


戦後の日本社会は、「男は仕事、女は家庭」という「夫婦」を前提にした性別役割分業を基に、成り立ってきました。

しかし、少子高齢化が進み、労働力不足が叫ばれるようになり、男性には家計を支えるための長時間労働、

女性には家庭での無報酬労働に加え、家計を補助するための労働という役割が求められました。このような

働き方、求められる役割から脱却しようと、様々な施策が行われてきました。

2007年、少子化対策として「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」と「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」が策定されました。これに沿って、長時間労働の抑制や年次有給休暇取得促進、

女性の継続就業支援や多様な子育て支援、男性の子育てへの関わり支援など、様々な取り組みが行われて

きました。

2021年7月には、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）総括文書-2007〜2020-」が公表され、

数値目標達成状況と今後の課題が示されました。残念ながら、１３項目の数値目標のうち達成されたのは

わずか3項目に留まり、多くの項目が未達成という状況。

私たちのワーク・ライフ・バランスの実現には、多くの取り組むべき課題や改善しなくてはいけない問題が、

まだまだあることが分かります。

今号の記事からも、女性の活躍、性別役割分業の見直し、男女で担う家事労働、職業に対するジェンダー

意識など、男女共同参画に関連する課題や問題が見えてきます。私たちの生きる社会で、ジェンダー平等を

実現するためにも、今一度、「働く」ことについてみなさんに考えてもらいたいなあ、と思います。なぜなら、

「性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる」のが、男女共同参画社会なのですから。

自分らしく働く。制度や仕組みを変えていくことはもちろんですが、私たち一人ひとりの意識の変革も必要

不可欠な時代がやってきています。

働く
あなたらしく

わたしらしく

あなたにとって
「働く」とはどんなことですか？

1



夫妻二人三脚のコツ
～共働き家庭の今～

医師

2021 年 8 月に発行された静岡県男女共同参画センター・あざれあ広報誌「epoca」139 号で、「ふじのくに 
女性医師支援センターの取組」が紹介された。そこでは、女性医師の復職を支援したいのに、どのように支援
したら良いのか「上司や夫も悩んでいる」ことが明らかになった。今回、共に医師である夫妻に、それぞれの
立場での悩みや働き方について聞いた。そこから、仕事と家庭を両立させる共働きのコツが見えてきた。

井出浩一郎さん
浜松医科大学附属病院
整形外科医（浜松医科大学大学院４年）
整形外科専門医
浜松市在住

井出瑠衣さん
浜松医科大学附属病院
産婦人科医（浜松医科大学大学院２年）
産婦人科専門医
浜松市在住

浩一郎さん・長男・瑠衣さん
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瑠衣さんのこのとき
　「双子が生まれて、育児が倍になった。周囲からのサポートが必要となるが、実家が遠かったり祖父の介護だったりと、それぞれの両
親に支援してもらうことは現実的ではなかった。夫のサポートがあっても双子の育児は苦労の連続で気がめいってしまった。」そして、瑠
衣さんは仕事復帰を望んでいた。専業主婦になることを考えたことはあるか？の問いには、「性格に合わない」と。「仕事では皆で色々分
担して、自分の役割があった。働いて楽しかった時や誰かの役に立っていると思えた時も知っているから」と、仕事への思いを語った。

浩一郎さんのこのとき
　医師・大学院生・夫・父と４つの役割を果たすため、夕方5時に育児
のために仕事を一旦切り上げ自宅に帰る。夜の10時に再度大学へ向
かい研究を行い、夜中の3時に帰宅・仮眠後、その日の朝7時から働く
という生活を送っていた。「そのぐらいやらないと仕事と家庭が両立で
きなくて、でも諦めたくなかった。周りは仕事をバリバリやって成果を
あげていくから負けたくない。そのうち、仕事と家庭の折り合いがつか
なくなって落ちていく。結局自分のやりたいことがひとつもできない。
仕事も研究も子育ても全部中途半端だった」と当時を振り返った。

年
齢

満
足
度

（%）
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⒈ 

長
期
の
ス
パ
ン
で
結
果
を
出
す

「
基
本
的
に
、
妻
と
は
職
業
も
一
緒
だ
し
、
大
学

院
生
と
い
う
立
場
も
同
じ
。
妻
が
、
生
活
の
ほ
と
ん

ど
に
お
い
て
対
等
で
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、

理
解
で
き
る
。
な
の
で
、
育
児
と
大
学
院
の
研
究

と
仕
事
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
た
め
に
自
分
は
ど
う

す
る
か
、
焦
る
の
を
や
め
た
」
と
浩
一
郎
さ
ん
。
同

僚
と
キ
ャ
リ
ア
の
差
が
出
る
こ
と
に
焦
っ
て
い
た
が
、

短
期
の
ス
パ
ン
で
結
果
を
求
め
る
の
は
や
め
、
５
年

ス
パン
で
結
果
を
出
そ
う
と
考
え
を
変
え
た
。

⒉ 

子
ど
も
の
た
め
に
ヘ
ル
パ
ー
を
利
用

「
私
一
人
で
も
や
ろ
う
と
思
え
ば
育
児
は
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
れ
は
、
ワ
ン
オ
ペ
に
な
り

子
ど
も
に
無
理
を
強
い
る
。
怒
鳴
り
散
ら
す
こ
と

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
無
理
を
す
る
と
子

ど
も
に
し
わ
寄
せ
が
行
く
の
が
す
ご
く
嫌
な
の
で
、

自
分
が
楽
を
す
る
と
い
う
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
の

た
め
に
ヘ
ル
パ
ー
※
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
て
い
る
」

と
瑠
衣
さ
ん
。
以
前
の
、
大
家
族
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
中
で
の
子
育
て
環
境
は
変
化
し
、
現
在

は
、「
近
く
に
頼
る
人
が
い
な
い
」「
実
家
か
ら
の

サ
ポ
ー
ト
が
難
し
い
」
等
、
他
者
か
ら
の
サ
ポ
ー

ト
が
得
ら
れ
に
く
く
孤
立
し
た
育
児
と
な
る
家
庭

が
多
い
。
ま
た
、
共
働
き
世
帯
が
増
え
、
家
事
に

か
け
る
時
間
を
減
ら
し
、
身
体
的
・
精
神
的
安

定
の
た
め
の
ヘ
ル
パ
ー
利
用
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

家
事
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
は
、
費
用
は
掛
る
も

の
の
以
前
の
よ
う
に
敷
居
が
高
い
も
の
で
は
な
く
、

気
軽
に
利
用
で
き
る
時
代
と
な
っ
た
。
そ
の
メ
リ
ッ

ト
や
効
果
は
十
分
に
あ
る
。

※�

注
釈　

浜
松
市
で
は
、
妊
娠
中
ま
た
は
1
歳
未
満
の
子

ど
も
の
保
護
者
で
、
妊
娠
中
や
出
産
後
に
体
調
が
よ
く
な

か
っ
た
り
、
慣
れ
な
い
育
児
で
助
け
が
必
要
だ
っ
た
り
す
る

時
期
に
、「
は
ま
す
く
ヘ
ル
パ
ー
」
を
利
用
し
て
家
事
や
育

児
相
談
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
費
用
の

一
部
が
浜
松
市
か
ら
助
成
さ
れ
る
。

⒊ 

報
告
・
連
絡
・
相
談

時
期
に
よ
っ
て
は
毎
週
、
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
た
め

に
学
会
へ
参
加
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
お
互
い
に

休
日
も
忙
し
い
。「
夫
が
夜
に
学
会
の
予
定
が
あ
る

時
は
、
早
め
に
伝
え
て
も
ら
う
。
そ
う
す
る
と
ヘル

パ
ー
さ
ん
を
お
願
い
で
き
る
の
で
」
と
瑠
衣
さ
ん
。

お
互
い
同
じ
職
業
で
あ
る
か
ら
こ
そ
悩
み
も
共
有

し
合
え
る
が
、
そ
こ
に
は
日
頃
か
ら
の
報
連
相
と

し
て
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
欠
か
せ
な
い
。

⒋  「
ふ
じ
の
く
に
女
性
医
師
支
援
セ
ン
タ
ー
」

の
活
用

今
で
は
笑
い
話
と
な
る
が
、「
妻
が
ち
ょ
っ
と
お

か
し
い
」
と
双
子
の
育
児
で
気
が
め
い
っ
て
し
ま
っ

た
瑠
衣
さ
ん
を
心
配
し
て
、
浩
一
郎
さ
ん
が
同
セ
ン

タ
ー
特
任
講
師
の
谷
口
千
津
子
さ
ん
に
相
談
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
瑠
衣

浩一郎さんに抱っこされて
満面の笑みを見せる双子の長女と次女

4 時半〜 5 時に起床し、風呂洗い、朝食の準備、
洗濯物を畳む、子どもの保育園バッグの準備、
ごみ出しは夫の役割

さ
ん
に
仕
事
復
帰
の
声
が
か
か
り
、
そ
こ
か
ら
、
谷

口
さ
ん
の
勧
め
も
あ
り
大
学
院
入
学
も
果
た
し
た
。

「
子
ど
も
た
ち
は
日
々
成
長
し
て
い
る
け
れ
ど
、
毎

日
ず
っ
と
一
緒
に
い
る
と
気
づ
か
な
い
。
成
長
す
る

に
つ
れ
育
児
が
楽
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か

な
く
て
。
気
持
ち
が
ど
ん
ど
ん
つ
ら
く
な
っ
て
い
た

か
ら
、
切
り
替
え
る
た
め
に
仕
事
に
逃
げ
よ
う
か

な
っ
て
。
女
性
医
師
支
援
セ
ン
タ
ー
が
あ
っ
た
お
か

げ
で
、
仕
事
に
復
帰
で
き
た
の
も
院
生
に
な
っ
た
の

も
ラ
ッ
キ
ー
で
し
た
。大
変
な
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、

周
囲
に
理
解
が
あ
り
、
仕
事
も
諦
め
ず
、
子
育
て

も
で
き
る
の
は
、
幸
せ
だ
と
思
う
」
と
瑠
衣
さ
ん
。

「
谷
口
先
生
か
ら
復
職
を
支
援
し
て
も
ら
っ
た
際
、

『
週
3
日
の
働
き
方
も
あ
る
と
は
思
う
け
ど
、
1

日
に
2
時
間
で
も
い
い
か
ら
週
5
日
で
働
く
ほ
う
が

い
い
と
思
う
。
生
活
の
リ
ズ
ム
を
作
る
こ
と
と
、
そ

の
時
間
は
子
ど
も
と
離
れ
る
こ
と
で
、
ま
た
気
持

ち
を
切
り
替
え
て
育
児
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か

ら
』
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
し
て
、
職

場
と
の
交
渉
も
同
セ
ン
タ
ー
が
し
て
く
れ
た
。
先
輩

医
師
で
あ
り
、
母
で
も
あ
る
谷
口
先
生
か
ら
の
ア

ド
バイ
ス
は
本
当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
。モ
デ
ル
ケ
ー

ス
は
な
い
と
思
う
。
そ
の
人
と
そ
の
家
庭
に
あ
っ
た

働
き
方
、
子
育
て
が
あ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
女
性

の
社
会
復
帰
を
考
え
る
と
き
に
大
事
な
の
は
、
職

場
と
の
対
話
か
な
と
思
い
ま
す
」
と
も
言
う
。

⒌ 

職
場
へ
の
働
き
方
の
発
信

女
性
の
復
職
へ
の
支
援
体
制
を
整
備
す
る
職
場

は
増
え
て
き
た
が
、
育
児
中
の
男
性
へ
の
支
援
が

十
分
で
は
な
い
職
場
も
多
い
。

「
職
場
も
、
ど
う
支
援
す
べ
き
か
分
か
ら
な
い
か

ら
、
自
分
か
ら
具
体
的
に
仕
事
を
ど
う
調
整
し
た

い
の
か
を
伝
え
た
」
と
浩
一
郎
さ
ん
。
職
場
か
ら

の
支
援
を
得
る
た
め
の
交
渉
の
努
力
の
甲
斐
が
あ

り
、
徐
々
に
自
分
の
要
望
と
職
場
の
理
解
が
一
致

す
る
よ
う
に
な
り
働
き
方
の
満
足
度
は
上
が
っ
て

き
た
と
言
う
。

⒍ 

お
互
い
へ
の
思
い
や
り
と
称
賛

「
結
局
、
子
ど
も
が
一
番
と
い
う
よ
り
、
妻
が
や

り
や
す
い
よ
う
に
や
っ
て
く
れ
る
の
が
一
番
。
妻
が

明
る
く
い
て
く
れ
る
の
が
一
番
楽
し
い
し
ね
」
と
浩

一
郎
さ
ん
は
妻
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
語
っ
た
。

「
私
が
育
児
で
て
ん
や
わ
ん
や
し
て
い
る
の
を
見

て
、
こ
れ
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
み
た
い
。
育
児
に

参
加
で
き
る
よ
う
に
行
動
し
て
く
れ
た
。
子
ど
も

た
ち
も
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
感
じ
て
い
て
、
私
よ
り

も
お
父
さ
ん
の
ほ
う
が
大
好
き
。
子
ど
も
は
、ち
ゃ

ん
と
お
父
さ
ん
の
努
力
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は
彼

が
職
場
か
ら
支
援
を
得
た
り
、
自
分
の
考
え
を

変
え
た
り
と
頑
張
っ
た
成
果
な
ん
だ
ろ
う
な
っ
て
」

と
夫
を
称
賛
す
る
瑠
衣
さ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手

を
思
い
や
り
称
賛
す
る
こ
と
は
、
お
互
い
の
存
在

を
認
め
合
い
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
き
っ
か
け
と

な
る
。
そ
れ
が
最
大
の
二
人
三
脚
の
コ
ツ
な
の
だ
。

夫
妻
二
人
三
脚
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

医
師
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産
婦
人
科
の
医
師
で
あ
る
谷
口
千
津
子
さ
ん

は
、
自
身
の
妊
娠
の
時
は
自
分
で
妊
婦
健
診
を

行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
一
子
妊
娠
の
際
は
、
切

迫
早
産
と
胎
児
発
育
不
全
の
た
め
に
入
院
し
、
大

変
な
妊
娠
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
当

時
、
医
師
で
あ
っ
た
夫
が
大
学
院
生
の
た
め
収
入

を
当
て
に
で
き
ず「
私
が
稼
が
な
く
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
思
い
込
み
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
医
師
の

労
働
環
境
の
整
備
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
常
に
激
務

だ
っ
た
こ
と
で
妊
娠
中
に
も
関
わ
ら
ず
頑
張
り
す

ぎ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

「
赤
ち
ゃ
ん
が
小
さ
く
て
、
白
衣
を
着
て
い
た
の
で

お
腹
が
目
立
た
ず
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
仕
事

を
こ
な
し
て
い
た
こ
と
で
、
妊
婦
と
い
う
こ
と
を
周

囲
に
な
か
な
か
気
づ
い
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
」

そ
の
よ
う
な
経
験
が
あ
る
谷
口
さ
ん
だ
か
ら
こ

そ
「
無
理
な
時
は
『
無
理
だ
』
と
、
ち
ゃ
ん
と
表

現
し
て
ほ
し
い
」
と
、
妊
娠
中
も
働
き
続
け
る
女

性
た
ち
に
呼
び
か
け
る
。
妊
娠
期
に
無
理
を
し
な

働
く
妊
娠
期
の
女
性
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

あ
と
が
き

「
労
働
基
準
法
」
で
定
め
ら
れ
て
い
る
法
定
労
働
時
間
は
週
に
40
時
間
。
し
か
し
、
多
く
の
医
師
は
、

不
測
の
事
態
や
緊
急
の
業
務
等
に
対
応
す
る
た
め
に
、
深
夜
勤
務
を
含
む
長
時
間
の
時
間
外
労
働
が
あ

り
、
法
定
労
働
時
間
内
で
働
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
精
神
的
緊
張
を
伴
う
業
務
で
あ
る
こ
と

な
ど
医
師
の
過
重
労
働
も
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
医
師
本
人
の
健
康
が
守
ら
れ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
業

務
遂
行
能
力
の
低
下
や
医
療
事
故
の
誘
因
と
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
が
質
の
高
い
医
療
を
受

け
る
た
め
に
は
、
医
師
の
働
き
方
の
改
革
は
大
変
重
要
で
す
。

ま
た
、
女
性
の
活
躍
推
進
の
た
め
に
、
男
性
の
家
事
・
育
児
への
参
加
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

男
性
の
育
児
休
業
が
取
得
で
き
る
企
業
は
増
え
て
は
い
ま
す
が
、
厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
令
和
元
年
度
の

女
性
の
育
児
休
業
取
得
率
は
83.0
％
な
の
に
対
し
、
男
性
は
7.48
％
と
依
然
と
し
て
低
い
水
準
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
医
師
・
夫
と
妻
・
父
と
母
と
し
て
の
働
き
方
の
整
備
が
さ
れ
て
い
な
い
環
境
の
中
で
も
、

井
出
さ
ん
夫
妻
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
し
つ
つ
も
相
手
を
必
要
と
し
、
自
分
た
ち
ら
し
く
人
生
を
歩
も
う
と

し
て
い
る
の
が
印
象
的
で
し
た
。
そ
れ
は
、
決
し
て
自
己
中
心
的
な
考
え
で
は
な
く
、
家
族
を
思
う
気
持

ち
こ
そ
が
仕
事
や
子
育
て
を
頑
張
る
原
動
力
と
な
り
、
自
分
の
人
生
も
相
手
の
人
生
も
尊
重
す
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
共
働
き
夫
妻
が
増
え
、
性
別
に
よ
る
役
割
意
識
が
変

化
し
て
い
る
今
、
男
だ
か
ら
こ
う
あ
る
べ
き
・
女
だ
か
ら
こ
う
す
べ
き
と
い
う
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バイ
ア
ス

を
取
り
払
い
、
性
別
に
と
ら
わ
れ
な
い
生
き
方
・
働
き
方
で
お
互
い
を
思
い
や
り
、
誰
も
が
生
き
や
す
い

社
会
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
願
い
ま
す
。	

（
小
栁
朝
美
）

谷口 千津子さん
ふじのくに女性医師支援センター専任医師
浜松医科大学医学部附属病院　女性医師支援
センター　特任講師

い
こ
と
は
、
子
ど
も
を
守
る
た
め
に
も
と
て
も
大

切
な
こ
と
だ
。�

「
私
は
、
結
果
的
に
言
わ
な
か
っ

た
か
ら
分
か
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
周
り
に

迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
と
思
う
と
体
が
つ
ら
い
こ

と
を
言
い
づ
ら
い
。
け
れ
ど
、
自
分
が
先
輩
や
上

司
の
立
場
と
な
っ
た
今
、
妊
娠
中
で
あ
る
こ
と
を

相
談
し
て
く
れ
た
ら
、
体
が
つ
ら
い
中
で
も
本
人

が
や
り
た
い
こ
と
を
上
手
く
続
け
ら
れ
る
よ
う
に

サ
ポ
ー
ト
で
き
ま
す
」
と
話
す
。�

ま
た
、
妊
娠
中
も
働
き
続
け
る
女
性
は
、
産
後
、

仕
事
に
復
帰
が
で
き
る
の
か
悩
む
こ
と
も
多
い
。「
妊

娠
中
か
ら
仕
事
復
帰
し
た
後
に
や
り
た
い
こ
と
、
で

き
る
こ
と
、
で
き
な
い
こ
と
の
順
番
づ
け
を
し
て
、

ど
の
よ
う
に
仕
事
を
し
て
い
く
か
の
プ
ラ
ン
を
立
て

て
お
か
な
い
と
、
出
産
し
て
仕
事
復
帰
し
た
際
に
現

実
と
理
想
の
は
ざ
ま
で
悩
み
ま
す
」。
出
産
後
は
子

ど
も
の
た
め
に
仕
事
の
量
を
減
ら
し
た
り
、
思
い
通

り
に
い
か
な
か
っ
た
り
す
る
部
分
も
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
妊
娠
期
は
、
仕
事
に
復
帰
す
る
こ
と
を
見
据

え
、
出
産
後
の
働
き
方
の
折
り
合
い
を
つ
け
る
方

法
を
模
索
す
る
の
に
は
良
い
時
期
。

産
婦
人
科
医
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
な
が
ら

妊
娠
期
を
過
ご
し
、
育
児
を
こ
な
し
つ
つ
も
多
く

の
女
性
を
診
て
き
た
谷
口
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
働

く
女
性
た
ち
の
人
生
を
後
押
し
す
る
気
持
ち
は
強

く
、
具
体
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
聞
く
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
働
く
妊
娠
期
の
女

性
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
全
て
の
人
が
当
事
者
意
識

を
も
ち
妊
娠
期
の
女
性
へ
の
理
解
や
サ
ポ
ー
ト
に

つ
な
が
る
こ
と
を
願
う
。

妊
娠
し
て
い
る
女
性
労
働
者
へ
、
事
業
主
が
通

勤
緩
和
や
休
憩
な
ど
の
母
性
健
康
管
理
措
置
を

適
切
に
講
じ
る
た
め
に
、
医
師
や
助
産
師
か
ら
の

指
示
事
項
を
適
切
に
事
業
主
に
伝
達
す
る
た
め
の

ツ
ー
ル
。

「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」に
基
づ
く
指
針
で
、

母
性
健
康
管
理
指
導
事
項
連
絡
カ
ー
ド
の
様
式

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

母
性
健
康
管
理
指
導
事
項

連
絡
カ
ー
ド

母
性
健
康
管
理
指
導
事
項
連
絡
カ
ー
ド
（
写

真
左
）
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。
ほ
と
ん
ど
の
母
子
健
康
手

帳
に
も
様
式
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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