
　

週
末
、シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
行
く
と
、

ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
す
パ
パ
の
姿
を
よ
く
見
か
け
る
。

し
か
し
、
育
児
休
業
を
取
っ
て
ま
で
育
児
に
専
念
す

る
男
性
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

ふ
る
い
の
中
か
ら
砂
金
を
探
す

　

育
児
休
業
制
度
と
は
、
男
女
従
業
員
が
そ
の
申
し

出
に
よ
り
、
一
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め

に
仕
事
を
休
む
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
、
平
成
七
年

四
月
か
ら
全
事
業
所
に
そ
の
導
入
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
。
山
形
県
で
は
、
平
成
十
四
年
度
で
約
七
割

の
事
業
所
が
育
児
休
業
制
度
を
就
業
規
則
等
に
規
定

し
て
お
り
、
従
業
員
三
百
人
以
上
の
事
業
所
で
は
ほ

ぼ
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
育
児

休
業
は
育
児
・
介
護
休
業
法
に
基
づ
き
男
女
労
働
者

が
請
求
で
き
る
権
利
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
勤
務
先

に
規
定
が
な
い
場
合
で
も
、
申
し
出
を
す
れ
ば
休
業

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
育
児
休
業
を
取
る
権
利
は
男
女
共

に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
実
際
の
育
児
休
業
取

得
率
に
は
男
女
で
大
き
な
差
が
あ
る
。

　

厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
平
成
十
五
年
度
の
民
営

企
業
（
本
社
で
の
常
用
労
働
者
三
十
人
以
上
）
に
お

け
る
育
児
休
業
取
得
率
は
、女
性
が
七
三
・
一
％
で
あ

る
の
に
対
し
、
男
性
は
〇
・
四
四
％
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
山
形
県
に
お
い
て
も
、
平
成
十
五
年
度
の
育
児

休
業
取
得
率
は
、
女
性
が
五
七
・
一
％
に
対
し
、
男
性

は
〇
・
一
％
と
全
国
水
準
よ
り
低
い
。
ま
た
、公
共
職

業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）
で
は
、
育
児
休
業
基

本
給
付
金
と
し
て
、
育
児
休
業
中
の
男
女
に
賃
金
の

三
割
を
限
度
に
雇
用
保
険
を
支
給
し
て
い
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
も
、
平
成
十
六
年
に
入
っ
て
県
内
で
受

給
し
た
男
性
は
一
人
も
い
な
い
。

　

ま
さ
し
く
、「
育
児
休
業
を
取
る
男
性
」
と
い
う
の

は
、
砂
場
で
ふ
る
い
を
振
り
な
が
ら
砂
金
を
掘
り
当

て
る
よ
う
な
存
在
と
い
え
よ
う
。

　

役
割
分
担
の
意
識
か
ら
抜
け
出
せ
な
い

　

で
は
な
ぜ
、
男
性
は
育
児
休
業
を
取
ら
な
い
の
だ

ろ
う
か
。

　

こ
ど
も
未
来
財
団
の
「
子
育
て
に
関
す
る
意
識
調

査
」（
平
成
十
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
男
性
（
夫
）
が
育

児
休
業
を
取
ら
な
い
主
な
理
由
と
し
て
、
①
収
入
が

減
少
し
家
計
に
影
響
す
る
か
ら
、
②
仕
事
量
や
責
任

が
大
き
い
か
ら
、
③
職
場
で
理
解
が
得
ら
れ
な
い
か

ら
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
男
女
に
共

通
し
た
考
え
方
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、
夫
が
一
家
の
大
黒

柱
で
あ
る
場
合
に
生
じ
る
事
態
だ
が
、
ニ
ッ
セ
イ
基

礎
研
究
所
の
調
査
（
平
成
十
四
年
）
で
は
、
妻
の
方

が
収
入
が
多
い
場
合
で
も
、
妻
が
育
児
休
業
を
取
得

す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。
ま

た
、
②
に
つ
い
て
は
、
責
任
遂
行
能
力
に
男
女
差
が

あ
る
と
い
う
考
え
方
に
科
学
的
根
拠
は
な
い
た
め
、

男
性
の
方
が
女
性
よ
り
仕
事
量
や
責
任
が
大
き
い
と

す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
男
性
が
育
児
休
業
を
取
ら
な
い
と
い

う
の
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
③
に
つ
い
て

は
、
人
手
不
足
と
い
う
意
味
で
、
男
女
に
か
か
わ
ら

ず
理
解
が
得
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
致
し
方
な
い
面
も

あ
る
が
、「
男
が
ど
う
し
て
…
？
」
と
い
う
意
味
で
理

解
が
得
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
男
女

差
別
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
男
性
が
育
児
休
業
を
取
ら
な
い
こ
と
に

つ
い
て
、そ
れ
を
合
理
的
に
説
明
す
る
根
拠
は
な
く
、

結
局
は
「
育
児
は
女
性
の
仕
事
」
と
い
う
役
割
分
担
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女
性
の
社
会
進
出
＝
男
性
の
家
庭
進
出

 　
　
　
　
　
　

育
児
休
業　

男
女
共
同
参
画
社
会
の
た
め
に
、
男
性
も
取
得
を



の
固
定
観
念
に
は
ま
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ

る
。
高
知
県
の
調
査
（
平
成
十
三
年
）
で
も
、
男
性

の
育
児
休
業
に
つ
い
て
は
男
女
共
に
賛
成
派
が
多
数

を
占
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
取
得
と
な
る

と
、
女
性
で
す
ら
消
極
的
に
な
っ
て
し
ま
う
姿
が
浮

か
び
上
が
っ
て
い
る
（
図
１
、
図
２
）。

　

パ
パ
の
育
児
は
会
社
の
た
め
で
も
あ
る

　

政
府
は
、
平
成
十
五
年
三
月
十
四
日
の
閣
議
決
定

で
、
育
児
休
業
取
得
率
の
数
値
目
標
を
男
性
十
％
、

女
性
八
〇
％
と
し
た
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
も
、
パ

パ
イ
ヤ
鈴
木
を
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
し
て
、

「
パ
パ
！（
育
児
が
）イ
ヤ
な
ん
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
よ
」

と
男
性
の
育
児
休
業
取
得
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い

る
。

　

な
ぜ
今
、
男
性
の
育
児
休
業
が
問
わ
れ
る
の
か
に

つ
い
て
は
、
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、
男
性
に

も
育
児
参
加
を
促
す
意
味
も
あ
る
が
、
東
京
大
学
社

会
科
学
研
究
所
の
武
石
恵
美
子
助
教
授
は
、共
著「
男

性
の
育
児
休
業
」（
中
公
新
書
、
平
成
十
六
年
）
の
中

で
、
雇
用
・
労
働
の
側
面
か
ら
そ
の
問
題
点
を
指
摘

す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
社
員
が
育
児
休
業
を
取
得
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
企
業
に
と
っ
て
雇
用
コ
ス
ト
が
増
大
す
る

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
女
性
が
一
方
的
に
育
児
休
業

を
取
得
す
る
状
況
に
お
い
て
は
、
女
性
の
就
業
支
援

に
熱
心
な
企
業
ほ
ど
常
に
子
育
て
の
コ
ス
ト
を
負
担

し
続
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
、
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
を
推
進
す
る
上
で
障
害
に
な
り
か
ね
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
男
性
従
業
員
の
意
識
は
仕
事
中
心
か
ら

仕
事
と
家
庭
の
両
立
志
向
に
変
化
し
て
き
て
お
り
、

従
業
員
の
働
く
意
欲
を
引
き
出
し
て
労
働
の
質
を
高

め
る
た
め
に
も
、
企
業
は
、
男
性
が
仕
事
と
家
庭
を

両
立
し
う
る
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の

象
徴
と
し
て
男
性
の
育
児
休
業
が
位
置
づ
け
ら
れ
る

と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
雇
用
の
健
全
化
と
企
業
の
業
績
向
上
の

た
め
に
は
、
男
性
の
育
児
休
業
も
少
な
か
ら
ず
意
味

を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

育
児
は
イ
ベ
ン
ト
で
は
な
い

　

実
際
、育
児
休
業
を
取
っ
た
男
性
の
声
を
聞
く
と
、

「
社
会
勉
強
に
な
っ
た
」、「
自
分
も
人
間
と
し
て
成
長

し
た
」、「
家
事
や
育
児
の
大
変
さ
が
分
か
っ
た
」
な

ど
と
、
さ
も
い
い
体
験
を
し
た
か
の
よ
う
な
意
見
が

多
い
（
大
阪
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
）。
ま
た
、
そ

う
し
た
男
性
が
、
執
筆
や
講
演
な
ど
を
通
じ
て
育
児

経
験
を
語
る
機
会
も
増
え
て
い
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
悩
む
母
親

の
存
在
や
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
虐
待
な
ど
の

悲
し
い
事
件
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
す
べ
て

の
女
性
が
積
極
的
に
育
児
休
業
を
取
り
、
そ
れ
を
好

意
的
に
評
価
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。そ
れ
ゆ
え
、

育
児
休
業
を
取
っ
た
男
性
が
育
児
の
「
メ
リ
ッ
ト
」

の
み
を
強
調
す
る
広
告
塔
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
る

現
状
に
は
、
正
直
違
和
感
を
覚
え
る
。

　

本
来
、
女
性
の
社
会
進
出
と
男
性
の
家
庭
進
出
は

表
裏
一
体
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
女
性
の
社
会
進
出
に
焦
点
が
置
か
れ
て
き

た
た
め
に
、「
男
は
仕
事
、女
は
仕
事
と
家
庭
の
両
立
」

と
い
う
構
図
が
生
ま
れ
、
結
果
的
に
女
性
に
よ
り
多

く
の
負
荷
が
か
か
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
真
に
男
性
の
育
児
休
業
が
普
及
す
る
た

め
に
は
、
積
極
的
取
得
者
だ
け
で
な
く
、
や
む
を
得

ず
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
男
性
も
も
っ
と
増
え
て

し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
を
許
容
す
る

企
業
風
土
が
実
現
さ
れ
て
こ
そ
、
本
当
の
意
味
で
の

男
女
共
同
参
画
社
会
が
達
成
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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図１　男性の育児休業制度に対する考え

図２　実際の育児休業への考え
　　 （女性従業員）
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当然利用した方がよいと思う 

できれば利用した方がよいと思う 

利用しない方がよいと思う 

その他・無回答 

その他 
1.5%

無回答 
18.4%

自分のみ 
が休業 
50.9%

配偶者に任せて 
職場復帰する 
0.6%

自分と期間を 
分けて休業し 
てもらう 
28.6%


