を
支
え
る
家
族

に
と
っ
て
も
良
い
、
そ
し
て
地
域
に
そ
の
イ

メ
ー
ジ
が
波
及
し
、
そ
の
結
果
入
社
希
望
者

が
増
え
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

何
よ
り
も
、
ま
ず
〝
人
を
大
事
に
す
る
〟

こ
と
か
ら
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
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執行役員人事部長

あ
ら
か
わ
子
育
て

応
援
店
・
企
業 

子
育
て
世
代
が
立
ち
寄
り
や
す

い
店
舗
づ
く
り
、子
育
て
世
代

へ
の
割
引
や
サ
ー
ビ
ス
、子
育
て

世
代
を
対
象
と
し
た
イ
ベ
ン
ト

や
講
習
会
、家
庭
と
仕
事
の
両

立
支
援
を
実
施
し
て
い
る
区
内

店
舗
や
企
業
を
対
象
に
区
が

認
定
し
Ｐ
Ｒ
す
る
制
度
で
す
。

従
業
員
を
大
事
に
す
る
社
風
か
ら

『

』

株
式
会
社 

Ａ
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Ｋ
Ａ

0 20 40 60 80 100

あり なし 無回答

（N=457)

法定を上回る休業期間の
育児休業制度
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仕事の分担や進め方について職場の中で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

仕事を分担した人の能力が高まった

会議の終了時間を意識するようになった

両立施策利用者以外の他のメンバーの業務負荷が増した

社員間で不公平感が生じた

職場のコミュニケーションが取りづらくなった

顧客や取引先などへの対応で支障が生じた

（その他 特に影響はなかった

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となったメ
リ
ッ
ト
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管理職 910 人に
聞きました

従業員 300 人以上の企業
457 社に聞きました
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内閣府が行ったアンケート調査結果（図1／平成21年度

発表）からは、企業の約8割が育児のための短時間勤務

制度を導入しています。また、法定を上回る休業期間の

育児休業制度を設けている企業は3割超、短時間勤務以

外に育児のための勤務時間短縮制度などを取り入れている企業は

半数を超えています。

しかし、「平成27年度版男女共同参画白書」からは、育児

休業を取得している女性は増えているが、出産前後に継

続就業している割合は増えておらず、出産を機に離職す

る女性は以前と変わらず多いことがわかります（図2）。

※1 マタハラ（マタニティハラスメント）とは…妊娠・出産に伴う労働制限・就業制限・産前産後休業・育児休業よって業務上支障をきたすという理由から、精神的・肉体的な嫌がらせを行う行為のことを指す。遠回し
に辞職やパート職員への移行などを促されたりするケースもその一つである。　※2 ワーク・ライフ・バランスとは…仕事と生活の調和

平
　
　

 

成
17
年
度
に「
次
世
代
育 

　
　

 

成
支
援
対
策
推
進
法
」が
施

行
さ
れ
ま
し
た
が
、そ
の
後
、出
産

前
後
の
女
性
の
継
続
就
業
率
に
大

き
な
変
化
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。そ
こ
で
今
年
8
月
に「
女
性
の

活
躍
推
進
法
」が
制
定
さ
れ
、
来

年
4
月
か
ら
従
業
員
301
人
以
上
の

企
業
は
女
性
登
用
に
つ
い
て
の
数

値
目
標
を
含
む「
行
動
計
画
」の

策
定
と
公
表
が
義
務
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、区
で
は
、子
育
て
世
代
が

利
用
し
や
す
い・働
き
や
す
い
店
舗

や
企
業
を「
あ
ら
か
わ
子
育
て
応

援
店・企
業
」と
し
て
認
定
す
る
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

企
業
は
、仕
事
と
子
育
て
ま
た
は
介
護
等
が
両

立
で
き
る
職
場
環
境
の
整
備
を
目
指
す
よ
う
行

動
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て

お
り
、そ
の
行
動
計
画
に
定
め
た
目
標
を
達
成

す
る
な
ど
の
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、申

請
を
行
う
こ
と
に
よ
り「
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
企
業

（
く
る
み
ん
）」と
し
て
、厚
生
労
働
大
臣（
都
道

府
県
労
働
局
長
へ
委
任
）の
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

特　集

区
　
　

  

内
に
は
、Ｗ
Ｌ
Ｂ
を
積
極
的
に 

　
　

  

導
入
し
成
果
を
上
げ
て
い
る

先
進
企
業
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
、

「
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
企
業
」の
認
定

を
受
け
た
㈱
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｋ
Ａ
を
は
じ
め
、

「
あ
ら
か
わ
子
育
て
応
援
店
・
企
業
」

に
認
定
さ
れ
た
㈱
池
上
工
務
店
、城

北
信
用
金
庫
は
、そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

理
念
を
掲
げ
、従
業
員
の
両
立
支
援

に
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

今
回
、そ
の
3
社
の
事
業
主
お
よ

び
管
理
職
の
方
に
、自
社
の
Ｗ
Ｌ
Ｂ
へ

の
具
体
的
な
取
り
組
み
や
そ
の
効
果

な
ど
に
つ
い
て
話
を
伺
い
ま
し
た
。

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
、労
働
者
301
人
以
上
の

大
企
業
は
、女
性
の
活
躍
推
進
に
向
け
た
行
動
計

画
の
策
定
と
届
け
出
・
公
表
が
新
た
に
義
務
づ
け

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。ま
た
、女
性
社
員
が
占

め
る
割
合
・
勤
続
年
数
・
管
理
職
に
占
め
る
割
合

な
ど
、女
性
の
活
躍
状
況
を
分
析
・
把
握
し
た
情

報
の
社
内
周
知
・
公
表
な
ど
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま

す
。

「
女
性
の
活
躍
推
進
法
」が

制
定
さ
れ
ま
し
た 

！
▲社内で作成・配布され
ている「仕事と子育ての
両立支援パンフレット」

両立
支援
豆

知識



Check
Poit ❶

Check
Poit ❷ 部下が抱えている仕事の時間配分を把握

し、過剰サービスを無くし効率的に仕事が
できるよう具体的にアドバイスしよう。

常に情報を共有し、誰かが急に休んでも、
他の人がフォローできる体制をつくろう。

社員の「ライフ（子育てや介護などの事情）」
をよく理解・配慮し、同様にその重要性を
周囲にも広めよう。

Check
Poit ❸

Check
Poit ❹

ダラダラ会議をなくし、議事は効率的に
進め、意思決定は迅速に。

管理職・事業主自身も「週○
日は定時に帰る」と決め、
プライベートな生活を楽し
み、充実させる時間をつく
ろう！

Check
Poit ❺

まずは、こんなことから初めてみませんか！？

部下が抱えている仕
事の時間配分を把握
し、過剰サービスを
無くし効率的に仕事
ができるよう具体的
にアドバイスしよう。

まずは、こんなことから初めてみませんか！？

まずは、こんなことから初めてみませんか！？

部下が抱えている仕
事の時間配分を把握
し、過剰サービスを
無くし効率的に仕事
ができるよう具体的
にアドバイスしよう。

事業主・管理職のみなさんへ

事業主・管理職のみなさんへ

事業主・管理職のみなさんへ

ダラダラ会議をな
くし、議事は効率
的に進め、意思決
定は迅速に。

ダラダラ会議をな
くし、議事は効率
的に進め、意思決
定は迅速に。

常に情報を共有し、
誰かが急に休んで
も、他の人がフォ
ローできる体制を
つくろう。

常に情報を共有し、
誰かが急に休んで
も、他の人がフォ
ローできる体制を
つくろう。

社員の「ライフ（子育
てや介護などの事情）」
をよく理解・配慮し、
同様にその重要性を
周囲にも広めよう。

社員の「ライフ（子育
てや介護などの事情）」
をよく理解・配慮し、
同様にその重要性を
周囲にも広めよう。

管理職・事業主自身
も「週○日は定時に
帰る」と決め、プラ
イベートな生活を楽
しみ、充実させる時
間をつくろう！

管理職・事業主自身
も「週○日は定時に
帰る」と決め、プラ
イベートな生活を楽
しみ、充実させる時
間をつくろう！

Check
Poit ❶

Check
Poit ❶

Check
Poit ❷

Check
Poit ❷

Check
Poit ❸

Check
Poit ❸

Check
Poit ❹

Check
Poit ❹

Check
Poit ❺

Check
Poit ❺

管理職の意識が
変わると社員の

モチベーションも
グッと変わってきます！

“
家
族
”と
し
て
の
子
育
て
支
援

う
ち
の
会
社
は
、
少
人
数
・
家
族
経
営
の
会

社
で
す
。
社
外
の
設
計
士
・
職
人
さ
ん
は
も
ち

ろ
ん
、
先
代
社
長
で
あ
る
父（
現
会
長
）や
母

に
も
業
務
上
の
ア
ド
バ
イ
ス
か
ら
様
々
な
雑

事
ま
で
助
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
実
務

に
携
わ
っ
て
い
る
の
は
私
と
当
社
専
属
の
大

工
さ
ん
二
名
。
そ
し
て
実
姉
で
あ
る
難
波
が

設
計
か
ら
事
務
、
お
茶
汲
み
ま
で
幅
広
い
社

内
業
務
を
担
当
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。

さ
す
が
に
私
の
代
で
多
少
は
会
社
ら
し
く

な
り
ま
し
た
が（
笑
）、
父
の
代
ま
で
は
住
み

込
み
の
大
工
さ
ん
も
多
く
、
全
員
が
家
族
の

よ
う
な
会
社
で
し
た
。
そ
ん
な
社
風
で
す
の

で
、
難
波
が
出
産
し
た
と
き
も
、
か
っ
ち
り

と
し
た
制
度
と
し
て
産
休
や
育
休
を
取
っ
て

も
ら
う
の
で
は
な
く
、
仕
事
が
立
て
込
ん
だ

と
き
だ
け
な
ど
可
能
な
範
囲
で
自
然
に
仕
事

に
復
帰
し
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。

社
内
の
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
も
、
そ
ん
な
中
で

自
然
に
作
っ
た
も
の
で
す
。
子
育
て
と
仕
事

と
の
兼
ね
合
い
で
、
子
ど
も
を
会
社
に
連
れ

て
き
た
ほ
う
が
都
合
が
い
い
こ
と
も
増
え
て

き
た
の
で
、
必
然
的
に
子
ど
も
の
居
場
所
を

作
っ
た
わ
け
で
す
。
実
際
、
僕
ら
も
会
社
が

家
の
延
長
と
い
う
環
境
で
、
職
人
さ
ん
に
可

 

９
割
超
が
育
休
後
職
場
復
帰  

 

職
場
の
子
育
て
支
援
制
度
と
し
て
当
金
庫

で
は
独
自
に
、
時
短
勤
務
を
小
学
校
卒
業
ま

で
認
め
て
い
る
ほ
か
、
育
休
期
間
を
利
用
し

て
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
し
た
い
と
い
う
人
に
は
、

そ
の
費
用
の
一
部
助
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
育
休
後
の
職
場
復
帰
を
重
視
し
て

い
る
人
事
部
で
は
、
育
休
中
に
人
事
異
動
の

情
報
を
通
知
す
る
な
ど
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
と
も

に
、
復
職
を
期
す
職
員
の
不
安
を
解
消
し
て

そ
の
後
も
長
く
働
い
て
も
ら
う
た
め
、
復
職

前
に
面
談
し
て
そ
の
と
き
の
状
況
等
を
聞
い
た

上
で
、
当
人
が
仕
事
と
育
児
を
両
立
し
や
す

く
な
る
よ
う
な
配
属
に
配
慮
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
育
休
経
験
者
ら
か
ら
の

愛
が
っ
て
も
ら
っ
た
り
い
ろ
い
ろ
教
え
て

も
ら
っ
て
育
ち
ま
し
た
し
ね
。
ま
た
難
波
が

忙
し
い
と
き
は
母
に
子
ど
も
の
面
倒
を
見
て

も
ら
っ
た
り
し
て
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
仕

事
を
進
め
て
行
こ
う
と
い
う
の
が
、
う
ち
の

子
育
て
支
援
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

せ
っ
か
く
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
を
作
っ
て
9
年

も
活
用
し
て
き
た
の
で
、
お
客
様
に
も
ご
利

用
い
た
だ
こ
う
と
、
一
度
き
れ
い
に
作
り
直

し
た
ん
で
す
。
そ
の
広
報
も
兼
ね
て
「
あ
ら

か
わ
子
育
て
応
援
店
・
企
業
」に
応
募
し
た
わ

け
で
す
が
、
今
後
若
い
社
員
が
入
社
し
て
き

て
、
出
産
や
子
育
て
と
仕
事
と
の
兼
ね
合
い

に
悩
ん
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー

ス
の
活
用
も
含
め
、
で
き
る
だ
け
の
こ
と
は

や
っ
て
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
若
い
人
に

期
待
し
て
雇
う
な
ら
ば
、
雇
う
側
が
彼
ら
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
応
じ
た
働
き
方
を
提
案

す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
池
上
秀
司
さ
ん
）

 

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
に

 

助
け
ら
れ
た

私
の
仕
事
は
主
に
設
計
と
事
務
な
ん
で
す

が
、
現
場
に
顔
を
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
と
き
は

会
社
で
母
に
子
ど
も
を

見
て
も
ら
え
る
の
が
と
て
も
助
か

り
ま
し
た
。
ま
た
設
計
な
ど
家
で
で
き
る
仕

事
は
持
ち
帰
ら
せ
て
も
ら
っ
た
り
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
細
か
く
配
慮
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
は
突
然
具
合
が
悪
く
な
っ
た
り
し

ま
す
の
で
、
キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
は
随
分
活
用

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
家
族
経
営
の
少
人

数
な
職
場
で
す
か
ら
、
一
人
休
め
ば
思
う
以

上
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
と
き
も
あ
り
ま

す
。
子
育
て
は
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
こ

と
も
多
く
、
仕
事
を
続
け
さ
せ
て
も
ら
う

上
で
、
と
て
も
悔

し
く
感
じ
た
事
も

正
直
あ
り
ま
し
た

が
、
制
度
や
権
利

で
は
な
く
、
社
内

で
お
互
い
の
状
況

を
理
解
し
て
支
え

合
え
る
つ
な
が
り

に
お
お
い
に
助
け

ら
れ
て
い
ま
す
。 

（
難
波
静
恵
さ
ん
）

いけ  がみ　 しゅう  じ

池上　秀司さん 

株式会社池上工務店
代表取締役社長

経
験
積
ん
だ
女
性
職
員
は

  　
　

今
後
ま
す
ま
す
重
要
に

『

』

助
け
合
う
の
が
子
育
て
支
援
の
基
本

『

』
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相
談
内
容
と
し
て
多
い
の
が
、
時
短
勤
務
期

間
中
の
職
場
の
人
と
の
関
係
性
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
子
育
て
中
の
職
員
の
体
験
を
「
庫

内
報
」に
載
せ
た
り
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立

を
実
現
し
た
職
員
に
そ
の
実
体
験
を
新
入
職

員
研
修
で
語
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
、
育
休

や
時
短
勤
務
へ
の
理
解
を
社
内
全
体
に
浸
透

さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

長
い
期
間
働
き
続
け
て
も
ら
う
た
め
に
、

人
生
の
節
目
節
目
に
あ
る
子
育
て
や
介
護
な

ど
の
事
情
を
み
ん
な
で
、
そ
し
て
会
社
全
体

で
共
有
し
よ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
な
ど
に
よ
り
、
当
金

庫
で
は
女
性
職
員
の
大
半
が
育
休
を
利
用
、

う
ち
9
割
超
が
復
職
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
特
に
男
性
職
員
に
向
け
Ｗ
Ｌ
Ｂ

の
意
識
啓
発
に
努
め
て
い
ま
す
。
同
時
に
有

給
休
暇
の
取
得
促
進
や
長

時
間
労
働
の
撲
滅
も
進
め

て
お
り
、
こ
う
し
た
地
道
な

〝
地
均
し
〟に
よ
っ
て
、
職

員
全
体
に
有
休
や
育
休
を

気
が
ね
な
く
取
れ
る
よ
う

に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

宇
う

田
だ

川
がわ

　一
かず

彦
ひこ

さん

城北信用金庫
人事部 副部長

 

育
休
経
験
は
“
強
み
”に

子
育
て
世
帯
が
急
増
す
る
南
千
住
の
地

域
性
に
合
わ
せ
建
て
替
え
た
南
千
住
支
店
に

は
、
当
金
庫
と
し
て
は
初
め
て
キ
ッ
ズ
コ
ー

ナ
ー
と
ベ
ビ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン（
授
乳
ス
ペ
ー

ス
と
オ
ム
ツ
交
換
台
）
を
設
け
、
特
に
お
子

様
連
れ
の
お
客
様
に
大
変
好
評
で
す
。
こ
れ

は
2
人
の
育
児
経
験
を
持
つ
瀬
畑
さ
ん
の
発

案
で
実
現
し
、
他
店
に
も
設
置
さ
れ
始
め
て

い
ま
す
。
彼
女
が
属
し
て
い
た
カ
ス
タ
マ
ー

グ
ル
ー
プ
は
、
積
極
的
に
地
域
を
回
っ
て
お

客
様
の
声
を
丹
念
に
拾
い
上
げ
て
い
く〝
お
客

様
と
の
お
顔
つ
な
ぎ
〟が
主
な
業
務
。
育
児
経

験
を
持
つ
職
員
は
、
特
に
主
婦
層
の
お
客
様

と
の
応
対
で
も
そ
の〝
強
み
〟を
発
揮
し
、
ま

た
、
若
い
職
員
を
う
ま
く
と
り
ま
と
め
て
も

く
れ
る
の
で
、
安
心
し
て
任
せ
ら
れ
ま
す
。

当
金
庫
の
ト
ッ
プ
は
発
想
が
柔
軟
で
、
新

し
い
ア
イ
デ
ア
を
積
極
的
に
吸
い
上
げ
る
姿

勢
を
明
示
し
て

い
ま
す
。
そ
う

し
た
意
味
で
も
、

育
児
や
介
護
を

通
じ
て
人
生
経

験
を
積
ん
だ
人

材
の
存
在
は
と

て
も
貴
重
で
、

今
後
ま
す
ま
す

重
要
と
な
っ
て

く
る
で
し
ょ
う
。

▲設計・事務担当の難波さん

株
式
会
社 

池
上
工
務
店

城
北
信
用
金
庫

▲現在カスタマーグループの 
　指導・育成に当たる瀬畑さん

▲瀬畑さんのお子さんが使っていた 
　おもちゃを再利用したキッズコーナー

▲大工さんにきれいに作り直しても 
　らったキッズスペース
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従業員全体が制度に関する理解を深めるような情報提供

公平な評価制度

両立支援策利用者の代替・補充要員を確保する仕組み

利用者の事情に応じて両立支援制度を柔軟に運用
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両立支援策利用者の仕事や意欲やキャリア意識を高める

両立支援策利用者の評価の方法を示す

両立支援策利用者がいることを加味した業績評価

両立支援策利用者を支援したことが管理職の評価に反映

管理職が制度に関する理解を深めるような情報提供
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【引用】内閣府「ワーク・ライフ・バランスと生産性に関する調査」（平成21年）

図3

育休や時短勤務の人の

代替・補充要員が

必要なんだけどなぁ。


