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不
安
も
喜
び
も
夫
婦
と
も
に

家
族
の
絆
を
深
め
る
貴
重
な
経
験

　
２
０
２
２
年
４
月
か
ら
改
正
育

児
・
介
護
休
業
法
が
段
階
的
に
施

行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
男
性
の

育
児
休
業
が
取
得
し
や
す
く
な
る

そ
う
で
す
。

　
本
日
は
西
東
京
市
に
本
社
が
あ

り
、
現
在
私
が
勤
め
て
い
る
シ
チ

ズ
ン
時
計
の
育
児
関
係
の
制
度
紹

介
と
私
が
育
休
を
取
得
し
た
と
き

の
実
体
験
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
後
、
取
得
を
考
え
て
い
る
方
の

参
考
に
な
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
ま
ず
、
シ
チ
ズ
ン
時
計
の
制
度

で
す
が
慶
弔
休
暇
が
出
産
か
ら
１

カ
月
以
内
に
最
大
６
日
取
得
で
き
、

役
所
の
手
続
き
な
ど
で
自
由
に
使

え
ま
す
。
ま
た
育
児
の
た
め
に
子

ど
も
が
２
歳
に
な
る
ま
で
休
職
で

き
、
小
学
校
６
年
生
ま
で
時
短
勤

務
、
時
差
勤
務
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ

ム
勤
務
な
ど
の
制
度
が
利
用
で
き

ま
す
。
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
勤
務
制

度
は
育
児
の
た
め
の
制
度
の
ほ
か
、

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
観
点
で

ほ
ぼ
全
社
で
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
小
学
校
６
年
生
ま
で
に
限
ら

ず
利
用
し
て
い
る
の
が
実
態
で
す
。

　
先
日
、
人
事
部
に
話
を
聞
い
た

と
こ
ろ
、
男
性
で
育
休
を
取
得
し

て
い
る
方
は
２
割
弱
で
し
た
。

　
そ
し
て
私
の
育
休
で
す
が
、
最

初
は
妻
が
里
帰
り
出
産
を
考
え
て

い
た
も
の
の
、
出
産
の
タ
イ
ミ
ン
グ

が
義
母
の
手
術
と
重
な
り
そ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
情
と
、

私
の
母
が
す
で
に
他
界
し
て
お
り

父
も
高
齢
だ
っ
た
た
め
検
討
し
は
じ

め
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。

　
検
討
し
て
い
く
中
で
産
後
ケ
ア

の
大
事
さ
を
知
っ
た
と
き
に
育
児

と
仕
事
の
両
立
を
模
索
す
る
の
で

は
な
く
、
制
度
を
利
用
さ
せ
て
も

ら
っ
て
短
期
間
で
す
が
育
児
に
専
念

す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。
制
度

と
し
て
の
休
職
期
間
は
３
週
間
で
、

そ
れ
に
育
休
前
に
慶
弔
休
暇
を
６

日
間
、
育
休
後
に
有
給
休
暇
を
１

週
間
つ
け
て
合
計
５
週
間
と
い
う

パ
タ
ー
ン
で
し
た
。

　
職
場
に
報
告
す
る
と
、
普
通
に

「
お
め
で
と
う
。
が
ん
ば
っ
て
ね
。」

と
い
う
反
応
を
し
て
も
ら
え
ま
し

た
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
の

前
に
取
得
を
し
た
人
が
い
て
職
場

の
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
育
児
だ
け

に
限
ら
ず
介
護
や
闘
病
な
ど
、
長

い
社
会
人
人
生
の
中
で
は
仕
事
に

100
％
専
念
で
き
な
い
時
期
は
ど
う

し
て
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
時

に
助
け
合
え
る
職
場
に
な
っ
て
い
た

こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
仕
事
に
つ
い
て
は
、
上
司
や
同
僚

に
相
談
し
て
前
倒
し
す
る
仕
事
と

復
職
後
に
ま
わ
せ
る
仕
事
、
休
職

期
間
に
進
め
て
も
ら
う
仕
事
を
分

け
て
お
願
い
し
、
比
較
的
ス
ム
ー

ズ
に
休
職
に
入
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し
生
活
に
関
し
て
は
、
病

院
で
お
む
つ
の
替
え
方
や
沐
浴
の
仕

方
な
ど
を
レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
頂
い
た

後
に
す
ぐ
に
母
子
が
退
院
と
な
り
、

経
験
不
足
で
不
安
い
っ
ぱ
い
な
ス

タ
ー
ト
に
な
り
ま
し
た
。

　
す
ぐ
に
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う

新
生
児
の
貴
重
な
反
応
を
た
く
さ

ん
見
ら
れ
た
の
は
幸
せ
で
し
た
が
、

同
じ
時
期
に
不
安
な
気
持
ち
を
妻

と
共
有
で
き
た
の
も
良
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。

　
そ
し
て
復
職
後
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス

タ
イ
ム
勤
務
制
度
を
有
効
活
用
さ

せ
て
も
ら
っ
て
、
し
ば
ら
く
は
朝
早

く
か
ら
仕
事
を
し
て
明
る
い
う
ち

に
帰
宅
、
夕
方
か
ら
夜
ま
で
は
私

の
育
児
担
当
時
間
と
い
う
生
活
で
、

子
ど
も
の
生
活
リ
ズ
ム
が
整
っ
て
き

た
た
め
半
年
も
し
な
い
う
ち
に
普

通
の
働
き
方
に
戻
り
ま
し
た
。

　
仕
事
に
つ
い
て
も
家
庭
に
つ
い
て

も
多
く
の
方
や
国
・
会
社
の
制
度

に
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の

を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。
私
も
サ

ポ
ー
ト
す
る
側
に
な
っ
た
と
き
は
快

く
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

男
性
が
育
児
休
業
を
取
得
す
る

メ
リ
ッ
ト
と
は
？

  　

 

育
児
経
験
は
仕
事
に
役
立
つ

　
男
性
も
育
児
を
す
る
こ
と
で
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
層
が
求
め
て
い
る
ニ
ー
ズ
や
気
持
ち

を
身
を
持
っ
て
知
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

経
験
が
仕
事
を
す
る
上
で
大
き
な
プ
ラ
ス

に
な
り
ま
す
。

　
特
に
、
生
命
保
険
会
社
や
住
宅
、
教

育
、
飲
食
産
業
な
ど
の
業
種
で
は
、
顧
客

満
足
度
を
高
め
る
力
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
　
産
後
の
妻
の
心
と
身
体
の

　  

ケ
ア
が
で
き
る

　
産
後
の
育
児
の
ス
ト
レ
ス
や
睡
眠
不
足

は
心
身
と
も
に
不
安
定
に
な
り
や
す
く
、

女
性
に
と
っ
て“
ワ
ン
オ
ペ
育
児
”ほ
ど
過
酷

な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
夫
が
妻
の「
疲
れ

の
サ
イ
ン
」に
す
ぐ
に
気
づ
き
、
ケ
ア
す
る

こ
と
で
、
チ
ー
ム“
家
族
”を
最
強
に
し
て

い
き
ま
し
ょ
う
！

　
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
ら
積
極
的
に
育
児

休
業
を
取
得
し
、
育
児
に
か
か
わ
り
た
い

と
い
う
男
性
新
入
社
員
が
増
加
し
て
い
ま

す
。
子
育
て
・
育
児
に
関
心
や
意
欲
の
あ

る
男
性
が
大
幅
に
増
え
つ
つ
あ
る
の
が
現

状
で
す
。

　
就
職
活
動
で
は
ま
ず
、
男
子
学
生
が
企

業
の
育
児
休
業
制
度
の
有
無
を
チ
ェッ
ク

す
る
と
い
う
時
代
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
や
っ

て
き
て
い
ま
す
。
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会社で育児休業制度が整備されていなかったから

職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、
または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから

収入を減らしたくなかったから

休業取得によって、仕事がなくなったり、
契約終了（解雇）の心配があったから

残業が多い等、業務が繁忙であったから

休業から復職する際に、仕事や職場の変化に対応できないと思ったから

自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから

昇給や昇格など、今後のキャリア形成に悪影響がありそうだと思ったから

配偶者や家族から育児休業の取得に対して
後押しがなかったから、または反対があったから

家族や保育所などの保育サービス等自分以外に育児の担い手がいたから

育児休業を取得しなくても育児参加しやすい働き方や職場環境だったから

育児休業は男性ではなく女性が取得するものだと思っていたから

その他

わからない

※上図の就労形態は末子妊娠判明当時のもの
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 図②　  育児休業制度を利用しなかった理由 （複数回答）   男性正社員(N=769)   
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業 ：労働者調査結果の概要

 　
わ
が
子
と
た
っ
ぷ
り

 　
触
れ
合
う
時
間
が
取
れ
る

　
生
ま
れ
て
間
も
な
い
わ
が
子
の
世
話
は

昼
夜
を
問
わ
ず
大
変
で
す
。
育
児
休
業
の

間
は
子
ど
も
と
触
れ
合
う
時
間
が
増
え
、

泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
子
ど
も
の
成
長

を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
男
性

に
と
っ
て
の
育
児
が
、
従
来
の「
妻
を
サ

ポ
ー
ト
」か
ら「
育
児
の
当
事
者
」に
変
化

し
、
家
族
の
絆
が
深
ま
り
ま
す
。

　　
　
男
女
と
も
に
仕
事
と

　  

育
児
の
両
立
が
で
き
る

　
働
く
女
性
の
約
５
割
が
出
産
・
育
児
を

機
に
退
職
す
る
と
い
わ
れ
る
現
在
。
男
性

の
育
児
休
業
取
得
が
進
み
、
女
性
の
育
児

負
担
が
減
る
こ
と
で
、
仕
事
と
育
児
は
両

立
で
き
る
と
の
意
識
が
社
会
的
に
も
高
ま

り
、
働
き
方
改
革
が
急
速
に
進
展
し
て
い

き
ま
す
。

　
な
お
、
夫
の
家
事･

育
児
に
割
く
時
間

が
長
い
ほ
ど
、
妻
の
継
続
就
業
割
合
が
高

く
、
ま
た
第
二
子
以
降
の
出
生
割
合
も
高

い
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま

す（
厚
生
労
働
省「
21
世
紀
成
年
者
縦
断

調
査
」）。
男
性
の
育
児
休
業
取
得
は
、
家

庭
の
経
済
的
な
安
定
を
得
る
こ
と
も
で

き
、
少
子
化
対
策
に
も
有
効
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
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