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※回答比率は四捨五入したため合計値が100％を前後することがあります。調査にご協力頂きありがとうございました。貴重なご意見・調査結果を今後の男女共同参画施策に活かしていきます。

図3　改善の取り組み状況
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図5　育児休業制度と介護休業制度の活用上の課題(複数回答）
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図6　行政が力を入れていくべきこと(複数回答）
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図2　管理職等に占める男女の割合
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図1　全従業員に占める男女の割合
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図4　育児休業制度と介護休業制度の規定状況
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代
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調査の概要
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女
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同
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の
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と
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の
改
善
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組
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性
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よ
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す
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と
が
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等
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れ
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き
こ
と
と
し
て

は
、「
保
育
施
設
や
保
育
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を
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さ
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る
」
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者
や
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人
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た
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の
施
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や
介
護
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ー
ビ

ス
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充
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る
」
が
５

割
前
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す
。
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と

介
護
休
業
制
度
と
は

　

男
女
を
問
わ
ず
、
家
族
の
介
護
を
行
う
労

働
者
に
、
申
出
に
よ
り
通
算
93
日
ま
で
、
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象
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族
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に
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に
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回
の
介
護
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業
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

男
女
を
問
わ
ず
、
１
歳
に
満
た
な
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子
（
子
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歳
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え
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も
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が
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と
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め
ら

れ
る
一
定
の
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は
、
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が
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歳
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月
に
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す
る
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で
）
ま
た
は
、
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が
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育
児
休

業
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得
す
る
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歳
２
か
月
の
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す
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、
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人
に
つ
き
原
則
１
回
の
育
児
休
業
が
認

め
ら
れ
ま
す
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●調査対象：従業員５人以上の市内　
　500事業所を無作為抽出

●調査方法：郵送配布及び郵送回収

●調査期間：平成26年8月1日〜　　
　　　　　　8月29日

●有効回収数：247

●有効回収率：49.4％

平成26年度　男女共同参画に関する作品 写真の部 入選作品より

意識調査の全文はホームページでご覧いただけます。
（http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/)




