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平
成
28
年
度
の
女
性
の
育
児
休

業
取
得
率
は
81
・
８
㌫
と
、
毎
年
増

加
し
て
い
ま
す
（
厚
生
労
働
省
『
平

成
28
年
度
雇
用
均
等
基
本
調
査
』）。

し
か
し
、
30
人
未
満
の
事
業
所
で

は
68
・
９
㌫
と
大
企
業
を
含
め
た

全
体
平
均
よ
り
も
10
ポ
イ
ン
ト
以

上
低
く
、
中
小
企
業
で
は
、
取
得
し

づ
ら
い
状
況
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
、
男
性
の
育
児
休
業
取
得

率
は
３
・
16
㌫
。
年
々
少
し
ず
つ

上
昇
し
、
過
去
最
高
と
な
っ
て
い

る
も
の
の
、
国
が
目
標
と
す
る

『
２
０
２
０
年
ま
で
に
13
㌫
』
に
は

ほ
ど
遠
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　
ま
た
、
育
児
休
業
の
取
得
日
数

も
５
割
以
上
の
男
性
が
５
日
未
満

に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。
父
親
に
な
っ

た
男
性
の
内
、
約
３
割
が
１
カ
月

以
上
の
育
児
休
業
を
取
り
た
い
意

向
を
持
っ
て
い
る
（
内
閣
府
『
平

成
27
年
度
調
査
少
子
化
社
会
に
関

す
る
国
際
意
識
調
査
報
告
書
）
こ

と
を
考
え
る
と
、
育
児
休
業
の
取

得
率
や
取
得
日
数
は
、
希
望
と
実

状
と
の
間
に
大
き
な
開
き
が
あ
り

ま
す
。

　
国
で
は
、
目
標
を
達
成
す
る
た

め
に
、
働
く
男
性
が
育
児
を
よ
り

積
極
的
に
す
る
こ
と
や
育
児
休
業

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
社
会
の
気
運
を
高
め
る
た
め

の
『
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』

を
推
進
。
先
進
的
な
取
り
組
み
を

普
及
し
、
企
業
や
上
司
の
意
識
改

革
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
男
性
が
育
児

休
業
を
取
得
し
な
か
っ
た
理
由
に

つ
い
て
は
、『
職
場
が
取
得
し
づ
ら

い
雰
囲
気
だ
か
ら
（
26
・
６
㌫
）』

が
最
も
多
く
、
次
に
『
会
社
の
制
度

が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
（
26
・
０
㌫
』

と
、
職
場
環
境
に
関
す
る
理
由
が

多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
（『
平
成

29
年
度
版
少
子
社
会
対
策
白
書
』）。

　『
家
事
や
育
児
は
、
男
女
が
と
も

に
協
力
し
て
行
う
も
の
』
と
い
う

意
識
を
誰
も
が
持
つ
こ
と
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
企
業
も
働
く
人
た

ち
の
仕
事
と
育
児
の
両
立
を
促
進

し
、
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い

職
場
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
一
人
一

人
の
意
識
改
革
を
。

〜
進
め
よ
う
　
男
性
の
育
児
休
業
取
得
を
〜

２
０
２
０
年
ま
で
に
13
㌫
？

● 

問
合
先
　
男
女
協
働
推
進
課

男
女
協
働
推
進
係（
☎
㉓
２
１
１
５
）

れ
て
お
り
、『
伊
万
里
・
有
田
・

横よ
こ

辺べ

田た

代
官
』
と
い
う
、
地
区
を

総
括
す
る
代
官
と
は
別
に
『
伊
万

里
心

こ
こ
ろ

遣
づ
か
い

役や
く

』
と
い
う
職
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
心
遣
役

に
は
代
官
宛
と
は
別
に
命
令
書

が
た
び
た
び
出
さ
れ
、
主
に
伊
万

里
津
の
管
理
や
治
安
維
持
に
関

す
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
近
世
に
入
っ
て
中
世
ま
で
と

は
異
な
る
地
域
の
支
配
・
管
理

体
制
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
以

上
に
伊
万
里
の
港
湾
と
し
て
の

重
要
性
は
増
し
、
管
理
体
制
も

ほ
か
に
比
べ
て
特
筆
す
べ
き
も

の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

伊
万
里
津
（
１
）

佐
賀
藩
内
で
最
も
重
要
な
『
津
』

● 

問
合
先
　
生
涯
学
習
課
文
化
財
係（
☎
㉓
３
１
８
６
）

郷

土

の

文

化

財

　
中
世
に
、
松
浦
党
の
支
配
下

に
あ
っ
た
伊
万
里
は
『
伊
万
里

浦
』
と
呼
ば
れ
、『
伊
万
里
津
』

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
近
世
の
初
め
（
安
土
桃
山
時

代
）
に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。

１
５
９
２
年
（
文
禄
元
年
）、
豊

臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
時
に
、
鍋

島
直
茂
の
軍
勢
は
伊
万
里
を
拠

点
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の

頃
に
は
既
に
『
伊
万
里
津
』
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
伊
万
里
津
は
遠
浅
で
干
潮
時

に
は
船
が
入
れ
な
く
な
る
た
め
、

必
ず
し
も
港
と
し
て
優
れ
て
い

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
も
佐
賀
藩
の
他
の
津(

港)

に
比
べ
、
飛
び
ぬ
け
て
重
要
な

交
易
拠
点
で
あ
る
こ
と
が
公
文

書
に
残
さ
れ
て
い
た
運う

ん

上
じ
ょ
う

銀ぎ
ん

高だ
か

か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
佐
賀
藩
に
と
っ
て
伊
万
里
津

が
重
要
な
場
所
で
あ
る
こ
と
は
、

役
人
の
配
置
の
し
か
た
に
も
表

　
伊
万
里
湾
の
歴
史
シ
リ
ー
ズ
⑤

↑現在の船屋町
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