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１  は じ め に   

 本 報 告 書 は 、 昨 今 そ の 充 実 が 叫 ば れ て や ま な い 子 ど も ・ 子 育 て

支 援 政 策 の 現 状 と 課 題 を 、 主 に 国 際 比 較 に 基 づ く 財 政 的 な 観 点 か

ら 整 理 し 、 提 示 す る も の で あ る 。  

 日 本 に お い て は 、 未 曾 有 の 少 子 高 齢 化 を 背 景 に 、 子 ど も ・ 子 育

て 支 援 政 策 の 充 実 が 喫 緊 の 課 題 と 目 さ れ て い る 。 そ れ で は 、 国 際

的 動 向 と の 関 係 で 、 日 本 の 現 状 の 取 組 み は い か に 評 価 さ れ う る で

あ ろ う か 。 ま た 、 今 後 の 政 策 推 進 に あ た り 、 い か な る 方 向 性 を 追

求 す べ き な の で あ ろ う か 。  

 こ う し た 問 い に 答 え る た め の 手 が か り を 、 以 下 で は 3 つ の 章 に

分 け て 提 供 す る 。 ま ず 第 2 章 で は 、 日 本 の 少 子 化 対 策 の 到 達 点 と

問 題 点 を 押 さ え た う え で 、E U お よ び O E C D レ ベ ル で 1 9 9 0 年 代 以 降 、

前 面 に 押 し 出 さ れ て き た 「 社 会 的 投 資 」 ア プ ロ ー チ を 紹 介 し 、 世

界 的 な 福 祉 国 家 再 編 の 文 脈 の 下 で 進 む 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策

の 意 味 づ け の 転 換 に つ い て 紹 介 す る 。 そ の う え で 、 政 策 指 針 と し

て の 「 社 会 的 投 資 」 ア プ ロ ー チ が 、 1 9 9 0 年 代 以 降 の 主 要 先 進 諸 国

に お け る 社 会 支 出 の パ タ ー ン に ど の 程 度 、 ど の よ う に 影 響 を 与 え

て き た か を 明 ら か に し 、 そ れ と の 関 連 で 日 本 の 社 会 保 障 財 政 、 さ

ら に は 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 の 財 政 的 課 題 を 明 ら か に す る 。  

 第 3 章 で は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 の 政 策 手 段 と 政 策 ミ ッ ク ス に

つ い て 、 福 祉 レ ジ ー ム 論 に 言 及 し つ つ 、 O E C D の 社 会 支 出 デ ー タ を

用 い た 国 際 比 較 を 行 う 。 こ れ を 通 じ て 、 日 本 の 子 ど も ・ 子 育 て 支

援 政 策 の 現 状 と 課 題 を よ り 詳 細 に 検 討 し 、 今 後 と ら れ る べ き 基 本

的 な 方 向 性 を 探 る た め の 手 が か り を 示 す 。  

 第 4 章 で は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 の 財 政 の 基 本 的 枠 組 み を 、 と

く に 国 と 地 方 を つ う じ た 政 府 間 財 政 関 係 に 着 目 し て 整 理 す る 。 多

く は 基 本 的 な 事 項 の 解 説 お よ び 考 察 と な っ て い る が 、 子 ど も ・ 子

育 て 支 援 財 政 の 全 体 像 を 明 確 に 把 握 す る こ と は 、 基 礎 的 な 背 景 を

巨 視 的 に 押 さ え る と い う 意 味 で 、 有 益 で あ る と 考 え て い る 。  

 本 報 告 書 が 、 多 少 な り と も 都 道 府 県 、 さ ら に は 区 市 町 村 の 政 策

形 成 に 資 す る こ と を 、 筆 者 は 願 っ て や ま な い 。  
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２  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 の 今 日 的 意 義  

   － 「 周 回 遅 れ 」 の 日 本 －  

2－ 1  少 子 化 対 策 ― 量 の 限 界 、 質 の 限 界  

 周 知 の と お り 、1 9 8 9 年 の 合 計 特 殊 出 生 率 が「 ひ の え う ま 」の 1 . 5 8

を 下 回 っ て 「 1 . 5 7 シ ョ ッ ク 」 と 騒 が れ て 以 来 、 子 ど も ・ 子 育 て 支

援 政 策 が 、何 よ り も 少 子 化 対 策 と し て 位 置 付 け ら れ る よ う に な り 、

す で に 2 0 年 余 が 経 過 し た 。そ こ で は じ め に 、二 つ の 点 に 絞 っ て 少

子 化 対 策 を 問 い 直 し て み た い 。 一 つ は 、 少 子 化 対 策 が 叫 ば れ て き

た に も か か わ ら ず 、 依 然 と し て 量 的 に お 粗 末 な 状 態 に と ど ま っ て

い る こ と で あ り 、も う 一 つ は 、「 少 子 化 対 策 」と い う 問 題 の 立 て 方

が 、 政 策 の 偏 向 を 生 ん で い る こ と で あ る 。  

少 子 化 対 策 2 0 年 の 「 成 果 」  

 図 1 は 、 2 0 0 9 年 の O E C D 諸 国 に お け る 公 的 な 家 族 向 け 給 付 の 大

き さ を 、G D P 比 で 示 し た も の で あ る 。家 族 向 け 給 付 は 、現 金 給 付 、

現 物 給 付 、 税 （ 主 に 個 人 所 得 課 税 ） に お け る 控 除 （ 給 付 で は な い

が 擬 似 的 な 給 付 と み な し う る ） の 三 つ を 合 わ せ た も の で 、 お お む

ね 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 の 諸 給 付 と 重 な る 。 現 金 給 付 に は 、 児

童 手 当 、 出 産 ・ 育 児 休 業 給 付 、 出 産 一 時 金 な ど が 含 ま れ る 。 現 物

給 付 と し て は 保 育 ・ 就 学 前 教 育 サ ー ビ ス 、 児 童 養 護 ・ 保 護 サ ー ビ

ス 、 訪 問 型 ケ ア や 育 児 相 談 サ ー ビ ス な ど が あ る 。 税 控 除 に は 、 日

本 に お け る 所 得 税 ・ 個 人 住 民 税 の 扶 養 控 除 の よ う な 課 税 所 得 の 軽

減 措 置 に く わ え て 、 税 額 そ の も の か ら 差 し 引 く 税 額 控 除 も あ る 。  

い ず れ の 国 で も 、 こ れ ら の 政 策 手 段 を 組 み 合 わ せ て 一 定 の 政 策 目

標 の 達 成 を 目 指 し て い る わ け だ が 、 ま ず は 総 額 に 着 目 し よ う 。 家

族 向 け 給 付 の 規 模 は 、大 き い 国 で G D P 比 4％ 前 後 、小 さ い 国 で 1％

台 前 半 と な っ て い る 。 日 本 の そ れ は 1 . 4 8％ と 非 常 に 低 く 、 O E C D 3 3

か 国 平 均 の 2 . 6 1％ に は 遠 く 及 ば な い 。日 本 の 家 族 向 け 給 付 は 増 加

傾 向 に あ る が 、O E C D 諸 国 全 般 で も 同 様 に 増 加 傾 向 が み ら れ て い る

（ 2 0 0 5 年 の O E C D 諸 国 平 均 は 2 . 3％ で あ り 、 4 年 間 で 約 0 . 3％ ポ イ

ン ト の 増 加 ）。 日 本 は い わ ば 「 周 回 遅 れ の ラ ン ナ ー 」 な の で あ る 。 
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図 １  家 族 向 け 給 付 の G D P 比 、 2 0 0 9 年 （ 単 位 ： ％ ）  

出 所 ） O E C D ,  F a m i l y  D a t a b a s e  ( h t t p : / / w w w . o e c d . o r g / e l s / s o c /  

o e c d f a m i l y d a t a b a s e . h t m ) .  

細 か い こ と に な る が 、 こ の 種 の デ ー タ に 詳 し い 方 の た め に 一 点

の み 補 足 し て お き た い 。O E C D の 国 別 デ ー タ は 各 国 中 央 政 府 の 責 任

に お い て ま と め ら れ 、 O E C D に 報 告 さ れ て い る た め 、 地 方 政 府 の 支

出 の う ち 中 央 政 府 が 把 握 し て い な い 部 分 は デ ー タ か ら 漏 れ て い る 。

こ の 点 は と り わ け オ ー ス ト ラ リ ア 、 カ ナ ダ 、 ア メ リ カ な ど の 連 邦

制 諸 国 に お い て 問 題 と な る が 、 日 本 の 場 合 に も 、 都 道 府 県 ・ 市 区

町 村 が 国 庫 支 出 金 を 受 け ず に 実 施 し て い る 独 自 の 事 業 （ 地 方 単 独

事 業 ） に よ る 給 付 が 、 こ の 統 計 に は 含 ま れ て い な い 。 つ ま り 、 現

実 に は 日 本 の 数 字 が も っ と 大 き く な る 可 能 性 が あ る 。  

そ こ で 、都 道 府 県 ・ 市 区 町 村 の 2 0 1 0 年 度 決 算 か ら 、児 童 福 祉 費

の う ち の 扶 助 費 （ ≒ 給 付 費 ） の 地 方 単 独 事 業 分 を 抜 き 出 す と 、 都

道 府 県 が 1 0 4 6 億 円 、市 区 町 村 が 8 1 5 4 億 円 で 、合 計 9 2 0 0 億 円 で あ

っ た 。 こ れ を 図 の デ ー タ に 合 わ せ れ ば 、 日 本 に お け る 家 族 向 け 給

付 の 実 態 に 近 く な る わ け だ が 、 2 0 1 0 年 の 日 本 の 名 目 G D P は 約 4 8 0

兆 円 で あ る か ら 、9 2 0 0 億 円 は そ の 0 . 1 9％ に 過 ぎ な い 。こ れ は 、図

の 国 際 比 較 に 違 い を 生 み 出 す ほ ど の も の で は な く 、 上 記 の 結 論 は

変 わ ら な い の で あ る 。  

な お 、 2 0 1 4 年 4 月 を 皮 切 り に 予 定 さ れ て い る 消 費 税 率 の 8％ 、

1 0％ へ の 引 上 げ に よ り 確 保 さ れ る 財 源 の う ち 、 少 子 化 対 策 に 回 さ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
家族向け税控除 現物（サービス）給付 現金給付

OECD33カ国平均=2.61%



4 

れ る の は 7 0 0 0 億 円 と さ れ て お り 、こ れ に 他 の 財 源 確 保 努 力 を 加 え

て 総 額 1 兆 円 程 度 を 少 子 化 対 策 に 充 て て い く こ と が 、2 0 1 2 年 夏 の

社 会 保 障 ・ 税 一 体 改 革 で 掲 げ ら れ て い る 。 し か し 、 1 兆 円 と い う

の は G D P の 0 . 2％ 程 度 に 過 ぎ な い う え に 、 現 状 で は 、 そ れ さ え 実

際 に 確 保 さ れ る の か 未 だ 定 か で は な い 。  

 し か も 、 家 族 向 け 給 付 の 中 身 を み る と 、 日 本 で は 税 控 除 が 大 き

な 部 分 を 占 め て い る た め 、現 金 給 付 や サ ー ビ ス の 規 模 は O E C D 最 低

レ ベ ル で あ る 。 そ の う え 、 税 控 除 の 主 力 で あ る 所 得 税 ・ 住 民 税 の

所 得 控 除 で は 、 課 税 所 得 が 小 さ い ほ ど 税 負 担 の 軽 減 幅 が 小 さ く な

る た め 、 子 育 て 世 帯 へ の 経 済 的 支 援 と し て は き わ め て 非 効 率 で あ

る 。  

要 す る に 、 財 源 確 保 が ま ま な ら な い う え に 、 中 身 の 転 換 さ え 進

め ら れ な い の が 、 日 本 に お け る 家 族 政 策 、 あ る い は 子 ど も ・ 子 育

て 支 援 の 現 状 で あ る と い っ て よ い 。  

「 少 子 化 対 策 」 で よ い の か  

 そ れ で は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 の 拡 充 を 、 い か な る 指 針 の も と

で 追 求 し て い く べ き な の で あ ろ う か 。 ま ず は 、 従 来 か ら 支 配 的 で

あ る 、 少 子 化 対 策 と い う 問 題 の 立 て 方 が は ら む 難 点 を 確 認 し て お

こ う 。  

 そ も そ も 、 少 子 化 に 「 歯 止 め を か け る 」 こ と は 、 政 策 目 標 と は

な ら な い 。 少 子 化 対 策 と い う 問 題 設 定 は 、 出 生 率 の 向 上 が 中 心 的

な 目 標 と な る こ と を 意 味 す る 。 字 句 通 り に 受 け 取 る と 、 出 生 率 が

回 復 す れ ば よ い わ け で あ る 。  

と こ ろ が 、 日 本 に お け る 出 生 率 は 、 社 会 や 政 策 の 現 状 を 維 持 す

る だ け で も 今 後 は 緩 や か に 回 復 し て い く 可 能 性 が 、 人 口 学 の 見 地

か ら 指 摘 さ れ て い る （ G o l d s t e i n 他  2 0 0 9）。 と い う の も 、 先 進 工

業 国 に お け る 出 生 率 （ 合 計 特 殊 出 生 率 ） 低 下 の 原 因 の 1 つ は 出 産

の 先 送 り 、 つ ま り 出 産 時 期 の 高 齢 化 で あ る こ と 、 出 産 時 期 の 高 齢

化 は あ る 時 期 急 速 に 進 行 す る も の の い ず れ ペ ー ス が 落 ち る こ と 、

そ し て こ の ペ ー ス ダ ウ ン に よ り 、 出 生 率 は 回 復 に 転 じ る か 、 少 な

く と も 1 . 3 前 後 の 超 低 出 生 率 を 脱 す る 可 能 性 が 高 い こ と が 、 国 際

的 な 実 証 研 究 に よ り 明 ら か に さ れ て い る の で あ る 。 し た が っ て 、

現 在 の 日 本 の 状 況 に お い て 、 出 生 率 の 多 少 の 回 復 は そ も そ も 政 策

目 標 と は な ら な い 。  
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 そ れ で も 、 た と え ば 2 . 0 を 超 え る 人 口 置 換 水 準 ま で 出 生 率 を 上

げ る こ と を 目 論 む な ら ば 、 相 当 の 「 少 子 化 対 策 」 へ の 注 力 が 必 要

と な る 。 と こ ろ が 、 昨 今 の 「 少 子 化 対 策 」 の 問 題 の 立 て 方 が 、 子

ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 に ゆ が み を も た ら し て い る 。 さ ら に 、 そ れ

が 結 果 と し て 出 生 率 の 本 格 的 回 復 を 阻 む 可 能 性 が 指 摘 さ れ な け れ

ば な ら な い 。  

象 徴 的 な の が 、 本 年 6 月 に 少 子 化 社 会 対 策 会 議 が 決 定 し た 『 少

子 化 危 機 突 破 の た め の 緊 急 対 策 』 の 冒 頭 の く だ り で あ る 。 そ こ で

は 、「我 が 国 は 、社 会 経 済 の 根 幹 を 揺 る が し か ね な い「 少 子 化 危 機 」

と も い う べ き 状 況 に 直 面 し て い る 」と 宣 言 し た う え で 、「少 子 化 等

に よ る 人 口 構 造 の 変 化 は 、（ 中 略 ）年 金 、医 療 、介 護 に 係 る 経 費 な

ど 社 会 保 障 費 用 の 増 大 を 招 く と と も に 、 経 済 成 長 へ の 深 刻 な 影 響

も 懸 念 さ れ る と い う 点 で 、 社 会 的 課 題 で あ る と い う こ と 」 を 念 頭

に お く べ き と し て い る 。  

 こ の 言 明 は 、 事 実 と し て は 何 の 間 違 い も な い 。 た だ し 、 少 子 化

が 経 済 ・ 社 会 を 揺 る が す 脅 威 で あ る と い う 点 を 前 面 に 押 し 出 す こ

と は 、 問 題 の 定 義 の 仕 方 と し て 適 切 で は な い 。 と い う の も 、 少 子

化 は 経 済 ・ 社 会 の 機 能 不 全 に よ っ て 生 み 出 さ れ た
． ． ． ． ． ． ． ． ． ．

現 象 で あ る 。 翻

っ て 少 子 化 が 経 済 ・ 社 会 を 揺 る が す と い う 側 面 は 、 問 題 の 本 質 で

は な い 。 少 子 化 対 策 が 直 視 す べ き は 、 少 子 化 と い う 症 状 を 生 み 出

し た 経 済 ・ 社 会 の 病 理 な の で あ る 。  

 少 子 化 は 、 大 沢 真 理 氏 （ 東 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所 ） の 言 葉 を 借

り れ ば 、「男 性 稼 ぎ 主 」型 社 会 の 行 き 詰 ま り と い う 病 理 か ら 生 じ て

い る （ 大 沢  2 0 0 7）。 し た が っ て 、 保 育 サ ー ビ ス の 充 実 に よ り 育 児

の 負 担 を 社 会 化 し つ つ 、 男 性 も 含 め た
． ． ． ． ． ．

育 児 休 業 制 度 の 充 実 や 短 時

間 勤 務 制 度 の 普 及 に よ り 、 仕 事 と 育 児 と を 性 別 に か か わ ら ず 同 等

に 分 担 で き る よ う な 社 会 を 創 る こ と が カ ギ と な る 。 そ れ が 、 結 果

と し て 出 生 率 の 改 善 に も つ な が っ て い く こ と は 、 主 要 先 進 諸 国 の

経 験 が 如 実 に 物 語 っ て い る 。  

と こ ろ が 、 少 子 化 が 経 済 ・ 社 会 に も た ら す 危 機 を 強 調 す る と 、

政 策 が ゆ が ん で い く 。 子 ど も が 増 え 、 女 性 の 労 働 力 が 増 え れ ば よ

い と 考 え れ ば 、 保 育 サ ー ビ ス の 量 的 拡 充 や 女 性 の 出 産 ・ 育 児 休 業

の 充 実 に 力 点 が お か れ て し ま う 。 し か し 、 そ れ は 「 育 児 は 女 性 の

役 割 」 と い う 価 値 観 を 前 提 と し て い る 。 価 値 観 云 々 を お い た と し

て も 、労 働 力 の 確 保 に よ り 経 済・社 会 を 救 う こ と が 主 眼 で あ れ ば 、

男 性 の 長 時 間 労 働 は そ の ま ま に し つ つ 、 よ り 多 く の 女 性 を 労 働 市
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場 に 送 り 出 す 方 向 が 追 求 さ れ る こ と と な る 。  

日 本 の 少 子 化 対 策 は 、 こ う し た 偏 向 を 未 だ に 拭 え て い な い 。 と

く に 、 近 視 眼 的 な 雇 用 主 の 都 合 に と ら わ れ て 、 育 児 休 業 や 短 時 間

勤 務 制 度 の 男 性 を 含 め た 実 質 化 を た め ら う こ と は 避 け ね ば な ら な

い 。 表 面 的 な 対 症 療 法 に 終 始 す る こ と を 止 め 、 社 会 の 病 理 を 根 治

す る 以 外 に 道 は な い の で あ る 。  

2－ 2  転 換 戦 略 と し て の 社 会 的 投 資 ア プ ロ ー チ  

 そ れ で は 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 は 、 い か な る ア プ ロ ー チ に

基 づ い て 舵 を 切 っ て い く べ き で あ ろ う か 。 そ れ を 考 え る た め の 有

力 な ヒ ン ト と し て 、 1 9 9 0 年 代 以 降 、 E U さ ら に は O E C D に お い て 主

流 化 し て き た 、「 社 会 的 投 資 」（ s o c i a l  i n v e s t m e n t） と い う 概 念 を

取 り 上 げ た い 。  

 社 会 的 投 資 と い う 概 念 が 福 祉 国 家 再 編 論 の 中 で 用 い ら れ る と き 、

そ れ は 前 世 紀 末 以 来 の ポ ス ト 工 業 化 社 会 に お い て 決 定 的 と な っ た

知 識 基 盤 経 済 へ の 移 行 と 、 雇 用 の 流 動 化 、 家 族 構 造 の 変 化 な ど が

生 み 出 し た 「 新 し い 社 会 的 リ ス ク 」 と に 対 応 す る 福 祉 国 家 の 積 極

的 再 編 の こ と を 指 す 。 重 視 さ れ る の は 、 ま ず 人 的 資 源 へ の 投 資 で

あ り 、 そ の 手 段 と し て 幼 児 教 育 ・ 保 育 か ら 成 人 を 対 象 と す る 生 涯

教 育 、 技 能 訓 練 ま で を 含 ん だ 教 育 機 会 の 充 実 が 強 調 さ れ る 。 さ ら

に 、 人 的 資 源 の 効 率 的 活 用 の 観 点 か ら 、 失 業 者 に 対 す る 再 教 育 ・

再 訓 練 サ ー ビ ス （ ＝ 積 極 的 労 働 市 場 政 策 ） の 充 実 や 女 性 の 就 業 の

促 進 な ど が 目 標 と し て 掲 げ ら れ る 。  

 社 会 的 投 資 ア プ ロ ー チ の 特 色 は 、「大 き な 政 府 」か「 小 さ な 政 府 」

か と い う 問 題 の 立 て 方 に 象 徴 さ れ る 経 済 的 効 率 と 社 会 的 公 正 と の

二 者 択 一 的 把 握 を 脱 し て 、 社 会 的 公 正 の 向 上 が 経 済 的 効 率 を 高 め

る と い う 側 面 に 着 目 す る こ と に あ る 。 知 識 基 盤 経 済 に お い て は 、

人 的 資 源 の 質 が 経 済 成 長 を 大 き く 左 右 す る 。 そ こ で 、 成 育 環 境 の

改 善 、 教 育 の 質 の 向 上 、 労 働 市 場 へ 出 た 後 の 教 育 ・ 訓 練 機 会 の 保

障 、さ ら に は 女 性 の 家 事・育 児 負 担 か ら の 解 放（ に よ る 就 業 促 進 ）

が 重 要 性 を 増 す 。 こ れ ら の 施 策 は 貧 困 の 世 代 間 連 鎖 を 食 い 止 め 、

機 会 の 平 等 を 生 み 出 し 、 雇 用 の ミ ス マ ッ チ に よ る 失 業 リ ス ク を 軽

減 す る こ と に よ り 、 貧 困 削 減 や 所 得 格 差 の 是 正 に も つ な が る 。 社

会 的 公 正 を 追 求 す る た め の 政 策 の 重 点 を 、 所 得 の 喪 失 に 対 す る 年
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金 や 失 業 給 付 の よ う な 「 事 後 の 保 障 」 か ら 、 将 来 的 な 人 的 資 源 の

蓄 積 に 貢 献 す る 政 策 分 野 へ と シ フ ト さ せ る こ と に よ る 、 効 率 と 公

正 の 両 立 の 推 進 が 、 社 会 的 投 資 の エ ッ セ ン ス で あ る 。  

 1 9 9 0 年 代 後 半 以 来 、E U は 社 会 的 投 資 を 公 式 の 政 策 方 針 と し て 摂

取 し 、 2 0 0 0 年 に 欧 州 理 事 会 が 採 択 し た 「 リ ス ボ ン 戦 略 」 で は 、 人

間 へ の 投 資 と 能 動 的 か つ 動 態 的 な 福 祉 国 家 の 発 展 」 を 、 知 識 基 盤

経 済 に お け る 効 率 と 公 正 の 両 立 を 目 指 す E U 共 通 戦 略 と し て 掲 げ

る に い た っ た 。 歩 調 を 合 わ せ る よ う に 、 O E C D も 旧 来 の 新 自 由 主 義

的 政 策 志 向 を 見 直 し 、 就 学 前 教 育 や 生 涯 学 習 の 重 視 、 雇 用 ・ 家 族

生 活 に お け る 男 女 平 等 の 追 求 と い っ た 方 向 に 舵 を 切 っ た 。  

 も ち ろ ん 、 社 会 的 投 資 ア プ ロ ー チ に 対 す る 批 判 も あ る 。 経 済 効

率 ・ 成 長 重 視 と い う 点 で 、 社 会 的 投 資 は 政 府 の 役 割 を 否 定 的 に と

ら え る 新 自 由 主 義 の 思 想 と 重 な る 面 が あ る 。 ゆ え に 、 失 業 者 へ の

就 労 「 支 援 」 と 就 労 「 強 制 」 が 紙 一 重 で あ る よ う に 、 社 会 的 投 資

の 発 想 を 具 体 的 な 制 度 に 落 と し 込 む 方 法 の 如 何 に よ り 、 新 自 由 主

義 と 社 会 的 投 資 と の 違 い は き わ め て あ い ま い と な る 。 ま た 、 物 理

的 ・ 精 神 的 な 困 難 を 抱 え 、 支 援 を 強 化 し て も 就 労 に 結 び つ き に く

い 人 々 に 対 す る 社 会 権 保 障 は 、 社 会 的 投 資 の ロ ジ ッ ク に 照 ら せ ば

投 資 効 果 が 薄 い た め 軽 視 さ れ か ね な い 。  

と は い え 、福 祉 国 家 が 新 自 由 主 義 か ら の 攻 撃 に さ ら さ れ る 中 で 、

効 率 と 公 正 の 両 立 に 向 け た 積 極 的 指 針 を 示 し た 意 義 は 大 き い 。 ま

た 、 社 会 保 障 を 重 視 す る 立 場 と 市 場 的 効 率 を 重 視 す る 立 場 の 双 方

と 親 和 的 な ア プ ロ ー チ で あ る か ら こ そ 、 社 会 的 投 資 と い う ア イ デ

ア の 受 容 が 進 ん だ の も 事 実 で あ る 。  

2－ 3  社 会 的 投 資 と 財 政 支 出 の 国 際 的 動 向  

 こ の よ う な 社 会 的 投 資 と い う 考 え 方 は 、 各 国 の 政 策 分 野 別 社 会

支 出 の 重 点 に い か ほ ど の 影 響 を 現 実 に 与 え て き た の で あ ろ う か 。

ま た 、 そ こ か ら 日 本 の 財 政 支 出 の 動 向 を 読 み 解 く た め の ヒ ン ト は

見 出 せ る の で あ ろ う か 。  

 ニ コ ラ イ （ N i k o l a i  2 0 1 2） は 、 O E C D 諸 国 の 社 会 支 出 を 、 伝 統 的

な「 補 償 的 社 会 政 策（ 支 出 ）」と 社 会 的 投 資 ア プ ロ ー チ で 重 視 さ れ

る 「 投 資 的 社 会 政 策 （ 支 出 ）」 と に 分 類 し 、 1 9 8 0 年 代 以 降 の 両 者

の 動 向 を 分 析 し た 。 補 償 的 社 会 支 出 に は 、 老 齢 ・ 遺 族 年 金 と 失 業
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給 付 が 含 ま れ 、 投 資 的 社 会 支 出 に は 家 族 向 け 給 付 、 教 育 、 積 極 的

労 働 市 場 政 策 が 含 ま れ る 。  

 こ こ で は 、 こ の ニ コ ラ イ に よ る 分 類 に 従 い つ つ 、 社 会 的 投 資 ア

プ ロ ー チ の 主 流 化 が 、 各 国 の 社 会 支 出 の パ タ ー ン に ど の 程 度 、 ど

の よ う に 反 映 し て き た の か 、 独 自 に 確 認 し て み た い 。 た だ し 、 教

育 支 出 に つ い て は 比 較 可 能 な 詳 細 デ ー タ が 入 手 し づ ら い た め 、 以

下 で は 家 族 向 け 給 付 と 積 極 的 労 働 市 場 政 策 の 2 つ の み を 投 資 的 社

会 支 出 と し て 扱 う こ と と す る 。 な お 、 ニ コ ラ イ の 分 類 に お い て 、

医 療 は 補 償 的 社 会 政 策 と 投 資 的 社 会 政 策 の い ず れ に も 位 置 づ け ら

れ て い な い 。 医 療 関 連 支 出 は そ の 社 会 支 出 に 占 め る 規 模 の 大 き さ

か ら み て 重 要 で あ る こ と は 事 実 で あ る 。 し か し 、 医 療 は 伝 統 的 に

重 要 な 社 会 保 障 政 策 分 野 で あ っ た と 同 時 に 、 人 的 資 本 の 向 上 に も

資 す る と い う 意 味 で 社 会 的 投 資 と し て の 性 格 も 帯 び て い る た め 、

い ず れ か に 分 類 す る こ と は 難 し い の で 除 外 さ れ て い る 。  

事 後 的 補 償 か ら 社 会 的 投 資 へ ？  

 主 要 先 進 諸 国 に お い て 、 伝 統 的 な 事 後 的 補 償 を 目 的 と す る 補 償

的 社 会 支 出 （ 老 齢 ・ 遺 族 年 金 、 失 業 給 付 ） か ら 社 会 的 投 資 と し て

の 性 格 が 濃 い 投 資 的 社 会 支 出 （ 家 族 、 積 極 的 労 働 市 場 政 策 ） へ の

財 政 支 出 の 転 換 は ど れ ほ ど 進 ん で い る の で あ ろ う か 。  

 図 2 で は 、 1 9 9 0 年 か ら 2 0 0 5 年 （ 国 に よ り 2 0 0 9 年 ） の 主 要 先 進

諸 国 に お け る 2 0 年 弱 の 間 の 補 償 的 社 会 支 出 と 投 資 的 社 会 支 出 の

規 模 の 変 化 （ G D P 比 、 %ポ イ ン ト ） を プ ロ ッ ト し た 。 図 3 で は 、 そ

れ を 棒 グ ラ フ で 示 し て い る 。  

 ま ず 図 2 で 全 体 的 傾 向 を 確 認 し よ う 。1 9 9 0 年 代 以 来 、E U そ し て

O E C D レ ベ ル に お い て 、社 会 的 投 資 ア プ ロ ー チ に 基 づ く 福 祉 国 家 の

政 策 転 換 が 唱 導 さ れ て き た も の の 、 そ れ は 財 政 支 出 の ド ラ ス テ ィ

ッ ク な 変 化 に 直 結 し て き た わ け で は な い 。 図 2 に お い て 、 右 上 の

象 限 に 多 く の 国 が 収 ま っ て い る よ う に 、 高 齢 化 や 失 業 率 の 上 昇 と

い う 圧 力 を う け 、 伝 統 的 な 補 償 的 社 会 支 出 の 膨 張 は 容 易 に 避 け ら

れ な か っ た た め で あ る 。  
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     出 所 ） 図 ２ ～ 図 1 0 ま で ： O E C D  S t a t  E x t r a c t s .  

 し か し 、 図 3 で 確 認 で き る よ う に 、 1 9 9 0 年 代 以 降 の 財 政 支 出 の

転 換 度 合 い は 国 ご と に 多 様 で あ る 。 そ の パ タ ー ン は 、 お お む ね 3

つ に 分 け て 把 握 す る こ と が で き る 。 第 1 に 、 ル ク セ ン ブ ル ク 、 ア

イ ル ラ ン ド 、 ア イ ス ラ ン ド 、 デ ン マ ー ク 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、 ス ペ

イ ン と い っ た 国 々 で は 、 投 資 的 社 会 支 出 の 伸 び が 補 償 的 社 会 支 出

の そ れ を 上 回 っ て お り 、 こ れ ら は 社 会 的 投 資 へ の 重 点 シ フ ト が 財

政 支 出 の 変 化 に 表 れ た 国 々 で あ る と い え る 。  

 第 2 に 、 ポ ル ト ガ ル 、 フ ラ ン ス 、 イ タ リ ア 、 オ ー ス ト リ ア 、 ベ

ル ギ ー 、 日 本 、 フ ィ ン ラ ン ド 、 ポ ー ラ ン ド は 、 補 償 的 社 会 支 出 の

膨 張 が 顕 著 で あ る 反 面 、投 資 的 社 会 支 出 の 伸 び は 限 定 的 で あ っ た 。 
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図２ 補償的・投資的社会支出の変化

（1990⇒2005または2009、GDP比、%ポイント）
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こ れ ら の 国 々 で は 、 補 償 的 社 会 支 出 の 伸 び が 社 会 保 障 財 政 を 圧 迫

し 、 投 資 的 社 会 支 出 へ の 振 り 向 け を 阻 ん で き た と み る こ と も で き

る 。  

 第 3 に 、 ド イ ツ 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 、 カ ナ ダ 、 ア メ リ カ 、 ノ ル

ウ ェ ー 、 オ ラ ン ダ 、 ス ウ ェ ー デ ン で は 、 補 償 的 社 会 支 出 と 投 資 的

社 会 支 出 の 両 方 が 抑 制 基 調 を た ど っ た 。  

 つ ぎ に 、 補 償 的 社 会 支 出 ・ 投 資 的 社 会 支 出 の そ れ ぞ れ を ブ レ ー

ク ダ ウ ン し 、 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 （ 老 齢 年 金 ） と 家 族 向 け 給 付 と

の 間 の 関 係 を み よ う 。こ れ に よ り 、「補 償 的 社 会 支 出 か ら 投 資 的 社

会 支 出 へ 」 の 変 化 に 「 高 齢 者 向 け 給 付 か ら 家 族 （ ・ 子 ど も ） 向 け

給 付 へ 」 の 変 化 が 内 在 し て い る か 否 か を 確 認 す る こ と が で き る 。  

各 国 の 1 9 9 0 年 以 降 の 変 化 を プ ロ ッ ト し た の が 図 4 で あ り 、国 ご

と の 変 化 を 棒 グ ラ フ で 表 し た の が 図 5 で あ る 。 図 4 で は 、 高 齢 者

R² = 0.088
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図４ 高齢者向け現金給付・家族向け支出の変化

（1990⇒2009、GDP比、%ポイント）
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向 け 現 金 給 付 の 伸 び が 大 き い ほ ど 、 家 族 向 け 給 付 の 伸 び が 小 さ く

な る と い う 、 緩 や か な ト レ ー ド オ フ 関 係 が み ら れ る （ た だ し 統 計

的 に 有 意 な 程 度 で は な い ）。図 5 で 国 別 に み る と 、ル ク セ ン ブ ル ク 、

ア イ ル ラ ン ド 、 ア イ ス ラ ン ド 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、 ス ペ イ ン 、 ニ ュ

ー ジ ー ラ ン ド と い っ た 国 々 は 、 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 を 強 く 抑 制 し

つ つ 、 家 族 向 け 給 付 を 増 や し て き た こ と が わ か る 。 イ ギ リ ス も 、

高 齢 者 向 け 現 金 給 付 を あ る 程 度 抑 制 し つ つ 、 家 族 向 け 給 付 を 拡 大

さ せ て き た と い え る 。 そ の 反 面 、 イ タ リ ア 、 ポ ル ト ガ ル 、 フ ラ ン

ス 、 日 本 、 オ ー ス ト リ ア 、 フ ィ ン ラ ン ド 、 ポ ー ラ ン ド は 、 高 齢 者

向 け 現 金 給 付 の 伸 び が 著 し い 。  

ま た 、 全 体 と し て 、 家 族 向 け 給 付 の 変 化 度 合 い よ り む し ろ 、 高

齢 者 向 け 現 金 給 付 の 変 化 度 合 い の ほ う が 、 一 国 に お け る 変 化 も 、

国 際 的 な ば ら つ き も 大 き い 。 こ の 点 に 着 目 す れ ば 、 社 会 的 投 資 ア

プ ロ ー チ は 、 財 政 支 出 動 向 を み る か ぎ り 、 投 資 的 社 会 支 出 の 拡 大

よ り 、 む し ろ 老 齢 年 金 を 中 心 と す る 補 償 的 社 会 支 出 の 抑 制 を 促 す

方 向 に 寄 与 し て い る と い う べ き で あ ろ う 。 い ず れ の 国 に お い て も

財 政 事 情 が 厳 し い 昨 今 、 こ う し た 高 齢 者 向 け 給 付 の 抑 制 が 、 家 族

向 け 給 付 の 拡 大 へ と 結 実 す る か 否 か が 問 わ れ る 状 況 に あ る と い っ

て よ い 。  

 同 じ よ う に 、 補 償 的 社 会 支 出 の う ち の 伝 統 的 失 業 給 付 と 、 投 資

的 社 会 支 出 の う ち の 積 極 的 労 働 市 場 政 策 と の 財 政 支 出 変 化 の 関 係

を み た の が 図 6、お よ び 図 7 で あ る 。社 会 的 投 資 ア プ ロ ー チ の「 事

後 的 補 償 か ら 予 防 的 ・ 投 資 的 プ ロ グ ラ ム へ 」 の 考 え 方 に し た が え

ば 、 伝 統 的 失 業 給 付 か ら 積 極 的 労 働 市 場 政 策 へ の 財 政 支 出 の シ フ

ト が 進 む こ と と な る 。  

し か し 、 図 に 明 ら か な よ う に 、 そ う し た 明 快 な 変 化 は 今 の と こ

ろ 生 じ て い な い 。 唯 一 の 例 外 は デ ン マ ー ク で 、 伝 統 的 失 業 給 付 の

大 胆 な 抑 制 と 積 極 的 労 働 市 場 政 策 へ の 財 源 投 入 が 進 め ら れ た 。 し

か し 、 目 立 つ の は オ ラ ン ダ 、 ス ペ イ ン 、 カ ナ ダ 、 ノ ル ウ ェ ー な ど

積 極 的 労 働 市 場 政 策 の 支 出 拡 大 を 伴 わ ず に 伝 統 的 失 業 給 付 の 抑 制

が な さ れ た 国 々 の 存 在 で あ る 。ま た 、ポ ル ト ガ ル 、フ ィ ン ラ ン ド 、

ド イ ツ で は 、 伝 統 的 失 業 給 付 が 拡 大 し た 。  
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失 業 対 策 は 、 時 々 の 失 業 の 深 刻 さ や そ の 原 因 の 移 り 変 わ り な ど

に よ っ て 左 右 さ れ る 面 が 強 い 。 し た が っ て 、 単 純 に 伝 統 的 失 業 給

付 か ら 積 極 的 労 働 市 場 政 策 へ の 財 政 支 出 の シ フ ト が 進 む と 期 待 す

る こ と は 、 そ も そ も 適 切 で な い と い う 事 情 が あ る 。 ま た 、 財 政 支

出 の 規 模 よ り 、 む し ろ 失 業 給 付 の 制 度 変 化 （ 給 付 要 件 、 期 間 、 そ

し て 就 労 イ ン セ ン テ ィ ブ 付 与 の 仕 組 み な ど ） の ほ う が 実 質 的 な 政

策 の 性 格 を 左 右 す る の も 事 実 で あ る 。 そ う し た 観 点 か ら み れ ば 、

財 政 支 出 パ タ ー ン に も 明 確 な 社 会 的 投 資 へ の シ フ ト が み ら れ る デ

ン マ ー ク の 事 例 は や は り 例 外 的 で あ る し 、 ゆ え に 注 目 さ れ る べ き

で あ ろ う 。  

R² = 0.0294
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図６ 伝統的失業給付・積極的労働市場政策の変化

（1990⇒2005、GDP比、%ポイント）
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日 本 の 状 況 を ど う み る か  

 以 上 を 踏 ま え 、 現 在 の 日 本 が お か れ た 状 況 を ど の よ う に み る べ

き で あ ろ う か 。  

ま ず 留 意 し た い の は 、 次 の 表 1 が 示 す 事 実 で あ る 。 こ れ は 、 以

上 の 分 析 で 対 象 と し た 主 要 先 進 諸 国 2 3 カ 国 に つ い て 、 1 9 9 0 年 時

点 の 各 種 支 出 の 大 き さ と 、 そ の 後 の 変 化 と の 関 係 を み た も の で あ

る 。 補 償 的 社 会 支 出 と 投 資 的 社 会 支 出 の い ず れ も 、 1 9 9 0 年 時 点 で

支 出 規 模 が 大 き か っ た 国 ほ ど 、そ の 後 は 抑 制 的 な 傾 向 を た ど っ た 。

逆 に 、 1 9 9 0 年 時 点 の 支 出 規 模 が 小 さ い 場 合 ほ ど 、 そ の 後 は 支 出 規

模 を 拡 大 さ せ た わ け で あ る 。 こ の 傾 向 は 、 個 別 の 政 策 分 野 を み て

も お お む ね 当 て は ま る が 、 と く に 伝 統 的 失 業 給 付 に つ い て は そ の

傾 向 が 明 瞭 で あ り 、 そ れ に 積 極 的 労 働 市 場 政 策 、 家 族 政 策 が 続 く

が 、 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 に つ い て は そ の よ う な 傾 向 は ほ と ん ど み

ら れ な い 。  

こ こ か ら 読 み 取 れ る 一 般 的 な 傾 向 は 3 つ あ る 。 第 1 に 、 1 9 8 0 年

代 ま で に 社 会 保 障 の 充 実 を 先 ん じ て 進 め た 国 々 で は 、9 0 年 代 以 降

に そ の 再 編 ・ 抑 制 が 図 ら れ る 傾 向 に あ っ た 。 そ う し た 一 般 的 状 況

の 下 で 、8 0 年 代 ま で に 家 族 政 策 や 積 極 的 労 働 市 場 政 策 を 他 の 国 々

よ り 充 実 さ せ て い た 北 欧 諸 国 で は 、9 0 年 代 以 降 の そ れ ら 政 策 に か

か る 支 出 の 伸 び が 抑 制 さ れ る 傾 向 に あ っ た 。 こ れ が 、 9 0 年 代 以 降

に 社 会 的 投 資 へ の 傾 斜 と い う 財 政 支 出 の 傾 向 が 国 際 動 向 と し て 明

確 化 し な か っ た こ と の 一 因 で あ る 。 裏 返 せ ば 、 8 0 年 代 ま で の 社 会

支 出 の 規 模 が 限 定 的 な 国 に お い て は 、 比 較 的 明 確 に 社 会 的 投 資 へ

の シ フ ト が み ら れ て よ い こ と と な る 。  

第 2 に 、 北 欧 諸 国 の よ う に 、 か ね て よ り 伝 統 的 失 業 給 付 が 手 厚  

表１ 23 か国における 1990 年時点の社会支出規模（GDP 比）と

その後の変化との一般的関係

支出

項目

補償的 投資的

社会支出 うち高齢者向

け現金給付

うち伝統的

失業給付

社会支出 うち家族政策 うち積極的

労働市場政策

相関

係数

-0.251746987 -0.067646513 -0.645668411 -0.322137209 -0.216588877 -0.385989805

出所）OECD Stat Extracts. 
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く 行 わ れ て い た 国 々 で は 、 そ の 抑 制 が と り わ け 明 確 に 図 ら れ て い

っ た 。 こ れ が 、 伝 統 的 失 業 給 付 の 抑 制 と い う 国 際 的 ・ 一 般 的 傾 向

が 際 立 っ た 一 因 で あ る と い え る 。  

第 3 に 、 高 齢 化 の 進 展 に と も な い 、 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 の 膨 張

を 抑 制 す る た め の 年 金 制 度 改 革 に 踏 み 切 っ た 国 も あ れ ば 、 そ う で

な い 国 も あ る 中 で 、 一 般 的 傾 向 と し て は 、 1 9 8 0 年 代 ま で の 高 齢 者

向 け 現 金 給 付 の 大 小 に 関 わ ら ず 、 そ の 後 の 支 出 規 模 は 推 移 し た 。

こ の こ と は 、 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 が 膨 張 し て も 、 そ の 抑 制 の た め

の 制 度 改 革 が 容 易 で な い 場 合 が 国 際 的 に み て 多 い こ と を 意 味 し て

い る 。 し か し な が ら 、 先 の 図 4 で 確 認 し た 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 と

家 族 向 け 給 付 と の 間 の ト レ ー ド オ フ 関 係 を 踏 ま え れ ば 、 社 会 支 出

膨 張 の 主 因 を な す 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 の コ ン ト ロ ー ル を 実 現 す る

か 否 か が 、 社 会 的 投 資 の 一 つ の 核 で あ る 家 族 向 け 給 付 の 充 実 の 成

否 を 左 右 す る 側 面 が 指 摘 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

 こ れ ら を 念 頭 に 、 日 本 の 状 況 を 先 の 分 析 か ら 確 認 し よ う 。 図 3

お よ び 図 5 に 明 ら か な よ う に 、 財 政 支 出 で み る か ぎ り 、 日 本 で は

補 償 的 社 会 支 出 か ら 投 資 的 社 会 支 出 へ の シ フ ト は み ら れ な い 。 よ

り 正 確 に は 、 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 の 突 出 し た 伸 び に 対 し て 、 家 族

向 け 給 付 の そ れ は 実 に 限 ら れ た 規 模 で し か な い 。 こ れ が 、 1 9 9 0 年

代 以 降 、 少 子 化 危 機 が 喧 伝 さ れ る 中 で 進 め ら れ た 少 子 化 対 策 の 結

果 で あ る 。  

 そ れ で は 、 社 会 的 投 資 ア プ ロ ー チ を ベ ー ス と し た 場 合 の 日 本 の

課 題 は 、 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 の 厳 格 な 抑 制 と 家 族 政 策 の 充 実 で あ

る と い っ て よ い の だ ろ う か 。  

 そ の よ う に 断 じ る の は 適 切 で は な い 。ま ず 図 8 を み て お き た い 。

こ の 図 は 、 折 れ 線 で 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 の G D P 比 が 示 さ れ 、 そ の

大 き さ の 順 に 各 国 が 並 べ ら れ て い る 。 色 の 濃 い 棒 グ ラ フ は 高 齢 者

の 可 処 分 所 得 ベ ー ス の 相 対 的 貧 困 率 を 、 色 の 薄 い 棒 グ ラ フ は 年 金

給 付 等 の 所 得 再 分 配 の 結 果 、 当 初 所 得 と 可 処 分 所 得 の 間 で 相 対 的

貧 困 率 が 何 %ポ イ ン ト 削 減 さ れ た か （ 貧 困 削 減 度 ） を 表 し て い る 。 

 こ の 図 は 、 日 本 の 年 金 制 度 が 著 し く 非 効 率 的 な も の で あ る こ と

を 如 実 に 物 語 っ て い る 。 な ぜ な ら 、 給 付 規 模 は 大 き い が 、 高 齢 者

の 相 対 的 貧 困 率 が 2 0％ 程 度 に 達 し て い る 。 そ の 主 因 は 、 給 付 規 模

が 大 き い に も か か わ ら ず 貧 困 削 減 度 が 低 い こ と に あ る 。 他 の 高 齢

者 向 け 現 金 給 付 が 大 き い 国 々 と 比 べ れ ば 、 日 本 の 貧 困 削 減 度 の 低  
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注 ） ア メ リ カ と オ ー ス ト ラ リ ア の 相 対 的 貧 困 率 と 貧 困 削 減 度 は 2 0 1 0 年 の も の 。

  出 所 ） O E C D  S t a t  E x t r a c t s .  

注 ） ア メ リ カ と オ ー ス ト ラ リ ア の 相 対 的 貧 困 率 は 2 0 1 0 年 の も の 。

さ は 突 出 し て い る の で あ る 。  

 他 方 で 、 図 9 に 示 し た と お り 、 日 本 に お け る 家 族 向 け 支 出 の 規

模 は 現 在 で も 非 常 に 小 さ く 、 結 果 と し て 子 ど も の 相 対 的 貧 困 率 が

高 い 。 こ れ ら の 事 実 を 合 わ せ み れ ば 、 日 本 で は 、 非 効 率 な 年 金 制

度 が 、 高 齢 者 の 所 得 保 障 を 十 全 に 果 た さ ぬ ま ま 年 金 支 出 の 膨 張 を

生 み 出 し 、 そ れ が 社 会 保 障 財 政 全 体 を 圧 迫 す る 結 果 、 家 族 政 策 の

充 実 も 十 分 に 進 ま な い 状 況 に あ る と い え る 。 そ の 意 味 で 、 非 効 率

な 年 金 制 度 の 温 存 は 、 世 代 を 超 え て 全 般 的 な 貧 困 問 題 の 放 置 に 帰

結 し て い る と い っ て よ い 。  
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 し た が っ て 、 日 本 が 現 在 直 面 す る 課 題 は 、 社 会 的 投 資 ア プ ロ ー

チ に 基 づ く 財 政 支 出 の 再 編 （ 高 齢 者 向 け 現 金 給 付 の 抑 制 と 家 族 向

け 給 付 へ の 振 向 け ） で は な い 。 そ の よ う な グ ロ ー バ ル 化 対 応 の 社

会 保 障 再 編 に 踏 み 出 す 以 前 の 重 要 課 題 と し て 、 高 齢 者 の 所 得 保 障

を 効 果 的 に 果 た し う る 年 金 制 度 の 創 出 が あ る 。 そ れ が 実 現 さ れ て

は じ め て 、 社 会 的 投 資 ア プ ロ ー チ に 基 づ く 社 会 保 障 政 策 の 現 代 的

再 編 が 目 標 と な り う る 。 こ う し た 意 味 に お い て も 、 日 本 は や は り

「 周 回 遅 れ の ラ ン ナ ー 」 な の で あ る 。  
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３  国 際 比 較 か ら み た 日 本 の 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 と そ の 財 政  

 つ ぎ に 、 日 本 の 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 と そ の 財 政 の 現 状 を 的

確 に 理 解 す る た め に 、も う 一 歩 踏 み 込 ん だ 国 際 比 較 を 行 っ て い く 。 

3－ 1  公 的 社 会 支 出 の 国 際 比 較  

 今 日 で は 、 い ず れ の 先 進 諸 国 に お い て も 、 社 会 保 障 支 出 が 政 府

支 出 の 中 心 的 な 項 目 と な っ て い る 。 資 本 主 義 に 基 づ く 市 場 経 済 中

心 の 発 展 プ ロ セ ス は 、 社 会 全 体 で み た 生 産 力 と 物 質 的 な 豊 か さ を

飛 躍 的 に 高 め る 一 方 で 、 景 気 循 環 に 伴 う 失 業 の 発 生 や 、 生 活 様 式

の 現 代 化 に と も な う 家 族 や コ ミ ュ ニ テ ィ の 相 互 扶 助 の 減 退 を 通 じ

て 、 生 活 保 障 の た め の 社 会 保 障 政 策 の 拡 充 を 必 然 的 に 呼 ぶ こ と と

な っ た 。  

 こ の よ う に 、 社 会 保 障 政 策 の 拡 充 が 資 本 主 義 的 発 展 の 必 然 的 な

産 物 で あ る と い う 見 方 は 、 か つ て の ウ ィ レ ン ス キ ー に 代 表 さ れ る

産 業 主 義 の 立 場 が 強 調 す る も の で あ っ た （ W i l e n s k y  1 9 7 5）。 し か

し 、 よ り 重 要 な の は 、 社 会 保 障 支 出 の 規 模 や 政 策 の 具 体 的 な 中 身

に は 、 国 ご と に 無 視 し え な い 重 要 な 相 違 が 存 在 す る と い う 事 実 で

あ り 、 こ う し た 相 違 の 存 在 と そ の 生 成 要 因 に 焦 点 を 当 て る こ と に

よ っ て 、 比 較 福 祉 国 家 論 は 発 展 を 遂 げ て き た 。  

 ま ず は 基 本 的 な 事 実 を 確 認 し よ う 。 図 1 0 は 、 2 0 0 7 年 に お け る

公 的 社 会 支 出 の 対 G D P 比 を 主 だ っ た O E C D 諸 国 に つ い て 示 し て い る 。

通 説 的 な 理 解 で は 、 北 欧 諸 国 や フ ラ ン ス 、 ド イ ツ と い っ た 国 々 の

公 的 社 会 支 出 が 大 き い と さ れ て い る 。 こ れ ら の 国 は 、 エ ス ピ ン ・

ア ン デ ル セ ン の 類 型 化 に し た が え ば 、 社 会 民 主 主 義 レ ジ ー ム と 保

守 主 義 レ ジ ー ム の 代 表 例 で あ る（ E s p i n g - A n d e r s e n  1 9 9 0）。対 し て 、

ア メ リ カ 、 イ ギ リ ス 、 オ ー ス ト ラ リ ア な ど の 自 由 主 義 レ ジ ー ム 諸

国 、 お よ び イ タ リ ア 、 ス ペ イ ン な ど の 南 欧 諸 国 、 そ し て 日 本 は 、

公 的 社 会 支 出 が 一 般 に 小 さ い と い う 整 理 が な さ れ る 。  

し か し 、図 1 0 か ら 、少 な く と も 最 近 に お い て は 、そ の よ う な 通

説 的 な 理 解 が す ん な り と 当 て は ま ら な い こ と が み て と れ る 。 た と

え ば 、 イ タ リ ア の 公 的 社 会 支 出 の 規 模 は 、 ド イ ツ お よ び フ ィ ン ラ

ン ド の そ れ に 肉 薄 し て い る 。 ノ ル ウ ェ ー の 公 的 社 会 支 出 は 、 イ タ

リ ア 、 ス ペ イ ン 、 ポ ル ト ガ ル 、 ギ リ シ ャ と い っ た 南 欧 諸 国 の そ れ
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よ り 小 さ く 、 イ ギ リ ス の そ れ に 近 い 。 ア メ リ カ 、 カ ナ ダ そ し て オ

ー ス ト ラ リ ア の 公 的 社 会 支 出 は 依 然 と し て 小 さ い が 、 イ ギ リ ス は

図 に 挙 げ た 国 々 の う ち で は 中 位 に あ り 、 日 本 の そ れ は ア メ リ カ 、

カ ナ ダ な ど と イ ギ リ ス と の 間 に 位 置 す る よ う に な っ て い る 。  

 こ の よ う な レ ジ ー ム 間 に お け る 公 的 社 会 支 出 規 模 の 差 異 の 曖 昧

化 は 、1 9 9 0 年 代 以 来 の 各 国 に お け る 公 的 社 会 支 出 の 推 移 に よ っ て

生 み 出 さ れ た 。 図 1 1 に み る と お り 、 1 9 9 0 年 時 点 に お い て 公 的 社

会 支 出 の 対 G D P 比 が 主 要 国 中 の 上 位 3 カ 国 で あ っ た ス ウ ェ ー デ ン 、

オ ラ ン ダ 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド に お い て 、 9 0 年 代 以 降 に 公 的 社 会 支

出 の 抑 制 が 図 ら れ た 一 方 、下 位 3 カ 国 の ポ ル ト ガ ル 、日 本 、韓 国 、

お よ び い く つ か の 中 位 国 に お い て 顕 著 な 伸 び が み ら れ た 。 結 果 と

し て 、図 表 1 1 に 挙 げ た 諸 国 に お け る 公 的 社 会 支 出 の 規 模（ G D P 比 ）

の 標 準 偏 差 は 、1 9 9 0 年 に お け る 6 . 2 2 か ら 2 0 0 7 年 に お い て は 4 . 8 4

と な り 、 ば ら つ き が や や 減 少 し た 。 こ う し た 趨 勢 の も と で 、 1 9 8 0

年 代 ま で に み ら れ 、 エ ス ピ ン ・ ア ン デ ル セ ン が そ の 類 型 化 論 に お

い て 指 摘 し た よ う な 、 レ ジ ー ム 類 型 間 の 社 会 支 出 規 模 の 差 異 パ タ

ー ン が さ ほ ど 明 確 で は な く な っ た の で あ る 。  

図 1 0  公 的 社 会 支 出 の 対 G D P 比  

（ 2 0 0 7 年 。 単 位 ： ％ ）  

出 所 ） O E C D ,  S o c i a l  E x p e n d i t u r e  D a t e b a s e ,  O E C D ウ ェ ブ ペ ー ジ よ り 。
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図 1 1  1 9 9 0 年 ～ 2 0 0 7 年 に お け る 公 的 社 会 支 出 （ 対 G D P 比 ） の 伸 び  

（ 国 名 の あ と の カ ッ コ 内 は 1 9 9 0 年 に お け る 公 的 社 会 支 出 の 対 G D P 比（ ％ ）。

単 位 ： ％ ポ イ ン ト ）  

出 所 ） 図 1 0 と 同 じ 。

図 1 2  一 般 政 府 支 出 に 占 め る 公 的 社 会 支 出 の 割 合  

（ 単 位 ： ％ ）  

出 所 ） 図 1 0 と 同 じ 。
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 た だ し 、こ の こ と を も っ て 、「 大 き な 福 祉 国 家 」に お け る 公 的 社

会 支 出 の 抑 制 と「 小 さ な 福 祉 国 家 」に お け る そ の 拡 大 が 1 9 9 0 年 代

以 降 に 進 行 し 、 社 会 保 障 の 財 政 規 模 に 収 斂 が 生 じ た と 一 般 化 す る

こ と は 、 や や 単 純 化 が 過 ぎ る 。 と い う の も 、 1 9 9 0 年 時 点 の 公 的 社

会 支 出 規 模 上 位 3 カ 国 に お け る 支 出 抑 制 と 下 位 3 カ 国 に お け る 支

出 拡 大 は 明 確 で あ る が 、 そ の 他 の 国 々 に お け る 支 出 ト レ ン ド を 収

斂 傾 向 に あ る と 断 定 す る こ と は で き な い 。 さ ら に 、 各 国 の 一 般 政

府 支 出 に 占 め る 公 的 社 会 支 出 の 割 合 を み れ ば （ 図 1 2）、 ス ウ ェ ー

デ ン 、 オ ラ ン ダ 、 あ る い は ノ ル ウ ェ ー と い っ た 公 的 社 会 支 出 （ 対

G D P 比 ） の 抑 制 が 進 ん だ 国 に お い て も 、 一 般 政 府 支 出 の よ り 大 き

な 割 合 を 公 的 社 会 支 出 に 振 り 向 け る よ う に な っ て い る 。 つ ま り 、

こ れ ら の 国 に お い て は 、 G D P 比 で み た 公 的 社 会 支 出 の 規 模 は 抑 制

傾 向 を 示 し て い る も の の 、 緊 縮 財 政 の も と で 、 財 政 支 出 の よ り 大

き な 部 分 を 社 会 支 出 に 振 り 向 け る こ と に よ っ て 、 社 会 保 障 財 源 の

確 保 に 努 力 し て き た こ と が 読 み と れ る の で あ る 。  

 こ の 点 に つ い て 付 け 加 え れ ば 、 主 要 国 の 中 で イ タ リ ア 、 イ ギ リ

ス 、日 本 と い っ た 1 9 9 0 年 代 以 降 の 公 的 社 会 支 出（ 対 G D P 比 ）の 伸

び が 大 き い ケ ー ス の う ち 、 イ タ リ ア と 日 本 に お い て 、 一 般 政 府 支

出 に 占 め る 公 的 社 会 支 出 の 割 合 を 著 し く 高 め る こ と に よ っ て 公 的

社 会 支 出 の 増 加 が 図 ら れ た 一 方 で 、 イ ギ リ ス に お い て は 一 般 政 府

支 出 に 占 め る 割 合 が ほ ぼ 一 定 の ま ま （ つ ま り 財 政 支 出 全 体 の 伸 び

を 伴 い つ つ ）、 公 的 社 会 支 出 の 増 加 が み ら れ た こ と が 指 摘 で き る 。 

 さ ら に 、 こ れ ら 3 カ 国 の 社 会 保 障 政 策 の 規 模 的 特 徴 を 確 認 す る

た め に 、公 的 社 会 支 出 の 目 的 お よ び 現 金 給 付 /現 物 給 付 の 別 に よ る

内 訳 を み て お こ う （ 表 2）。 ま ず 日 本 に つ い て は 、 公 的 社 会 支 出 の

総 額 が 小 さ い う え に 、そ れ は「 高 齢 」の 現 金（ 公 的 年 金 ）・現 物（ 介

護 保 険 ） 給 付 と 「 保 健 ・ 医 療 」 の 現 物 （ 公 的 医 療 保 険 ） 給 付 に 偏

っ て お り 、「 障 が い 」「 家 族 」「 失 業 」 に つ い て は 現 金 ・ 現 物 と も に

給 付 規 模 が 極 め て 限 定 的 で あ る こ と が わ か る 。 換 言 す れ ば 、 伝 統

的 に 社 会 保 障 制 度 の 核 と な っ て い る 公 的 年 金 ・ 医 療 保 険 に 日 本 の

公 的 社 会 支 出 の 大 き な 部 分 が 向 け ら れ て お り 、 こ れ ら は 人 口 の 高

齢 化 に 伴 う 給 付 増 が 不 可 避 な 分 野 で も あ る 。 つ ぎ に 、 イ ギ リ ス に

お い て は 、「 保 健 ・ 医 療 」 の 現 物 給 付 と 「 家 族 」 の 現 金 給 付 の 規 模

が 大 き い も の の 、「 高 齢 」 お よ び 「 失 業 」 の 現 金 ・ 現 物 給 付 が 小 さ

い 。 そ し て ス ウ ェ ー デ ン に お い て は 、 公 的 社 会 支 出 総 額 の 大 き さ  
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表２ 主要諸国の公的社会支出（2005 年） 

a. 現金給付の対 GDP 比（単位：％） 

現金 
給付 

高齢 保健・医療 障がい 家族 失業 積極的 

労働市場

政策

日本 10.2 7.4 - 0.6 0.3 0.3 -
アメリカ 8.0 5.3 - 1.3 0.1 0.3 -
イギリス 10.3 5.5 - 2.0 2.2 0.3 -
ドイツ 15.9 11.0 - 1.3 1.4 1.7 -
フランス 17.5 10.6 - 1.7 1.4 1.7 -
スウェーデン 14.5 7.0 - 3.7 1.5 1.2 -

b. 現物給付の対 GDP 比（単位：％） 

現物 
給付 

高齢 保健・医療 障がい 家族 失業 積極的 

労働市場

政策

日本 8.1 1.2 6.3 0.1 0.5 - -
アメリカ 7.8 0.0 7.0 - 0.5 - -
イギリス 10.5 0.6 7.0 0.4 1.0 - -
ドイツ 9.9 0.2 7.7 0.6 0.7 - -
フランス 10.8 0.3 7.8 0.2 1.6 - -
スウェーデン 13.7 2.5 6.8 1.9 1.7 - -

c. 総給付（現金＋現物）の対 GDP 比（単位：％） 

総給付 高齢 保健・医療 障がい 家族 失業 積極的 

労働市場

政策

日本 18.6 8.6 6.3 0.7 0.8 0.3 0.3
アメリカ 15.9 5.3 7.0 1.3 0.6 0.3 0.1
イギリス 21.3 6.1 7.0 2.4 3.2 0.3 0.5
ドイツ 26.7 11.2 7.7 1.9 2.2 1.7 1.0
フランス 29.2 10.9 7.8 1.9 3.0 1.7 0.9
スウェーデン 29.4 9.6 6.8 5.6 3.2 1.2 1.3
    出所）図 10と同じ。

に 裏 打 ち さ れ て 、 各 項 目 に わ た っ て 比 較 的 給 付 規 模 が 大 き い が 、

と り わ け「 障 が い 」の 現 金 給 付 、お よ び「 高 齢 」「 障 が い 」「 家 族 」

の 現 物 給 付 が 充 実 し て い る こ と が み て と れ る 。  

 概 し て 、 現 金 給 付 は 所 得 保 障 を 目 的 と す る 。 失 業 あ る い は 高 齢

に よ る 稼 得 機 会 の 喪 失 、子 育 て に 起 因 す る コ ス ト 増 な ど に 着 目 し 、
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現 金 給 付 を 通 じ て 所 得 を 保 障 し て い く わ け で あ る 。 対 し て 現 物 給

付 は 、高 齢 者 や 障 が い 者 の 生 活 支 援 や 就 学 前 児 童 の 保 育 と い っ た 、

具 体 的 な ケ ア を 提 供 す る も の で あ る 。 こ う し た 現 物 給 付 は 、 家 族

や コ ミ ュ ニ テ ィ に お け る 相 互 扶 助 を 代 替 し 、 ケ ア を 社 会 化 す る も

の で あ る 。 つ ま り 、 現 金 給 付 は 経 済 的 困 窮 に 起 因 す る 「 生 き づ ら

さ 」 を 、 そ し て 現 物 給 付 は ケ ア の 担 い 手 の 不 在 や ケ ア に 従 事 す る

こ と に よ り 就 業 そ の 他 の 機 会 を 失 う こ と に 起 因 す る「 生 き づ ら さ 」

を 緩 和 す る 機 能 を 持 つ 。 こ う し た 観 点 か ら 、 各 国 に お け る 公 的 社

会 支 出 の 現 金 ・ 現 物 給 付 へ の 振 り 分 け ら れ 方 を 解 釈 す る と 、 各 国

に お け る 社 会 保 障 政 策 の 性 格 の 違 い が み え て く る 。 こ の 点 に つ い

て は 、 後 段 に て 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 に 焦 点 を 当 て て 掘 り 下 げ

る こ と と す る 。  

 な お 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 に 関 わ る 給 付 の 大 半 は 、 こ の 分

類 に お い て 「 家 族 」 給 付 に 含 ま れ る 。 出 産 ・ 育 児 に 関 す る 手 当 や

一 時 金 、 出 産 ・ 育 児 休 業 に と も な う 所 得 保 障 は 「 家 族 」 の 現 金 給

付 で あ り 、 保 育 サ ー ビ ス は 「 家 族 」 の 現 物 給 付 で あ る 。  

3－ 2  脱 家 族 化 と 家 族 主 義  

 比 較 福 祉 国 家 論 に お い て 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 の あ り 方 が

関 わ っ て く る の は 主 と し て 福 祉 国 家 の 「 脱 家 族 化 」 的 側 面 に つ い

て で あ る 。エ ス ピ ン ・ ア ン デ ル セ ン に よ れ ば 、「 脱 家 族 化 は 、社 会

政 策 （ ま た は 市 場 ） が 女 性 に 『 商 品 化 』 の た め の 自 律 性 、 あ る い

は 、 ま ず な に よ り も 独 立 世 帯 を 築 き 上 げ る た め の 自 律 性 を 与 え ら

れ る か ど う か の 度 合 い を 示 す も の で あ る 」（ E s p i n g - A n d e r s e n ,  邦

訳 2 0 0 0）。  

2 0 世 紀 に お け る 福 祉 国 家 の 発 展 は 、 一 般 に 、 生 活 保 障 機 能 を 、

家 族 や コ ミ ュ ニ テ ィ と い っ た 相 互 扶 助 の 基 礎 単 位 か ら 政 府 に 移 し

て い く プ ロ セ ス を 伴 っ て き た 。 し か し 、 伝 統 的 な 家 族 形 態 が 果 た

す 生 活 保 障 機 能 を 重 視 す る 「 家 族 主 義 」 的 認 識 の 強 弱 は 、 現 在 も

な お 国 に よ り 様 々 で あ る 。 ま た 、 福 祉 国 家 の 発 展 は 男 性 を 家 族 に

お け る 唯 一 の 稼 ぎ 手 と す る 「 男 性 稼 ぎ 主 （ m a l e - b r e a d w i n n e r） モ

デ ル 」（ひ い て は 3 世 代 同 居 の 家 族 モ デ ル ）を 各 国 に お い て 一 様 に

消 し 去 る も の で は な か っ た 。 女 性 が 家 事 労 働 の 引 き 受 け 手 で あ る

こ と を 前 提 と し て 、 男 性 が フ ル タ イ ム 労 働 に 従 事 す る と い う 「 モ
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デ ル 」 は 、 実 際 に は ほ と ん ど の 国 に お い て 幻 想 と な り つ つ あ る 。

そ れ で も な お 、 女 性 が 経 済 的 な 自 律 性 を 獲 得 し て い る 程 度 に は 差

異 が あ り 、 課 税 ・ 給 付 単 位 の 設 定 （ 世 帯 か 個 人 か ） や 家 族 内 ケ ア

（ 介 護 ・ 保 育 な ど ） の 社 会 化 の 程 度 を 通 じ て 、 社 会 保 障 制 度 の あ

り 方 が 家 族 主 義 と 脱 家 族 化 の 状 況 に 重 要 な 影 響 を 与 え て い る 。  

家 族 政 策 も し く は 子 育 て 支 援 政 策 の 現 代 的 意 義 は 、 こ う し た 家

族 主 義 と 脱 家 族 化 の 問 題 と 密 接 に 関 連 す る 形 で 、 い く つ か の 角 度

か ら 見 出 さ れ る （ 代 表 的 な 整 理 と し て O E C D  ( 2 0 0 6 )、 と く に 保 育

サ ー ビ ス に 着 目 す る も の と し て E u r o p e a n  C o m m i s s i o n  ( 2 0 0 9 )を 挙

げ て お く ）  。第 1 に 、ジ ェ ン ダ ー 平 等 の 観 点 か ら 、女 性 が 男 性 と

同 様 の ラ イ フ コ ー ス に 関 す る 選 択 の 自 由 を 持 ち う る か 否 か が 、 極

め て 重 要 な 問 題 と な る 。 具 体 的 に は 、 男 性 稼 ぎ 主 モ デ ル に お け る

家 庭 内 ケ ア の 担 い 手 と し て の 女 性 の 役 割 負 担 を 軽 減 し 、 そ の 負 担

を 男 性 も 担 う よ う に し て い く と と も に 、 家 庭 内 ケ ア を 公 共 サ ー ビ

ス と し て 社 会 化 す る か 、 市 場 化 す る こ と が 必 要 と な る 。 同 時 に 、

女 性 の 就 業 機 会 を 拡 大 し 、 男 性 と の 賃 金 ・ 職 種 の 格 差 を 解 消 し て

い く よ う な 労 働 市 場 の 変 革 も 求 め ら れ る 。 こ の と き 、 女 性 の 就 業

可 能 性 や 職 業 上 の 地 位 を 確 保 す る た め に 、 出 産 ・ 育 児 休 業 の 充 実

や 、 男 性 に よ る 育 児 休 業 の 取 得 促 進 も 望 ま れ る こ と と な る 。 こ れ

ら の 点 に お い て 、 子 育 て 支 援 政 策 の 拡 充 が ジ ェ ン ダ ー 平 等 の 観 点

か ら 要 請 さ れ る こ と と な る 。  

 図 1 3 は 、主 要 国 に お け る 性 別・年 齢 別 就 業 率 を グ ラ フ 化 し た も

の で あ る 。 ス ウ ェ ー デ ン 、 デ ン マ ー ク な ど 北 欧 諸 国 に お い て 、 年

齢 階 層 に 関 わ ら ず 男 女 間 の 就 業 率 の 差 が 最 も 小 さ い 。 こ れ ら の 国

に お い て は 、 脱 家 族 化 が 非 常 に 進 ん で お り 、 実 際 に そ の た め の 政

策 が 積 極 的 に 展 開 さ れ 、 そ れ を 国 民 の 男 女 平 等 意 識 の 高 さ が 支 え

て き た 。 対 照 的 に 、 日 本 に お い て は 、 男 女 間 の 就 業 率 の 格 差 が 全

て の 年 齢 層 に お い て 著 し く 、 か つ 一 般 に 女 性 が 出 産 ・ 育 児 に 携 わ

る こ と の 多 い 3 0 歳 代 に お い て 、女 性 の 就 業 率 が 落 ち 込 み 、よ く 知

ら れ る 「 M 字 型 カ ー ブ 」 が 現 れ て い る 。 近 年 の 日 本 で 、 女 性 の 就

業 意 欲 の 高 ま り が み ら れ 、 政 策 的 に も 「 男 女 共 同 参 画 社 会 」 が 目

指 さ れ て い る と は い え 、 国 際 比 較 に お け る 日 本 の 現 状 は 、 ジ ェ ン

ダ ー 平 等 の 視 点 か ら み る か ぎ り ポ ジ テ ィ ブ な も の で は な い 。  

第 2 に 、 貧 困 対 策 、 と り わ け 一 人 親 世 帯 に お け る 就 労 促 進 を 通

じ て 稼 得 機 会 を 保 障 し 、 所 得 の 向 上 を 図 る と い う 観 点 が あ る 。 お  
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図 1 3  女 性 の年 齢 別 就 業 率 （ 2 0 0 7 年 または 2 0 0 8 年 ）  
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出 所 ） O E C D ,  F a m i l y  D a t a b a s e ,  O E C D ウ ェ ブ ペ ー ジ よ り 。
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お む ね 1 9 7 0 年 代 か ら 顕 著 と な っ た 失 業 率 の 上 昇 、サ ー ビ ス 経 済 化

に 伴 う 賃 金 格 差 の 拡 大 、 お よ び 離 婚 や 婚 外 子 の 増 加 を 主 と す る 家

族 形 態 の 多 様 化 に 伴 っ て 、 失 業 者 世 帯 、 な か で も 職 を 持 た な い 一

人 親 の 世 帯 が 増 加 を み せ 、 こ れ が 社 会 問 題 化 し て き た こ と が 、 そ

の 背 景 に あ る 。 近 年 の 趨 勢 で あ る ワ ー ク フ ェ ア （ w o r k f a r e） 的 施

策 に お い て は 、 貧 困 世 帯 に 対 す る 就 労 支 援 が 強 化 さ れ 、 親 の 就 労

を 通 じ て 子 ど も を 持 つ 世 帯 の 貧 困 を 緩 和 す る こ と が 意 識 さ れ る 場

合 が 多 い 。  

こ の 点 と の 関 係 で 、 各 国 に お け る 子 ど も を 持 つ 世 帯 の 貧 困 率 の

状 況 を み て お き た い （ 表 3）。 特 筆 す べ き は 、 日 本 に お け る 1 人 親

世 帯 の 貧 困 率 の 高 さ で あ る（ 5 8 . 7％ ）。全 て の 子 ど も を 持 つ 世 帯 の

貧 困 率 も O E C D 平 均 を 超 え て い る こ と も 合 わ せ み れ ば 、日 本 に お け

る 1 人 親 世 帯 を 中 心 と す る 子 ど も を 持 つ 世 帯 の 経 済 状 況 は 、 極 め

て 深 刻 で あ る と い わ ざ る を え な い 。 た だ し 、 こ う し た 実 態 は 、 日

本 の 社 会 保 障 制 度 と 労 働 市 場 の あ り 方 に 根 ざ す も の で あ っ て 、 単

に 親 の 就 業 促 進 を 図 れ ば 済 む わ け で は な い し 、 逆 に 子 育 て 支 援 政

策 の み に 関 わ る も の で も な い こ と を 付 言 し て お く 。  

ス ウ ェ ー デ ン は 、 デ ン マ ー ク と 並 ん で 、 親 が 1 人 ・ 2 人 で あ る

に 関 わ ら ず 、 比 較 的 低 い 貧 困 率 を 達 成 し て い る 。 イ ギ リ ス に つ い

て は 、 貧 困 率 は 親 の 数 に 関 わ ら ず O E C D 平 均 を 下 回 っ て は い る が 、

1 9 9 7 年 の ブ レ ア 労 働 党 政 権 成 立 以 降 の イ ギ リ ス で は 、保 育 サ ー ビ

ス の 積 極 的 拡 充 策 が 親 （ 特 に 1 人 親 世 帯 の 母 親 ） の 就 労 促 進 と の

絡 み で 強 調 さ れ て き た 。  

 こ の 点 に つ い て 、 表 4 に 基 づ い て 敷 衍 し て お き た い 。 イ ギ リ ス

の ブ レ ア 政 権 下 で 貧 困 世 帯 の 就 労 促 進 が 強 調 さ れ た 背 景 に は 、 特

に 1 人 親 世 帯 に お け る 失 業 率 が 高 い と い う 事 情 が あ る 。 こ れ を 、

そ う し た 世 帯 の 貧 困 率 は さ ほ ど 高 く な い こ と と 合 わ せ て 解 釈 す れ

ば 、 イ ギ リ ス に お い て は 、 親 が 失 業 し て い る も の の 、 就 業 に よ る

稼 得 以 外 の 方 法 に よ り 貧 困 水 準 を 脱 す る 所 得 水 準 を 確 保 し て い る

1 人 親 世 帯 が 少 な く な い こ と と な る 。 現 実 に 、 イ ギ リ ス に お け る

就 労 促 進 政 策 は 、 貧 困 世 帯 の 福 祉 依 存 の 解 消 を 通 じ た 社 会 扶 助 支

出 の 節 約 を 一 つ の 政 策 目 標 と し て き た （ R a h i l l y  a n d  J o h n s t o n  

2 0 0 2）。  

一 方 、 同 じ 図 表 4 に お い て 日 本 の 状 況 を み れ ば 、 2 人 親 世 帯 に

お い て 両 親 と も に 失 業 し て い る ケ ー ス は 極 め て ま れ で あ る と と も

に 、 1 人 親 世 帯 で 親 が 失 業 し て い る 子 ど も の 割 合 も 、 O E C D 平 均 を
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表３ 2000 年代中頃における子ども（15 歳以下）を持つ世帯タイプ別の貧困率 

（2000 年代中葉、単位：％） 

全ての子ども

を持つ世帯
1人親世帯 2人親世帯

デンマーク 2.2 6.8 2.0 

スウェーデン 3.6 7.9 2.8 

ノルウェー 3.7 13.3 2.1 

フランス 6.9 19.3 5.8 

イギリス 8.9 23.7 6.1 

韓国 9.6 26.7 8.1 

オーストラリア 10.1 38.3 6.5 

OECD-30カ国平均 10.6 30.8 5.4 

日本 12.5 58.7 10.5 

カナダ 12.6 44.7 9.3 

ドイツ 13.2 41.5 8.6 

イタリア 14.3 25.6 14.0 

アメリカ 17.6 47.5 13.6 

     出所）図 13と同じ。

大 き く 下 回 っ て い る 。 こ の こ と を 、 イ ギ リ ス の 場 合 と 同 様 に 貧 困

率 の 状 況 と 絡 め て み る と 、 日 本 に お い て は 、 就 業 し て い な が ら 貧

困 水 準 を 下 回 る 所 得 し か 得 ら れ て い な い 、 ワ ー キ ン グ プ ア 状 態 の

1 人 親 世 帯 が 非 常 に 多 い こ と と な る 。つ ま り 問 題 は 、1 人 親 世 帯 の

親 の 無 業 状 態 よ り 、 む し ろ 就 業 状 態 に あ る 彼 ら （ 彼 女 ら ） に 十 分

な 収 入 を 実 現 し う る 就 業 機 会 が 提 供 さ れ て い な い こ と に あ る と 考

え ら れ る 。 い ず れ に せ よ 、 こ の よ う に 、 子 を 持 つ 世 帯 が 直 面 す る

経 済 状 況 の 傾 向 に は 国 に よ る 違 い が あ る が 、 男 性 稼 ぎ 主 モ デ ル が

想 定 す る よ う な 家 族 形 態 や 性 別 役 割 分 業 が ま す ま す 期 待 で き な く

な る 中 で 、 多 様 な 家 族 形 態 に お け る 生 活 保 障 の 実 現 を 図 る た め の

政 策 革 新 が 求 め ら れ て い る 。 子 育 て 支 援 政 策 も 、 そ う し た 各 国 そ

れ ぞ れ の 文 脈 に 位 置 付 け ら れ 、 展 開 さ れ て い る 。  

 家 族 主 義 と 脱 家 族 化 の 問 題 を 考 察 す る 意 義 と し て 、 第 3 に 、 就

学 前 児 童 に 対 す る 教 育 や ケ ア が 、 子 ど も の 将 来 的 な 知 的 ・ 精 神 的

発 達 に 与 え る 影 響 を 重 視 し 、 家 庭 事 情 の 如 何 に か か わ ら ず 、 子 ど  
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表４ 失業世帯の子ども（15 歳以下）の割合 

（2007 年。単位：％） 

失業世帯の 

子ども 

2 人親の失業 

世帯の子ども

1人親の失業 

世帯の子ども

Australia 14.8 5.5 54.5 

Austria 5.9 3.7 25 

Denmark 7.2 2.4 4.8 

Finland 4.5 3.6 30.1 

France 8.9 4.6 33.2 

Germany 9.9 5.9 36.4 

Italy 5.6 4.1 23.8 

Japan 2.4 0.6 13.3 

Netherlands 7.3 3.3 37.2 

Sweden 4.8 1.5 3.2 

UnitedKingdom 17.6 6.6 50.9 

United States 8 2.8 26.6 

OECD平均 8.7 5.0 36.1 

 注）デンマーク、スウェーデン、アメリカについては 17歳以下の子ども。

      出所）図 13と同じ。

も に 対 し て 教 育 あ る い は ケ ア を 受 け る 権 利 を 保 障 す べ き と す る 観

点 が あ る 。 よ り 多 く の 親 が 就 業 に よ っ て 家 庭 内 ケ ア に 従 事 で き な

く な り 、 家 族 外 で 提 供 さ れ る 教 育 サ ー ビ ス ・ ケ ア サ ー ビ ス に 支 え

ら れ る よ う に な れ ば 、 そ う し た サ ー ビ ス の 質 を 確 保 す る こ と の 重

要 性 は 当 然 に 高 ま る 。  

そ う し た 状 況 を 背 景 に 、 1 9 9 0 年 代 以 降 に は 、 ケ ア と し て の 保 育

と 就 学 前 教 育 を 統 合 し て い く 動 き が 主 流 化 し た 。 こ う し た 傾 向 は

日 本 に お け る 幼 保 一 体 化 推 進 の 1 つ の 根 拠 と も な っ て い る 。  

な お 、 就 学 前 児 童 に 対 す る 教 育 サ ー ビ ス ・ ケ ア サ ー ビ ス に 対 し

て 、 義 務 教 育 と し て 普 遍 的 に 提 供 さ れ て い る 初 等 教 育 に 近 い 教 育

上 の 重 要 性 を 認 め て い く こ と は 、 就 学 前 児 童 に 対 す る サ ー ビ ス を
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普 遍 化 す る 方 向 を 生 み 出 し て い く 。 言 い 換 え れ ば 、 サ ー ビ ス の 質

的 向 上 へ の 志 向 は 、 そ の 量 的 充 実 や 利 用 者 負 担 の 抑 制 あ る い は 無

償 化 を つ う じ た 普 遍 的 ア ク セ ス へ の 要 請 を 高 め る 性 格 を 有 し て い

る 。 こ う し た 方 向 性 を 積 極 的 に 選 択 し 、 保 育 と 就 学 前 教 育 の 一 本

化 を 図 り な が ら サ ー ビ ス の 普 遍 的 供 給 を 目 指 し た の が 、1 9 9 0 年 代

以 降 の ス ウ ェ ー デ ン で あ る 。 他 国 に お い て も 、 就 学 前 教 育 ・ 保 育

の 教 育 的 意 義 の 重 視 は 、 サ ー ビ ス の 普 遍 化 指 向 を 根 拠 づ け 、 各 国

間 の 就 学 前 教 育 ・ 保 育 政 策 の 差 異 を 縮 め る 方 向 に は た ら い て い る

と い っ て よ い 。  

最 後 に 、 家 族 主 義 、 脱 家 族 化 と 少 子 化 と の 関 係 に つ い て 、 基 本

的 な 事 実 を 確 認 し て お こ う 。 女 性 の 就 業 率 の 高 ま り は 、 程 度 の 差

こ そ あ れ 、 先 進 諸 国 に 共 通 の 中 長 期 的 傾 向 で あ る と い っ て よ い 。

そ し て 、 女 性 の 生 活 に お け る 就 業 時 間 と 育 児 な ど 家 庭 内 ケ ア に 従

事 す る 時 間 と の 間 に ト レ ー ド オ フ が 存 在 す る と す れ ば 、 女 性 の 就

業 率 の 高 ま り は 少 子 化 を 促 進 す る 要 因 と な る 。  

と こ ろ が 、 近 年 の 先 進 諸 国 に お い て そ う し た 因 果 関 係 が 観 察 さ

れ な く な っ て い る こ と は 、 す で に よ く 知 ら れ て い る （ ネ イ ヤ ー  

2 0 0 3 ,  丸 尾  2 0 0 7 な ど ）。 ま ず 、 各 国 に お け る 女 性 の 就 業 率 と 合 計

特 殊 出 生 率 を と る と 、 か つ て は 両 者 の 間 に 反 比 例 関 係 が み ら れ た

が 、 近 年 で は 逆 に 正 比 例 関 係 が 明 確 と な っ て い る （ 図 1 4）。 つ ま

り 、 近 年 で は 、 女 性 の 就 業 率 が 高 い 国 ほ ど 、 合 計 特 殊 出 生 率 も 高

く な っ て い る の で あ る 。  

も ち ろ ん 、 女 性 の 就 業 率 の 高 ま り そ の も の が 原 因 と な っ て 出 生

率 を 押 し 上 げ て い る と は 考 え に く い 。 む し ろ 、 育 児 を 含 め た 家 事

労 働 か ら の 女 性 の 解 放 が 進 ん で い る に も か か わ ら ず
． ． ． ． ． ． ．

一 定 の 出 生 率

が 実 現 さ れ て い る 国 が 増 え て い る と い う べ き で あ ろ う 。  

な ぜ こ う し た 傾 向 が 生 ま れ た の か 。 丸 尾 直 美 は 、 既 存 の 計 量 分

析 の 諸 成 果 を 踏 ま え 、 出 生 率 に 影 響 を 与 え る 要 因 を 、 表 5 の よ う

に ま と め て い る 。 こ こ で は 、 出 生 率 に 影 響 を 与 え る 具 体 的 な 要 因

を「 保 守 的 要 因（ マ イ ナ ス 要 因 ）」、「 家 族 政 策 の 積 極 性（ プ ラ ス 要

因 ）」、「経 済 活 性 度（ プ ラ ス 要 因 ）」の 3 つ に 分 け た う え で 、「家 庭 」

「 職 場 」「 社 会 」と い う 3 つ の 場 に 対 応 さ せ て 整 理 し て い る 。こ れ

ら の う ち 「 家 庭 」 と 「 職 場 」 に 関 す る 「 保 守 的 要 因 」 お よ び 「 家

族 政 策 の 積 極 性 」 に 含 ま れ る 諸 要 因 が 、 よ り 直 接 的 に 出 生 率 を 左

右 す る も の と 考 え ら れ る 。 つ ま り 、「 家 庭 」 と 「 職 場 」 に お け る ジ

ェ ン ダ ー 平 等 の 強 化（「 保 守 的 要 因 」の 解 消 ）と 、そ れ を 促 進 す る  
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図 1 4  女 性 の 就 業 率 と 合 計 特 殊 出 生 率 の 関 係  

a .  1 9 8 0 年  

b .  2 0 0 6 年  

      出 所 ） 図 1 3 と 同 じ 。

た め の 諸 政 策 の 充 実（「 家 族 政 策 の 積 極 性 」の 向 上 ）が 、結 果 と し

て 出 生 率 の 向 上 に つ な が る と い う 整 理 が な さ れ て い る 。  

こ の こ と は 、 就 学 前 児 童 を 子 に 持 つ 母 親 の 就 業 率 が 高 い ほ ど 、

出 生 率 が 高 い と い う 国 際 的 傾 向 に よ っ て も 明 確 に 支 持 さ れ る 。 0

～ 2 歳 児 の 母 親 と 3～ 5 歳 児 の 末 子 を 持 つ 母 親 の 両 方 に お い て 、就

業 率 と 出 生 率 の 間 に 強 い 正 の 相 関 が み ら れ る （ そ れ ぞ れ 0 . 5 9 3 1、

0 . 6 5 8 2）。ま た 図 上 で み る と 、と く に 0～ 2 歳 児 の 母 親 の 場 合 に（ 図

1 5 a）、 出 生 率 の 高 い グ ル ー プ に お け る 就 業 率 の 高 さ が 明 確 に 表 れ

て い る 。 な お 、 図 1 5 a の 平 面 の 右 上 の エ リ ア に は 、 デ ン マ ー ク 、

ス ウ ェ ー デ ン 、 ベ ル ギ ー 、 オ ラ ン ダ と い っ た 国 々 が 入 っ て い る 。  
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以 上 の 整 理 を 念 頭 に 置 い た う え で 、 つ ぎ に 各 国 に お け る 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 政 策 の 大 ま か な 特 徴 に つ い て 、 国 際 比 較 に よ り 検

討 を 加 え て み た い 。  

表５ 出生率にかかわる 3つの要因 

 保守的要因 
（マイナス要因） 

家族政策の積極性 
（プラス要因） 

経済活性度 
（プラス要因） 

家庭 ・家庭内での男女の伝統的
地位と役割分担の維持 

・女性は家庭で子どもの世
話をすべしという意識
と慣行 

・働く女性のニーズに応え
る保育所の普及 

・待機児童数の減少 
・児童手当（給付額増額と

期間延長） 

・家計の経済的ゆとり
と明るい経済展望 

職場 ・男女の賃金率および処遇
格差 

・正社員と非正社員との処
遇格差 

・管理職数の大きな男女格
差・子育て期の女性への
配慮に乏しい労働環境 

・働く女性に対する優しい
施策 

・育児休暇の取得率 
・育児休暇の期間や育児休

暇・出産休暇給付の所得
代替率 

・雇用の安定 
・出産後の職場復帰の
可能性 

社会 ・大臣、議員、管理職の男
女数の格差 

・婚外子に対する差別 

・児童・家族関係給付費の
対 GDP 比 

・安定的な経済成長 
・低い失業率 
・高い求人倍率 

出所）丸尾 2007，p.16より引用。一部修正。
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図 1 5  就 学 前 児 童 を 子 に 持 つ 女 性 の 就 業 率 と 合 計 特 殊 出 生 率 の 関 係  

（ 2 0 0 5 年 ）  

a .  0～ 2 歳 児 の 母 親  

b .  3～ 5 歳 児 の 末 子 を 持 つ 母 親  

    出 所 ） O E C D（ 2 0 0 7）。
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3－ 3  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 の 政 策 手 段 別 検 討  

 子 育 て 支 援 政 策 は 、 い く つ か の 個 別 的 な 政 策 あ る い は プ ロ グ ラ

ム に よ っ て 成 り 立 つ 。給 付 の 形 態 に 着 目 す る と 、そ れ を 現 金 給 付 、

現 物 給 付 、 税 （ 特 に 個 人 所 得 課 税 ） に お け る 控 除 の 3 つ に 分 類 す

る こ と が 可 能 で あ る 。 現 金 給 付 は 、 出 産 ・ 育 児 休 業 給 付 や 出 産 一

時 金 、 児 童 手 当 が 含 ま れ る 。 現 物 給 付 と し て は 保 育 ・ 就 学 前 教 育

サ ー ビ ス が あ り 、 他 に 育 児 相 談 な ど 様 々 な 支 援 サ ー ビ ス が あ り う

る 。 税 控 除 に は 、 日 本 に お け る 所 得 税 ・ 個 人 住 民 税 の 扶 養 控 除 の

よ う な 所 得 控 除 に よ る 課 税 所 得 の 減 額 に く わ え て 、 税 額 控 除 の 方

法 も あ る 。  

い ず れ の 国 に お い て も 、 こ れ ら の 政 策 手 段 を 組 み 合 わ せ る こ と

に よ っ て 、 一 定 の 政 策 目 標 の 達 成 を 目 指 し て い る が 、 政 策 ミ ッ ク

ス の あ り 方 に は か な り の 違 い が み ら れ 、 そ れ が 各 国 に お け る 子 育

て 支 援 政 策 の 特 徴 を 生 み 出 し て い る 。 そ の こ と を 、 い く つ か の 比

較 可 能 な デ ー タ に 基 づ い て 確 認 し た い 。  

ま ず 、 各 国 に お け る 家 族 向 け 給 付 ・ 控 除 の 規 模 を 、 G D P 比 で と

ら え た の が 、 先 に 示 し た 図 1 で あ る 。 総 額 に 大 き な 差 が み ら れ 、

日 本 の そ れ は 1 . 5 9 %で 、 O E C D 3 3 カ 国 の 平 均 で あ る 2 . 6 1 %に 遠 く 及

ば な い 。  

そ の う え で 、 給 付 ・ 控 除 の 種 別 に よ る 比 重 に 着 目 し て 各 国 を 分

類 す る と 、 表 6 の 通 り と な る 。 各 国 に お け る 給 付 ・ 控 除 総 額 の 規

模 と 給 付 ・ 控 除 の 種 別 比 重 と の 間 に 明 瞭 な 関 係 は み ら れ な い が 、

現 金 給 付 に 重 点 を お く パ タ ー ン は 総 額 が 小 さ い 国 に 多 く み ら れ 、

現 物 給 付 に 重 点 を お く パ タ ー ン は 総 額 が 大 き い 国 に 多 く み ら れ る

こ と が 指 摘 で き る 。 ま た 、 デ ン マ ー ク 、 ス ウ ェ ー デ ン の 北 欧 2 カ

国 と イ タ リ ア 、 ス ペ イ ン の 南 欧 2 カ 国 に お い て 現 物 給 付 の 比 重 が

と り わ け 高 い こ と も み て と れ る 。 ま た 、 総 額 が 最 も 小 さ い 部 類 に

入 る 日 本 お よ び ア メ リ カ に つ い て は 、税 控 除 の 比 重 が 著 し く 高 い 。

イ ギ リ ス に お い て は 、 現 金 給 付 に や や 比 重 が お か れ て い る が 、 こ

れ に は 1 人 親 世 帯 に 対 す る 所 得 保 障 給 付 が 含 ま れ て い る こ と を 指

摘 し て お く 。  
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表６ 現金・現物給付、税控除の比重 

（2007 年。単位：各国の家族向け給付・税控除総額に対する%） 

国（カッコ内は家族
向け給付・控除総額
の対 GDP 比）

現金給付に重点
（総額の 50％超）

現物給付に重点
（総額の 40％超）

税控除に重点
（総額の 15％超）

フランス  ○(45.24) ○(19.54) 
デンマーク  ○(59.58)  
イギリス ○(58.88)   
ベルギー ○(51.14)  ○(18.72) 
スウェーデン  ○(60.54)  
オーストリア ○(70.47)   
ノルウェー  ○(49.82)  
オランダ  ○(48.79) ○(29.82) 
ドイツ   ○(32.45) 
オーストラリア ○(64.18)   
フィンランド ○(50.34) ○(49.66)  
アイルランド ○(79.62)   
ニュージーランド ○(63.90)   
スペイン  ○(53.00)  
スイス ○(67.30)   
カナダ ○(57.66)  ○(30.76) 
イタリア  ○(54.19)  
ポルトガル ○(54.15)   
日本   ○(39.02) 
アメリカ  ○(46.55) ○(44.73) 
20 カ国平均（％） 48.73 38.84 12.44 
出所）OECD, Family Database. 

家 族 手 当 （ 児 童 手 当 ）  

 つ ぎ に 、 主 要 な 子 育 て 支 援 政 策 の 手 段 に つ い て 、 順 次 国 際 比 較  

を 加 え て い き た い 。 ま ず 、 子 ど も を 持 つ 世 帯 に 給 付 さ れ る 家 族 手

当（ 児 童 手 当 ）の 1 人 当 た り 給 付 額 を 比 較 し た の が 、図 1 6 で あ る 。

家 族 手 当 の 給 付 対 象 や 給 付 ル ー ル は 各 国 様 々 で あ り 、 普 遍 的 な 一

律 給 付 に 近 い 場 合 も あ れ ば 所 得 制 限 が 設 け ら れ る 場 合 も あ る 。 前

者 の 場 合 は 、 所 得 に 関 わ ら ず 子 育 て に か か る 基 礎 的 な 費 用 を 社 会

化 す る こ と が 意 図 さ れ 、 後 者 の 場 合 は 子 育 て 費 用 の 増 加 に 着 目 し

た 経 済 的 支 援 の 性 格 を 帯 び る 。 ま た 、 こ こ で は 給 付 つ き 税 額 控 除

も 家 族 手 当 に 含 ま れ て い る 。 さ ら に 、 第 二 子 以 降 の 給 付 額 の 増 加

方 法 も 各 国 多 様 で あ る こ と も 言 う ま で も な い 。図 1 6 で は そ う し た

詳 細 は ひ と ま ず お き 、 給 付 額 の 規 模 を 比 較 し て い る 。  

家 族 手 当 は 現 金 給 付 の 主 要 な 部 分 を な し て い る た め 、 先 の 比 較

に お い て 現 金 給 付 重 点 型 の 支 出 構 造 が み ら れ た オ ー ス ト リ ア 、 オ

ー ス ト ラ リ ア 、 ベ ル ギ ー 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド が 上 位 を 占 め 、 つ ぎ  
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図 1 6  1 人 当 た り 家 族 手 当 給 付 額  

（ 2 0 0 7 年 、 P P P 換 算 、 単 位 ： U S ド ル ）  

    出 所 ） 表 6 と 同 じ 。

に 現 金 給 付 重 点 型 で は な い が 家 族 向 け 給 付 全 体 の 規 模 が 大 き い 北

欧 諸 国 や フ ラ ン ス が 位 置 し て い る 。 イ ギ リ ス は 欧 州 諸 国 の 中 で も

給 付 規 模 が 小 さ く 、 日 本 の そ れ は 図 に あ げ ら れ た 諸 国 の 中 で は 非

常 に 小 さ い 。 な お 、 ス ウ ェ ー デ ン の 家 族 手 当 は 所 得 制 限 な し の 普

遍 的 給 付 で あ る 。 イ ギ リ ス の 場 合 は 第 二 子 か ら 給 付 が な さ れ る 普

遍 的 給 付 と 、 低 所 得 世 帯 に 限 定 さ れ た 給 付 つ き 税 額 控 除 が 存 在 す

る 。 周 知 の と お り 、 日 本 で は 近 年 、 所 得 制 限 付 き の 児 童 手 当 に 対

し 、 民 主 党 政 権 に お い て 普 遍 的 給 付 と し て の 子 ど も 手 当 が 試 み ら

れ た 結 果 、 所 得 制 限 の 緩 和 と 給 付 額 の 引 上 げ が 若 干 進 ん だ （ 図 1 6

は 2 0 0 7 年 ）。 な お 、 他 に 所 得 税 お よ び 個 人 住 民 税 に お け る 扶 養 控

除 が あ る が 、 所 得 控 除 で あ り 非 課 税 世 帯 に 適 用 さ れ な い た め 「 給

付 」 と し て み な さ れ ず 、 図 1 6 で は カ ウ ン ト さ れ て い な い 。  

出 産 ・ 育 児 休 業 給 付  

つ ぎ に 、 出 産 休 業 ・ 育 児 休 業 の 期 間 と 期 間 中 の 休 業 給 付 の 水 準 に

つ い て み て お く 。 一 般 に 、 期 間 が 長 い ほ ど 、 ま た 給 付 水 準 が 高 い

ほ ど 、 出 産 す る 、 あ る い は 低 年 齢 児 を 持 つ 有 業 者 に と っ て 仕 事 と

出 産 ・ 育 児 と の 両 立 が 容 易 と な る 。 ま ず 出 産 休 業 に つ い て は 、 イ

ギ リ ス と ア イ ル ラ ン ド に お い て 期 間 が 突 出 し て 長 い が 、 両 国 に お  
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図 1 7  出 産 休 業 の 法 定 期 間  

（ 2 0 0 6 年 ま た は 2 0 0 7 年 ）  

    出 所 ） 表 6 と 同 じ 。

図 1 8  育 児 休 業 の 法 定 期 間  

（ 2 0 0 6 年 ま た は 2 0 0 7 年 ）  

    出 所 ） 表 6 と 同 じ 。

け る 休 業 給 付 の 水 準 は 低 い 。 そ の た め 、 休 業 給 付 の 所 得 代 替 率 で

休 業 期 間 を 割 り 引 い た F T E（ F u l l  T i m e  E q u i v a l e n t） で み る と 、

国 ご と の 大 き な 差 は な く な る （ 図 1 7）。 育 児 休 業 に つ い て も 、 法

定 期 間 が 非 常 に 長 い 場 合 に は 休 業 給 付 水 準 が 抑 え ら れ て い る と い

う 関 係 が あ る た め 、 同 様 に F T E を と る と 、 極 端 な 国 別 の 期 間 格 差

は 消 え る（ 図 1 8）。加 え て 、一 部 の 国 で は 父 親 出 産 休 業（ p a t e r n a l  

l e a v e）が 制 度 化 さ れ て お り 、と り わ け 北 欧 諸 国 に お い て 充 実 し て

い る （ 図 1 9）。  
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図 1 9  父 親 出 産 休 業 の 法 定 期 間  

（ 2 0 0 6 年 ま た は 2 0 0 7 年 ）  

    出 所 ） 表 6 と 同 じ 。

出 産 ・ 育 児 に 係 る こ れ ら 3 種 の 休 業 制 度 の F T E を 合 計 し て 比 較

し た の が 、図 2 0 で あ る 。ス ウ ェ ー デ ン 以 下 、北 欧 4 カ 国 が 上 位 を

占 め 、 仏 ・ 独 が そ れ に 続 く 。 北 欧 諸 国 ＞ 大 陸 ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 ＞ 南

欧 諸 国 ＞ ア ン グ ロ ・ サ ク ソ ン 諸 国 と い う 大 ま か な 序 列 が み ら れ る

と い う 意 味 で 、 出 産 ・ 父 親 出 産 ・ 育 児 休 業 を 合 わ せ た 総 合 的 な 充

実 度 は 、 既 存 の 福 祉 レ ジ ー ム 論 に お け る レ ジ ー ム 類 型 と 親 和 的 な

パ タ ー ン を 示 し て い る と い え よ う 。 た だ し 、 日 本 の F T E が 北 欧 4

カ 国 お よ び 仏 ・ 独 の つ ぎ に 位 置 し て い る こ と は 、 そ う し た パ タ ー

ン の 例 外 で あ る と い え る 。 た だ し 、 日 本 に お け る 出 産 ・ 育 児 休 業

給 付 の 実 給 付 額 は 極 め て 小 さ い （ 図 2 1）。 日 本 で は 休 業 取 得 率 が

徐 々 に 改 善 し て い る も の の 、 そ も そ も 出 産 を 機 に 仕 事 と 育 児 の 両

立 を あ き ら め 退 職 を 選 択 す る 女 性 が 多 い こ と も あ り （ 内 閣 府

2 0 0 9）、制 度 の 充 実 度 と 実 給 付 額 と の 間 に 著 し い か い 離 が 存 在 し て

い る 。 な お 、 そ の 原 因 （ 労 働 時 間 の 長 さ 、 休 業 取 得 方 法 の 柔 軟 性

の 欠 如 、 事 業 者 の 休 業 取 得 に 対 す る 理 解 の 欠 如 、 職 務 復 帰 後 の 待

遇 へ の 不 安 な ど ） に は 根 深 い も の が あ る 点 に も 留 意 す る 必 要 が あ

ろ う 。  
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図 2 0  出 産 ・ 父 親 出 産 ・ 育 児 3 休 業 の F T E の 合 計  

（ 2 0 0 6 年 ま た は 2 0 0 7 年 、 単 位 ： 週 ）  

    出 所 ） 表 6 と 同 じ 。

図 2 1  出 生 児 1 人 当 た り 出 産 ・ 育 児 休 業 給 付 の 対 1 人 当 た り G D P 比  

（ 2 0 0 5 年 、 単 位 ： ％ ）  

   出 所 ） O E C D ,  S o c i a l  E x p e n d i t u r e  D a t a b a s e .  
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就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス  

つ ぎ に 、 現 物 給 付 に 着 目 し て 比 較 を 行 う 。 ほ と ん ど の 先 進 諸 国

に お い て 、 教 育 と し て の 就 学 前 教 育 と 福 祉 と し て の 保 育 サ ー ビ ス

と い う 伝 統 的 な 色 分 け が 存 在 し て き た が 、 日 本 を 含 め た 多 く の 国

に お い て 、 両 者 の 接 近 ・ 融 合 が 進 み つ つ あ る 。 ま た 、 日 本 で は 就

学 前 教 育 ＝ 幼 稚 園 が 3 歳 児 ま た は 4 歳 児 か ら の 2～ 3 年 プ ロ グ ラ ム

で あ る と 同 時 に 、保 育 所 が 3 歳 児 以 上 を 基 本 と し つ つ 0～ 2 歳 児 保

育 も 増 加 し て い る 、 と い う よ う な カ バ レ ッ ジ 関 係 が あ る が 、 各 国

に お い て 両 者 が 対 象 と す る 年 齢 層 は ま ち ま ち で あ る 。し た が っ て 、

こ こ で は 就 学 前 教 育 と 保 育 サ ー ビ ス の 区 別 に は 着 目 せ ず に 、 デ ー

タ を 見 て い く こ と と す る 。  

 す で に 現 物 給 付 を 含 め た 家 族 向 け 給 付 ・ 控 除 の 国 別 規 模 は み た

が 、 こ こ で は 現 物 給 付 、 と り わ け 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス に 係

る 公 的 支 出 の そ れ を み る と 、図 2 2 の よ う に な る 。ま た 、対 象 年 齢

児 童 1 人 当 た り の 公 的 支 出 の 規 模 は 、図 2 3 の と お り で あ る 。家 族

向 け 給 付 ・ 控 除 の 規 模 に 反 映 し て い る 総 合 的 な 子 育 て 支 援 政 策 へ

の 積 極 度 と 、 そ の 中 で の 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス へ の 公 的 部 門

の 財 源 的 関 与 の 度 合 い が 、こ う し た 国 際 的 な 相 異 と な っ て 表 れ る 。 

図 2 2  就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス へ の 公 的 支 出 の 対 G D P 比  

（ 2 0 0 5 年 。 単 位 ： ％ ）  

   出 所 ） O E C D ,  F a m i l y  D a t a b a s e .  
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図 2 3  児 童 1 人 当 た り 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス へ の 公 的 支 出  

（ 2 0 0 5 年 。 単 位 ： ド ル （ P P P 換 算 ））  

   出 所 ） 図 2 2 と 同 じ 。

対 G D P と 児 童 1 人 当 た り の い ず れ に お い て も 、 北 欧 4 カ 国 が 上 位

を 占 め て い る 点 が ま ず 指 摘 で き る 。 一 方 、 日 本 は ア メ リ カ 、 ス イ

ス と 共 に 、 い ず れ の 指 標 を と っ て も 公 的 支 出 が 非 常 に 小 さ い 。  

 つ ぎ に 、 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス の 就 学 ・ 就 園 率 を 検 討 す る

が 、 こ こ で は と く に 福 祉 の 領 域 に お け る 共 働 き 世 帯 ・ 1 人 親 世 帯

へ の 育 児 支 援 サ ー ビ ス と し て 実 施 さ れ て き た 0～ 2 歳 児 の 就 学・就

園 率 に 着 目 す る 。 こ の 年 齢 層 へ の 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス の 提

供 は 、 現 代 的 な 社 会 ・ 人 口 構 造 の 転 換 や ジ ェ ン ダ ー 平 等 意 識 の 高

揚 に 伴 う「 脱 家 族 化 」、つ ま り 女 性 の 家 庭 内 ケ ア 負 担 か ら の 解 放 を

通 じ た 経 済 的 自 立 の 問 題 に 直 結 す る か ら で あ る 。  

 図 2 4 は 、0～ 2 歳 児 の 就 学 ・ 就 園 率 と そ の F T E を と り 、F T E が 高

い 順 に 各 国 を 並 べ て い る 。 就 学 ・ 就 園 率 は 、 フ ル タ イ ム か パ ー ト

タ イ ム か に 関 わ ら ず 就 学・就 園 の 有 無 に 着 目 し た 数 字 で あ る 一 方 、

こ こ で の F T E（ F u l l  T i m e  E q u i v a l e n t） は 、 週 3 0 時 間 の 就 学 ・ 就

園 を 1 0 0％ と み な し 、 当 該 国 の 就 学 ・ 就 園 児 童 の 平 均 就 学 ・ 就 園

時 間 が 週 3 0 時 間 に 満 た な い 場 合 は 就 学 ・ 就 園 率 を 割 り 引 き 、 週

3 0 時 間 を 超 え る 場 合 は 割 り 増 し た 数 値 で あ る （ 例 ： 就 学 ・ 就 園 率

が 1 0 0％ で 平 均 就 学 ・ 就 園 時 間 が 1 5 時 間 で あ れ ば 、 F T E は 1 0 0×

5 0 %＝ 5 0 %と な る ）。 し た が っ て 、 パ ー ト タ イ ム 利 用 が 多 い ほ ど  

F T E は 下 が り 、 反 対 に 平 均 就 学 ・ 就 園 時 間 が 週 3 0 時 間 を 超 え る  
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図 2 4  0～ 2 歳 児 の 就 学 ・ 就 園 率 と F T E  

（ 2 0 0 6 年 。 単 位 ： ％ ）  

   注 ） 日 本 に つ い て 、 F T E は デ ー タ が 欠 如 し て い る 。

出 所 ） 図 2 2 と 同 じ 。

国 に お い て は 、 F T E が 就 学 ・ 就 園 率 を 上 回 る こ と と な る 。  

 以 上 を 踏 ま え て 図 2 4 を み る と 、F T E に つ い て フ ィ ン ラ ン ド を 除

く 北 欧 3 カ 国 と ベ ル ギ ー 、 フ ラ ン ス が 上 位 を 占 め る 中 で 、 ポ ル ト

ガ ル が デ ン マ ー ク に 次 ぐ F T E の 高 さ を 示 す こ と が ま ず 注 目 さ れ る 。

ポ ル ト ガ ル で は F T E が 就 学 ・ 就 園 率 を 大 幅 に 上 回 っ て い る こ と か

ら 、 長 時 間 利 用 が 一 般 的 で あ る こ と が 読 み と れ る が 、 就 学 ・ 就 園

率 も 低 い わ け で は な い 。 逆 に 、 就 学 ・ 就 園 率 が 4 0 %前 後 ま た は そ

れ 以 上 と 高 い 国 々 の 中 で は 、 オ ラ ン ダ 、 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 、 イ ギ

リ ス の F T E の 低 さ が 際 立 っ て お り 、 こ れ ら の 国 で は パ ー ト タ イ ム

利 用 が 一 般 的 で あ る と 言 っ て よ い 。  

な お 、図 2 4 で は 日 本 の F T E が 算 定 さ れ て い な い が 、就 学 ・ 就 園

率 と の か い 離 は さ ほ ど 大 き く な い と 考 え ら れ る 。 た だ し 、 就 学 ・

就 園 率 そ の も の が 低 い た め 、日 本 に お け る 0～ 2 歳 児 に 対 す る 就 学

前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス の カ バ レ ッ ジ は 低 い 部 類 に 入 る と み て よ い

で あ ろ う 。  
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3－ 4  子 育 て 支 援 の 政 策 ミ ッ ク ス  

 こ こ ま で は 、 個 別 の 政 策 手 段 ご と に 分 け て 国 際 的 な 比 較 、 整 理

を 行 っ た 。 つ ぎ に 注 目 し た い の は 、 政 策 手 段 の 組 合 せ に 関 す る 国

別 の 差 異 で あ る 。 こ こ で は 特 に 、 0～ 2 歳 児 に 関 わ る 政 策 お よ び ア

ウ ト カ ム の 諸 指 標 の 相 互 関 係 を 概 観 し た い 。 と い う の も 、 低 年 齢

児 の ケ ア に 係 る 負 担 が 仕 事 と 子 育 て の 両 立 を 阻 害 す る 要 因 と し て

大 き い こ と か ら 、 こ の 年 齢 層 の 子 を 持 つ 親 （ と く に 母 親 ） に 対 す

る 仕 事 か ら の 解 放 （ 出 産 ・ 育 児 休 業 ） と 子 育 て か ら の 解 放 （ サ ー

ビ ス 利 用 ）の 両 面 か ら の 支 援 の あ り 方 が 、女 性 の 就 業 継 続 と 出 産 ・

子 育 て の 自 由 、 お よ び ジ ェ ン ダ ー 平 等 の い ず れ の 関 連 か ら も 、 子

育 て 支 援 政 策 の 1 つ の 要 点 と な る 。 さ ら に 、 前 述 の と お り 、 0～ 2

歳 児 の 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス 就 学 ・ 就 園 率 は 、 3～ 5 歳 児 の そ

れ と 比 べ て お し な べ て 低 い が 、 サ ー ビ ス 経 済 化 や ジ ェ ン ダ ー 平 等

志 向 の 発 展 と い う 現 代 的 動 向 に 対 す る 各 国 の 政 策 対 応 を 反 映 し て 、

就 学 ・ 就 園 率 に 大 き な 違 い が 生 ま れ て い る 。 そ し て 、 0～ 2 歳 児 を

子 に 持 つ 母 親 の 就 業 率 と 出 生 率 の 間 に は 、3～ 5 歳 児 の 場 合 と 同 様

に 、 強 い 正 の 相 関 関 係 が 認 め ら れ る こ と も 念 頭 に お い て い る （ 前

掲 図 1 5 a） 1。  

 そ こ で 表 7 で は 、 子 育 て 支 援 関 連 の 政 策 指 標 と し て 1 人 当 た り

家 族 手 当 給 付 額 、出 産 ・ 育 児 休 業 の F T E、 1 人 当 た り 出 産 ・ 育 児 休

業 給 付 額 、 0～ 2 歳 児 の 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス 就 学 ・ 就 園 率 の

F T E を 、 そ し て 経 済 ・ 社 会 的 指 標 と し て 0～ 2 歳 児 を 子 に 持 つ 母 親

の 就 業 率 、 出 生 率 、 そ し て 世 界 経 済 フ ォ ー ラ ム が 発 表 し て い る グ

ロ ー バ ル・ジ ェ ン ダ ー・ギ ャ ッ プ 指 数（ G l o b a l  G e n d e r  G a p  I n d e x）

の「 経 済 的 参 加・機 会 」（E c o n o m i c  P a r t i c i p a t i o n  a n d  O p p o r t u n i t y）

指 数 を 示 し た 2。ジ ェ ン ダ ー・ギ ャ ッ プ 指 数 を の ぞ く 全 て の 指 標 は 、

す で に 上 で 個 別 に 取 り 上 げ た も の で あ る 。 な お 、 先 の 表 6 で 整 理  

1 母 親 の 育 児 負 担 の 軽 減 は 、就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス の 利 用 と い う「 育 児 の 社

会 化 」の 方 向 だ け で な く 、父 親 や 祖 父 母 な ど と の 負 担 分 任 に よ っ て も 実 現 さ れ る 。

こ の 側 面 に 関 す る 国 際 的 な 差 異 に も 注 目 す べ き で あ る が 、こ こ で は 便 宜 上 、省 略

し て い る 。
2 「 経 済 的 参 加 ・ 機 会 」 指 数 は 、「 教 育 水 準 」（ E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t）、「 健

康 ・ 寿 命 」（ H e a l t h  a n d  S u r v i v a l）、「 政 治 的 エ ン パ ワ メ ン ト 」（ P o l i t i c a l  
E m p o w e r m e n t） と と も に グ ロ ー バ ル ・ ジ ェ ン ダ ー ・ ギ ャ ッ プ 指 数 を 決 定 す る 一

要 素 で 、 女 性 の 就 業 率 、 賃 金 水 準 、 議 員 ・ 行 政 の 長 ・ 民 間 経 営 者 数 、 専 門 職 ・ 技

術 職 従 事 者 数 の そ れ ぞ れ に つ い て 男 性 の そ れ に 対 す る 相 対 的 水 準 を と る こ と に

よ っ て 、 経 済 的 な 男 女 平 等 度 を 数 値 化 し た も の で あ る 。 W o r l d  E c o n o m i c  F o r u m  
( 2 0 1 0 )を 参 照 さ れ た い 。
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表 ７  主 に 0～ 2 歳 児 に 関 連 す る 諸 施 策 と ア ウ ト カ ム 指 標  
（ カ ッ コ 内 の 数 値 は 順 位 ）  

家 族 向

け 給

付 ・ 控 除

の 重 点

( 現 金 ･

現 物 ･ 税

控 除 ）  

0 ～ 2  

歳 児

の 母

親 の

就 業

率

（ ％ ）

[ 2 0 0 5

］  

合 計  

特 殊  

出 生

率  

（ ％ ）

[ 2 0 0 5

］  

ｸ ﾞ ﾛ ｰ ﾊ ﾞ

ﾙ ･ ｼ ﾞ ｪ ﾝ

ﾀ ﾞ ｰ ･ ｷ ﾞ ｬ

ｯ ﾌ ﾟ 指 数

( 経 済 的

参 加 ･ 機

会 ）  

[ 2 0 1 0  
（ 注 1 ）］

1 人  

当 た

り  

家 族  

手 当  

( P P P  

換 算 、

U S ﾄ ﾞ

ﾙ ）  

［ 2 0 0 7

］  

出

産 ・ 育

児 休

業 の

充 実

度

（ F T E

）  

[ 2 0 0 6

/ 0 7 ］

1 人  

当 た り

出 産 ・

育 児 休

業 給 付

( P P P

換 算 ､

U S ド

ル ）  

[ 2 0 0 7 ］

0 ～ 2  

歳 児 の

就 学 前

教 育 ・

保 育 ｻ ｰ

ﾋ ﾞ ｽ 就

学 ・  

就 園 率

（ F T E ）

S w e d e n   現 物
7 1 . 9  
( 1 )  1 . 7 7  0 . 7 6 9 5  

( 5 )  
2 8 9 . 1  

( 8 )  
7 1 . 7  
( 1 )  

2 5 9 . 0  
( 2 )  

4 3 . 9  
( 4 )  

D e n m a r k  現 物
7 1 . 4  
( 2 )  

1 . 8 0  
( 6 )  

0 . 7 4 3 8  
( 7 )  

3 4 8 . 4  
( 6 )  

5 2 . 0  
( 3 )  

2 0 4 . 2  
( 4 )  

7 1 . 6  
( 1 )  

N e t h e r l a n
d s   現 物

6 9 . 4  
( 3 )  1 . 7 3  0 . 7 2 3 0  2 3 9 . 3 2 6 . 2  0 . 0  2 9 . 9  

P o r t u g a l  現 金
6 9 . 1  
( 4 )  1 . 4 0  0 . 6 7 2 3  1 0 5 . 4 1 9 . 0  5 1 . 4  5 8 . 4  

( 2 )  

B e l g i u m   現 金
6 3 . 8  
( 5 )  1 . 7 2  0 . 7 0 9 7  5 0 6 . 6  

( 3 )  1 5 . 1  6 2 . 0  4 1 . 9  
( 6 )  

A u s t r i a   現 金
6 0 . 5  
( 6 )  1 . 4 1  0 . 5 9 5 2  7 4 7 . 8  

( 1 )  
3 2 . 7  
( 8 )  5 1 . 9  7 . 9  

C a n a d a  現 金 /  
税 控 除

5 8 . 7  
( 7 )  1 . 5 3  0 . 7 7 6 8  

( 3 )  2 3 7 . 0 2 7 . 5  6 9 . 8  2 6 . 0  

U n i t e d  
S t a t e s  

現 物 /  
税 控 除

5 4 . 2  
( 8 )  

2 . 0 5  
( 1 )  

0 . 7 9 9 2  
( 2 )  4 7 . 6  － －

3 2 . 0  
( 7 )  

F r a n c e   現 物  5 3 . 7  1 . 9 4  
( 3 )  0 . 6 6 1 0  3 4 1 . 0  

( 7 )  
4 9 . 1  
( 5 )  

1 0 0 . 4  
( 6 )  

4 3 . 4  
( 5 )  

S p a i n   現 物  5 2 . 6  1 . 3 4  0 . 6 2 4 0  6 9 . 7  1 4 . 0  7 5 . 8  
( 8 )  3 1 . 1  

U n i t e d  
K i n g d o m   現 金

5 2 . 6  
( 1 1 )  

1 . 8 0  
( 6 )  

0 . 7 2 1 0  
( 1 0 )  

2 7 2 . 9  
( 1 1 )  

9 . 6  
( 1 5 )  

1 2 8 . 8  
( 5 )  

2 3 . 2  
( 1 4 )  

F i n l a n d   現 金 /  
現 物

5 2 . 1  1 . 8 0  
( 6 )  

0 . 7 5 6 6  
( 6 )  2 8 4 . 2 4 9 . 6  

( 4 )  
2 2 8 . 8  

( 3 )  
3 0 . 6  
( 8 )  

A u s t r a l i a  現 金
4 8 . 3
（ 注 2 ）

1 . 8 1  
( 5 )  

0 . 7 4 2 8  
( 8 )  

6 4 5 . 9  
( 2 )  0 . 0  4 2 . 1  1 5 . 0  

I t a l y  現 物  4 7 . 3  1 . 3 4  0 . 5 8 9 3  1 3 9 . 0 2 3 . 8  5 8 . 0  2 8 . 8  
N e w  
Z e a l a n d  現 金  4 5 . 1  2 . 0 0  

( 2 )  
0 . 7 7 4 3  

( 4 )  
3 9 2 . 4  

( 4 )  6 . 0  2 1 . 3  2 5 . 0  

G e r m a n y   税 控 除 3 6 . 1  1 . 3 4  0 . 7 1 3 8  2 8 3 . 8 4 8 . 8  
( 6 )  

9 4 . 2  
( 7 )  1 0 . 0  

J a p a n   税 控 除
2 8 . 5
( 1 7 )  

1 . 2 6
( 1 8 )  

0 . 5 7 1 8  
( 1 8 )  

1 0 0 . 8  
( 1 6 )  

3 9 . 6  
( 7 )  

4 4 . 1  
( 1 5 )  

2 8 . 3
（ 注 3 ）

N o r w a y  現 物 －
1 . 8 4  
( 4 )  

0 . 8 3 0 6  
( 1 )  

3 4 8 . 6  
( 5 )  

5 3 . 4  
( 2 )  

3 2 0 . 2  
( 1 )  

4 4 . 2  
( 3 )  

注 1） 2 0 1 0 年 発 表 の 指 数 で あ る が 、指 数 の 算 出 に 用 い ら れ た 諸 デ ー タ は 2 0 1 0 年
ま で に 利 用 可 能 な 最 新 の も の で あ り 、 国 に よ り 年 が 異 な る 。

注 2） オ ー ス ト ラ リ ア の 数 値 の み 、 0～ 5 歳 児 の 母 親 の 就 業 率 で あ る 。

注 3） 日 本 の 数 値 の み 、 F T E 換 算 前 の 就 学 ・ 就 園 率 で あ る 。

出 所 ）O E C D ,  F a m i l y  D a t a b a s e、同 ,  S o c i a l  E x p e n d i t u r e  D a t a b a s e ,  同（ 2 0 0 6）、
お よ び W o r l d  E c o n o m i c  F o r u m（ 2 0 1 0） の デ ー タ に 基 づ き 作 成 。
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し た 各 国 に お け る 家 族 向 け 給 付 ・ 税 控 除 の 重 点 の お か れ 方 も 同 時

に 再 掲 し て い る 。ま た 、各 国 は 0～ 2 歳 児 の 母 親 の 就 業 率 の 高 い 順

に 列 挙 さ れ て い る 。  

 日 本 に つ い て は 、 0～ 2 歳 児 の 母 親 の 就 業 率 、 出 生 率 、 経 済 的 ジ

ェ ン ダ ー ・ ギ ャ ッ プ 指 数 の い ず れ も 、 表 中 の デ ー タ が 挙 げ ら れ た

諸 国 の う ち で 最 下 位 で あ り 、 著 し く 低 い と 言 っ て よ い 。 ち な み に

女 性 全 体 の 就 業 率 は 5 8 . 8 %（ 2 0 0 6 年 ） で 、 ベ ル ギ ー （ 5 3 . 6 %）、 ス

ペ イ ン （ 5 4 . 0 %）、 フ ラ ン ス （ 5 7 . 1 %） を わ ず か に 上 回 る も の の 、 パ

ー ト タ イ ム 比 率 は 4 0 . 9 %で 最 も 高 い （ O E C D  2 0 0 7）。 こ れ ら は 、 多

く の 女 性 が 出 産 を 機 に 離 職 し 、 子 ど も が 一 定 年 齢 に 達 す る と 再 び

就 業 す る が パ ー ト タ イ ム 就 労 3に と ど ま る と い う 、よ く 知 ら れ た 日

本 の 現 状 を 表 す と 同 時 に 、 女 性 の 就 業 継 続 の 困 難 や 男 女 間 の 賃 金

格 差 と い っ た 経 済 的 な ジ ェ ン ダ ー ・ ギ ャ ッ プ が 大 き い こ と を 示 し

て い る 。 同 時 に 、 家 族 手 当 、 出 産 ・ 育 児 休 業 の 所 得 実 績 （ 1 人 当

た り 出 産 ・ 育 児 休 業 給 付 ）、 0～ 2 歳 児 の 就 学 ・ 就 園 率 の い ず れ も

低 く 、 こ れ ら 政 策 面 の 改 善 が 女 性 の 就 業 ・ 育 児 選 択 の 両 立 可 能 性

を 高 め る 可 能 性 は 高 い 。  

比 較 対 象 と し て 、 社 会 民 主 主 義 レ ジ ー ム の 代 表 と 目 さ れ る 北 欧

の ス ウ ェ ー デ ン に つ い て み て お こ う 。 ス ウ ェ ー デ ン に お い て は 、

ま ず 0～ 2 歳 児 の 母 親 の 就 業 率 が 非 常 に 高 く 、同 国 に お け る 女 性 全

体 の 就 業 率 （ 7 2 . 1 %、 2 0 0 6 年 ） と ほ ぼ 同 水 準 で あ る 。 そ し て 女 性

の パ ー ト タ イ ム 比 率 は 1 9 . 0 %と 低 い 。 総 じ て 、 経 済 的 な ジ ェ ン ダ

ー ・ ギ ャ ッ プ の 小 さ さ と 、 政 策 面 で の 手 厚 い 出 産 ・ 育 児 休 業 お よ

び 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス と が あ い ま っ て 、 女 性 の 就 業 や 社 会

的 地 位 の 向 上 を 促 進 す る こ と に 成 功 し て い る と い え る 。  

 と こ ろ で 、 日 本 で は 子 育 て 支 援 政 策 の 充 実 が 主 と し て 少 子 化 対

策 の 文 脈 で 進 め ら れ て い る が 、 諸 施 策 の 充 実 は 出 生 率 の 向 上 に ど

の 程 度 貢 献 す る の で あ ろ う か 。 結 論 か ら 言 え ば 、 先 の 表 5 に 示 し

た よ う に 、 出 生 率 を 左 右 す る 政 策 要 因 と し て の 子 ど も ・ 子 育 て 支

援 諸 施 策 の 重 要 性 が 実 証 さ れ て い る も の の 、 諸 施 策 の 相 対 的 な 重

要 性 や あ る べ き 組 み 合 わ せ 方 と い っ た 点 に つ い て 、 国 際 的 に 一 般

か し う る 明 確 な 傾 向 は 見 出 さ れ な い 。 ス ウ ェ ー デ ン に 関 し て も 、

1 9 7 0 年 代 以 降 に お け る 家 族 政 策 の 充 実 が 出 生 率 の 低 下 を 防 止 し

3 加 え て 、時 給 換 算 で の 給 与 水 準 が 抑 制 さ れ 、そ の 他 の 雇 用 条 件 に お い て も フ ル

タ イ ム の 正 規 就 労 と 差 別 化 さ れ て い る 日 本 に お け る パ ー ト タ イ ム 就 労 と 、同 一 労

働 同 一 賃 金 の 原 則 が 比 較 的 保 た れ て い る 欧 米 一 般 に お け る そ れ と の 違 い も 念 頭

に お か れ る べ き で あ る 。



45 

た こ と が い わ れ る も の の 、 統 計 的 に そ の 因 果 関 係 を 特 定 す る こ と

に 必 ず し も 成 功 し て い る わ け で は な い （ ビ ョ ル ク ル ン ド  2 0 0 8）。

ま た 、 子 育 て 支 援 の 諸 施 策 が 必 ず し も 充 実 し て い る と い え な く て

も 出 生 率 が 高 い 国 は 存 在 す る 。 こ の こ と は 、 出 生 率 が 、 子 育 て 支

援 政 策 の 量 的 ・ 質 的 内 容 だ け で な く 、 雇 用 環 境 や 家 計 所 得 な ど 経

済 的 要 因 や 、 性 別 家 庭 内 分 業 や 社 会 参 加 に 関 す る 家 族 主 義 的 価 値

観 の 強 弱 な ど 、 幅 広 い 要 因 が 複 合 的 に 作 用 し た 結 果 と し て 決 ま っ

て く る と い う 、 あ る 意 味 常 識 的 な 事 実 を 示 唆 し て い る 。  

 そ う し た 留 保 を 認 め つ つ も 、 表 7 に 挙 げ た 諸 指 標 の 間 の 1 対 1

の 相 関 関 係 の み 確 認 し て み る と 、 出 生 率 と の 相 関 関 係 は 経 済 的 ジ

ェ ン ダ ー ・ ギ ャ ッ プ 指 数 の み が 有 意 で あ り 、 強 い 正 の 相 関 が 認 め

ら れ る （ 相 関 係 数 0 . 7 3 4 5）。 出 生 率 が 高 い こ と が 経 済 的 ジ ェ ン ダ

ー ・ ギ ャ ッ プ の 縮 小 に 貢 献 す る と い う 方 向 の 因 果 関 係 は 考 え に く

い の で 、 経 済 的 ジ ェ ン ダ ー ・ ギ ャ ッ プ の 小 さ さ が 、 何 ら か の 経 路

を 通 じ て 高 い 出 生 率 に 結 果 し て い る か 、も し く は 経 済 的・社 会 的 ・

政 策 的 要 因 が 複 合 的 に 作 用 し た 結 果 と し て 、 出 生 率 が 高 い 場 合 に

は 経 済 的 ジ ェ ン ダ ー ・ ギ ャ ッ プ も 小 さ い （ ＝ 指 数 が 高 い ） ケ ー ス

が 多 い こ と と な る 。 反 対 に 、 就 学 前 教 育 ・ 保 育 サ ー ビ ス や 出 産 ・

育 児 休 業 の 充 実 度 と 出 生 率 と の 間 に は 、有 意 な 相 関 は 見 出 せ な い 。

な お 、 就 業 率 と 就 学 ・ 就 園 率 と の 間 、 お よ び 経 済 的 ジ ェ ン ダ ー ・

ギ ャ ッ プ と 出 産 ・ 育 児 休 業 の 充 実 度 （ 1 人 当 た り 出 産 ・ 育 児 休 業

給 付 額 ） と の 間 に は 正 の 相 関 が 成 り 立 っ て い る （ そ れ ぞ れ 相 関 係

数 0 . 5 9 0 7、0 . 5 3 6 2、い ず れ も 有 意 水 準 α ＝ 0 . 0 5 に お い て 有 意 ）が 、

一 般 的 に 考 え れ ば 、 因 果 関 係 は 双 方 向 に 認 め ら れ よ う 。  

 そ れ で も な お 、 日 本 の よ う に 子 育 て 支 援 政 策 が 量 的 に も 質 的 に

も 著 し く 劣 っ て い る よ う な 場 合 に お い て は 、 そ の 充 実 が 出 生 率 の

低 下 の 防 止 や 母 親 の 就 業 率 の 向 上 に 多 少 な り と も 寄 与 す る こ と は

間 違 い な い で あ ろ う し 、 就 業 と 育 児 の 両 立 可 能 性 の 向 上 を 通 じ た

女 性 の 社 会 的 地 位 の 向 上 の た め に 子 育 て 支 援 政 策 の 充 実 が 必 須 で

あ る こ と は 、 統 計 的 に 実 証 す る ま で も な い 事 実 で あ る 。  

た だ し 、 い ま 試 み た 若 干 の 整 理 を 踏 ま え れ ば 、 子 ど も 手 当 の 導

入 や 保 育 サ ー ビ ス 供 給 の 若 干 の 充 実 と い っ た 部 分 的 ・ 限 定 的 な 前

進 が 、 出 生 率 の 改 善 と い う 明 確 な 成 果 に 結 び つ く と は 考 え に く い

こ と に 、 留 意 す べ き で あ る 。 む し ろ 、 女 性 の 社 会 的 地 位 の 向 上 や

家 庭 内 の 性 別 役 割 分 業 の あ り 方 の 転 換 と い っ た 、 女 性 を め ぐ る 経

済 的 ・ 社 会 的 な 機 会 の 改 善 、 す な わ ち 「 脱 家 族 化 」 の 推 進 が 、 結
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果 と し て 出 生 率 の 向 上 に 帰 結 す る と い う 可 能 性 に 、 眼 を 向 け る べ

き で あ ろ う 。 ジ ェ ン ダ ー の 視 点 か ら エ ス ピ ン ・ ア ン デ ル セ ン の 類

型 化 論 を 再 検 討 し た 大 沢 真 理 の 議 論 を 借 り れ ば 、 日 本 で 根 強 く 残

存 す る ｢男 性 稼 ぎ 主 ｣型 の 生 活 保 障 シ ス テ ム （ 大 沢 2 0 0 7） の 総 体 を

見 直 し て い く 作 業 が ､今 日 の 日 本 に 求 め ら れ て い る と い っ て よ い 。 
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４  日 本 の 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 の 政 府 間 財 政 関 係  

 こ の 章 で は 、 日 本 に お け る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 分 野 の 財 政 的 な

状 況 を 、 児 童 福 祉 全 般 の そ れ を 踏 ま え つ つ 、 国 と 地 方 の 垂 直 的 な

財 政 関 係 の 観 点 か ら 概 観 す る 。  

4－ 1  児 童 福 祉 財 政 の あ ゆ み  

戦 後 児 童 福 祉 の 基 本 的 枠 組 み と 財 政  

 1 9 4 7 年 に 制 定 さ れ た 児 童 福 祉 法 に よ り 、 児 童 福 祉 は 戦 前 ・ 戦 中

ま で の 救 護 法 、 母 子 保 護 法 、 社 会 事 業 法 等 に よ る 貧 困 児 童 、 非 行

児 童 、 貧 困 母 子 世 帯 を 対 象 と す る 選 別 的 な 保 護 施 策 か ら 、 す べ て

の 児 童 の 健 全 育 成 と 福 祉 増 進 へ と そ の 理 念 ・ 目 的 を 変 え た 。 し か

し 、 戦 後 の 混 乱 の も と 、 当 初 は 孤 児 、 浮 浪 児 や 少 年 非 行 が 深 刻 化

し て お り 、 施 策 の 実 態 は 児 童 福 祉 法 の 理 念 と は ほ ど 遠 い も の で あ

っ た 。 な お 、 制 定 当 初 の 児 童 福 祉 法 に 施 設 整 備 と 運 営 に 関 す る 基

本 的 事 項 が 規 定 さ れ た 児 童 福 祉 施 設 は 、 助 産 施 設 、 乳 児 院 、 母 子

寮（ 現 在 の 母 子 生 活 支 援 施 設 ）、保 育 所 、児 童 厚 生 施 設 、養 護 施 設

（ 現 在 の 児 童 養 護 施 設 ）、精 神 薄 弱 児 施 設（ 現 在 の 知 的 障 害 児 施 設 ）、

療 育 施 設 （ 1 9 5 0 年 に 改 編 ・ 廃 止 ）、 教 護 院 （ 現 在 の 児 童 自 立 支 援

施 設 ）の 9 種 で あ る 。ま た 、翌 4 8 年 に は 児 童 福 祉 施 設 最 低 基 準 が

制 定 さ れ 、 施 設 が 満 た す べ き 設 備 ・ 人 員 等 の 要 件 が 全 国 統 一 的 に

示 さ れ る こ と と な っ た 。  

 そ の 後 、 徐 々 に 児 童 福 祉 施 策 は そ の 範 囲 と 対 象 を 広 げ て い く 。

1 9 6 0 年 代 に は 、 児 童 扶 養 手 当 法 （ 1 9 6 1 年 ）、 母 子 福 祉 法 （ 現 在 の

母 子 及 び 寡 婦 福 祉 法 、 1 9 6 4 年 ）、 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支 給 に 関

す る 法 律 （ 1 9 6 4 年 ）、 母 子 保 健 法 （ 1 9 6 5 年 ） が 制 定 さ れ 、 母 子 世

帯 等 へ の 経 済 的 支 援 や 周 産 期 ・ 小 児 保 健 等 の 分 野 に 基 礎 法 制 が 整

っ て い く 。そ し て 1 9 7 1 年 に は 児 童 手 当 法 が 制 定 さ れ 、今 日 に つ な

が る 児 童 福 祉 6 法 が そ ろ う こ と と な る 。  

 児 童 福 祉 施 設 の な か で も 性 質 上 最 も 広 範 な ニ ー ズ を 有 し 、 ゆ え

に 施 設 数 も 圧 倒 的 に 多 い の が 保 育 サ ー ビ ス で あ る 。 高 度 成 長 期 に

は 、 共 働 き 世 帯 や 母 子 ・ 父 子 世 帯 の 増 加 が 進 み 、 保 育 ニ ー ズ が 高

ま り を み せ は じ め た 。 し か し 、 当 時 は 男 性 稼 ぎ 主 モ デ ル が 前 提 と
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さ れ 、 女 性 の 社 会 進 出 が 政 策 上 の 課 題 に 位 置 付 け ら れ る こ と は な

か っ た う え に 、 母 子 不 分 離 の 原 則 の も と 延 長 保 育 、 夜 間 保 育 、 休

日 保 育 の 必 要 性 は 顧 み ら れ ず 、 通 常 の 平 日 日 中 保 育 で さ え 低 所 得

世 帯 や 母 子 ・ 父 子 世 帯 に 対 す る 選 別 的 な 福 祉 的 支 援 の 域 を 出 る こ

と は な か っ た 。 こ う し た 状 況 が よ う や く 多 少 な り と も 変 わ り は じ

め た の は 、 延 長 保 育 等 の 事 業 化 や 0 歳 児 保 育 の 所 得 制 限 の 緩 和 が

み ら れ た 1 9 8 0 年 代 の こ と で あ る 。  

 財 政 問 題 と し て 言 及 し て お く べ き は 、 1 9 8 0 年 代 の い わ ゆ る 「 臨

調 ・ 行 革 路 線 」・「 増 税 な き 財 政 再 建 」 の 一 環 と し て 進 め ら れ た 高

率 補 助 金 の 見 直 し に お い て 、 児 童 福 祉 関 連 の 国 庫 支 出 金 の 補 助 率

に つ い て も 引 き 下 げ が 行 わ れ た こ と で あ る 。 具 体 的 に は 、 児 童 保

護 費 等 補 助 金 （ 児 童 保 護 措 置 費 補 助 金 、 精 神 薄 弱 者 援 護 措 置 費 補

助 金 等 ） や 母 子 保 健 衛 生 費 補 助 金 （ 未 熟 児 養 育 費 等 補 助 金 、 妊 婦

乳 児 健 康 診 査 費 等 補 助 金 ）等 、従 来 は 国 庫 補 助 率 が 8 / 1 0 で あ っ た

も の が 、 1 9 8 6 年 に は 1 / 2 に 引 き 下 げ ら れ た 。 そ の さ い 、 都 道 府 県

に お け る 児 童 福 祉 施 設 へ の 入 所 措 置 や 里 親 等 へ の 委 託 措 置 、 市 町

村 に お け る 保 育 所 へ の 入 所 措 置 等 が 機 関 委 任 事 務 か ら 団 体 委 任 事

務 へ と 切 り 替 え ら れ 、 自 治 体 の 裁 量 範 囲 が 若 干 拡 大 さ れ た 。 し か

し 、 許 認 可 や 規 制 ・ 監 督 の 権 限 が 自 治 体 に 委 ね ら れ た わ け で は な

い う え に 、 政 令 や 補 助 金 の 補 助 要 綱 に よ る し ば り が 緩 和 さ れ た わ

け で は な か っ た た め 、 こ の 時 期 の 改 革 は 、 国 庫 補 助 率 の 引 下 げ に

よ る 国 の 費 用 負 担 の 軽 減 と い う 意 図 が 強 く 反 映 し た も の と な っ た

（ 森  1 9 9 8）。  

「 1 . 5 7 シ ョ ッ ク 」 以 後 の 政 策 展 開  

 1 9 9 0 年 代 以 降 の 児 童 福 祉 政 策 は 、「 1 . 5 7 シ ョ ッ ク 」 に 象 徴 さ れ

る よ う に 、 先 進 諸 国 中 で 最 低 水 準 に 落 ち 込 ん だ 出 生 率 の 回 復 、 す

な わ ち 少 子 化 対 策 と い う 政 策 意 図 に 強 く 規 定 さ れ て 展 開 し て い く 。

そ れ は 、 児 童 福 祉 政 策 の 発 展 ・ 変 容 を 促 す 積 極 的 な 影 響 を も た ら

し た 半 面 、 今 日 に 至 る ま で 払 し ょ く さ れ な い 日 本 の 児 童 福 祉 、 あ

る い は 子 ど も の 福 祉（ w e l f a r e）の 保 障 に 係 る 政 策 の 限 界 を 生 み 出

す こ と と も な っ た 。  

 今 日 的 課 題 は 後 ほ ど 述 べ る こ と と し て 、こ こ で は 1 9 9 0 年 代 以 降

の 政 策 展 開 を 概 観 し て お こ う 。 ま ず 、 1 9 9 4 年 1 2 月 に 「 今 後 の 子

育 て 支 援 の た め の 施 策 の 基 本 的 方 向 に つ い て 」（通 称「 エ ン ゼ ル プ
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ラ ン 」） が 厚 生 ・ 文 部 ・ 労 働 ・ 建 設 4 大 臣 合 意 に よ り 策 定 さ れ た 。

エ ン ゼ ル プ ラ ン で は 、 子 育 て 支 援 の 重 点 施 策 と し て 、  

 1） 仕 事 と 育 児 の 両 立 の た め の 雇 用 環 境 の 整 備  

 2） 多 様 な 保 育 サ ー ビ ス の 充 実  

 3）安 心 し て 子 ど も を 生 み 育 て る こ と が で き る 母 子 保 健 医 療 体 制

の 充 実  

 4） 住 居 及 び 生 活 環 境 の 整 備  

 5） ゆ と り あ る 学 校 教 育 の 推 進 と 学 校 外 活 動 ・ 家 庭 教 育 の 充 実  

 6） 子 育 て に 伴 う 経 済 的 負 担 の 軽 減  

 7） 子 育 て 支 援 の た め の 基 盤 整 備  

の 7 点 が 掲 げ ら れ た 。 し か し 、 別 途 「 緊 急 保 育 対 策 等 5 か 年

事 業 」 に よ り 0 歳 児 保 育 、 延 長 ・ 一 時 保 育 、 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 等

の 整 備 に 数 値 目 標 と 事 業 費 規 模 が 示 さ れ た 保 育 サ ー ビ ス 分 野 を 除

け ば 、 具 体 的 な 施 策 推 進 目 標 に 欠 け た た め 、 実 効 性 を 伴 う 計 画 と

は な ら な か っ た 。  

 歯 止 め の 効 か な い 少 子 化 傾 向 に 促 迫 さ れ 、 1 9 9 9 年 に は 「 少 子 化

対 策 推 進 基 本 方 針 」 に 基 づ く 「 重 点 的 に 推 進 す べ き 少 子 化 対 策 の

具 体 的 実 施 計 画 」（ 通 称 「 新 エ ン ゼ ル プ ラ ン 」） が 策 定 さ れ た 。 新

エ ン ゼ ル プ ラ ン は 大 蔵 ・ 文 部 ・ 厚 生 ・ 労 働 ・ 建 設 ・ 自 治 6 大 臣 の

同 意 に よ る も の と な り 、 保 育 サ ー ビ ス の み な ら ず 、 雇 用 や 母 子 保

健 、相 談 等 の 事 業 分 野 に つ い て も 具 体 的 な 数 値 目 標 が 設 定 さ れ た 。

2 0 0 4 年 度 ま で の 計 画 期 間 に お い て 、 施 策 の 内 実 は と も か く 、 数 値

目 標 は 多 く の 分 野 に つ い て 達 成 さ れ た 。  

 さ ら に 、 2 0 0 3 年 に は 少 子 化 社 会 対 策 基 本 法 が 制 定 さ れ 、 少 子 化

社 会 対 策 を 着 実 か つ 省 庁 横 断 的 に 進 め る た め の 体 制 と し て 、 総 理

大 臣 を 会 長 と し て す べ て の 閣 僚 が 構 成 員 と な る 少 子 化 社 会 対 策 会

議 が 設 置 さ れ る こ と と な っ た 。 ま た 、 同 法 に 基 づ く 「 少 子 化 社 会

対 策 大 綱 」、お よ び そ の 実 施 計 画 で あ る「 少 子 化 社 会 対 策 大 綱 に 基

づ く 具 体 的 実 施 計 画 」（通 称「 子 ど も・子 育 て 応 援 プ ラ ン 」）が 2 0 0 4

年 に 策 定 さ れ た 。 子 ど も ・ 子 育 て 応 援 プ ラ ン で は 、 次 世 代 育 成 支

援 対 策 推 進 法 （ 2 0 0 3 年 制 定 ） に よ っ て 個 々 の 都 道 府 県 ・ 市 町 村 が

定 め る こ と と な っ た 次 世 代 育 成 支 援 行 動 計 画 に 掲 げ ら れ た 子 育 て

支 援 関 連 施 策 の 全 国 集 計 値 が 全 国 的 な 数 値 目 標 と さ れ た 。 介 護 保

険 事 業 計 画 等 の 福 祉 分 野 に お け る 他 の 計 画 体 制 と 同 様 に 、 ボ ト ム

ア ッ プ 型 の 計 画 立 案 が 図 ら れ る よ う に な っ た 点 に 一 定 の 意 義 は あ

る も の の 、 国 に よ る ト ッ プ ダ ウ ン の イ ニ シ ア テ ィ ブ と の 整 合 性 を
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い か に 図 り 、 少 子 化 対 策 を 強 力 に 推 進 し う る の か と い う 課 題 も 生

じ る こ と と な っ た 。  

 少 子 化 対 策 が 児 童 福 祉 分 野 を 超 え て 労 働 ・ 雇 用 、 教 育 を 含 め た

分 野 横 断 的 な 取 組 み と し て ア ジ ェ ン ダ 化 さ れ て い く 一 方 、 従 来 か

ら の 児 童 福 祉 の 範 疇 に お け る 政 策 展 開 も み ら れ た 。 背 景 に は 、 子

ど も の 権 利 条 約 の 批 准 （ 1 9 9 4 年 ）、 お よ び 要 保 護 児 童 の 人 権 侵 害

へ の 着 目 、 虐 待 ・ 育 児 放 棄 等 の 増 加 ・ 顕 在 化 等 が あ っ た 。  

児 童 福 祉 法 の 主 な 改 正 に そ く し て み れ ば 、ま ず 1 9 9 7 年 の 改 正 に

よ っ て 、 保 育 所 の 措 置 制 度 が 廃 止 （ た だ し 保 育 所 と 利 用 者 と の 直

接 契 約 は 導 入 さ れ ず ） さ れ た 。 ま た 、 児 童 養 護 施 設 ・ 児 童 自 立 支

援 施 設 ・ 母 子 生 活 支 援 施 設 の 事 業 目 的 に 「 退 院 ・ 退 所 し た 者 に 対

す る 相 談 そ の 他 の 援 助 を 行 う こ と 」 が 追 加 さ れ 、 自 立 支 援 機 能 の

強 化 が 図 ら れ た 。 前 者 の 保 育 所 の 措 置 制 度 の 廃 止 に つ い て は 、 当

時 の 社 会 福 祉 基 礎 構 造 改 革 の 成 果 の 1 つ で あ る が 、 保 育 分 野 へ の

市 場 原 理 の 導 入 が 萌 芽 的 に 実 現 さ れ た も の と し て 批 判 す る 立 場 も

あ る 。 ま た 、 子 ど も の 虐 待 や 夫 婦 間 の 暴 力 な ど D V（ ド メ ス テ ィ ッ

ク ・ バ イ オ レ ン ス ） 問 題 へ の 公 的 対 応 が 要 請 さ れ る な か 、 児 童 委

員 を 介 し た 児 童 相 談 所 ・ 福 祉 事 務 所 へ の 虐 待 等 の 通 告 制 度 の 導 入

（ 2 0 0 0 年 ）や 児 童 相 談 や 児 童 福 祉 施 設 の 機 能 の 見 直 し と 支 援 強 化

（ 主 に 2 0 0 4 年 、 2 0 0 8 年 ） が 進 め ら れ た 。  

 こ う し た 一 連 の 過 程 に お け る よ り 具 体 的 な 政 策 展 開 や そ の 帰 結 、

福 祉 論 的 な 評 価 に こ こ で は 踏 み 込 ま な い が 、 総 じ て こ の 時 期 は 、

少 子 化 が 社 会 問 題 の み な ら ず 経 済 問 題 （ 将 来 的 な 労 働 力 の 減 少 、

現 役 世 代 の 相 対 的 縮 小 に よ る 1 人 あ た り 社 会 保 障 負 担 の 増 大 さ ら

に は 年 金 ・ 医 療 ・ 介 護 保 険 財 政 の 持 続 可 能 性 の 低 下 等 ） と し て 前

面 に 押 し 出 さ れ 、 子 育 て 支 援 と い う く く り の 下 で の 政 策 推 進 が 確

立 し て い く 時 期 で あ っ た 。 そ れ は 、 保 育 サ ー ビ ス の 量 的 拡 充 へ の

政 策 的 偏 向 を 生 み 出 し た が 、 地 域 子 育 て 支 援 事 業 に 代 表 さ れ る よ

う な 、 す べ て の 子 育 て 世 帯 へ の 支 援 サ ー ビ ス の 展 開 や 、 地 域 の 住

民 ・ N P O 等 と の 協 働 へ の 志 向 と い っ た 支 援 対 象 お よ び 支 援 体 制 の

広 が り を も も た ら し た と い え る 。  

同 時 に 、 利 用 者 ・ 関 係 者 以 外 の 一 般 市 民 に は み え に く い 部 分 で

あ る が 、 要 保 護 児 童 の た め の 施 策 の 改 善 、 母 子 自 立 支 援 の 推 進 も

図 ら れ 、 児 童 福 祉 法 の 本 来 の 趣 旨 を 具 現 化 す る 方 向 性 も 生 ま れ て

い る 。  
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地 方 分 権 、「 三 位 一 体 改 革 」 と 児 童 福 祉 財 政  

 以 上 の よ う な 趨 勢 の 下 、児 童 福 祉 財 政 は 拡 大 基 調 を た ど っ た が 、

近 年 は 地 方 分 権 改 革 と の 絡 み で 大 き な 動 き も あ っ た 。  

 ま ず 、 2 0 0 0 年 4 月 の 地 方 分 権 一 括 法 の 施 行 に よ り 、 機 関 委 任 事

務 が 廃 止 さ れ 、 自 治 体 の 事 務 が 法 定 受 託 事 務 と 自 治 事 務 の 2 つ に

再 編 さ れ た 。 児 童 福 祉 分 野 に つ い て も 、 旧 来 は 機 関 委 任 事 務 と し

て 厳 格 な 国 の 関 与 の 下 に お か れ て い た 許 認 可 お よ び 規 制 ・ 監 督 権

限 を 中 心 と す る 多 く の 事 務 が 自 治 事 務 に 転 換 す る と と も に 、 施

設・組 織・人 員 配 置 に 係 る 必 置 規 制 が 見 直 さ れ 、自 治 体 の 自 主 性 、

裁 量 の 範 囲 が 拡 大 し た 。  

 し か し 、財 政 面 で の 地 方 分 権 を 目 的 と し て 2 0 0 0 年 代 に 進 め ら れ

た 「 三 位 一 体 改 革 」 で は 、 2 0 0 4 年 度 に 公 立 保 育 所 運 営 費 補 助 金 が

廃 止 さ れ 、2 0 0 6 年 度 に は 児 童 手 当 国 庫 負 担 金 お よ び 児 童 扶 養 手 当

給 付 費 負 担 金 の 国 庫 負 担 率 の 引 下 げ（ 前 者 は 2 / 3→ 1 / 3、後 者 は 3 / 4

→ 1 / 3）が 実 施 さ れ る な ど 、論 議 を 呼 ぶ 改 革 が な さ れ た 。い ず れ の

場 合 も 、 補 助 金 廃 止 お よ び 国 庫 負 担 率 引 下 げ に よ り 生 じ る 地 方 負

担 分 が 地 方 交 付 税 に お け る 基 準 財 政 需 要 の 算 定 に 確 実 に 反 映 さ れ

た と は い え 、 地 方 交 付 税 の 総 額 削 減 が 続 く さ な か で あ っ た こ と も

踏 ま え れ ば 、 こ れ ら 児 童 福 祉 の 基 幹 的 事 務 に 対 す る 国 の 財 源 責 任

が 後 退 し た こ と に 変 わ り は な い 。 と く に 児 童 手 当 ・ 児 童 扶 養 手 当

の 国 庫 負 担 率 削 減 は 、「三 位 一 体 改 革 」に お け る 国 庫 補 助 負 担 金 改

革 の 最 終 年 度 に 、 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金 の 国 庫 負 担 率 が 堅 持 さ れ

る こ と で 決 着 し た こ と を う け て い わ ば 駆 け 込 み で 決 ま っ た た め 、

熟 議 の 結 果 で あ る と は 到 底 言 う こ と が で き な い も の で あ っ た 。  

4－ 2  児 童 福 祉 財 政 の 現 状  

国 家 財 政 と 児 童 福 祉  

 児 童 福 祉 の 諸 施 策 を 直 接 に 担 う の は 主 に 都 道 府 県 と 市 町 村 で あ

り 、 国 は 根 拠 法 令 の 制 定 や 通 知 の 発 出 等 を つ う じ て 各 種 事 務 事 業

の 目 的 ・ 内 容 等 の 枠 組 み を 定 め た り 、 計 画 の 策 定 を 義 務 付 け た り

し て い る 。 ま た 、 財 政 面 で は 主 に 国 庫 支 出 金 （ 負 担 金 ・ 補 助 金 ）

の 交 付 に よ り 児 童 福 祉 関 連 経 費 の 応 分 の 負 担 を 行 う と と も に 、 地
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方 交 付 税 制 度 の 運 用 を つ う じ て 地 方 一 般 財 源 を 保 障 し て い る 。  

 こ こ で は そ の 最 近 の 姿 を 確 認 し て お こ う 。 ま ず 、 国 の 一 般 会 計

歳 出 予 算 に お け る 児 童 福 祉 関 連 経 費 の 状 況 は 、 表 8 の と お り と な

っ て い る 。平 成 2 2 年 度 決 算 に お い て は 、年 金 特 別 会 計 の 児 童 手 当

及 び 子 ど も 手 当 勘 定（ 子 ど も 手 当 は 平 成 2 3 年 度 を も っ て 廃 止 さ れ

た た め 、現 在 は 児 童 手 当 勘 定 ）へ の 繰 出 し が 1 , 5 0 6 億 円 に の ぼ り 、

こ れ に 保 育 所 運 営 費 が つ づ く 。 前 者 は さ ら に 年 金 特 別 会 計 か ら 自

治 体 に 対 し て 交 付 さ れ 、 児 童 手 当 の 給 付 に 係 る 国 庫 負 担 分 が ま か

な わ れ る 。 後 者 の 保 育 所 運 営 費 は 、 私 立 保 育 所 の 経 常 的 な 運 営 費

に 対 す る 補 助 で あ り 、 市 町 村 へ の 財 源 の 移 転 で あ る 。 他 の 項 目 も

同 様 に 、 歳 出 額 の ほ と ん ど を 国 か ら 地 方 自 治 体 へ の 負 担 金 ・ 補 助

金 ・ 交 付 金 の 形 を と っ た 財 源 移 転 が 占 め て い る 。  

表８ 国の一般会計における児童福祉関連経費－平成 22 年度決算 

事項 支出済歳出額 

（千円） 

社会保障関係費に 

占める割合（％） 

地域子育て支援対策費 43,249.3 0.15

保育所運営費 348,949.8 1.24

児童手当及子ども手当年金

特別会計へ繰入 

1,506,752.9 5.33

児童虐待等防止対策費 85,029.0 0.30

母子保健衛生対策費 22,001.1 0.08

母子家庭等対策費 168,181.5 0.60

子ども・子育て支援対策費 96,787.0 0.34

児童福祉施設整備費 2,312.4 0.01

合計 2,273,263.0 8.05

出所）財務省『平成 22 年度決算の説明』。 



53 

児 童 福 祉 関 連 経 費 の 合 計 は 約 2 兆 2 7 3 0 億 円 で あ り 、社 会 保 障 関

係 費 に 占 め る 割 合 は 8 . 0 5 %と な っ て い る 。 子 ど も ・ 子 育 て 関 連 施

策 の 充 実 が 叫 ば れ る 昨 今 、 児 童 福 祉 関 連 経 費 は 着 実 に 増 加 し て い

る も の の 、 規 模 と し て は 依 然 と し て 年 金 ・ 医 療 ・ 介 護 の 3 大 経 費

に 遠 く 及 ば な い 。 し か も 、 高 齢 人 口 の 増 加 に よ り 、 3 大 経 費 が 急

速 な 自 然 増 を 示 し て い る 一 方 、 児 童 福 祉 関 連 経 費 は 自 然 増 が 基 本

的 に 見 込 ま れ な い 。今 後 、出 生 率 が 多 少 改 善 し た と し て も 、出 産 ・

育 児 世 代 の 人 口 が 減 少 し て い く た め 、 出 生 数 が 増 加 基 調 に 転 じ る

こ と は 考 え に く い か ら で あ る 。 つ ま り 、 年 金 ・ 医 療 ・ 介 護 分 野 に

比 べ れ ば 、 児 童 福 祉 分 野 に お い て は 歳 出 の 増 加 を 経 費 の 自 然 増 へ

の 手 当 で は な く 、政 策 の 充 実 に あ て る 余 地 が 大 き い と 言 っ て よ い 。

も ち ろ ん 、 そ の 余 地 が 生 か さ れ る か 否 か は 、 今 後 の 政 治 動 向 に か

か っ て い る 。  

地 方 財 政 と 児 童 福 祉  

つ ぎ に 、 地 方 に お け る 児 童 福 祉 財 政 の 状 況 を み る が 、 以 下 に み

る 地 方 財 政 統 計 は す べ て 普 通 会 計 決 算 で あ り 、 公 営 事 業 会 計 は 含

ま れ な い と い う こ と に 、 あ ら か じ め 留 意 し て お き た い 。 し た が っ

て 、 市 町 村 の 国 民 健 康 保 険 事 業 や 介 護 保 険 事 業 、 都 道 府 県 ・ 市 町

村 の 病 院 事 業 の 特 別 会 計 な ど は こ こ で の デ ー タ に 含 ま れ て い な い 。

た だ し 、 都 道 府 県 ・ 市 町 村 の 一 般 会 計 か ら こ れ ら 特 別 会 計 へ の 操

出 金 は 、 普 通 会 計 の 支 出 と し て デ ー タ に 含 ま れ て い る 。  

さ て 、 地 方 財 政 統 計 に お い て 、 社 会 保 障 関 連 の 経 費 は 民 生 費 に

分 類 さ れ る 。 こ の 民 生 費 の 目 的 別 内 訳 を 都 道 府 県 、 市 町 村 お よ び

そ れ ら の 合 計（ 両 者 間 の 補 助 金 等 に よ る 財 源 移 転 を 除 外 し た 純 計 ）

に つ い て 示 し た の が 表 9 で あ る 。 児 童 福 祉 費 が 民 生 費 の う ち 相 当

の 割 合 を 占 め て お り 、 都 道 府 県 ・ 市 町 村 を つ う じ た 地 方 財 政 に お

け る 児 童 福 祉 費 の 規 模 的 重 要 性 が 確 認 で き る 。 こ れ は 国 の 社 会 保

障 関 係 費 に 占 め る 児 童 福 祉 費 の 割 合 の 低 さ と は 対 照 的 で あ る と い

っ て よ い 。 さ ら に 、 都 道 府 県 と 市 町 村 の 別 に 着 目 す る と 、 民 生 費

の 総 額 で 市 町 村 が 都 道 府 県 を 上 回 り 、 児 童 福 祉 費 の 規 模 で は 市 町

村 が 都 道 府 県 の 約 5 倍 に 達 し て い る 。  

児 童 福 祉 分 野 に お い て は 保 育 ・ 子 育 て 支 援 サ ー ビ ス や 児 童 養 護

な ど 、 対 人 的 な 現 物 給 付 が 中 心 で あ り 、 そ の 実 施 主 体 は ほ ぼ 全 面

的 に 地 方 自 治 体 で あ る 。 ま た 、 児 童 手 当 、 児 童 扶 養 手 当 等 の 現 金
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給 付 に つ い て も 、 そ の 給 付 事 務 は 地 方 自 治 体 が 担 っ て い る 。 そ し

て 、 と り わ け 基 礎 自 治 体 と し て の 市 町 村 の 果 た す 役 割 が 大 き い 。

そ れ が 、 財 政 支 出 の 規 模 に 反 映 さ れ て い る 。  

都 道 府 県 と 市 町 村 と の 役 割 の 違 い が よ り 明 確 に 表 れ る の は 、 児

童 福 祉 費 の 性 質 別 内 訳 に お い て で あ る 。図 2 5 に み る よ う に 、扶 助

費 が 市 町 村 に お け る 児 童 福 祉 費 の 7 割 に の ぼ る の に 対 し 、 都 道 府

県 で は 3 割 弱 に と ど ま っ て お り 、 児 童 福 祉 費 の 半 分 近 く が 補 助 費

等 で 占 め ら れ る こ と が わ か る 。 都 道 府 県 の 補 助 費 等 の 大 部 分 は 、

市 町 村 に 対 し て 交 付 す る 補 助 金 ・ 負 担 金 の 支 出 金 で あ る 。 こ う し

た 性 質 別 内 訳 か ら 、 児 童 福 祉 の 諸 施 策 に 直 接 携 わ る の は 主 に 市 町

村 で あ り 、 都 道 府 県 は 児 童 福 祉 費 が 相 対 的 に 小 さ い だ け で な く 、

市 町 村 に 対 す る 補 助 金 ・ 負 担 金 の 交 付 が 主 な 役 割 だ と い う こ と が

わ か る 。  

 つ ぎ に 、 地 方 財 政 に お い て 、 児 童 福 祉 費 が ど の よ う に ま か な わ

れ て い る の か を 整 理 し た の が 、 図 2 6 で あ る 。 児 童 福 祉 費 の う ち 、

市 町 村 で 4 3％ 、都 道 府 県 で 6 7％ が 、地 方 税 ・ 地 方 譲 与 税 ・ 地 方 交

付 税 な ど 使 途 の 限 定 さ れ な い 一 般 財 源 で ま か な わ れ て い る 。 市 町

村 で 一 般 財 源 の 割 合 が 低 い の は 、 国 庫 支 出 金 お よ び 都 道 府 県 支 出

金 の 財 源 と し て の 比 重 が 大 き い か ら で あ る 。 つ ま り 、 市 町 村 の 一

般 財 源 、 お よ び 国 と 都 道 府 県 そ れ ぞ れ の 支 出 金 の 市 町 村 へ の 交 付

と い う 形 で 、 3 層 の 政 府 が 児 童 福 祉 諸 施 策 の 主 な 実 施 主 体 で あ  

表９ 民生費の目的別規模と割合－平成 22年度決算（単位：百万円、%） 

費目 都道府県 市町村 純計額 

社会福祉費 2,006,523 31.3 3,963,439 23.3 5,063,743 23.8 

老人福祉費 2,753,668 42.9 3,176,285 18.7 5,482,322 25.7 

児童福祉費 1,369,453 21.3 6,461,406 38.0 7,138,815 33.5 

生活保護費 266,454 4.2 3,384,067 19.9 3,596,662 16.9 

災害救助費 19,998 0.3 17,501 0.1 34,795 0.2 

合計 6,416,097 100.0 17,002,698 100.0 21,316,337 100.0 

   出所）総務省『地方財政白書 平成 24 年版』。 
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図 2 5  児 童 福 祉 費 の 性 質 別 内 訳 － 平 成 2 2 年 度 決 算  

出 所 ） 総 務 省 『 地 方 財 政 統 計 年 報  平 成 2 2 年 度 』。

図 2 6  児 童 福 祉 費 の 財 源 充 当 状 況 － 平 成 2 2 年 度 決 算  

出 所 ） 総 務 省 『 地 方 財 政 統 計 年 報  平 成 2 2 年 度 』。

る 市 町 村 の 経 費 を 分 担 し て い る わ け で あ る 。 な お 、 使 用 料 ・ 手 数

料 、 す な わ ち 施 設 ・ サ ー ビ ス 利 用 者 の 自 己 負 担 も 児 童 福 祉 の 財 源

を 構 成 し て い る が 、 そ の 児 童 福 祉 充 当 財 源 に 占 め る 割 合 は 市 町 村

で 3 . 4％ 、 都 道 府 県 で 1 . 3％ と 、 財 源 規 模 と し て は 小 さ い 。  

 さ ら に 、 国 と 地 方 の 垂 直 的 な 関 係 の も と で の 経 費 負 担 割 合 を 具

体 的 な 費 目 別 に 整 理 し た の が 、表 1 0 で あ る ｡国 ･都 道 府 県・市 町 村

の 垂 直 的 な 政 府 間 関 係 に 対 し 、 費 目 ご と に 経 費 負 担 割 合 が 法 令 、  

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

都道府県

市町村

（10億円）

扶助費

人件費

補助費等

物件費

普通建設事業費

繰出金

その他

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

都道府県

市町村

（10億円）

一般財源等

国庫支出金

都道府県支出金

使用料・手数料

その他

1 5 . 5 % 6 . 1 %2 7 . 1 % 4 8 . 3 %

4 3 . 6 %
3 5 . 7 1 0 . 7 %

6 7 . 6 1 9 . 6

7 0 . 9 %
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表 1 0  主 な 児 童 福 祉 関 連 諸 経 費 の 負 担 割 合 － 平 成 2 4 年 度

経費の項目

経費負担割合

注国 都道府県 市町村 指定都市 児童相談

所設置市

中核市

児童福祉審議

会

都道府県設置  10/10      

市町村設置   10/10 10/10 10/10 10/10  

児童福祉司  10/10  10/10 10/10   

児童委員  10/10  10/10 10/10 10/10  

児童相談所（設備を除く）  10/10  10/10 10/10   

療育の給付 1/2 1/2  1/2 1/2 1/2  

小児慢性特定疾患治療研究事業 1/2 1/2  1/2 1/2 1/2  

障害福祉サービスに係るやむを得な

い事由による措置費

1/2 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2  

子育て短期支援事業   10/10 10/10 10/10 10/10  

注 1乳児家庭全戸訪問事業   10/10 10/10 10/10 10/10 

養育支援訪問事業   10/10 10/10 10/10 10/10 

家庭的保育事業   10/10 10/10 10/10 10/10 

保育所運営費 都道府県立施設  10/10      

市町村立施設   10/10 10/10 10/10 10/10  

私立施設 1/2 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2  

助産施設、母子

生活支援施設

の運営費

市及び

福祉事

務所を

管理す

る町村

の実施

都道府

県立施

設

1/2 1/2  1/2 1/2 1/2  

市町村

立・私

立施設

1/2 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2  

都道府県の実施 1/2 1/2      

障害児施設給付費等 1/2 1/2  1/2 1/2   

その他の児童福祉施設の措置費 1/2 1/2  1/2 1/2   

里親 1/2 1/2  1/2 1/2   

国立児童福祉施設入所者の措置費 10/10       

児童自立生活援助 1/2 1/2  1/2 1/2 1/2  

一時保護 1/2 1/2  1/2 1/2   

児童相談所の設備費  10/10  10/10 10/10   

児童福祉施設の設

備費

都道府県立  10/10      

市町村立   10/10 10/10 10/10 10/10  
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児童福祉施設の職

員の養成施設

都道府県立  10/10      

市町村立   10/10 10/10 10/10 10/10  

私立児童福祉施設の設備費  3/4  3/4 3/4 3/4 注 2

児童手当の給付費 2/3 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 注 3

児童扶養手当の給付費 1/3 2/3      

特別児童扶養手当の給付費 10/10

 注 1）

国 が 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金 に よ り 、 1 / 2 相 当 を 負 担 す る 。

 注 2）本 項 の 費 用 は 施 設 設 置 者（ 社 会 福 祉 法 人 等 ）に 対 し て 交 付 さ れ る 補 助 金 で あ り 、

補 助 の 割 合 は 補 助 の 最 高 限 度 を 示 す （ 児 童 福 祉 法 第 5 6 条 の 2 を 参 照 の こ と ）。

ま た 、 国 が 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金 に よ り 、 都 道 府 県 ・ 市 町 村 の 負 担 分 の 1 / 2

相 当 を 負 担 す る 。

 注 3） 受 給 者 が 被 用 者 で あ る 場 合 に は 、 事 業 主 拠 出 金 に よ る 7 / 1 5 の 負 担 が あ り 、 残

る 8 / 1 5 を 表 中 の 割 合 で 国 ・ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 が 負 担 す る 。 受 給 者 が 非 被 用 者 で

あ る 場 合 に は 、 表 中 の 割 合 で 国 ・ 都 道 府 県 ・ 市 町 村 が 負 担 す る 。 受 給 者 が 公 務

員 で あ る 場 合 に は 、 所 属 庁 の 全 額 負 担 と な る 。

 出 所 ） 児 童 福 祉 法 、 児 童 手 当 法 、 児 童 扶 養 手 当 法 等 の 規 定 に 基 づ く 。

と り わ け 児 童 福 祉 法 で 定 め ら れ て い る （ 児 童 手 当 、 児 童 扶 養 手 当

等 に つ い て は 児 童 手 当 法 、児 童 扶 養 手 当 法 等 ）。市 町 村 の な か で も 、

政 令 指 定 都 市 や 中 核 市 は 一 般 市 よ り 幅 広 い 事 務 ・ 権 限 を 有 し て い

る 。 ま た 、 児 童 相 談 所 設 置 市 は 、 児 童 福 祉 分 野 の 様 々 な 事 務 を 都

道 府 県 に 代 わ っ て 担 う 。 そ れ に 伴 い 、 政 令 指 定 都 市 、 中 核 市 、 お

よ び 児 童 相 談 所 設 置 市 が 、 都 道 府 県 に 代 わ っ て 経 費 負 担 を 行 う 費

目 が あ る（ 児 童 委 員 、児 童 相 談 所 、療 育 の 給 付 な ど ）。こ の よ う に 、

国 庫 支 出 金 、 都 道 府 県 支 出 金 の 活 用 に よ る 重 層 的 な 経 費 分 担 を 基

軸 と す る 児 童 福 祉 財 政 で は あ る が 、 地 方 単 独 事 業 、 す な わ ち 国 庫

支 出 金 に よ ら な い 都 道 府 県 独 自 の 事 業 や 、 国 庫 支 出 金 ・ 都 道 府 県

支 出 金 に よ ら な い 市 町 村 独 自 の 事 業 も 実 施 さ れ て い る 。 そ こ で 、

民 生 費 の 扶 助 費 に お け る 補 助 事 業 と 単 独 事 業 の 歳 出 規 模 を み た の

が 図 2 7 で あ る 。児 童 福 祉 費 の 扶 助 費 に お け る 単 独 事 業 の 割 合 は 市

町 村 で 1 7 . 8％ 、都 道 府 県 で 2 8 . 1％ と 、補 助 事 業 に 比 べ て 限 ら れ る

も の の 、 一 定 の 規 模 を 有 し て い る 。 単 独 事 業 と し て 実 施 さ れ て い

る 事 業 内 容 は 、 乳 幼 児 医 療 助 成 、 認 可 保 育 所 の 職 員 加 配 、 認 可 外

保 育 施 設 へ の 補 助 、 学 童 保 育 へ の 追 加 的 補 助 な ど を 典 型 と し て 、

個 々 の 自 治 体 に よ り 様 々 で あ る 。 児 童 福 祉 に お け る 政 策 体 系 の 根
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幹 を な す よ う な 事 業 の 多 く は 補 助 事 業 と し て 確 実 な 実 施 が 図 ら れ

て い る が 、 昨 今 の 子 ど も や 子 育 て 世 帯 、 地 域 を め ぐ る 状 況 の 変 化

や 、 そ の 地 域 ご と の 多 様 な 表 れ は 、 自 治 体 の 単 独 事 業 に よ る 地 域

ニ ー ズ へ の 柔 軟 な 対 応 を 不 可 欠 の も の と し て い る 。  

図 2 7  民 生 費 中 の 扶 助 費 に お け る 補 助 ・ 単 独 別 事 業 規 模  

－ 平 成 2 2 年 度 決 算   

① 市 町 村  

② 都 道 府 県  

出 所 ） 総 務 省 『 地 方 財 政 白 書  平 成 2 4 年 版 』。

地 方 交 付 税 と 児 童 福 祉  

 国 庫 支 出 金 ・ 都 道 府 県 支 出 金 が 一 定 の 役 割 を 果 た し て い る と は

い え 、 自 治 体 に お け る 一 般 財 源 の 確 保 が 児 童 福 祉 財 政 に お い て 重

要 で あ る こ と は 、先 の 図 2 6 か ら も 明 ら か で あ る 。こ の と き 、一 般
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財 源 を 構 成 し 、 自 治 体 ご と の 財 政 需 要 と 課 税 力 と を 勘 案 し て 財 源

保 障 を 図 る の が 、 地 方 交 付 税 制 度 で あ る 。 そ の 制 度 の 詳 細 に つ い

て は 他 章 に ゆ ず る と し て 、 こ こ で は 児 童 福 祉 関 連 の 基 準 財 政 需 要

の 算 定 に つ い て 、 2 0 1 1 年 度 を 例 と し て み て お こ う 。  

 基 準 財 政 需 要 の 算 定 に あ た り 、 児 童 福 祉 お よ び 子 育 て 支 援 に 関

す る 経 費 は 、 都 道 府 県 に つ い て は 厚 生 労 働 費 中 の 社 会 福 祉 費 、 市

町 村 に つ い て は 厚 生 費 中 の 社 会 福 祉 費 の う ち に 位 置 付 け ら れ て お

り 、 測 定 単 位 は 人 口 で あ る （ 母 子 保 健 費 は 、 都 道 府 県 に お い て は

衛 生 費 、市 町 村 に お い て は 保 健 衛 生 費 に 位 置 付 け ら れ て い る ）。想

定 さ れ る 標 準 団 体 に お け る 測 定 単 位 当 た り （ 人 口 1 人 当 た り ） 社

会 福 祉 費 は 、 都 道 府 県 に つ い て 1 万 1 6 0 0 円 、 市 町 村 に つ い 1 万

8 8 0 0 円 と 算 定 さ れ て お り 、 こ れ が す な わ ち 単 位 費 用 で あ る 。  

 社 会 福 祉 費 の 単 位 費 用 の 算 定 に あ た っ て 用 い ら れ る 児 童 福 祉 費

の 行 政 事 務 内 容 は 表 1 1 の と お り で あ り 、こ れ ら の 事 務 が 一 般 に 言

わ れ る 「 地 方 交 付 税 で 措 置 さ れ る 」 事 務 で あ る こ と と な る 。 こ れ

ら の 行 政 事 務 内 容 に つ い て 、 法 令 に よ る 規 定 や 都 道 府 県 ・ 市 町 村

に お け る 実 績 等 を 踏 ま え 、 給 与 費 ・ 需 用 費 ・ 扶 助 費 等 の 所 要 経 費  

表 1 1  単 位 費 用 の 算 定 基 礎 を な す 行 政 事 務 内 容  

（ 社 会 福 祉 費 の う ち 児 童 福 祉 ・ 子 育 て 支 援 関 連 ）  

① 道 府 県 分  

細 目 細 節 行 政 事 務 内 容

児 童 福 祉 費 児 童 福 祉 共 通 費

児 童 措 置 費

産 休 代 替 保 育 士 等

児 童 相 談 所 費

児 童 福 祉 事 務 に 従 事 す る 職 員 の 配 置 、 市

町 村 児 童 福 祉 施 設 の 指 導 監 督 に 関 す る 事

務 、 都 道 府 県 児 童 福 祉 審 議 会 の 設 置 及 び

運 営 に か ん す る 事 務 並 び に 児 童 委 員 の 指

導 監 督 に 関 す る 事 務

児 童 福 祉 施 設 に 入 所 さ せ た 児 童 に 対 す る

措 置 に 関 す る 事 務

産 休 等 代 替 保 育 士 、 保 育 士 試 験 等 に 関 す

る 事 務

児 童 福 祉 司 の 設 置 及 び 児 童 相 談 所 の 運 営

に 関 す る 事 務 並 び に 里 親 保 護 受 託 者 の 指

導 と 希 望 者 の 開 拓 に 関 す る 事 務
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児 童 一 時 保 護 所 費

身 体 障 害 児 等 援 護

費

児 童 扶 養 手 当 及 び

母 子 ・ 寡 婦 福 祉 対

策 費

児 童 一 時 保 護 所 の 運 営 に 関 す る 事 務

身 体 障 害 児 、 骨 間 接 結 核 児 及 び そ の 他 の

結 核 児 の 療 育 及 び 育 成 医 療 の 給 付 等 に 関

す る 事 務

母 子 福 祉 資 金 及 び 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 業

務 、 償 還 事 務 、 母 子 自 立 支 援 員 の 設 置 及

び 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 等 に 関 す る 事 務

青 少 年 対 策 費 青 少 年 保 護 育 成 費 青 少 年 の 不 良 化 防 止 、 児 童 の 虐 待 防 止 に

必 要 な 補 導 を 行 う た め の 事 務 及 び 児 童 福

祉 週 間 の 諸 行 事 の 実 施 等 に 関 す る 事 務

児 童 手 当 ・

子 ど も 手 当 費

児 童 手 当 ・ 子 ど も

手 当 費

児 童 手 当 及 び 子 ど も 手 当 の 支 給 に 関 す る

事 務

子 育 て 支 援 サ

ー ビ ス 充 実 推

進 事 業 費

子 育 て 支 援 サ ー ビ

ス 充 実 推 進 事 業 費

子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 充 実 及 び 推 進 を 図

る 事 業 に 関 す る 事 務

② 市 町 村 分  

細 目 細 節 行 政 事 務 内 容

児 童 福 祉 費 児 童 福 祉 共 通 費

児 童 措 置 費

青 少 年 福 祉 対 策 費

児 童 福 祉 施 設 費

児 童 及 び 妊 産 婦 の 福 祉 事 務 に 従 事 す る 職

員 の 設 置 に 関 す る 事 務 、 児 童 委 員 に 対 す

る 指 示 連 絡 に 関 す る 事 務 並 び に 市 町 村 児

童 福 祉 審 議 会 の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る 事

務

児 童 福 祉 施 設 に 入 所 さ せ た 児 童 に 対 す る

措 置 に 関 す る 事 務

青 少 年 の 不 良 化 防 止 に 必 要 な 補 導 を 行 う

た め の 事 務 及 び 児 童 福 祉 週 間 の 諸 行 事 の

実 施 等 に 関 す る 事 務

児 童 厚 生 施 設 の 事 務 に 従 事 す る 職 員 の 設

置 並 び に 児 童 厚 生 施 設 、 保 育 所 及 び 保 育

遊 園 等 児 童 福 祉 施 設 の 整 備 に 関 す る 事 務
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児 童 手 当 ・ 子

ど も 手 当 費

児 童 手 当 ・ 子 ど も

手 当 費

児 童 手 当 及 び 子 ど も 手 当 の 支 給 に 関 す る

事 務

母 子 ・ 寡 婦 福

祉 対 策 費

児 童 扶 養 手 当 及 び

母 子 ・ 寡 婦 福 祉 対

策 費

児 童 扶 養 手 当 の 支 給 、 母 子 自 立 支 援 員 の

設 置 等 に 関 す る 事 務

活 性 化 推 進 事

業 費

活 性 化 推 進 事 業 費 少 子 化 対 策 に 関 す る 各 種 事 業 に 関 す る 事

務 、 結 婚 支 援 活 動 の 支 援 に 関 す る 事 務 等

子 育 て 支 援 サ

ー ビ ス 充 実 推

進 事 業 費

子 育 て 支 援 サ ー ビ

ス 充 実 推 進 事 業 費

子 育 て 支 援 サ ー ビ ス の 充 実 及 び 推 進 を 図

る 事 業 に 関 す る 事 務

出 所 ）地 方 交 付 税 制 度 研 究 会 編（ 2 0 1 1）『 平 成 2 3 年 度  地 方 交 付 税 制 度 解 説（ 単

位 費 用 篇 ）』、 地 方 財 務 協 会 。

が 積 算 さ れ た う え で 、 国 庫 支 出 金 の 充 当 分 が 差 し 引 か れ 、 標 準 団

体 に お け る 所 要 の 一 般 財 源 額 が 算 定 さ れ る 。  

 そ の う え で 、 個 別 の 都 道 府 県 ・ 市 町 村 に つ い て 基 準 財 政 需 要 額

を 算 定 す る さ い に は 、標 準 団 体 と の 諸 条 件（ 人 口 お よ び 人 口 密 度 、

産 業 構 造 、 遠 隔 地 ・ 離 島 等 の 地 理 的 条 件 、 出 生 率 等 ） の 異 な り を

個 別 に 反 映 さ せ る た め 、 補 正 係 数 が 適 用 さ れ る 。 社 会 福 祉 費 に お

い て は 、都 道 府 県 分 は 段 階 補 正 、密 度 補 正 、普 通 態 容 補 正 の 3 種 、

市 町 村 分 は 段 階 補 正 、 密 度 補 正 、 普 通 態 容 補 正 、 寒 冷 補 正 （ 給 与

差 ） の 4 種 が 適 用 さ れ る 。

以 上 の 概 略 を 踏 ま え た う え で 、 児 童 福 祉 財 政 と 地 方 交 付 税 制 度 と

の か か わ り に つ い て 留 意 す べ き 点 を 述 べ て お こ う 。 ま ず 最 も 基 本

的 な こ と と し て 、 以 上 の よ う な 児 童 福 祉 お よ び 子 育 て 支 援 に 係 る

基 準 財 政 需 要 の 算 定 は 、 あ く ま で 使 途 が 限 定 さ れ な い 一 般 財 源 と

し て の 地 方 交 付 税 の 個 別 自 治 体 へ の 交 付 額 を 決 定 す る た め に 、

各 種 行 政 事 務 内 容 ご と に 行 わ れ る も の で あ る 。 し た が っ て 、 実 際

に 個 別 の 自 治 体 が 表 1 1 に 掲 げ た 事 務 に 対 し て ど れ だ け の 財 源 を

振 り 向 け る か は 、 地 方 交 付 税 の 基 準 財 政 需 要 と し て 算 定 さ れ た 所

要 一 般 財 源 の 規 模 が ど う で あ る か と は 制 度 上 は ま っ た く 別 問 題 で

あ り 、 ひ と え に 個 別 の 自 治 体 に お け る 政 策 判 断 に よ る 。  

 こ の こ と は 、 つ ぎ の 2 つ の 、 や や 相 反 す る 留 意 点 に つ な が っ て

く る 。 第 一 に 、 個 別 の 自 治 体 に お い て 実 際 に 児 童 福 祉 や 子 育 て 支

援 事 業 の 財 源 を 十 分 に 確 保 で き る か 否 か は 、 い ま 述 べ た と お り 各

自 治 体 に お い て こ の 施 策 分 野 に い か な る 優 先 順 位 を 与 え る か に か
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か っ て い る 。 た だ し 、 地 方 税 や 地 方 交 付 税 交 付 金 を 合 わ せ た 一 般

財 源 の 総 額 に 余 裕 が あ れ ば 児 童 福 祉 の 財 源 の 確 保 は 容 易 と な ろ う

し 、 財 源 制 約 が 厳 し け れ ば 児 童 福 祉 に 財 源 を 回 す こ と は 難 し く な

る 。 そ の 意 味 で は 、 地 方 財 政 に お け る 児 童 福 祉 財 源 の 確 保 に と っ

て 重 要 な の は 、 い ま 概 観 し た よ う な 児 童 福 祉 ・ 子 育 て 支 援 関 連 の

基 準 財 政 需 要 算 定 の 詳 細 の 如 何 よ り 、 む し ろ 総 体 と し て の 基 準 財

政 需 要 算 定 （ お よ び 基 準 財 政 収 入 算 定 ） の 結 果 と し て 実 現 さ れ る

地 方 交 付 税 の 交 付 額 が 、 個 別 の 自 治 体 に お け る 一 般 財 源 を 十 分 に

保 障 す る 額 と な っ て い る か 否 か の ほ う で あ る 。  

た と え ば 、 2 0 0 0 年 代 の 初 頭 か ら 半 ば に か け て 、 地 方 交 付 税 総 額

の 削 減 が 重 ね ら れ 、 多 く の 自 治 体 に お い て 交 付 額 が 抑 制 基 調 を た

ど っ た 。 こ の よ う な 状 況 で は 、 い か に 児 童 福 祉 分 野 の 基 準 財 政 需

要 算 定 が 精 緻 か つ 手 厚 く 行 わ れ た と し て も 、 結 果 と し て 自 治 体 が

確 保 で き る 一 般 財 源 総 額 は 抑 制 さ れ る の で あ る か ら 、 児 童 福 祉 の

財 源 調 達 も 当 然 厳 し い も の と な る 。 し た が っ て 、 児 童 福 祉 財 政 と

の 関 係 で 地 方 交 付 税 の 機 能 を 評 価 す る さ い に も 、 児 童 福 祉 関 連 の

基 準 財 政 需 要 算 定 の あ り 方 を 吟 味 す る だ け で は 意 味 が な い 。 地 方

交 付 税 制 度 が 自 治 体 の 一 般 財 源 を ど の 程 度 保 障 し え て い る か と い

う 、 全 体 的 な 財 源 問 題 を 問 わ な け れ ば な ら な い の で あ る 。  

第 二 に 、 地 方 交 付 税 は 使 途 の 自 由 な 一 般 財 源 で あ り 、 そ の 使 途

の 決 定 は 自 治 体 の 判 断 に よ る と は い え 、 基 準 財 政 需 要 の 算 定 内 容

が 自 治 体 の 政 策 判 断 を 誘 導 す る と い う 側 面 も 、 事 実 と し て 存 在 す

る 。 た と え ば 、 あ る 特 定 の 事 務 が 基 準 財 政 需 要 の 算 定 基 礎 か ら 外

さ れ た と す る 。 こ の と き 、 多 く の 自 治 体 は そ れ に 着 目 し 、 そ の 事

務 に 充 当 す る 一 般 財 源 を 減 ら す こ と を 検 討 し が ち と な る 。反 対 に 、

特 定 の 事 務 に 関 す る 基 準 財 政 需 要 の 算 定 が 大 幅 に 手 厚 い も の に 変

わ れ ば 、 自 治 体 は そ れ を 参 照 し て そ の 事 務 に 充 て る 一 般 財 源 の 増

額 を 考 え る 可 能 性 が あ る 。 こ の よ う に 、 基 準 財 政 需 要 が 個 別 の 事

務 に つ い て き め 細 か に 行 わ れ る が ゆ え に 、 そ の 算 定 内 容 の 変 更 は

国 の 政 策 的 意 思 を 反 映 す る も の と な り 、 自 治 体 は そ れ を 参 照 し が

ち と な る わ け で あ る 。  

と く に 地 方 財 源 が 逼 迫 す る 状 況 で は 、 特 定 の 事 務 に 係 る 基 準 財

政 需 要 の 算 定 に お い て 抑 制 が 図 ら れ た 場 合 、 個 別 の 自 治 体 に お い

て そ の 事 務 に 係 る 予 算 を 削 減 す る た め の 根 拠 と し て 、 基 準 財 政 需

要 が 抑 制 さ れ た こ と が 持 ち 出 さ れ る 場 合 が 多 い 。 本 来 、 そ れ は 根

拠 と し て 成 り 立 た な い に も か か わ ら ず 、 し ば し ば 自 治 体 の 予 算 編
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成 に お け る 理 屈 と し て 通 用 し て し ま う 背 景 に は 、地 方 の 行 政 当 局 、

議 会 、 お よ び 住 民 の 間 で の 地 方 交 付 税 制 度 に 対 す る 理 解 不 足 が あ

る 。 し か し 、 そ れ 以 上 に 大 き な 要 因 と し て 、 国 が 地 方 交 付 税 を 地

方 自 治 体 に 対 す る 政 策 誘 導 の 手 段 と し て 活 用 し て き た 経 緯 が あ る

こ と も 忘 れ て は な ら な い 。  

さ ら に 付 け 加 え れ ば 、「三 位 一 体 改 革 」に お け る 国 庫 補 助 負 担 金

の 廃 止 ・ 縮 減 は 、 そ の 一 般 財 源 化 、 す な わ ち 地 方 交 付 税 の 基 準 財

政 需 要 算 定 へ の 反 映 に よ っ て 手 当 さ れ る こ と を い わ ば ク ッ シ ョ ン

と し て 進 め ら れ た 。 こ れ は 、 地 方 財 源 へ の 影 響 を 除 去 す る た め に

不 可 欠 な 措 置 で あ る 反 面 、 特 定 財 源 た る 国 庫 支 出 金 に よ る 財 源 保

障 と 地 方 交 付 税 に よ る 一 般 財 源 保 障 と を あ る 意 味 で 等 置 す る 手 法

で も あ る た め 、 本 来 性 質 が 異 な る 両 者 の 混 同 を 助 長 す る 面 が あ っ

た こ と は 否 め な い 。 な お 、 こ の よ う な 国 庫 支 出 金 の 整 理 を 地 方 交

付 税 措 置 と 絡 め て 進 め る 手 法 は 、1 9 8 0 年 代 の 補 助 金 見 直 し を は じ

め 、 過 去 に も し ば し ば と ら れ て い る 。  

4－ 3  最 近 の 動 向 と 今 後 の 課 題  

社 会 保 障 ・ 税 一 体 改 革 と 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度  

 児 童 福 祉 の な か で も と く に 子 育 て 支 援 分 野 に つ い て は 、 い わ ゆ

る 「 社 会 保 障 ・ 税 一 体 改 革 」 の 一 環 と し て 大 き な 制 度 改 革 が 予 定

さ れ て い る 。  

 1 9 9 9 年 の 消 費 税 率 の 3％ か ら 5％ へ の 引 上 げ 以 降 、 国 の 消 費 税

収 は す べ て 高 齢 者 三 経 費 （ 年 金 ・ 医 療 ・ 介 護 ） に あ て ら れ る こ と

に な っ て い る 。 2 0 1 2 年 の 夏 に 関 連 法 が 成 立 し た 「 社 会 保 障 ・ 税 一

体 改 革 」で は 、消 費 税 率（ 地 方 消 費 税 を 含 む ）を 2 0 1 4 年 4 月 に 8％

へ 、 2 0 1 5 年 1 0 月 に 1 0％ へ 引 き 上 げ る こ と が 予 定 さ れ て い る が 、

そ れ ら に よ る 国 の 増 収 分 は 従 来 の 高 齢 者 三 経 費 に 少 子 化 対 策 を 加

え た 社 会 保 障 四 経 費 に 、 そ し て 地 方 消 費 税 の 増 収 分 は 社 会 保 障 全

般 に 充 当 す る こ と と さ れ た 。 こ れ に 合 わ せ て 子 ど も ・ 子 育 て 関 連

三 法 （ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 、 認 定 こ ど も 園 法 改 正 法 、 関 係 整 備

法 。 い ず れ も 略 称 ） も 成 立 し 、 幼 稚 園 と 保 育 所 を 含 め た 就 学 前 教

育 ・ 保 育 の 制 度 改 革 や 、 教 育 ・ 保 育 を 含 め た 子 育 て 支 援 の 各 種 事

業 に か ん す る 国 と 地 方 の 財 政 関 係 の 再 編 が 、2 0 1 5 年 度 の 本 格 実 施

を 目 標 に 具 体 化 さ れ つ つ あ る 。  
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 財 政 的 観 点 か ら 注 目 さ れ る の は 、 子 ど も ・ 子 育 て 関 連 三 法 に よ

り 実 現 が 目 指 さ れ る 「 子 ど も ・ 子 育 て 新 シ ス テ ム 」（ 2 0 1 2 年 末 の

民 主 党 か ら 自 民 党 （ ・ 公 明 党 ） へ の 政 権 交 代 の の ち 、「 子 ど も ・ 子

育 て 支 援 新 制 度 」 と 改 称 ） に お け る 、 国 と 地 方 の 財 政 関 係 の 再 編

で あ る 。 新 制 度 に お い て は 、 表 1 2 の と お り 各 種 事 業 が 分 類 さ れ 、

関 係 す る 既 存 の 国 庫 支 出 金 、 次 世 代 育 成 支 援 対 策 交 付 金 、 さ ら に

は 2 0 0 8 年 度 か ら 都 道 府 県 に お い て 造 成・運 用 さ れ て き た 安 心 子 ど

も 基 金 も 含 め た 子 育 て 支 援 関 連 の 財 源 が 再 編 さ れ る こ と と な る 。  

 個 々 の 財 源 設 計 は 未 だ 流 動 的 で あ る が 、 大 枠 の 要 点 は 次 の と お

り で あ る 。 幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 ・ 保 育 所 と い う 施 設 分 類 は 残 さ

れ る が 、施 設 型 給 付 は そ れ ら を 同 等 に カ バ ー す る 点 に 特 徴 が あ り 、 

表 1 2  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 に お け る 給 付 ・ 事 業 の 全 体 像  

【 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 給 付 】

（ 個 人 に 対 す る 給 付 と し て 実 施 す る

も の ）

○ 施 設 型 給 付

－ 市 町 村 の 確 認 を 受 け た 教 育 ・ 保 育

施 設 に 支 給 （ 法 定 代 理 受 領 ）

  ・ 教 育 ・ 保 育 施 設 ：  認 定 こ ど も

園 、 幼 稚 園 、 保 育 所 を 通 じ た 共

通 の 給 付

  ・ 私 立 保 育 所 に つ い て は 、 現 行 ど

お り 市 町 村 が 保 育 所 に 委 託 費

を 支 払 い 、 利 用 者 負 担 の 徴 収 も

市 町 村 が 行 う

○ 地 域 型 保 育 給 付

－ 市 町 村 の 確 認 を 受 け た 地 域 保 育

事 業 に 支 給 （ 法 定 代 理 受 領 ）

  ・ 地 域 型 保 育 事 業：  小 規 模 保 育 、

家 庭 的 保 育 、 居 宅 訪 問 型 保 育 、

事 業 所 内 保 育

【 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 】

（ 市 町 村 の 事 業 と し て 実 施 す る も の ）

① 地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業

② 一 時 預 か り

③ 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業

④ 養 育 支 援 訪 問 事 業 そ の 他 要 支 援 児

童 、 要 保 護 児 童 等 の 支 援 に 資 す る 事

業

⑤ フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー 事

業

⑥ 子 育 て 短 期 支 援 事 業

⑦ 延 長 保 育 事 業

⑧ 病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業

⑨ 放 課 後 児 童 ク ラ ブ

⑩ 妊 婦 健 診

⑪ 実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 を 行 う 事

業

⑫ 多 様 な 主 体 が 新 制 度 に 参 入 す る こ

と を 促 進 す る た め の 事 業 （ 例 ： 特 別

支 援 教 育 に か ん す る 支 援 等 ）
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※ 施 設 型 給 付 ・ 地 域 型 保 育 給 付 は 、 早

朝 ・ 夜 間 ・ 休 日 保 育 も 対 象

⑬ 利 用 者 支 援 事 業 （ 例 ： 子 ど も 及 び 保

護 者 か ら の 給 付 ・ 事 業 の 利 用 に か ん

す る 相 談 事 業 ）

○ 児 童 手 当

注 ）出 産 ・ 育 児 休 業 給 付 も 新 制 度 の う ち に 位 置 付 け ら れ る 予 定 で あ る が 、雇 用 主

負 担 の 扱 い を 中 心 に 検 討 課 題 が 残 り 、 さ し あ た り 除 外 さ れ て い る （ 2 0 1 3 年

4 月 現 在 ）。

出 所 ） 内 閣 府 ・ 文 部 科 学 省 ・ 厚 生 労 働 省 資 料 、 お よ び 総 務 省 資 料 よ り 作 成 。

私 立 保 育 所 に 対 す る 財 源 措 置 も 制 度 的 に は 異 な る も の の 実 質 的 に

同 等 に な る 。 つ ま り 、 財 源 面 に お け る 一 定 の 一 元 化 が 図 ら れ る こ

と と な る 。  

ま た 、 小 規 模 保 育 、 家 庭 的 保 育 な ど 多 様 な 事 業 形 態 を 地 域 型 保

育 事 業 と し て 位 置 づ け 、 認 可 制 度 の 整 備 （ 市 町 村 に よ る 認 可 制 度

を 導 入 ） に 合 わ せ て 地 域 型 保 育 給 付 の 対 象 と す る こ と に よ っ て 、

事 業 の 促 進 が 図 ら れ る 。 な お 、 施 設 ・ 事 業 が 施 設 型 給 付 お よ び 地

域 型 保 育 給 付 の 給 付 対 象 と な る に は 、市 町 村 に よ る「 確 認 」（ 新 規

導 入 ） を 受 け る 必 要 が あ る こ と と さ れ た 。 さ ら に 、 子 ど も や 子 育

て 家 庭 を 対 象 と し 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 実 施 が 期 待 さ れ る 市 町 村

の 諸 事 業 を 地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 と 総 称 し 、 国 お よ び 地 方

の 財 源 責 任 が 整 理 、 明 確 化 さ れ る こ と と な っ た 。  

国 と 地 方 の 経 費 負 担 割 合 や 、 個 別 の 補 助 金 が ど の 程 度 統 合 ・ 交  

付 金 化 さ れ る か な ど 、 財 源 シ ス テ ム の 確 定 は み て い な い 。 参 考 ま

で に 、 2 0 1 2 年 夏 に 成 立 し た 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 で 示 さ れ た 基 本

的 な 枠 組 み と そ の 背 景 に あ る 費 用 負 担 の 考 え 方 は 、表 1 3 の と お り

で あ る 。 こ の よ う に 、 児 童 手 当 、 施 設 型 給 付 、 地 域 型 保 育 給 付 、

地 域 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 の そ れ ぞ れ の 給 付 ・ 事 業 の 性 格 に 応

じ て 、 法 令 上 ・ 予 算 上 区 分 し て 国 庫 負 担 ・ 国 庫 補 助 を 実 施 す る も

の と さ れ て い る 。 ま た 、 こ れ ら の 国 庫 支 出 金 を 「 子 ど も ・ 子 育 て

包 括 交 付 金 （ 仮 称 ）」 と 総 称 す る こ と が 考 え ら れ て い る 。
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表 13 子ども・子育て支援新制度における経費負担の枠組みイメージ 

項目 性格 負担割合 考え方

児童手当 負担金 国 2/3 地方 1/3 全国一律の現金給付であることから、国：地方＝1：2

とする

施設型給付、

地域型保育給付

負担金 国 1/2 地方 1/2 国と地方の共同責任という観点から、国が義務的に支

出すべき経費であることを踏まえ、介護給付や障害者

自立支援給付と同様に、国：地方＝1：1とする。

地域子ども・子

育て支援事業

補助金 国 1/3 地方 2/3 地方の役割や現行の事業を踏まえ、国：地方＝1：2

とする

注）公立施設に対する施設型給付は市町村の全額負担（現在の公立保育所の運営費の扱いに準じるもの）。

出所）総務省資料。

現 行 の 細 分 化 さ れ た 国 庫 負 担 金 ・ 補 助 金 に お い て 定 め ら れ た 国

と 地 方 の 経 費 分 担 を 、表 1 3 の よ う に 再 編 、整 理 す る こ と に つ い て

は 、 す で に 国 と 地 方 を 通 じ た 合 意 形 成 が 済 ん で い る 。 し か し 、 当

初 か ら こ の よ う な 財 源 枠 組 み が 構 想 さ れ た わ け で は な か っ た 。 政

府 は 当 初 、 す べ て の 事 業 ・ 給 付 を ひ と く く り に し た 交 付 金 の 創 設

を 目 指 し て い た が 、成 立 し た 子 ど も・子 育 て 支 援 法 で は 表 1 3 に あ

る 事 業 ・ 給 付 区 分 に 対 応 し て 別 々 の 国 庫 負 担 ・ 補 助 を 設 け る こ と

と さ れ た 。 方 針 転 換 の 背 景 に は 、 す べ て を 一 括 し て 交 付 金 化 す る

と 、 地 方 に お い て は 児 童 手 当 を は じ め と す る 義 務 的 な 経 費 の 財 源

確 保 を 優 先 せ ざ る を 得 ず 、 よ り 裁 量 的 な 経 費 に し わ 寄 せ が 来 る こ

と に な る の で は な い か 、 と い う 地 方 側 の 懸 念 が あ っ た 。  

大 枠 は 定 ま っ た も の の 、 新 制 度 の 最 終 的 な 詳 細 は 未 だ 確 定 を み

て い な い 。 し か し 、 保 育 サ ー ビ ス の 量 的 拡 充 と 質 の 保 障 と を 両 立

さ せ て い く こ と に つ い て 、 市 町 村 の 自 主 性 と 責 任 が 高 ま る こ と は

間 違 い な い 。 具 体 的 に は 、 施 設 型 給 付 お よ び 地 域 型 保 育 給 付 に つ

い て 、 公 的 な 財 源 措 置 を 受 け る た め の 事 業 者 の 適 格 性 が 市 町 村 に

よ り 「 確 認 」 さ れ る こ と と な る 。 ま た 、 施 設 型 給 付 の 事 業 者 を 都

道 府 県 が 認 可 す る に あ た っ て は 、 地 域 の 保 育 需 要 を 反 映 さ せ る た

め に 市 町 村 へ の 協 議 を 行 う こ と と さ れ た 。と く に 注 目 さ れ る の は 、

認 可 制 が と ら れ て こ な か っ た 地 域 型 保 育 給 付 （ 小 規 模 保 育 、 家 庭

的 保 育 等 ） に 市 町 村 の 認 可 制 が 導 入 さ れ る 点 で あ る 。 現 在 の 児 童

福 祉 施 設 最 低 基 準 の 対 象 外 と な る 多 様 な 保 育 サ ー ビ ス 手 法 は 、 保

育 需 要 が 増 大 す る 大 都 市 部 を 中 心 に 、 サ ー ビ ス の 量 的 拡 充 を 速 や

か に 実 現 す る 手 段 と し て 位 置 付 け ら れ て い る 。 こ の よ う に 量 的 拡

充 が 進 め ら れ る な か で 、 市 町 村 の 認 可 制 の も と で の サ ー ビ ス の 質
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的 保 障 の あ り 方 が よ り 鋭 く 問 わ れ て い く こ と と な る 。  

4－ 4  お わ り に  

 今 日 、 共 働 き 世 帯 数 は 夫 婦 の ど ち ら か の み が 働 く 世 帯 の そ れ を

は る か に 上 回 っ て い る 。 若 年 世 代 の 雇 用 ・ 所 得 の 不 安 定 化 に 歯 止

め は 効 か ず 、 共 働 き 世 帯 の 増 加 や 子 育 て 世 帯 の 困 窮 化 に 拍 車 を か

け て い る が 、 大 都 市 部 を 中 心 に 保 育 サ ー ビ ス 供 給 が 恒 常 的 に 不 足

し て い る 。 離 婚 率 の 上 昇 は 、 生 き 方 の 選 択 の 自 由 の 表 れ で も あ る

が 、 母 子 ・ 父 子 家 庭 の 増 加 は 児 童 福 祉 ニ ー ズ を か つ て な く 高 め て

い る 。 も と よ り 、 核 家 族 化 や 地 域 の 人 間 関 係 の 希 薄 化 は 、 子 育 て

の 生 理 的 ・ 心 理 的 負 担 の 親 （ と く に 母 親 ） へ の 集 中 を も た ら し 、

子 育 て 全 般 が か つ て な い 困 難 を は ら む よ う に な っ た 。 子 ど も へ の

暴 力 や 育 児 放 棄 と い っ た 問 題 も 、 潜 在 的 可 能 性 を 抱 え て い る と い

う 意 味 で は 、 ど の 親 も 無 縁 で は な い と い っ て 過 言 で は な い 。  

 こ う し た 状 況 を 真 摯 に 受 け 止 め れ ば 、 男 性 稼 ぎ 主 モ デ ル へ の 政

治 的・社 会 的 執 着 を 主 因 に 生 ま れ た 家 族 向 け 給 付 全 体 の 貧 弱 さ は 、

き わ め て 重 大 な 問 題 だ と い う ほ か な い 。 今 後 、 2 0 1 4 年 と 1 5 年 に

予 定 さ れ る 消 費 税 率 の 引 上 げ に よ る 増 収 分 の う ち 、7 0 0 0 億 円 が 子

ど も ・ 子 育 て 支 援 の 量 的 ・ 質 的 充 実 に 充 て ら れ 、こ の 7 0 0 0 億 円 を

含 め た 総 額 1 兆 円 程 度 の 財 源 が 、 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 の 実

施 に 必 要 だ と 見 込 ま れ て い る （ な お 、 1 兆 円 は G D P 比 で 0 . 2 %強 に

す ぎ な い ）。政 府 は い か に し て 必 要 な 財 源 を 調 達 し う る か 。最 も 基

本 的 な こ の 問 い が 、 児 童 福 祉 財 政 の 今 後 を め ぐ る 大 問 題 で あ る こ

と は い う ま で も な い 。  

 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 政 策 と そ の 財 政 を め ぐ る 今 日 的 課 題 は 、 枚

挙 に い と ま が な い 。 少 子 化 対 策 の 掛 け 声 の も と 、 保 育 サ ー ビ ス 拡

充 に 政 策 が 偏 向 す る 傾 向 に 、 実 質 的 な 変 化 は み ら れ な い 。 正 規 ・

非 正 規 雇 用 格 差 の 是 正 や 長 時 間 労 働 の 解 消 、 短 時 間 勤 務 な ど 柔 軟

な 働 き 方 の 普 及 と い っ た 労 働 ・ 雇 用 面 の 状 況 改 善 を 本 格 的 に 図 る

こ と な し に 、 母 子 ・ 父 子 世 帯 そ し て 子 育 て 世 帯 全 般 の 所 得 向 上 や

男 性 ・ 女 性 双 方 に お け る 育 児 時 間 の 確 保 は 見 込 め な い 。 と く に 、

主 要 欧 米 諸 国 の 経 験 上 、 ジ ェ ン ダ ー 平 等 度 の 高 い 国 に お い て 出 生

率 が 高 い 傾 向 が み ら れ る こ と を 踏 ま え れ ば 、 男 性 の 家 事 ・ 育 児 参

加 が 著 し く 少 な い 日 本 に お い て は 、 男 女 を つ う じ た ワ ー ク ・ ラ イ
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フ ・ バ ラ ン ス の 改 善 に よ る 性 別 役 割 分 業 の 解 消 を 軸 と す る 少 子 化

対 策 が 不 可 欠 で あ る 。  

 子 ど も の 権 利 の 保 障 を 実 質 化 す る た め の 児 童 福 祉 施 設 に お け る

保 護 児 童 等 の 生 育 環 境 の 改 善 や 、 D V、 育 児 放 棄 を は じ め ニ ー ズ の

増 加 ・ 多 様 化 が 進 む 児 童 相 談 、 母 子 支 援 等 の 拡 充 、 職 員 の 専 門 性

の 向 上 等 、 少 子 化 対 策 の 前 面 化 に よ っ て 看 過 さ れ が ち な 分 野 に お

い て も 課 題 は 山 積 し て い る 。 と く に 一 点 の み 付 言 す る な ら ば 、 父

子 世 帯 に 対 す る 公 的 支 援 の 整 備 も 喫 緊 の 課 題 で あ る （ 児 童 扶 養 手

当 が 父 子 世 帯 を 給 付 対 象 に 含 め た の は 2 0 1 0 年 8 月 の こ と で あ る ）。

こ う し た 広 範 に わ た る 課 題 へ の 対 応 が 、 財 源 面 の 制 約 に よ り 進 ま

な い と い う こ と は 避 け ね ば な ら な い 。  

 行 財 政 体 制 に 着 目 す れ ば 、2 0 0 0 年 代 以 降 の 地 域 福 祉 の 主 流 化 に

と も な っ て 、 行 政 機 関 、 N P O 等 の 市 民 活 動 、 地 縁 的 組 織 、 福 祉 事

業 者 さ ら に は 民 間 企 業 を 巻 き 込 ん だ 、 地 域 ぐ る み の 支 援 体 制 を 、

高 齢 者 介 護 ・ 障 害 者 福 祉 さ ら に は ま ち づ く り と い っ た 多 様 な 領 域

を 統 合 す る 観 点 か ら 模 索 し て い く こ と が 求 め ら れ て い る 。 こ こ に

地 方 分 権 の 潮 流 が 結 び つ き 、 市 町 村 を 主 と す る 自 治 体 の 主 体 的 な

努 力 や 工 夫 が ま す ま す 重 要 性 を 増 し て い る 。  

こ う し た 方 向 性 を 踏 ま え つ つ 、 私 た ち は 今 後 も 、 児 童 福 祉 の 担

い 手 た る 自 治 体 の 活 動 を 効 果 的 に 担 保 し う る 国 と 地 方 の 財 政 関 係

の あ り 方 を 、 不 断 に 追 究 し て い か ね ば な ら な い 。 そ の さ い 、 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 の 帰 趨 も さ る こ と な が ら 、 児 童 福 祉 財 政 の

今 後 の あ り 方 を 、 現 場 の ニ ー ズ を 基 点 に し て 考 え る 姿 勢 を 忘 れ て

は な ら な い 。  
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