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男性も育児参加できる  

ワーク・ライフ・バランス企業へ  
（仮題）   



＊＊＊それは、社長のひとことから始まった＊＊＊   

その企業は残業もあるごく普通のメーカーでした。平成3年に社長の発案で週1日のノ  

ー残業デーを始めました。はじめはなかなか守られませんでしたが、定時退社の実現にこ  

だわる社長は何回も繰り返し指示をし、管理職が職場を巡回したり、強制的に消灯する取  

組を始めました。定時に帰るため、会社をあげて仕事への集中度を高め、段取りを工夫し  

ました。仕事を効率化し、無駄な仕事はやめました。取引先にも事情を説明し、理解を求  

めました。ノー残業デーはだんだん増え、平成15年から毎日がノー残業デーになりまし  

た。残業代も不要になりました。  

この企業はこの19年間連続で増収増益を続けています。   

この企業では、男性の育児参加を進めるための特別な取組は何もしていません。残業が  

ないので、従業員は、男性も女性も、退社後の時間に子育てでも勉強でも介護でもやりた  

いこと、やらなければならないことができます。  

＊ ＊ ＊ ＊ ＊   

ある企業で、第1回の女性リーダー研修を実施したときのことです。研修もヤマ場を迎  

えたある日、研修事務局のMさんは、参加者の女性社員Aさんから、子どもの幼稚園の入  

園式なのでどうしても休みたいとの連絡を受けました。Aさんは社内結婚で夫も社員なの  

です。Mさんは「ご主人に代わってもらえないのですか？」とAさんに聞きましたが、A  

さんは、「一応夫に言ってみたけれども、妻が会社に行くために自分が仕事を休むのは耐え  

られないと言われた」と言うのです。   

Mさんは考えました。その日一日だけのことなのに、しかもAさんにとっては非常に大  

切なステップの日なのに、譲れないほど男性のワーク・ライフ・バランス感覚というのは  

男中心なのか。女性の活躍支援を本気で進めようと思ったら、男性の考え方を変えないと  

大きな障害になる。前に進もうとする女性社員のスカートを踏んでいるのが自社の男性社  

員なら、それを変えるために会社として何かできることがあるのではないか。   
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1男性の育児参加とワーーク・ライ■フ・バランスの推進   

男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会では、男性の育児参加を切  
り口として広く働く人のワーク・ライフ・バランスを考え、企業経営の視点からその推進  

のための提言をまとめました。   

男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会がもっとも重要と考えてい  

るのは以下の3点です。  

（仕事も家庭も大切にしたいという、男性の声）   

共働きの増加や若い世代の意識の変化を背景に、仕事も家庭も大切にしたいという男性  

の声は確実に増えています。企業が進める仕事と育児の両立支援においても、働き続ける  

女性の支援の観点だけでなく、男性の両立支援の視点も欠かせなくなってきました。  

（子育て中の両立から、みんなのワーク・ライフ・バランスへ）   

男性が仕事と育児を両立できる職場とは、つまるところ、従業員全体のワーク・ライフ・  

バランスが実現されている職場です。   

冒頭の企業の男性従業員は、「残業がないので、子どもがいてもいなくてもみんな早く帰  

る。だから結果的に子どもと一緒にすごす時間がある。育児中の人だけお先に、というの  

では帰りにくい。」と語っています。   

育児、介護、健康、学習、地域活動など生活全般と両立できる働き方ができ、子育て層  

だけでなく従業員全体がワーク・ライフ・バランスを享受できれば、育児との両立もしや  

すくなります。  

（ワーク・ライフ・バランスは従業員と企業の双方にメリットをもたらす）   

ワーク・ライフ・バランスは、働く人の生活を充実させるとともに、優秀な従業員の確  

保定着、意欲の向上が生産性向上につながるなど企業にもメリットをもたらします。   

また、生活と両立しやすい働き方を可能にすることで、女性や高齢者を含め、多様な価  

値観や生活経験をもった人材を活用することが可能になり、企業の力を高めます。  

☆ ☆ ☆   

なお、提言にあたっての重要な視点として、男性が育児参加できるワーク・ライフ・バ  

ランス推進協議会は以下の点を明らかにしておきたいと考えます。  

（労働者のライフスタイル選択と企業の関わり）  

夫婦で育児や介護をどう分担するかは、労働者個人の選択であり、企業が介入すること   



ではありません。   

一方で、かりに男性労働者が夫婦で育児を分担できる働き方がしたいと希望しても、職  

場の制度や雰囲気のためにそれができず、結果として、夫は仕事に専念し、育児は妻が担  

うというような特定のライフスタイルをとらざるをえないとすれば問題です。   

このようなことがあるとすれは、企業としては、従業員が特定のライフスタイルをとら  

ざるを得ないということのないよう、制度の整備や職場風土づくりをしていく必要がある  

のではないでしょうか。  

（職場間、企業間の育児支援のバランス）   

男性が育児参加できず、両立支援の利用者のほとんどが女性という現状のままだと、企  

業の中で、女性の多い部署に休業者が集中するなど部署間の育児支援のアンバランスが生  

じます。   

同じことは、女性従業員の多い企業と男性従業員の多い企業の間でも起こります。「ウチ  

は女性社員が多いから育児休業や両立支援は相当やっている。仕事のやりくりはそれなり  

に大変だ。ウチの女性社員の夫はなんで育児休業を取らないんだ？」と言う経営者もいま  

す。夫の勤め先で男性が育児参加できないことが、職場間や企業間の育児支援のアンバラ  

ンスを生み出す原因となっていることに留意する必要があります。  

（男性の育児参加の多様性）   

働く男性の育児参加は、育児休業だけではありません。また、共働き家庭にも限られま  

せん。子どもをお風呂に入れるために早めに退社する、子どもの看病や妻の体調不良のた  

めに休む、保育所への迎えのために夫婦交替で定時に退社する、在宅勤務や短時間勤務を  

利用する、妻の出産時に数日の休暇をとる、短期・長期の育児休業を利用するなど、さま  

ざまなパターンがあります。   

男性従業員のニーズに応じ、休業だけでなく、多様な育児参加が可能なワーク・ライフ・  

バランスを推進することが望ましいといえるでしょう。  

☆ ☆ ☆   

男性が育児参加できる働き方を実現することは、企業にとってなぜ必要なのでしょうか。  

また、どのような経営上のメリットがあるのでしょうか。   

男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会では、実際に男性の育児参  

加のニーズに応える取組を行っている企業の人事担当者、育児参加している男性、その上  

司に当たる管理職へのインタビューをもとに整理してみました。  

2   



2 男性が育児参加できる働き方の必要性とそのメリット  

（1） 企業にとっての必要性  

① 従業員のニーズへの対応   

子育て世代の男性の多くが、仕事も家庭も同じように大切にしたいと希望しています。また、  

夫が雇用者の世帯をみると、共働き世帯は年々増加しており、平成9年以降は共働き世帯数が専  

業主婦世帯数を上回るようになっています。しかしながら、企業の中には、「夫は仕事、．妻は家事」  

と分担していた時代の考え方や働き方が根強く残っており、子育て世代の意識やライフスタイル  

とのギャップが生じているのではないでしょうカ㌔企業を支える子育て世代が意欲をもって働け  

るようにするためには、そのニーズや意識の変化に対応していく必要があります。   

育児に参加したいという男性は若い人ほど増えてきており、うまく仕事と家庭生活、育児  

とのバランスを取れるような仕組み、風土がないと社員にストレスがたまるし、働きがい、  

やりがいも感じられなくなってしまうのではないかと懸念しています。社員の意識の変化に  

対応するためには育児参加できる働き方を推進しなくてはいけないと考えています。（人事担  

当者）  

父親も、家事や育児を仕事と同等かそれ以上lこ優先させたいと希望じている玖現戴こ聞士事を優先しノこいる。  

父親の子育ての優先度  
（n＝1，765）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

●仕事等自分の活動に専念  □どちらかと言えば仕事等が優先  

口仕事等と家事・育児を同等に重視  ロどちらかと言えば家事■育児が優先  

虹家事や育児に専念  田無回答  

資料出所：UFJ総合研究所「子育て支援策等に関する調査研究報告書」（平成15年）  

調査対象：未就学児を持つ父親  
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子どものいる女性対動音の多くlよ刃こ対して子育てに時間をがナロまulという希望を持っている，  

夫の働き方についての希望  

0％  20％  40％  60％  拍％   100％  

女性労働者・子どもあり  

（n＝374）  

ロ①仕事優先  ロ②仕事も子育ても  

田③子育て優先  国④仕事をしない  

■⑤子どもを持つ予定はない 口⑥無回答  

資料出所：こども未来財団「平成16年度中小企業の子育て支援に関する調査宰陪劃  

調査対象：従業員数300人未満の中小企業の従業員  

共働き世帯は年々僧如し平成9年以降は共働き鵬帯数を上回ってい急  

共働き等世帯数の推移  

（万世帯）   
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60  平成2  7  12  17  

（年）  

昭和 55  

備考1．．昭和55年から平成13年は総務省「労働力調査特別調査」（各年2月、ただし、昭和55年から昭和57年は各  

年3月）、14年以降は「労働力調査（詳細結勅」（年平嘲より作晩  

2．イ男性雇用者と無業の牽からなる世帯」とは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全  

失業者）の世紀  

3‥「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯⊃  
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② 多様な人材の活用 一 特に女性の活躍に向けて   

厳しい競争環境の中で企業の力を高めていく上で、性別、年齢、価値観、個性の異なる多様な  

人材の能力を活用することが不可欠となっています。   

近年、こうした観点から女性の活躍を推進する企業が増えていますが、女性だけに育児が集中  

する環境は女性の能力発揮の阻害要因の一つになっています。女性の活躍を進めようとすれば、  

女性の両立支援だけでなく、夫婦で子育てできる働き方が必要です。   

さらに、育児に参加する男性が増え、その働き方が変われば、「育児は女性のもの」という風土  

も変わり、仕事と育児を両立しながら働いている女性にとっても働きやすい職場になります。   

また、男女を問わず、「仕事人間」だけでなく、生活者の視点や経験をもつ人材を活用していく  

上でも、生活とバランスのとれる働き方が重要なのではないでしょうか。   

異なる個性がぶつかり合うところからイノベーションが生まれるという面から、多様性が  

非常に重要だと思います。多様性のある組織づくりのために、勤務の柔軟化や両立支援をし  

ていかなければならないと考えています。（人事担当者）   

子どもができたときに、仕事を志向するのか、家庭を志向するのかというのは、色々な考  

え方があると思いますが、多様な考え方に対して、会社が対応できる引き出しを持っている  

ということを望みます。（労働者）   

女性だけでなく、男性も育児に参加をして家庭を大事にするようになると、男性も仕事を  

凝縮して生産性をあげるという風土になり、女性ももっと活躍できるようになります。（人事  

担当者）  

③ 生活時間と仕事時間のバランスの実現   

子育て世代である30歳代男性の4人に1人が週60時間以上働いています。このような働き方  

は持続可能なものなのでしょうか？   

働きすぎによる疲労や意欲の低下、心身の健康状態の悪化は、企業にとって深刻な損失となり  

ます。また、夫が家庭を顧みることができず、妻が育児ノイローゼなど家事育児負担で心身の健  

康を損ねれば、夫は安心して仕事に向かうことができず、仕事に支障をきたすことにもなりかね  

ません。   

従業員が、健康で意欲をもって仕事に取り組めるようにするためには、まず、生活時間と仕事  
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時間のバランスを取れるようにすることが不可欠でしょう。   

従業員がそれぞれのライフステージに応じて、最大限の実力を発揮しうる制度を作ってい  

くべきだと思います。そういった面でワーク・ライフ・バランスの支援をしていくことも重  

要だと思っています。（人事担当者ト  

④ csR（企業の社会的責任）の遂行   

女性の活用やワーク・ライフ・バランスの推進をCSR（Coq）OrateSocialRe印Ondbility：企  

業の社会的責任）として位置付け、従業員の多様性を尊重し、安心しで快適に働ける職場づくり  

に取り組む企業が増加しています。   

企業は本来の企業活動だけではなく、社会的公正や環境問題への取組などの側面も含めて評価  

されるようになってきており、投資家、顧客、従業員等のステークホルダー（利害脚系者）から  

の信頼を得るためにも、こうした取組が求められます。   

ある程度の規模の会社が、きちんとビジネスをして二社会の中で認知されようとすれば、  

人に優しい、誰でも無理なく働けるような働き方を考えていかなければなりません。かつて  

のように、働けるだけ働いて家庭のことは顧みないでいいという考え方は、社会的にも認め  

られなくなっているのではないかと思います。（人事担当者）  

子育て世代男性の4人に1人は、労働時間が週60時間以上となっている，  

年齢階級別遇60時間以上就業の雇用者の割合（男性）  

15－19 20－24 25－29 30－34 35－39 40－44 45－49 50－54 55－59 60－64 65－  

（歳）  

－▲－1994年 1ト・・1999年◆2004年  

注）休業者を除く従業者総数に占める害恰  

資料出所：厚生労働省「平成17年版労働経済の分析」  
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妻の育児不封よ夫の仕事へも影響を与える場合がある。  

妻の育児不安の仕事への影響  

（妻が育児ストレス・不安、育児ノイローゼ、産後うつではないかと  
思ったことがあると回答した雇用者男性）（複数回答）（N＝993）  

職場で妻や子供のことが心配になったことがある   

精神的・肉体的に疲れて仕手の能率が落ちたことがある  

遅刻・早退や欠勤をしたことがある  

その他  

影響したことはない  

0   10  20  30  40  50  
（紆  

資料出所：日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査幸楓（平成15年）  

調査対象：就学前の子どもがいる雇用者男性   

日本人男性の家事・育児澗よヨ聞こ短しt  

6歳未満児のいる男女の1日あたりの育児、家事関連時日（週全体）  

間、分）  女  性  吼分）  

0：001：00 2：00 3ニ00 4：00 5：00 6：00 7：00 8．00 9：00  

男  性   

0：00 1：00  2：00  3：00  4：00  

日 本  
（2001）  

アメリカ  
（2003）  

イギリス  
（2000－2001）  

フランス  
（1998－1999）  

ドイツ  
（2001－2002）   

スウェーデン（2000－  

200り  

ノルウェー  
（2（l00－200り  

日 本   
（2001）   

アメリカ   
（2003）   

イギリス  
（2000－200り  

フランス  
（＝柑8－199g）   

ドイツ  

（2001－2002）   

スウェーデン  

（2000－2001）   

ノルウェー  

（2000－2001）  

田うち育児口家事関連時間全体  ロうち育児口家事関連時間全体  

（注）各国調査で行われた調査から、家事隈妙寺間（日本：「家軋、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計、アメリカ：“Hous血dd  
activities”，‘Purbha血Igg∝血andservices”，“Caringfor弧dhebinghou㌍hddmembrs”，“Caringfor弧dllebing  
non－househddmemt泊rS”の合計、欧州：“IhmesticⅥもrk”）と、その中の育児（（孤ildcare）の時間を比較した。   

資料出所：EurDStat“HowEumpeanSSpendTheirTime－EverydayLi飴ofⅥもmenandMen”C2004）、BureauofLabr  
StatisticsoftheU．S，‘hricanTime・UseSun7eySummaXy”（2004）、総務省「社会生活基本調査」（平成13年）  
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（2） 企業にとってのメリット  

① 優秀な人材の確保・定着  

優秀な人材の確保、定着は、企業の成長にとって不可欠です。   

労働者が希望するライフスタイルを実現できる環境を提供することは、賃金やキャリアアップ  

と並んで、優秀な人材を惹きつける、もう一つの「報酬」となります。   

若い世代では、女性も男性も、育児だけでなく広い意味でのワーク・ライフ・バランスを  

取れる会社に入りたい、出世よりもそれを優先するという人が多いと聞いているので、優秀  

な人材を確保するときの一つのメリットと考えています。（人事担当者）   

人事戦略の中で、社員の満足度を上げることが、顧客の満足度の向上やビジネスの最大化  

につながる、魅力ある会社であることが、人材をひきつけ、能力を開発し、保持できると位  

置づけています。（人事担当者）   

会社が事業所内に保育所を作り、上司が定時に仕事を切り上げて帰ることを認めてくれて  

いるので、仕事を続けることができました。保育所もなく上司の理解もなければ、妻が仕事  

をやめて育児に専念するか、自分が転職するしかありませんでした。（労働者）  

② 従業員の意欲の向上、生産性の向上   

育児参加している男性へのインタビューからは、子育て可能な職場環境に満足感を持って働い  

ていることがうかがわれます。   

また、インタビューをした従業員や管理職からは、休業をした従業員が、休業中のブランクを  

補うようにきちんと働き、評価を得ている例や、育児の時間を確保するためメリハリのある働き  

方をし、今まで以上に質の高い仕事をしているという例が紹介されました。   

育児参加で、仕事から離れる時間を持っことは、新たな視点を持ち、商品開発に活かすことが  

できるなど、労働者の発想を豊かにし、創造性を高めることにも寄与するという意見もありまし  

た。   

育児のために業務量の軽減を許していただいているので、何とか会社に貢献したい。時間  

で貢献できないので、知恵を出してどうやったら貢献できるかということを考えていますも  

（労傲者）  

部下の男性が短時間勤務にして育児のための時間を取って一番よかったことは、限られた  
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時間で質の高い仕事をし、生産性が上がったことで・れ（管理職）   

ft事のことを四六時中考えていると、メンタルヘルス上の問題がおきると思いますし、発  

想も豊かになりません。最終消費者の声を聞くよりも、技術的に優れたものを作れば売れる  

と思っている人が多いのですが、自分の生活でこんなものがあればいいなと思うことを研究  

開発に活かすようなサイクルを作らなければだめだと思っています。そういう意味でもワー  

ク・ライフ・バランスは大事だと思います。（人事担当者）  

両立支援の取組に対する企業の考え  

優秀な人材確保のために  
必要である  

従業員の労働意欲向上に  
寄与する  

仕事の進め方をエ夫することになり  
業務効率が向上する  

0％  109も   209も  309も  409i  50％  60％   709乙  80ワも  ！）09ら 1009も  

■どちらかといえばそう思う  口どちらかとともいえない  

田無回答  

□そう思う  

ロどちらかといえばそう思わない■そう思わない  

資料出所：ニッセイ基礎研究所「仕事と生活の両立支援策と企業業績に関する調査」（平成17年）  

③ 仕事の内容や進め方の見直し、効率化   

日常的に育児に参加している男性は、今までの仕事のやり方を見直し、層計画的に効率よく  

仕事をするようになったと語っています。限られた時間で効率よく働き、きちんと成果を出すモ  

デルができることは、職場全体に良い影響を及ぼします。   

職場単位でみると、休業や短時間勤務は、業務配分方法の見直し、業務や情報の共有化など仕  

事の進め方を見直し、効率化するきっかけになります。長期出張、育児休業以外の長期休暇など  

のへの対応や、病気による休業など不測の事態への対応を考えれば、業務の共有化などの条件整  

備は、育児休業等の有無にかかわらす望ましいといえるでしょう。  
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育児の場合、子どもの生活時間にあわせてどのように家事等を効率的にするかということ  

を必死に考えなくてはなりません。同じように、職場でも24時間は無尽蔵にあるのではな  

く、時間内に自分に与えられた任務を遂行しなければならないという意識が男性の中に浸透  

してくるのは、非常にメリットのあることと思います。（人事担当者）   

先の見込みを立てながら、効率よく優先順位を立てて働ける人が増えれば増えるほど、会  

社は機動的な組織になるのではないかと思います。（人事担当者）  

「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  k764）  

仕事の進め方について職場内で見直すきっかけになった  

両立支援策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   

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  

会社や聴場に対する各人の愛着や借頬が深くなった  

休業中の子育ての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  

特に影響・効果はなかった  

無回答  

0   5  10  15  20  25  30  35  40  45  
（％）   

資料出所：内閣府「管理者を対象とした両立支援策に関する意識調査」（平成17年）  

調査対象：企業（従業員規模100人～測0人：1000社、卸0人超：3000柑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  

（3） 男性労働者や家族にとってのメリット   

育児参加をした男性は、育児を楽しむことで仕事にも意欲的になった、育児や家事を通じて新  

たなマネジメントカ・リスク管理が身に付いた、仕事∵辺倒になっていた心身をリフレッシュで  

きた、これから育児を経験する部下に適切なアドバイスができる、夫婦の理解を深める機会とな  

った、等のメリットがあったことを指摘しています。  
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家事も育児も、マネジメントをきちんとしないと1日が回りません。子どもといると何が  

おきるか予測できないので、突然のリスクにどう対処するかという感覚も学びました。計画  

的に時間内に収めるという感覚やリスク対処感覚は、職場に戻ったときに役立つという、新  

たな発見がありました。（労働者）   

仕事から一度身を引いてみるというのは、とても良い経験になると思います。仕事を離れ  

て育児をするという機会を得て、違う視点でものを見るというチャンスはすごく大きいと思  

います。（労働者）   

部下が育児参加しようとするとき、経験を踏まえて、ここまでならやれるといったアド  

バイスができるし、仕事の与え方、人事評価など色々な配慮ができると思いまrL（労働者）   

育児を妻任せにしておくのではなく、立場を入れ替えてみることで、お互いの問題や意  

識を共有できるのではないか、せっかく家族でいるのだからお互いをちやんと理解しあい  

たいという思いもありました。（労働者）   

夫が育児や家事を分担することで、子育てで忙しい妻の心と身体に余裕ができます。仕事を持  

つ妻であれば、働き続ける上で夫の育児分担は欠かせません。   

また、父親が子どもと触れ合う時間が増えることで、家族の絆が深まります。  

1日中つきっきりで子どもの面倒をみるのではなく、夫が毎日定時に帰ってきて、風呂に  

入れてくれるなど一息つける時間があるのは助かると妻は言っています。（労傲者）   

妻は、出産によって仕事ができず、技術的な腕が落ちてしまうと悩んでいましたので、妻  

の職場復帰がスムーズに進むと考えて、自分が育児休業を取得しました。（労働者）   

子どもと触れ合う時間が多くなれば、将来子どもが大きくなったときも、コミュニケーシ  

ョンが取れて、いい家庭ができるのではないかと思います。（労働者）  
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萱 男性力領堰参加できる働き方を可能とする取組  

男性の育児参加が可能となっているような企業、職場では、どのような取組をしているのでしょ  

うか。育児参加のあり方は多様ですが、基本になる考え方や取組のポイントは共通ですニ  

（1） 企業理念・企業風土  

男性が育児にかかわることができるような企業に共通しているのは、従業員一人ひとりの仕事  

と生活のバランスを大事にすることを企業理念とし、そのような企業風土づくりに努力している  

ことで－れ  

「風土が変わった」と第一線の従業員が感じるような取組をしている企業には、取組を始めるき  

つかけとなる「大きなできごと」や「隠れたストーリー」がありました。   

合併して新会社となったときに、今までの「結婚・出産退職を当たり前」とする社風を見  

直し、創業の精神の中に、男女の性別を超えて、社員の様々な価値観を受け入れ、働き続け  

られる企業を目指すことを盛り込みました。（人事担当者）   

社員の意識調査をしたところ、働き方や処遇などについて特に女件の満足度が低かったた  

め、女性にヒアリングを行い、活性化プロジェクトを立ち上げ、男女にかかわらず働き方全  

体を変えていかなければならないと、取組を始めました。（人事担当者）   

市場競争が激化したため、従来の男性中心の企業風土では新しい発想による新規事業展開  

が進まないと考え、女性の登用に取り組み始めました。その中で、意欲のある社内共働きの  

女性の活躍を阻んでいるのは社員である夫であり、男性社員の意識や働き方を変えていくこ  

とが重要であると気づきました。（人事担当者）  

（2）トップの姿勢や取組   

企業トップが、ワーク・ライフ・バランスを経営戦略の中に位置付け、取り組む姿勢を明確に  

示すことにより、組織全体の意識変革が促されます。トップの考え方を役員、管理職、現場労働  

者へと浸透させていくための仕組みを工夫している企業もあります。   

また、トップ自らがワーク・ライフ・バランスを実践することで、企業全体に真剣さが伝わり  

ます。  
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トップが「男性・女性にかかわらずワーク・ライフ・バランスの概念に基づく企業風土  

を作っていきたい」というメッセージを発信しており、その推進母体として副社長を委員  

長とする委員会を作りました。これは会社全体の意思なのだということを、経営陣にも確  

認してもらい、全社的に流していくシステムです。そのアクションプランの中に「男性が  

普通に育児参加、育児休業を取得できる風土づくりをめざす」を掲げています。－：人事担当  

者）  

トップが「多様な人材の活用を進めていくことが価値を提供する、経営戦略である」とい  

う位置づけをしていま－れ また、自らは、猛烈に働きながら、家庭を大事にするという働  

き方を実践しています。（人事担当者）  

（3） 管理職や従業員の意識改革   

いくら制度が整っていても、「使える制度」になるかどうかは、現場の管理職や従業員の意識に  

かかっています。  

ノ▲，ノノ′、ノ 〉 ノ′、一／、／＼ 

ノ㌧∴／∵ノ∵ ■、∴＼〉′ノ′＼∴〉′・，〈＼ノ1｝  

自分の部下の男性が育児のために休みたいと言ったら・・・  

「どうして君が育児をするの？」  

「君の奥さん、働いてたんだっiナ？」  

「仕事を休むと、出世にひびくよ。」  

「周囲に迷惑をかけることが分からないのカ㌔」   

へ／ヽ ノノ）′ノ1v▲ノヽノ‾／ 、′ノ ／∵／∵／㌧／㌧ノ㌧／㌧ノ＼′∨■ ′．／＼／∴ノ＼ノ、′〉ハ、ノ■＼√㌧／㌧ ／＼／∴．∧／＼ 

育児参加している男性の多くが「上司に恵まれた」と述べています。男性の育児参加のポイン  

トは、管理職にあると言えます。  

職場の上司の考え方によって、休みをきちんと取って育児に関わるかどうかが変わります。  

上司が自ら年次有給休暇を取ることにより、部下も休みやすくなるので、上司が変わらない  

と難しいと思います。（管理職）   

育児休業を申し出たときに、上司が躊曙せず、「いいよ」と言ってくれ、取得しやすいよう  

に調整してくれたのが大きかったです。（労働者）  
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職場の上司が非常に重要だと思います。休んでも帰ってくる場所があるとか、待っている  

という期待感を伝えるような雰囲気をつくることが重要だと思います。（労働者）   

現場の管理職の中には、「話は分かるが、夜中まで働いているような現状で、ワーク・ライフ・  

バランスだといって休みを取ったら会社はどうなるのだ」と思っている人も多いのではないでし  

ょうか。   

管理職の意識を変えるため、管理職世代と部下の世代の意識やライフスタイルの違い、育児参  

加が意欲向上や仕事の効率化につながること、ワーク・ライフ・バランスは子育て世代だけでな  

く従業員全体の働きやすさにつながることなどについて理解をすすめる取組が行われていますも  

休むことに対する支援ではなく、会社に貢献するための支援ということであれは遡鯛牢をも  

つと得られるだろうと思いますも（人事担当者）   

管理職は、介護は自分の問題として受け止めやすいので、介護や病気も含めて両立支援を  

幅広く捉えてもらえば、理解されやすいと思います。（人事担当者）   

育児支援だけではなく、多様な人が働きやすい職場環境を作ることが重要だという研修を  

全管理職に対して全社一斉に実施しました。（人事担当者）   

男性自身が仕事と生活のバランスの取り方についてしっかりとした考え方を持ち、周囲にもき  

ちんと伝え、理解を得ることが大切です。   

研究・開発に没頭していれば自分は楽しいが、家族は嬉しくも何ともないと思います。家  

族とのコミュニケーションを取ってみんなで幸せに暮らしていくのが、結婚をして子供を産  

むベーースであり、一番大切な時期に妻をサポートできないのであれば仕事をしていても意味  

がないだろうと考えて育児休業を取りました。（労働者）   

自分の意識が一番大きい。仕事の方に流されてしまうので、周囲から「早く帰れ」といわ  

れるなど、何かきっかけがほしいと思いま一九（労働者）  

男性を弄像とした意識啓発を行っている企業もあります。  

「子育てセミナー」を開催し、父親に子どもとの接し方や遊び方を気づかせる機会を与える  

ようにしています。（人事担当者）  
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（4） 人事制度面のエ夫   

育児参加封藤曙する理由の一つに、育児休業を取ったことによって、同期の者よりも昇進が遅  

れることはないだろうか、所定労働時間内に効率よく仕事を切り上げ、成果をあⅠ萄′しばきちんと  

評価されるのだろうか、といった評価の問題があります。   

休業等を利用した場合の評価制度や昇格制度における取扱いがルー′叫ヒされ、管理職や従業員  

に正しく理解されきちんと運用されていることが、安心して育児休業等を利用できることにつな  

がります。  

能力のある人を登用しようとしても、育児などの休職期間が業績の算定から外れてしまい、  

結果として昇給の機会が後回しになっていたため、評価期間の過半以上出勤していれば喜平価  

の対象とすることとしました。（人事担当者）   

昇進試験の受験資格要件に勤務期間を課しているため、「育児休業期間に会社が定めた通信  

教育を受けた場合には、休業期間中も働いたこととみなす」という制度を導入しました。（人  

事担当者）  

働いた時間ではなく、成果により評価することもポイントです。  

休みを取ったから、短時間勤務だからと言って直接評価が下がる仕組みにはしていませんb  

アウトプットで評価します。（人事担当者）   

基本的には結果を出せばいいわけですもいくら遅くまで残っていても結果を出せなければ  

ダメです云（人事担当者）  

ワーク・ライフ・バランスを考慮した短時間勤務制度を設けた企業もあります。   

両立支援制度があっても利用されないという状況を変えるために、労働時間も業務分担も  

賃金も通常の社員の2分の1という社員制度を創設しました。多様な勤務パターンにせず、  

それぞれを2分の1の仕組みにすることにより、効率的な要員配置、評価の公平性の確保等  

マネジメントをし易くするとともに、労働者に時間的制約の中でやりがいを感じられる仕事  

を与え、成果を正当に評価するシステムに整備しました。（人事担当者）  

育児休業制度等を男性も使いやすいように見直すことも効果的です。  
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育児休業を子どもが満3歳まで、妻が働いていなくても取得できることにしました。（人事  

担当者）  

育児休業期間が2週間以下であった場合は、男女を問わず、有給にしました。（人事担当者）  

子どもを育てながら働き続けやすい環境整備のために、企業が事業所内に保育施設を設けたこ  

とにより、子どもの送迎を担当するようになった男性もいます。   

かつては女性が少ない職場でしたが、会社が女性の採用・登用を進めた結果女性の配置が  

増え、さらに女性が働き続けられる職場を目指して企業内保育所が設けられました。自宅の  

近くの保育園に入れなかったため、自分が、片道1時間かけて子どもとマイカー通勤し、保  

育所の送迎を担当することになりました。（労働者）  

（5） 労働時間管理面のエ夫   

日常的な育児参加を可能にするためには、まず、労働時間の管理が重要ですム残業がない企業、  

年次有給休暇の取得率が100％という企業は、改めて「男性の育児参加」と言わなくても、日  

常生活の中で自然に家族の営みが行われています。   

「毎日がノー残業デー」という企業は、通常の勤務時間内に仕事の密度を上げるため様々な工  

夫をしています。   

また夜の9時には消灯する企業や、週1日は定時遊技ヒ日にしている企業もあります。仕事にメ  

リハリをつけ、少しでも、社員が健康で自分らしい生活を送れるようにという工夫ですも  

午後6暗までが勤務時間ですが、6時30分には全員オフィスの外に出ることを目指して、  

総務課員が職場内を見回り、一斉に消灯しています。そのため、「がんばるタイム」を設け、  

昼食後の2時間は、電話や来客の応対、打ち合わせ等を禁止して、社長以下全員が自分自身  

で抱えている仕事に集中し、残業なしで帰ろうという運営をしています。（人事担当者）   

毎日、社員一人一人が労働時間をコンピュータに入力するようになっており、月の途中で  

残業時間が上限になると、警告が出て、自分で入力できなくなってしまうようになっていま  

す。その場合は、上司に申し出をし、上司が業務配分を考え、許可をすると、上限時間を変  

更することができます。（人事担当者）   

生産現場で不良品が出た場合にその原因を分析するように、なぜ残業が増えるのかについて原  

因を追及することは、仕事の効率化を図り、生産性を上げることにつながりま・九   

企業価値を高める戦略として、計画的に残業の削減に取り組んでいる企業もあります。  
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収益力を高め成長力のある経営体制に生まれ変わろうという計画にあわせて、時間外労働  

のコスト削減を図るため、3年間かけて三六協定の上限時間を大幅に下げました。さらに、  

原則、間接職場では深夜業をなくすという取組を始め、夜の10時以降は上司の申請がなけ  

れば勤務できないことにしました。（人事担当者）   

現場の管理職のマネジメントにより、残業時間の管理をこまめにする、メリハリのある働き方  

をする等の残業時間削減の工夫が行われていますこ   

労働時間管理が、管理職のマネジメントカの評価項目に盛り込まれている例もありま－れ   

残業の時間管理は上司がこまめにしており、残業の多い者に対しては少なくするようにと  

いう指示があったり、業務が振り分けられたりしています。（労働者）  

月によって残業時間の上限にメリハリをつけたり、土・目出勤した場合は、極力代休を取  

ってもらうようにしています。（管理職）   

時間外労働の管理を目標に掲げ、達成状況を把握し、仕事の酉扮を的確に見直しているか  

どうかを管理職の評価項目に入れています。（人事担当者）  

育児参加している男性の多くが、時間管理を意識して働いています。  

だらだら残業しないように、1日にやることをJ幌事立ててメモしてからスターー卜していま  

す。（労勘者）  

・凝縮して仕事をすれば、ある程度は時間を短くし、それなりの成果を出すことができると  

思います。以前に比べ、計画的に仕事をし、計画どおり終わらないときには、早めに上司に  

相談したり、同僚に引き継ぎを依頼するようになりました。（労働者）   

急に子どもの病気で休まなければならいこともあるので、普段から何か起きても対応で  

きるように、できるだけ前倒しで仕事をするように心がけています。（労働者）  

☆ 働き方と生産性   

長時間労働が企業の競争力を支えており、今の働き方を見直すと、生産性や企業の競争力が  

落ちる、という見方がありますが、本当でしょうか？  

労働時間と生産性の関係に？いての研究では、時間当たりの生産性（平均効率が最大とな 
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る月間労働時間は161．45時間と推計され、実労働時間（178時間）がこれを上回ることによ 

り4分の1程度生産性が下がっていることが明らかにされています。（小倉一哉・坂口尚文「日  

本の長時間労働・不払い労働時間に関する考察」（2004年））   

また、仕事と家庭の両立支援と企業業績との関係を調査した結果をみると、①育児休業制度  

並びにいくつかの短時間勤務制度の導入は、短期的には企業業績にマイナスの効果をもたらす  

可能性もあるが、それを従業員の能力発揮を促し、育児中の者だけに対食を限定するのではな   

く、従業員全体のワーク・ライフ・バランスを支援するという認識の下で導入・運営すること  

によって、長期的には企業業績にプラスの影響が及ぶこと、②両立支援策及び女性の能力発揮 

を重視している企業の株式は長期的に投資収益率が高いことが観察されていますこ  

（ニッセイ基蕗研究所「両立支援と企業業績に関する研究会報告書」（2006年））   

さらに、民間の調査研究機関である世界経済フォーラムが作成した国別の国際競争力のラン  

キングをみると、労働時間の長さと国の国際競争力との間には特に関係はなく、国際競争力が 

ご高いとされている国には、労働時間が短い国も少なくないことがわかりま丸   

世界経済フォーラムによる2005年国際競争力（総合評価）と労働時間  

J樹立   国   週あたり労働時間（製造業）   

1  フィンランド   37．5   （2003）a   

2  アメリカ   40．9   （2002）b   

3   スウェーデン   37．5   （2003）a   

4   デンマーク   37．5   （2003）   

5   台湾   43．2   （2002）a   

6   シンガポール   49．0   （2003）b   

7   アイスランド   42．3   （2002）a   

8   スイス   39．6   （2003）a   

9   ノルウェー   36．3   （2003）a   

10   オーストラリア   38．5   （2003）a   

12   日本   43．1  （2003）a   

資料出所＝国際競争力の順位は、WORLDECONOⅦCFORUM‘ⅥleG址al伽mpedtivenessRqport2005・20鵬”  

によるもの。週あたり労働時間は、mβ“協a止伽kofI血wS地ぬ”（2004）hは実労働時間、bは支払  
い労働時間、台湾については月間労働時間より推計）によるもの（ただし、デンマークは、S凰rISⅥCS  
DENMARK‘Sb鮎血1良甜B00k 2004”による）。  

これらの調査結果をみるかぎり、働き方、特に長時間労働を見直すことは、生産性や企業の  

こ，競争力を下げることにはならないと言えるでしょう。   

㌧へノ、 ヽ（）∴、ヽ＼／、・、＼／＼′′∴▼、、、／へ）′－ へ－・、、   ノ ＼ノ、＼√、 ㌧ヘノー ′＼＜／－ ＼／＼ノ←▼∵．＼／＼′′、∴＼ノ＼／、、）′＼ノ、ヘノ＼ノ、′、＼）〈し′∴∴〉′＼ノ、・．ヽノ＼ノ∵  
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（6） 要員管理や仕事の管理   

育児休業者や短時間勤務者が出た場合の職場の体制整備については、部門長や現場の管理職の  

裁量に任されている場合も多いと推察されますが、職場のニーズに応じて適切に対応する仕組み  

があれば、同僚の負担が軽減され、職場に遠慮することなく制度が利用できるようになります。   

育児休業期間の長短や職場の状況等に応じて、代替要員の確保を行うほか、チームで仕事をし  

ている場合には、仕事や情報の共有化、業務量の調整、コミュニケーションへの配慮等様々な工  

夫を直属の上司が中心となって行っている企業もあります。  

周囲のバックアップが重要です。休業で抜けた人の分を誰がどのように分担するかをよく  

打ち合わせますが、仕事を共通化しているので、人が変わっても、その仕事を吸収し、やり  

くりできるようにしています。（管理職）  

育児をしている人の仕事の負担を軽減する場合には、独身者に対しても、稽古事や旅行な  

ど生活時間の確保にも配慮するなど、職場の従業員全体のコミュニケーションを取ることが  

必要です云（管理職）  

部下との面談時には、仕事とプライベートの両面を聞き出すようにして、育児等の問題も  

言い出しやすいようにコミュニケーションに努めています。（管瑚勘   

グループ内に育児に理解のある者とそうでない者がいる上、理解があっても仕事の負担が  

重くなると、段々雰囲気が悪くなってきます。特定の人に仕事が偏らないよう対応しますが、  

最後は気持ちの問題になるので、話し合いによってカバーするようにしています㌔（管理職）  

育児休業取得者の多い、女性の場合に培われてきたノウハウを参考にすることも考えられます。   

管理職に理解があって、周りにも育児経験者がいるチームほどお互いにやりやすいようで  

す。ノウハウも溜まっているし、「お互い様」というところがあるようです。そのノウハウや  

成功事例をできるだけ共有できるようイントラネットなどで紹介を始めようとしているとこ  

ろです。（人事担当者）   

男性労働者自身も育児休業を取得する前から、周囲との調整をしたり、仕事の段取りをつける  

など円滑に休業に入れるよう工夫しています。また、復職時にも、休業中の状況把握等に努めて  

います。  
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1ケ月の休業であれば、長期の出張と変わらないので、育児休業を取り始める前に、不在  

にしても困らないよう仕事の段取りをしておきました。（労働者）   

育児休業からの復職時には、自分で勉強し、分からないところは担当者に聞いて、状況を  

把握するようにしました。（労働者）  

（7） 従業員への情報提供   

制度があっても使われないことの原因に、「使えることが知られていない」ということが挙げら  

れます。また、身近に実際に制度を使っている男性の例がほとんどない場合が多いことから、色々  

な事例を紹介することによって、男性も育児参加しやすくなると考えられます。   

第：王子の出産時に、第1子の面倒をみたり、入退院の世話をする人がいないので、育児休  

業を取りたいと思って、労働組合に相談したところ、会社の制度についてきめ細かくアドバ  

イスを受けました。出産前から妻をサポートすることができて、助かりました。（従業員）   

社内の広報誌に育児休業を取得した男性労働者の体験談を掲載し、広く知ってもらうよう  

にしています。（人事担当者）   

ワーク・・ライフ・バランスに関する情報提供・相談を行う組織を設けたところ、男性からの相  

談が半数を占め、なかでも20歳代後半から30歳代にかけての相談が多いという例もあります。   

育児・介護・働き方等を含めた相談窓口を設置しました。育児・介護についての情報提供、  

相談対応など1対1でのサポートを実施しています。（人事担当者）  
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4  提 言  

（取組を呼びかけるトップリーダーのメッセージ）  
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