
れ
ば
、
女
性
た
ち
が
仕
事
と
家
庭
生
活

を
何
の
障
害
も
な
く
、
両
立
で
き
る
状

態
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ

が
家
族
支
援
政
策
に
な
る
。
こ
の
二
つ

を
同
時
に
成
立
さ
せ
る
た
め
の
絶
対
条

件
は
何
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
人

ひ
と
り
の
個
人
が
自
分
の
人
生
選
択
に

つ
い
て
制
約
が
な
い
状
態
を
つ
く
る
こ

と
、
人
生
選
択
の
自
由
を
保
障
す
る
こ

と
で
あ
る
。

　

働
く
こ
と
は
自
己
実
現
を
す
る
こ
と

だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
と
家
族
を
形
成
す

る
こ
と
が
同
時
に
実
現
で
き
る
社
会
を

つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

考
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
だ
が
、
男

性
は
仕
事
を
し
続
け
る
こ
と
と
結
婚
し

た
り
子
ど
も
を
つ
く
る
こ
と
の
ど
ち
ら

か
を
選
択
し
な
い
と
い
け
な
い
人
生
を

歩
ん
で
い
な
い
は
ず
だ
。
結
婚
し
た
け

れ
ば
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自

分
の
仕
事
に
影
響
が
あ
る
こ
と
は
な

い
。
女
性
は
そ
う
は
い
か
な
く
て
、
仕

事
と
家
庭
生
活
、
仕
事
と
子
育
て
を
ど

う
や
っ
て
両
立
さ
せ
る
か
、
結
局
は
ど

ち
ら
か
を
選
択
す
る
と
い
う
人
生
の
選

択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い

う
状
態
が
続
く
限
り
、
出
生
率
は
回
復

し
な
い
。

　

こ
の
根
本
の
と
こ
ろ
を
き
ち
ん
と
押

　

政
府
が
６
月
に
、「
こ
ど
も
未
来
戦

略
方
針
」
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
具
体

化
に
向
け
て
様
々
な
施
策
を
動
か
し
て

い
る
。
4
月
か
ら
こ
ど
も
家
庭
庁
が
発

足
し
、
今
、
少
子
化
対
策
が
社
会
保
障

の
メ
イ
ン
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。

　

少
子
化
政
策
は
も
は
や
議
論
し
て
い

る
段
階
は
過
ぎ
た
。
論
点
は
出
尽
く
し

て
い
る
し
、
や
る
べ
き
こ
と
も
明
ら
か

だ
。Just do it.  

今
は
実
行
の
時
だ
。

　

そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
今
日
は
少
子

化
対
策
を
考
え
る
基
本
的
な
視
点
を
話

し
た
い
。
こ
の
問
題
は
、
社
会
保
障
の

枠
組
み
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
社
会
保

障
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
日
本
経
済
の

持
続
可
能
性
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で

考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

　

図
表
１
は
、
出
生
数
と
合
計
特
殊
出

生
率
の
推
移
で
あ
る
。

　

１
９
６
６
年
の
丙
午
の
年
に
出
生

率
が
大
き
く
下
が
り
１
・
58
と
な
っ

た
。
こ
れ
は
異
常
値
と
さ
れ
、
一
度
戻

る
が
、
そ
の
後
も
出
生
率
は
下
が
り
続

け
、
１
９
６
６
年
を
下
回
っ
た
の
が

１
９
８
９
年
だ
。
こ
の
年
に
合
計
特
殊

出
生
率
は
１
・
57
と
な
り
、
１
・
57

シ
ョ
ッ
ク
と
言
わ
れ
た
。
出
生
率
は
足

元
で
少
し
回
復
し
て
１
・
26
と
な
っ
て

い
る
が
、
生
ま
れ
る
子
ど
も
の
数
は

80
万
人
を
割
り
込
ん
で
77
万
人
と
な
っ

て
い
て
、
人
口
減
少
の
ト
レ
ン
ド
は
続

い
て
い
る
。

　

子
ど
も
を
産
む
年
齢
層
の
女
性
の
数

が
減
っ
て
い
る
の
で
、
仮
に
出
生
率
が

同
じ
で
も
出
生
数
は
長
期
的
に
減
っ
て

い
く
。
仮
に
、
政
府
の
少
子
化
対
策
が

功
を
奏
し
て
来
年
出
生
数
が
大
幅
に
増

え
た
と
し
て
も
、
そ
の
子
ど
も
た
ち
が

こ
の
国
を
支
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に

20
年
か
か
る
。
つ
ま
り
、
出
生
率
が
変

わ
っ
て
も
、
今
後
20
年
間
は
我
々
が
直

少
子
化
対
応
戦
略
と

少
子
化
克
服
戦
略
を
同
時
実
施
で

面
し
て
い
る
人
口
減
少
の
問
題
、
あ
る

い
は
労
働
力
の
問
題
に
は
影
響
し
な
い

こ
と
。向
こ
う
20
年
間
は
、既
に
起
こ
っ

て
し
ま
っ
た
少
子
化
の
現
状
に
対
応
し

て
い
く
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
現
有
勢

力
で
こ
の
問
題
に
立
ち
向
か
わ
な
い
と

い
け
な
い
。
こ
れ
が
少
子
化
対
応
戦
略

だ
。

　

他
方
、
し
か
る
べ
き
処
置
を
講
ず
る

こ
と
な
く
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
が

で
き
な
い
状
況
の
ま
ま
、
女
性
参
加
や

高
齢
者
の
雇
用
促
進
と
い
っ
た
労
働
力

人
口
確
保
策
（
少
子
化
対
応
戦
略
）
を

続
け
る
と
、確
実
に
出
生
率
は
下
が
る
。

女
性
の
労
働
力
率
の
ア
ッ
プ
と
出
生
率

が
逆
相
関
に
な
っ
て
い
る
現
状
を
放
置

す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
子
ど
も
は
生
ま
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。
当
面
や
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
少
子
化
対
応
戦
略
と
20
年

後
の
日
本
の
た
め
に
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
少
子
化
克
服
戦
略
を
同
時
実
施

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
を
ど
れ

く
ら
い
意
識
し
て
政
策
を
組
ん
で
い
る

か
が
大
き
な
問
題
に
な
る
。

　

少
子
化
対
応
戦
略
は
、
こ
れ
か
ら
20

年
間
、
現
有
勢
力
で
ど
う
戦
う
か
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
い
か
に
労
働
力
人
口

を
確
保
す
る
か
で
あ
る
。

　

同
時
に
、
２
０
４
０
年
以
降
を
考
え

図表１　出生数、合計特殊出生率の推移

家
族
支
援
政
策
の
課
題
と
展
望

　
兵
庫
県
立
大
学
大
学
院
の
香
取
照
幸
特
任
教
授
は
10

月
12
日
、
小
社
の
企
画
広
報
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
「
家

族
支
援
政
策
の
課
題
と
展
望
」
を
テ
ー
マ
で
講
演
し
、

出
生
率
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
少
子

化
対
策
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
と
指
摘
。
家
族
を
持
つ

こ
と
と
個
々
人
の
自
己
実
現
が
両
立
す
る
働
き
方
が
求

め
ら
れ
る
と
し
、
と
く
に
企
業
の
行
動
変
容
が
重
要
と

強
調
し
た
。
講
演
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

■レコーダ

社会保険研究所
企画広報セミナーから

〈かとり・てるゆき〉
一般社団法人未来研究所臥龍代表理事。東京大学法学部を
卒業後、旧厚生省に入省。高齢者介護対策本部事務局次長。
内閣官房内閣参事官。同審議官。厚生労働省政策統括官社会
保障担当、年金局長、雇用均等児童家庭局長を歴任。その間、
介護保険法や子ども子育て支援法、GPIF改革等の制度創設改
革を担当した。内閣審議官としては、社会保障と税の一体改革の
取りまとめに当たった。2016年に厚生労働省退官後は、在アゼ
ルバイジャン共和国日本国特命全権大使に就任。帰国後は、上
智大学総合人間学部教授を経て、2020年8月より一般社団法
人未来研究所臥龍代表理事。平成23年4月より現職。主な著書
に『教養としての社会保障』『民主主義のための社会保障』『社
会保障の基礎編』（いずれも東洋経済新報社）がある。

兵
庫
県
立
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
特
任
教
授

一
般
社
団
法
人
未
来
研
究
所
臥
龍
代
表
理
事

【
講
師
】  

香
取 

照
幸 

2040 年
合計特殊
出生率 1.33
（中位推計）

◆ 2022 年の出生数は 77万 747 人、対前年比マイナス 5.0％となっており、2022 年の年間の出
生数は初めて 80万人を下回った。
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そ
う
考
え
た
と
き
に
、
人
々
が
家
族

を
形
成
す
る
と
き
の
価
値
観
、
あ
る
い

は
家
族
の
形
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に

対
面
す
る
か
が
問
わ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
経
済
が
大
変
だ
と
か
国
際
社
会
の

存
在
感
が
低
下
す
る
と
か
、
そ
ん
な
天

下
国
家
の
目
線
か
ら
政
策
を
組
み
立
て

て
う
ま
く
い
く
の
か
。
現
実
に
こ
の
30

年
間
、
日
本
の
少
子
化
対
策
は
結
局
う

ま
く
い
っ
て
な
い
。

　

ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
家
族
政

策
の
目
標
と
し
て
、
政
府
の
文
書
に
次

の
３
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

①  

出
産
・
教
育
に
よ
る
出
費
の
負
担

を
軽
減
し
、
家
族
の
生
活
レ
ベ
ル
を
維

持
す
る

②  

乳
幼
児
の
親
が
仕
事
を
続
け
ら
れ

る
よ
う
に
家
族
生
活
と
職
業
生
活
の
両

立
を
図
る

③  

子
ど
も
の
教
育
問
題
や
子
ど
も
と

の
関
係
に
お
い
て
困
難
に
直
面
し
て
い

る
家
族
を
支
援
す
る
た
め
に
、
子
育
て

の
支
援
を
行
う

　

つ
ま
り
、家
族
を
形
成
す
る
人
た
ち
、

子
ど
も
を
持
ち
育
て
る
人
た
ち
に
と
っ

て
必
要
な
こ
と
を
や
る
、
と
い
う
実
に

当
た
り
前
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
日

本
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い

る
が
、
ど
う
い
う
目
線
で
議
論
す
る
か

い
る
。
人
口
減
少
で
、
経
済
が
大
変
だ

し
、
地
域
が
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
労

働
生
産
性
が
上
が
ら
な
い
限
り
、
こ
の

国
は
縮
小
し
て
い
く
と
書
い
て
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
通
り
な
の
だ
が
、
だ

か
ら
、「
皆
さ
ん
結
婚
し
て
く
だ
さ
い
」

と
か
、「
皆
さ
ん
子
ど
も
を
産
ん
で
く

だ
さ
い
」
と
い
う
話
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

こ
の
ロ
ジ
ッ
ク
で
政
策
を
組
み
立
て

た
ら
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
保
障
を
担
当
し

て
い
る
部
局
の
人
間
が
こ
う
い
う
発
想

で
少
子
化
対
策
を
考
え
る
の
は
違
う
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

家
族
を
形
成
す
る

価
値
観
が
問
わ
れ
る

　

今
、
何
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
か
。
家
族
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え

る
か
、
家
族
を
形
成
す
る
こ
と
を
、
一  

人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
中

で
家
族
や
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
が
ど
う

価
値
付
け
が
さ
れ
る
が
大
事
で
あ
る
。

し
か
も
、
家
族
の
形
は
様
々
に
変
わ
っ

て
い
る
。
昔
の
よ
う
に
、
お
父
さ
ん
と

お
母
さ
ん
が
法
的
に
結
婚
し
て
、
お
母

さ
ん
は
専
業
主
婦
と
い
う
家
族
ば
か
り

で
は
な
い
。

さ
え
て
、
少
子
化
対
策
を
考
え

る
こ
と
が
極
め
て
重
要
だ
。

１
・
57
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
30
年
だ

が
少
子
化
は
止
ま
ら
な
い

　

図
表
２
は
、
こ
れ
ま
で
の
少

子
化
対
策
を
ま
と
め
た
も
の

だ
。

　

１
９
８
９
年
（
平
成
元
年
）

の
１
・
57
シ
ョ
ッ
ク
に
つ
い
て

は
冒
頭
で
触
れ
た
が
、
そ
の
年

の
厚
生
白
書
の
テ
ー
マ
が
少
子

化
対
策
だ
っ
た
。
当
時
の
厚
生

省
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
大
変
な

こ
と
に
な
る
と
訴
え
た
わ
け
だ

が
関
心
を
呼
ば
な
か
っ
た
。
当

時
、
日
本
が
本
格
的
な
高
齢
社

会
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
時
代

で
、
世
の
中
の
関
心
は
高
齢
社

会
へ
の
対
応
だ
っ
た
。
そ
の
裏

側
で
確
実
に
少
子
化
が
進
ん
で

い
た
。

　

そ
の
後
、
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン

を
は
じ
め
と
し
て
、
か
れ
こ
れ

30
年
、
様
々
な
政
策
を
講
じ
て

き
た
が
、
少
子
化
は
止
ま
っ
て

な
い
し
、
待
機
児
童
の
問
題
も

な
く
な
っ
て
い
な
い
。
今
我
々

が
直
面
し
て
い
る
現
実
は
こ
う

し
た
30
年
の
歴
史
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

も
の
な
の
で
、
来
年
劇
的
に
変
わ
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
人
口
減
少
の
問
題
を
ど
う

考
え
る
か
。
図
表
３
の
左
側
は
超
長

期
の
人
口
の
ト
レ
ン
ド
を
示
し
た
も

の
だ
。
日
本
の
人
口
は
江
戸
時
代
に

３
０
０
０
万
人
ぐ
ら
い
だ
っ
た
が
、
明

治
維
新
の
後
に
産
業
革
命
が
あ
っ
て
人

口
は
劇
的
に
伸
び
て
い
く
。

　

明
治
の
終
わ
り
に
３
３
０
０
万
人

だ
っ
た
人
口
は
、
約
1
世
紀
半
後
の

２
０
０
７
年
に
1
億
２
８
０
０
万
人
と

な
っ
た
。
約
３
・
５
倍
に
増
え
た
こ
と

に
な
る
が
、
こ
の
年
を
ピ
ー
ク
に
人
口

は
減
少
に
転
じ
る
。

　

人
口
推
計
は
、
か
な
り
正
確
な
推
計

で
あ
り
、
大
き
な
人
口
変
動
の
ト
レ
ン

ド
は
変
わ
ら
な
い
。
日
本
の
人
口
が
増

え
る
こ
と
は
も
う
な
い
。
明
治
以
来
1

世
紀
半
の
間
に
起
こ
っ
た
、
人
口
ボ
ー

ナ
ス
と
逆
の
こ
と
が
こ
れ
か
ら
起
こ

る
。
こ
れ
は
、
現
実
と
し
て
受
け
止
め

な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
企
業
も
個
人

も
政
府
も
こ
れ
を
前
提
に
物
事
を
考
え

な
い
と
い
け
な
い
。

　

図
表
３
の
右
側
に
こ
ど
も
未
来
戦
略

方
針
の
記
述
を
引
用
し
て
い
る
が
、
要

す
る
に
人
口
減
少
は
大
変
だ
と
言
っ
て

図表３　人口減少がもたらす影響―「超高齢化」と「縮小スパイラル」

家
族
を
形
成
す
る

価
値
観
が
問
わ
れ
る

図表２　「少子化対策」の取組みの歴史

１
・
57
シ
ョ
ッ
ク

か
ら
30
年

資料出所：総務省「労働力調査」
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や
し
た
り
、現
金
給
付
（
子
ど
も
手
当
）

を
拡
充
し
た
り
と
少
子
化
対
策
を
強
化

し
て
き
た
。
直
近
で
は
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で

２
％
弱
程
度
に
な
り
、
そ
れ
な
り
の
水

準
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
本
気
で
少
子

化
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
国
と
比
べ

れ
ば
ま
だ
ま
だ
小
さ
い
。
政
策
を
安
定

的
に
遂
行
し
て
い
く
に
は
、
一
定
の
財

源
を
確
保
し
て
継
続
的
に
投
入
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
何
に
金
を
使
う
か
と

い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
絶
対

額
と
し
て
お
金
を
使
っ
て
い
な
け
れ
ば

無
理
で
あ
る
。
そ
こ
で
岸
田
首
相
は
少

子
化
対
策
の
予
算
を
倍
に
す
る
と
言
っ

た
。
今
後
数
年
で
３
兆
円
く
ら
い
増
や

す
と
言
っ
て
い
る
。

　
少
子
化
の
流
れ
を
変
え
る
た
め
に
何
が

必
要
か

　

今
ま
で
の
話
を
整
理
す
る
（
図
表

６
）。
そ
も
そ
も
日
本
の
家
族
関
係
社

会
支
出
は
大
き
く
は
な
い
。
こ
れ
か
ら

２
０
４
０
年
ま
で
の
間
、
現
有
勢
力
で

戦
っ
て
い
く
た
め
に
は
労
働
力
を
確
保

し
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、
若
者
や
女

性
、
高
齢
者
が
労
働
市
場
に
入
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
と
、
少
子
化
の
流
れ
を

変
え
る
た
め
の
対
策
を
同
時
に
や
ら
な

い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
視
点
の
ず

れ
、
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
え
が
あ
る
と
い

う
の
が
私
の
問
題
意
識
だ
。

ア
ジ
ア
で
も

人
口
減
少
が
進
む

　

コ
ロ
ナ
禍
で
世
界
中
で
出
生
率
が
下

が
っ
た
。
コ
ロ
ナ
が
山
を
越
え
て
経
済

が
回
復
し
、
出
生
率
も
各
国
で
回
復
傾

向
に
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
現
在

の
と
こ
ろ
そ
の
兆
候
は
見
ら
れ
な
い
。

何
か
が
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

人
口
置
換
水
準
（
人
口
が
長
期
的
に

維
持
で
き
る
合
計
特
殊
出
生
率
の
水

準
）
は
、
私
の
現
役
時
代
に
は
２
・
09

と
い
わ
れ
た
が
、
最
近
は
乳
幼
児
死
亡

率
が
下
が
っ
て
長
寿
化
が
進
ん
で
い
る

の
で
２
・
07
と
さ
れ
る
。
２
・
07
を
下

回
る
状
態
が
長
期
に
続
く
と
、
人
口
は

減
少
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

欧
米
先
進
諸
国
で
も
出
生
率
が
2

を
超
え
て
い
る
国
は
な
い
（
図
表
４
）。

中
長
期
的
な
ト
レ
ン
ド
で
言
え
ば
、
程

度
の
差
は
あ
っ
て
も
先
進
国
は
お
し
な

べ
て
人
口
は
少
し
ず
つ
減
っ
て
い
く
。

そ
の
ス
ピ
ー
ド
の
差
、
程
度
の
差
が
ど

う
か
で
あ
る
。
先
進
諸
国
の
中
で
も
フ

ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
比
較
的
高

い
が
、
日
本
や
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
は

低
い
。

　

ア
ジ
ア
諸
国
の
出
生
率
は
お
し
な
べ

て
低
い
。
日
本
と
同
じ
、
な
い
し
は
そ

れ
よ
り
も
低
い
。
中
国
も
10
〜
15
年
す

る
と
人
口
減
少
に
な
る
。
韓
国
は
日
本

よ
り
さ
ら
に
出
生
率
が
低
い
の
で
、
近

い
将
来
急
速
に
人
口
減
少
、
少
子
高
齢

化
が
起
こ
る
。

　

図
表
５
は
各
国
の
少
子
化
対
策
、
家

族
関
係
支
出
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
比
べ
た
も

の
だ
。

　

日
本
は
、
か
つ
て
は
少
子
化
対
策
に

お
金
を
使
っ
て
い
な
い
、
と
批
判
さ
れ

て
き
た
が
、
こ
こ
数
年
、
育
児
休
業
給

付
を
増
や
し
た
り
、
保
育
所
の
数
を
増

少
子
化
の
流
れ
を

変
え
る
た
め
に
何
が
必
要
か

図表４　欧米先進諸国の出生率

図表５　各国の家族関係社会支出の対 GDP 比の比較（2019 年）

図表６　少子化対策に関する基本的な考え方

○　我が国の家族関係社会支出の規模は、家族政策先進諸国と比べてなお低水準。
○　少子高齢化の進展の中、中長期的に労働力を確保していくためには、
　　　①若者・女性・高齢者などの労働市場参加の実現
　　　②少子化の流れを変えること
　　　の２つを同時達成する必要。
○　結婚や出産・子育てをめぐっては、国民の希望と現実に大きな乖離。
　　その乖離を生み出している要因（※）を取り除いていく政策努力が必要。
　　※①若年者の非正規雇用の増加（→所得水準の低下、子育ての経済的負担の増大）
　　　②依然として厳しい女性の就業継続、
　　　③子育て世代の男性の長時間労働や男性の家事・育児責任分担不足　　　　　　　　
　　　④核家族化や地域のつながりの希薄化などを背景とした子育ての孤立化と負担感の増加　　等
○　その根底にある男女役割分業意識や長時間労働を当然視する労働観を断ち切り、家族を守り、す

べての子どもの育ちを社会全体で支え、地域で安心して子育てができる環境を確保していくことが
必要。

☆　そもそも、知識産業社会では公共部門・非公共部門を問わずサービス産業部門が拡大し第三次産
業比率が上昇する。

　　　 ：日本は明らかに第三次産業の発展が遅れている　（日本は「ものづくり大国」？）。
　　　 ：必然的に求められる労働の質と形態（働き方）も変化。
　　　　　　　　　→フォーディズムモデルからポストフォーディズムモデルへ
　　　　　　　　　　「労働生産性」概念＝製造業型生産性評価指標の見直し。
　　　　　　　　　　「付加価値」の源泉は「モノの産出」ではなくなる。
　☆ 知識産業社会では女性の社会進出が進行し女性労働力の果たす役割が増大。　
　　 だからこそ DIVERSITY が極めて重要な課題になる
　　 なぜならば、知識産業社会では、成長の基軸となる「労働」が変わるから。
　　→サービス労働・知識労働を支えるための社会サービス（広義の社会保障）の整備が不可欠にな

る。
→介護・子育ての社会化なき女性の労働市場進出は、労働市場の分断（常用雇用と非常用雇用）
を招き、人的資源の浪費・生産性の低下、格差と貧困を生み、最終的には社会統合を脅かす。

ア
ジ
ア
で
も

人
口
減
少
が
進
む

資 料： 諸 外 国 の 数 値 は、1959 年 ま で United 
Nations"Demographic Yearbook" 等、1960 〜 2019 年は OECD 
Family Database、2020 年は各国統計、日本の数値は厚生労働
省「人口動態統計」を基に作成。
注：2020 年のフランス、アメリカの数値は暫定値となっている。

社会支出全体
に占める割合

出生率
（2019 年）

（資料） OECD（2023）: Social Expenditure Database　　
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結
婚
や
出
産
・
子
育
て
に
つ
い
て
は
、

国
民
の
希
望
と
現
実
に
大
き
な
乖
離
が

あ
り
、
そ
の
乖
離
を
生
み
出
し
て
い
る

要
因
を
取
り
除
か
な
い
と
乖
離
は
埋
ま

ら
な
い
。
若
者
世
代
は
非
正
規
雇
用
が

増
え
て
、
雇
用
が
安
定
せ
ず
、
所
得
が

安
定
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
相
対
的

に
子
育
て
の
経
済
的
負
担
は
大
き
く
な

る
。
女
性
の
就
労
環
境
は
よ
く
な
っ
て

き
た
が
、
今
で
も
男
性
と
女
性
に
は
所

得
格
差
が
あ
る
し
、
昇
進
格
差
も
あ
る

の
が
現
実
で
あ
る
。

　

家
庭
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
男
性

は
長
時
間
労
働
を
し
て
い
る
の
で
、
育

児
が
ワ
ン
オ
ペ
に
な
り
、
女
性
が
背
負

う
こ
と
に
な
る
。
核
家
族
化
が
進
み
、

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
が
増
え
て
も
こ
の
構

造
に
変
わ
り
は
な
く
、
そ
ん
な
中
で
地

域
あ
る
い
は
身
近
な
人
の
子
育
て
支
援

が
な
い
の
で
孤
立
化
し
て
い
く
。
二
重

三
重
に
問
題
が
積
み
重
な
っ
て
、
一
つ

ひ
と
つ
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
か
な
い
と
こ

の
問
題
は
解
決
で
き
な
い
。

　

政
府
の
政
策
で
で
き
る
こ
と
、
や
る

べ
き
こ
と
と
別
に
、
人
々
の
意
識
、
企

業
の
雇
用
に
対
す
る
考
え
方
、
性
別
役

割
分
業
意
識
、
長
時
間
労
働
に
対
す
る

考
え
方
な
ど
を
変
え
て
い
く
、
つ
ま
り

行
動
変
容
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家

族
を
持
つ
こ
と
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空

間
を
守
る
こ
と
を
し
な
い
と
、
こ
の
問

題
は
解
決
し
な
い
。

　

労
働
力
が
足
り
な
い
中
で
働
き
方
改

革
を
進
め
る
と
、
さ
ら
に
労
働
力
不
足

が
加
速
し
て
国
際
競
争
に
伍
し
て
い
け

な
い
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
私
た
ち

が
暮
ら
し
て
い
る
21
世
紀
の
社
会
は
、

ポ
ス
ト
産
業
社
会
、
知
識
産
業
社
会
と

い
わ
れ
る
社
会
で
あ
る
。

　

日
本
で
も
そ
う
だ
が
、
労
働
力
人
口

の
６
〜
７
割
は
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
第
３

次
産
業
で
働
い
て
い
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の

付
加
価
値
は
も
の
づ
く
り
で
は
な
く
、

サ
ー
ビ
ス
や
情
報
か
ら
生
ま
れ
て
い

る
。
要
す
る
に
今
日
の
社
会
は
第
3
次

産
業
が
中
心
の
社
会
に
な
っ
て
い
る
の

だ
。
国
際
比
較
を
す
る
と
、
日
本
は
ま

だ
第
2
次
産
業
の
比
率
が
高
い
。
も
の

づ
く
り
大
国
で
あ
り
、
意
識
に
お
い
て

も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

第
3
次
産
業
が
中
心
に
な
っ
て
く
る

と
、
労
働
の
質
や
働
き
方
も
変
わ
っ
て

く
る
。
工
場
労
働
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば

わ
か
る
が
、
人
々
は
時
間
で
働
き
、
単

位
時
間
当
た
り
の
付
加
価
値
で
労
働
生

産
性
を
測
る
世
界
に
な
っ
て
い
る
が
、

サ
ー
ビ
ス
産
業
は
そ
う
で
は
な
い
。
付

加
価
値
の
源
泉
が
も
の
を
つ
く
る
こ
と

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
工
場
労
働
で

は
、腕
力
が
も
の
を
い
う
世
界
な
の
で
、

男
性
が
働
く
こ
と
に
な
る
が
、
知
識
産

業
社
会
で
は
腕
力
は
関
係
な
い
。
優
秀

な
人
が
付
加
価
値
を
生
む
世
界
に
な

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
能
力
に
男
女

差
は
な
い
の
で
、
男
性
中
心
の
構
造
が

競
争
上
優
位
な
社
会
に
な
る
と
い
う
こ

と
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
、
優
秀
な
女

性
た
ち
に
確
実
に
付
加
価
値
を
生
む
現

場
に
入
っ
て
も
ら
っ
て
能
力
を
生
か
し

て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
こ
を

理
解
し
な
い
と
、
成
長
戦
略
は
う
ま
く

い
か
な
い
。

　

つ
ま
り
、
成
長
の
基
軸
に
な
る
労
働

そ
の
も
の
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

サ
ー
ビ
ス
労
働
や
知
識
労
働
を
支
え
る

こ
と
が
で
き
る
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
を
つ

く
る
。
そ
の
一
つ
が
広
い
意
味
で
の
社

会
保
障
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ

を
き
ち
ん
と
や
ら
な
い
と
成
長
し
な

い
。

　

子
育
て
や
介
護
と
い
う
家
庭
が
担
っ

て
き
た
機
能
を
社
会
的
に
支
え
る
こ
と

を
や
ら
な
い
ま
ま
、
女
性
が
労
働
に
出

て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
女
性
た
ち
は

仕
事
と
子
育
て
が
両
立
で
き
な
い
中
で

重
荷
を
背
負
い
な
が
ら
働
く
こ
と
に
な

る
の
で
、
男
性
と
同
じ
よ
う
に
は
働
け

な
い
。
労
働
市
場
が
正
規
と
非
正
規
に

分
断
さ
れ
、
優
秀
な
人
た
ち
を
無
駄
遣

い
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
人
的
資

源
の
浪
費
に
つ
な
が
り
、
生
産
性
の
低

下
に
つ
な
が
り
、
格
差
を
生
み
、
貧
困

を
生
む
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の

が
日
本
の
社
会
で
あ
る
と
思
う
。

理
想
の
子
ど
も
数
を
も
た
な
い
理
由

　

こ
こ
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
デ
ー
タ
を

見
て
い
き
た
い
。

　

図
表
７
は
、
国
民
の
結
婚
や
出
産
に

対
す
る
希
望
を
示
し
て
い
る
。

　

い
ず
れ
は
結
婚
し
よ
う
と
思
っ
て
る

人
が
8
割
ぐ
ら
い
い
る
の
で
、
婚
姻
率

は
下
が
っ
て
い
る
が
い
ず
れ
は
結
婚
す

る
だ
ろ
う
、
子
ど
も
は
２
人
は
欲
し
い

と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
希
望
す
る
人
が

み
ん
な
結
婚
し
て
子
ど
も
を
産
め
ば
、

１
・
６
と
か
１
・
７
ぐ
ら
い
に
は
な
る
、

と
言
っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
実
際
は
生

涯
未
婚
率
は
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
る

し
希
望
す
る
子
ど
も
の
数
は
下
が
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
結
婚
し
た
り
子
ど
も
を

産
む
こ
と
に
、
希
望
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
社
会
に
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
。
理
想
の
子
ど
も

数
を
持
た
な
い
理
由
を
聞
く
と
、「
子

育
て
や
教
育
に
お
金
が
か
か
り
す
ぎ

る
」
が
一
番
多
く
、
経
済
的
な
理
由
が

目
立
つ
が
、
そ
の
前
に
結
婚
す
る
こ

と
、
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
そ
れ
自
体
に

希
望
と
か
意
味
を
感
じ
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
社
会
が
子
ど
も

を
持
っ
て
い
る
女
性
た
ち
、
子
ど
も
を

持
と
う
と
し
て
い
る
若
い
人
た
ち
に
対

し
て
ど
う
い
う
目
線
を
向
け
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

希
望
出
生
率
が

な
ぜ
実
現
し
な
い
か

　

政
府
は
、
希
望
す
る
子
ど
も
の
数
が

２
で
、
生
涯
未
婚
率
が
2
割
弱
だ
か
ら

掛
け
算
を
す
る
と
、希
望
出
生
率
は
１
・

８
ぐ
ら
い
に
な
る
、
と
言
っ
て
き
た
。

こ
こ
ま
で
は
回
復
す
る
は
ず
だ
と
い
う

数
字
と
い
う
意
味
で
は
そ
れ
は
そ
れ
で

い
い
と
思
う
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
で
き
な

い
か
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

　

若
い
人
が
結
婚
し
て
子
ど
も
を
産
ん

で
自
分
の
人
生
を
切
り
拓
い
て
い
く
た

め
に
は
い
く
つ
か
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
結
婚
す
る
か
し
な
い
か
の
判

断
は
、
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分

の
経
済
的
基
盤
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か

で
あ
る
。
結
婚
に
よ
っ
て
自
分
の
経
済

的
基
盤
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
結
婚

は
し
な
い
。
結
婚
す
る
こ
と
が
自
分
の

キ
ャ
リ
ア
形
成
や
自
分
自
身
の
将
来
に

と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
思
え
ば
結

婚
は
し
な
い
。

　

こ
の
話
は
、
雇
用
の
継
続
と
か
両
立

支
援
に
関
わ
る
。
子
ど
も
を
産
む
か
産

ま
な
い
か
の
判
断
は
、
子
ど
も
を
育
て

な
が
ら
就
労
継
続
が
で
き
る
か
、
つ
ま

り
は
今
の
生
活
が
守
れ
る
か
、
続
け
ら

れ
る
か
に
関
わ
る
。

　

冒
頭
に
お
話
し
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
家

族
政
策
の
原
則
を
思
い
出
し
て
ほ
し

い
。
①
出
産
・
教
育
に
よ
る
出
費
の
負

担
を
軽
減
し
、
家
族
の
生
活
レ
ベ
ル
を

維
持
す
る
。
②
乳
幼
児
の
親
が
仕
事
を

続
け
ら
れ
る
よ
う
に
家
族
生
活
と
職
業

生
活
の
両
立
を
図
る
。
ま
さ
に
そ
う
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
こ

と
で
雇
用
の
問
題
で
あ
る
。
加
え
て
家

庭
生
活
に
お
け
る
男
女
の
役
割
分
担
、

育
児
に
対
す
る
役
割
分
担
の
問
題
が
あ

る
。
制
度
的
に
言
え
ば
、
育
児
休
業
が

き
ち
ん
と
取
れ
る
か
、
あ
る
い
は
保
育

な
ど
の
子
育
て
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
が

整
っ
て
い
る
か
、
か
つ
保
育
と
育
児
休

業
が
組
み
合
わ
せ
て
選
択
で
き
る
か
ど

う
か
。
子
ど
も
が
い
る
男
性
が
長
時
間

希
望
出
生
率
が

な
ぜ
実
現
し
な
い
か

理
想
の
子
ど
も
数
を

持
た
な
い
理
由

図表７　国民の結婚や出産に対する希望

（資料） 国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（調査対象は 18 〜 34 歳の未婚者）
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と
と
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
と
っ
て
休
業
が

マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か

は
別
問
題
だ
。
例
え
ば
、
育
児
休
業
を

取
っ
て
１
年
休
む
と
昇
進
は
１
年
遅
れ

る
こ
と
に
な
る
。
昇
進
基
準
の
考
え
方

な
ど
労
働
慣
行
上
の
い
ろ
い
ろ
な
隘
路

が
あ
っ
て
、
就
業
継
続
は
で
き
て
も

キ
ャ
リ
ア
形
成
の
観
点
か
ら
は
問
題
は

残
る
。

　

図
表
10
は
、
女
性
の
労
働
力
率
の
変

化
を
見
て
い
る
。
女
性
の
労
働
力
率
は

ず
い
ぶ
ん
改
善
し
た
。
図
の
左
側
が
全

体
の
労
働
力
率
で
、
右
側
は
有
配
偶
の

人
の
労
働
力
率
だ
。
Ｍ
字
カ
ー
ブ
の
底

が
上
が
っ
て
多
く
の
女
性
が
働
く
よ
う

に
な
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
有
配

偶
の
人
の
労
働
力
率
は
未
婚
の
人
と
比

べ
る
と
低
い
。
就
労
継
続
を
優
先
す
る

人
は
結
婚
し
な
い
選
択
を
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

女
性
の
社
会
進
出
と
出
生
率

　

女
性
が
働
く
こ
と
と
出
生
率
の
関
係

を
見
て
み
た
い
。
結
論
か
ら
言
う
と
、

出
生
率
の
高
い
国
は
女
性
の
社
会
進
出

が
進
ん
で
い
る
（
図
表
11
）。
女
性
が

社
会
進
出
し
て
一
定
の
社
会
的
地
位
を

持
っ
て
い
る
国
の
方
が
、
出
生
率
は
高

労
働
を
し
な
い
で
帰
る
こ
と
が
保
障
さ

れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
る
。
政
府
の

政
策
も
あ
る
が
、
こ
の
話
の
根
本
は
企

業
の
雇
用
管
理
の
問
題
、「
働
か
せ
方
」

の
問
題
に
つ
な
が
る
。

　

第
２
子
以
降
の
話
で
は
、
1
人
目
を

産
ん
で
大
変
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
2
人
目
は
産
ま
な
い
。
こ
れ
は

夫
婦
間
の
家
事
分
担
や
育
児
分
担
、
あ

る
い
は
育
児
不
安
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト

が
関
係
す
る
。
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
人
に
よ
っ

て
直
面
す
る
課
題
が
違
う
の
で
、
き
め

細
か
く
対
応
で
き
る
よ
う
に
施
策
を
組

ん
で
、
そ
れ
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
国

民
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
意
味
が
な

い
。

若
年
の
非
正
規
雇
用
が
増
え
て
い
る

　

図
表
８
は
、
非
正
規
雇
用
の
状
況
を

示
し
て
い
て
、
若
年
の
非
正
規
雇
用
が

増
え
て
い
る
。

　

今
や
働
い
て
い
る
人
の
3
分
の
1
は

非
正
規
だ
。
非
正
規
で
も
、同
一
労
働
・

同
一
賃
金
で
あ
る
と
か
、雇
用
の
安
定
、

あ
る
い
は
非
正
規
の
人
も
昇
進
で
き
る

こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
別
だ
が
、

残
念
な
が
ら
若
年
の
非
正
規
比
率
は
高

い
し
、
給
料
も
低
い
。
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー

の
よ
う
に
社
会
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い

働
き
方
も
増
え
て
い
る
。
若
い
人
た
ち

は
働
い
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
見
合
っ

た
給
料
で
あ
る
と
か
生
活
の
安
定
が
実

現
で
き
て
い
な
い
。
図
の
右
側
に
正
規

と
非
正
規
の
賃
金
格
差
を
示
し
て
い
る

が
、そ
も
そ
も
男
女
間
で
格
差
が
あ
り
、

正
規
・
非
正
規
の
格
差
が
あ
る
。

　

非
正
規
の
女
性
の
平
均
給
与
は
年
間

１
６
０
万
円
し
か
な
い
。
夫
婦
２
人
で

働
い
て
何
と
か
生
活
が
成
り
立
っ
て
い

る
の
が
現
実
で
、
子
ど
も
が
で
き
て
片

方
が
働
く
の
を
や
め
た
ら
、
生
活
は
成

り
立
た
な
い
。
こ
れ
は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ

ア
の
問
題
で
も
あ
る
。

　

図
表
９
は
、
女
性
の
就
業
継
続
の
状

況
を
見
た
も
の
だ
。
育
児
休
業
給
付
を

充
実
さ
せ
る
な
ど
様
々
な
雇
用
継
続
の

た
め
の
施
策
を
と
っ
た
の
で
、
第
一
子

出
産
後
の
就
労
継
続
の
比
率
は
そ
れ
な

り
に
上
昇
し
て
か
な
り
高
く
な
っ
て
い

る
。

　

今
は
１
歳
半
ま
で
育
児
休
業
が
取
れ

る
。
育
児
休
業
給
付
の
水
準
が
従
前
所

得
の
6
割
に
な
り
社
会
保
険
料
が
免
除

に
な
る
の
で
、
手
取
り
ベ
ー
ス
で
は
ほ

ぼ
同
じ
給
料
が
保
障
で
き
る
と
こ
ろ
ま

で
き
て
い
る
が
、
就
労
継
続
で
き
る
こ

図表８　若年者の非正規雇用の増加

図表９　女性の就業継続の状況

図表 10　女性の労働力率の変化（全体と配偶関係別）

女
性
の
社
会
進
出
と

出
生
率

若
年
の
非
正
規
雇
用
が

増
え
て
い
る

（資料出所）「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表
注） 1)　2007 年の数値は、2010 年国勢調査の確定人口に基づく推計人口への
切替による遡及集計した数値（割合　は除く）。
2)　2012 年から 2014 年までの数値は、2015 年国勢調査の確定人口に基づく推
計人口への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。
3)　2015 年から 2021 年までの数値は、2020 年国勢調査の確定人口に基づく推
計人口（新基準）への切替による遡及集計した数値（割合は除く）。   
4） 割合は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める非正規雇用労働
者の割合。

【資料出所】 国立社会保障・人口問題研究所 「第１６回
出生動向基本調査（夫婦調査）」

【出典】日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関
する実態把握のための調査研究事業」（労働者調査）（令和４
年度厚生労働省委託事業）

○女性の年齢階級別の労働力率はＭ字型を描いている。
○ 10年前と比べると全ての年齢階級で労働力率は上昇している。
○ 10年前と比べると、有配偶者の「20〜 24歳」、「25〜 29歳｣､ ｢30 〜 34歳｣､ ｢35 〜 39歳｣､「40〜 44歳」の上昇幅大

資料出所：総務省「労働力調査」
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い
。
出
生
率
と
女
性
の
就
業
率
の
相
関

を
見
る
と
、
明
ら
か
に
右
上
が
り
で
あ

る
。

　

歴
史
的
に
見
る
と
、
女
性
が
社
会
進

出
を
始
め
た
当
初
は
ど
の
国
で
も
い
っ

た
ん
出
生
率
は
下
が
っ
た
。
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
50
〜
60
年
代

に
高
度
成
長
す
る
が
、
国
内
で
労
働
力

が
不
足
す
る
よ
う
に
な
っ
て
女
性
が
働

き
に
出
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
の
労
働

力
率
が
上
が
っ
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
出
生
率
は
一
瞬
下
が

る
が
、
そ
の
後
、
女
性
が
働
く
こ
と

を
前
提
に
社
会
制
度
を
整
備
し
て
い

く
。保
育
サ
ー
ビ
ス
や
育
児
休
業
な
ど
、

様
々
な
施
策
を
講
じ
、
女
性
が
働
く
前

提
で
社
会
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
出
生
率
は
上
が
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

　

図
表
12
は
、
女
性
の
継
続
就
業
・
出

産
と
男
性
の
家
事
・
育
児
の
関
係
を
見

た
も
の
で
、
こ
の
話
は
2
人
目
が
産
ま

れ
る
か
ど
う
か
に
関
係
す
る
。
男
性
が

育
児
に
参
加
を
し
、
家
事
を
分
担
す
る

国
の
方
が
子
ど
も
は
産
ま
れ
る
。

ワ
ン
オ
ペ
育
児
は
成
り
立
た
な
い

　

図
表
13
は
、
孤
立
の
問
題
で
あ
る
。

今
は
３
世
代
同
居
も
な
い
し
、
家
庭
内

に
育
児
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
人
が

い
な
い
。お
じ
い
ち
ゃ
ん
、お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
子
育
て
に
参
加
す
れ
ば
い
い
と
い

う
議
論
が
あ
る
が
、
現
実
問
題
と
し
て

同
居
し
て
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
近
居

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
昔
と

違
っ
て
当
て
に
な
ら
な
い
。
地
域
の
横

の
つ
な
が
り
も
あ
ま
り
な
く
て
、
父
親

も
子
育
て
に
参
加
し
な
い
こ
と
に
な
る

と
、
女
性
は
ワ
ン
オ
ペ
で
育
児
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

こ
の
話
は
育
児
休
業
を
と
っ
て
い
る

人
も
専
業
主
婦
と
同
じ
で
、
ワ
ン
オ
ペ

で
育
児
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
支
援
を

考
え
な
い
と
虐
待
が
起
こ
る
し
、
育
児

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
も
な
る
。
働
い
て
い
な

い
ん
だ
か
ら
女
性
が
子
育
て
す
る
の
は

当
然
、な
ど
と
言
っ
て
い
て
は
だ
め
だ
。

子
ど
も
は
母
親
一
人
で
育
て
る
も
の
で

は
な
い
。
子
育
て
支
援
は
、
働
い
て
い

る
お
母
さ
ん
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

す
べ
て
の
親
、
す
べ
て
の
家
庭
の
問
題

で
あ
る
。

　

子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
自
体
を
正
面

か
ら
受
け
止
め
て
、
社
会
全
体
で
支
え

る
た
め
に
ど
う
す
る
か
を
考
え
な
い

と
、
こ
の
問
題
は
答
え
が
出
な
い
。
図

表
14
を
見
る
と
、
社
会
全
体
が
妊
娠
や

図表 11　各国の合計特殊出生率と女性就業率（2013 年）図表 12　女性の継続就業・出産と男性の家事・育児時間の関係

ワ
ン
オ
ペ
育
児
は

成
り
立
た
な
い

図表 13　非就労家庭の子育ての孤立感・負担感と求められている支援の内容

資料出所：日本　総務省「労働力調査（基本集計）」（平成 25 年）
　　　　　その他　ＯＥＣＤ　Ｄａｔａｂａｓｅ“LFS by sex and age”
注）アメリカ、イギリス、スウェーデンの「15 〜 19」は「16 〜 19」のデータ、　スウェーデンの「65 〜」は「65 〜 74」のデータ、
カナダは 2011 年のデータである。

○　女性の社会進出が進んでいる国ほど、合計特殊出生率も高い
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る
。

　

当
面
の
少
子
化
対
応
戦
略
と
い
う
意

味
で
は
、
人
手
不
足
も
あ
っ
て
、
女
性

も
高
齢
者
も
働
く
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
少
子
化
対
応
戦

略
に
つ
い
て
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る

が
、
両
立
支
援
や
家
族
支
援
が
つ
い
て

い
け
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
分
だ
け
出

生
率
が
下
が
る
。
女
性
が
働
け
ば
働
く

ほ
ど
出
生
率
が
下
が
る
。
ま
だ
日
本
は

そ
う
い
う
ス
テ
ー
ジ
に
あ
る
。　

　

と
す
る
な
ら
ば
、
今
や
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
こ
と
は
何
か
は
明
ら
か
だ
。

図
表
18
は
、
政
府
の
文
書
に
も
書
い
て

あ
る
こ
と
で
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、

働
い
て
い
る
か
働
い
て
い
な
い
か
で
は

な
く
、
人
に
よ
っ
て
選
択
が
あ
り
、
人

生
の
ス
テ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
子
育
て
に

専
念
す
る
、
仕
事
に
専
念
す
る
時
期
が

そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
は
ず
だ
。

　

働
い
て
い
る
、
働
い
て
い
な
い
に
か

か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
子
ど
も
に
必
要

な
施
策
を
届
け
な
い
と
い
け
な
い
し
、

そ
れ
は
子
ど
も
を
大
事
に
す
る
視
点
を

持
つ
と
い
う
こ
と
だ
。
働
く
と
か
、
結

婚
す
る
と
か
、
子
ど
も
を
産
む
・
産
ま

な
い
を
ど
う
す
る
か
は
、
人
に
言
わ
れ

て
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
一
人
ひ
と
り

の
価
値
観
・
人
生
観
に
関
わ
る
話
な
の

子
育
て
に
無
関
心
、冷
た
い
と
思
う
人
、

あ
る
い
は
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
孤

立
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
と
答
え
る

人
が
３
割
近
く
に
な
る
。
こ
ん
な
数
字

は
、
欧
米
諸
国
の
統
計
で
は
出
て
こ
な

い
。

　

こ
の
話
は
、
こ
の
国
、
こ
の
社
会
が

子
ど
も
を
育
て
て
い
る
母
親
や
父
親
に

対
し
て
、
ど
う
い
う
目
線
を
向
け
て
い

る
か
に
関
わ
っ
て
く
る
。
実
は
、
孤
立

感
や
不
安
感
は
、
働
い
て
い
る
・
い
な

い
に
関
係
が
な
い
。
む
し
ろ
、
専
業
主

婦
で
、
家
で
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
人

の
方
が
負
担
感
が
大
き
い
。

　

繰
り
返
す
が
、
ワ
ン
オ
ペ
の
育
児
は

成
り
立
た
な
い
し
、
相
当
な
無
理
が
あ

る
。
ど
ん
な
人
で
も
休
養
の
時
間
は
必

要
で
、
支
援
が
必
要
だ
。

　

政
府
は「
誰
で
も
通
園
制
度
」と
言
っ

て
い
る
。
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

専
業
主
婦
で
あ
っ
て
も
育
児
休
業
中
で

あ
っ
て
も
、
経
済
支
援
と
は
別
に
、
社

会
的
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
子
育
て
支
援
の

施
策
、
サ
ー
ビ
ス
は
必
要
だ
、
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
そ
れ

は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

　

図
表
15
は
子
育
て
の
し
や
す
さ
に
関

す
る
諸
外
国
と
の
比
較
で
「
自
分
の
国

が
子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す
い
国
だ
と

思
う
か
」
と
い
う
問
い
を
日
本
と
フ
ラ

ン
ス
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
し
て
い
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
自
分
の
国
は

子
育
て
を
し
や
す
い
国
だ
と
答
え
る
人

が
8
割
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス

も
4
分
の
1
ぐ
ら
い
で
、「
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
そ
う
思
う
」
ま
で
含
め
れ

ば
、
ほ
ぼ
8
割
で
あ
り
、
子
育
て
支
援

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
て
い
る
。
日
本

は
ど
う
か
。「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ

う
思
う
」
も
含
め
て
も
、
4
割
に
と
ど

か
な
い
。「
そ
う
は
思
え
な
い
」
と
い

う
人
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　

図
表
16
は
、「
結
婚
、
妊
娠
、
子
育

て
に
温
か
い
社
会
の
実
現
の
方
向
に
向

か
っ
て
い
る
か
」
を
聞
い
た
調
査
結
果

で
、
今
の
施
策
を
ど
う
評
価
し
て
い
る

か
と
い
う
質
問
だ
が
、
ど
の
世
代
も
７

割
以
上
の
人
は
「
そ
う
思
え
な
い
」
と

答
え
て
い
る
。
今
の
施
策
は
、
人
々
に

届
い
て
い
な
い
、
ピ
ン
に
当
た
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。

家
族
政
策
が

追
い
つ
い
て
い
な
い

　

図
表
17
は
、
少
子
化
対
応
戦
略
と
少

子
化
克
服
戦
略
の
二
つ
を
同
時
に
や
ら

な
い
と
い
け
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い

図表 14　子育ての孤立化を負担感の増加図表 15　子育てのしやすさに関する意識の比較

図表 16　結婚、妊娠、子育てに温かい社会の実現の方向に向かっているか

家
族
政
策
が

追
い
つ
い
て
い
な
い

◆「日本の社会が結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっているか」との問いに
対し、約７割が「そう思わない」。

資料：内閣府「令和２年度少子化社会に関する国際意識調査」（2021（令和３）年３月）
※百分率は、小数点第２位を四捨五入して、小数点第１位までを表示。このため、内訳の合計が 100.0％にならない場合がある。

資料：内閣府「少子化社会対策に関する意識調査」（2019（平成 31）年３月）
※本調査は、20 〜 59 歳の未婚及び既婚の男女 11,889 人を対象として実施。
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で
、
極
め
て
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
話
だ
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
子
ど
も
を
産
む
・
産

ま
な
い
は
、
義
務
で
は
な
く
て
権
利
で

あ
り
、
そ
の
人
の
希
望
と
か
意
思
に
関

わ
る
話
だ
。
そ
れ
は
目
標
を
定
め
て
み

ん
な
で
頑
張
る
と
い
う
よ
う
な
話
で
は

な
い
。
政
策
の
組
み
立
て
と
い
う
意
味

で
も
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
出
し
方
と
い
う

意
味
で
も
、
よ
く
考
え
な
い
と
お
か
し

な
こ
と
に
な
る
。

　

知
識
産
業
社
会
に
お
け
る
労
働
を
考

え
る
と
、
能
力
の
あ
る
女
性
た
ち
に
何

を
し
て
も
ら
う
か
を
考
え
な
い
と
い
け

な
い
。
逆
に
言
う
と
、
仕
事
の
面
で
も

男
女
の
役
割
分
業
は
な
く
な
る
。
男
の

仕
事
、
女
の
仕
事
と
い
う
違
い
は
な
く

な
る
。

　

20
年
ぐ
ら
い
前
に
な
る
が
、
フ
ラ
ン

ス
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
ル
ノ
ー
の
ア

ジ
ア
担
当
の
上
級
役
員
の
人
に
会
っ
た

こ
と
が
あ
る
。
当
時
、
50
歳
く
ら
い
で

と
て
も
優
秀
な
人
だ
っ
た
が
、
見
た
目

の
印
象
は
い
わ
ゆ
る
バ
リ
キ
ャ
リ
、
男

性
に
伍
し
て
生
き
抜
い
て
き
た
ス
ー

パ
ー
キ
ャ
リ
ア
ウ
ー
マ
ン
、
と
い
っ
た

イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
至
っ
て
普
通
の

女
性
だ
っ
た
。
聞
く
と
子
ど
も
が
4
人

い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

普
通
に
仕
事
を
し
て
、
何
か
を
捨
て

な
い
と
偉
く
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
社
会
に
な

ら
な
い
と
、
お
そ
ら
く
出
生
率
は
上
が

ら
な
い
。

　

子
ど
も
が
小
さ
い
と
き
の
支
援
が
き

ち
ん
と
で
き
る
か
ど
う
か
、
学
齢
期
や

成
長
期
の
ス
テ
ー
ジ
に
合
わ
せ
て
支
援

が
で
き
て
い
る
か
、
教
育
も
含
め
て
一

人
の
人
間
を
育
て
上
げ
て
い
く
プ
ロ
セ

ス
を
ど
う
支
援
す
る
か
が
大
切
だ
。
家

族
を
持
っ
て
子
ど
も
と
一
緒
に
生
活
が

で
き
る
社
会
で
な
い
と
経
済
成
長
も
し

な
い
し
、
子
ど
も
も
生
ま
れ
な
い
と
い

う
話
だ
。

　

そ
れ
が
で
き
る
た
め
に
は
、
政
府
が

何
か
を
与
え
て
、
こ
れ
で
や
り
な
さ
い

と
い
う
施
策
で
は
な
く
て
、
国
民
が
自

分
の
権
利
と
し
て
、
自
分
の
自
己
実
現

の
た
め
に
施
策
を
選
び
と
っ
て
、
要
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
を
つ
く
ら

な
い
と
い
け
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は

企
業
も
同
じ
だ
。
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
応

え
ら
れ
る
包
括
的
な
支
援
の
形
が
必
要

で
あ
る
。

公
的
な
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

子
ど
も
は
半
分
に
と
ど
ま
る

　

図
表
19
は
、
は
日
本
の
子
ど
も
た
ち

が
ど
の
よ
う
に
育
っ
て
い
る
か
を
示
し

た
図
で
あ
る
。
女
性
の
7
割
は
働
い
て

い
る
。
働
く
こ
と
が
前
提
の
社
会
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
頭
に
置
い
て
数
字

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。ゼ
ロ
歳
児
で
、

保
育
園
や
認
定
こ
ど
も
園
の
公
的
な
保

育
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
は

全
体
の
2
割
弱
に
過
ぎ
な
い
。

　

１
歳
〜
２
歳
で
も
半
分
で
あ
る
。
3

歳
に
な
る
と
幼
稚
園
に
通
う
子
ど
も
が

出
て
く
る
の
で
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
子
ど

も
が
保
育
園
か
幼
稚
園
の
ど
ち
ら
か
に

通
っ
て
い
る
。
逆
に
い
う
と
、
ゼ
ロ
歳

児
、
1
歳
児
、
２
歳
児
の
圧
倒
的
多
数

の
子
ど
も
た
ち
は
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
て
い
な
い
。
現
実
は
こ
う
な
っ
て

い
る
。

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ

ラ
ン
ス
で
は
、
1
歳
半
を
過
ぎ
る
と
ほ

ぼ
す
べ
て
の
子
ど
も
は
何
ら
か
の
公
的

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
。
1
歳
半
ま

で
の
18
か
月
は
ほ
ぼ
１
０
０
％
育
児
休

業
を
と
っ
て
い
る
。
思
い
切
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
届
く
施
策
を
打
た
な
い
と
子

ど
も
は
増
え
な
い
。

　

図
表
20
か
ら
女
性
の
労
働
力
率
を
見

る
と
、日
本
も
諸
外
国
と
同
じ
よ
う
に
、

女
性
が
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。
20
代
後

半
の
労
働
力
率
は
、
日
本
は
86
％
、
フ

ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ド
イ
ツ
も

公
的
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

子
ど
も
は
半
分
に
と
ど
ま
る

図表 17　今後の人口構造の変化を展望した戦略的な対応

図表 18　少子化克服戦略の考え方

図表 19　保育所・幼稚園等の年齢別利用者数及び割合（令和３年度）

○子ども・子育て施策については、以下のような社会を実現することが重要。
　①すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会
　②仕事と家庭の両立を支援し、就労、結婚、出産、子育ての希望が叶う社会
　③新しい雇用を創出し女性の自己実現が保障される活力ある社会
○３歳未満児を中心とする保育サービスや放課後児童対策については、女性の就業率の高まりに対応
した大きな潜在需要に対応する必要。
○サービスの充実を行うに当たっては、サービス保障の強化、サービスメニューの多様化、多様な提
供主体の参入の促進等により、利用者が選択できる環境を作ることが必要。
○施策を考えるに当たっては、虐待を受けた子どもなど特別な支援を要する子どもや家庭に対する配
慮が必要。
○　妊娠期から出産・子育て期を通じた継続的かつ包括的な支援が不可欠。

※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計年報（令和３年 10 月１日現在）より。なお、各年齢の数値は、人口推計年報における当該年齢と当該年齢より１歳上の年
齢の数値を合計し、２で除して算出したもの。
※幼保連携型認定こども園の数値は令和３年度「認定こども園に関する状況調査」（令和３年 4 月 1 日現在）より。
※「幼稚園」には特別支援学校幼稚部、幼稚園型認定こども園も含む。数値は令和３年度「学校基本調査」（確定値、令和３年５月１日現在）より。
※保育所の数値は「待機児童数調査」（令和 3 年４月１日現在）より。なお、「保育所」には地方裁量型認定こども園、保育所型認定こども園、特定地域型保育事業も含む。
４歳と５歳の数値については、 「待機児童数調査」 の４歳以上の数値を「社会福祉施設等調査」（令和２年 10 月１日現在）の年齢別の保育所、保育所型認定こども園、地
域型保育事業所の利用者数比により按分したもの。
※「就園していない児童」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数、保育所在園者数及び、幼保連携型認定こども園在園者数を差し引いて推計したものである。このため、
企業主導型保育事業や認可外保育施設を利用する児童を含む。
※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。
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80
％
台
な
の
で
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
30

代
に
な
る
と
、
日
本
は
少
し
低
い
が
、

7
割
以
上
が
働
い
て
い
る
。
女
性
の
末

子
年
齢
別
の
就
業
率
を
見
て
も
、
５
歳

以
下
で
も
働
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る

が
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
率
は
ま
だ

低
い
。
5
年
前
に
比
べ
て
改
善
し
て
い

る
が
、
決
し
て
十
分
で
は
な
い
。

　

図
表
21
は
現
物
給
付
と
現
金
給
付
の

話
だ
。
非
正
規
化
が
進
ん
だ
こ
と
も
あ

り
、
若
い
人
の
雇
用
環
境
は
よ
く
な
い

の
で
、
所
得
が
な
か
な
か
伸
び
な
い
。

経
済
的
な
支
援
を
し
な
い
と
生
活
が
大

変
で
あ
り
、
政
府
の
施
策
で
も
こ
ど
も

手
当
を
配
っ
た
り
保
育
料
や
学
費
の
無

償
化
な
ど
経
済
支
援
系
の
施
策
が
並
ん

で
い
る
。

　

経
済
的
支
援
の
必
要
性
は
否
定
し
な

い
が
、政
府
の
お
金
の
使
い
方
と
し
て
、

同
じ
お
金
を
現
金
で
配
る
の
と
、
現
物

サ
ー
ビ
ス
に
お
金
を
使
う
の
で
は
、
ど

ち
ら
の
方
が
出
生
率
向
上
効
果
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
現
物
給
付

を
増
や
す
こ
と
で
、
出
生
率
が
上
が
っ

た
。
ド
イ
ツ
は
保
守
的
な
国
で
、
母
親

が
仕
事
を
休
ん
で
子
ど
も
を
み
る
前
提

で
、
現
金
給
付
中
心
で
や
っ
て
き
た

が
、
そ
れ
で
は
出
生
率
が
伸
び
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、フ
ラ
ン
ス
を
見
倣
っ
て
、

図表 20　子育て世代の女性の労働力率と認可保育サービス利用割合（３歳児未満児）

図表 21　フランスでは現物（サービス）給付の充実により出生率を回復

図表 22　フランスの乳幼児受入手当の創設と多様な保育サービス

（資料）〈労働力率〉 総務省統計局 : 労働力調査、国民生活基礎調査（日本）、OECD :”Labour Force Statistics in OECD 
countries”, “OECD Family Database”.（フランス、スウェーデン、ドイツ）

         〈保育サービス利用割合〉 厚生労働省 : 「保育所等関連状況取りまとめ」（日本）　Cnaf : ”’L’accueil du jeune enfant en 
2019” （ フ ラ ン ス ）　Skolverket : “Barn och personal i forskola 2019” （ ス ウ ェ ー デ ン ）　Bundesamt : 
Pressemitteilung Nr. 380 vom 30. September 2020 “Betreuungsquote der unter 3-jahrigen Kinder auf 35,0 % 
gestiegen” （ドイツ）

家庭的保育者（認定保育ママ）
○ 県議会議長が認定。120 時間の職業教育を受けることが義務付け。2005 年現在、377,440 人が認定を受け、その 70% が稼働。
○ 県が所管する母子保護センター（PMI）が職業教育や保育者の監督を実施。””
○ 最大 3 人までの子どもを預かる（平均 2.6 人）。
○ 保育者（フルタイム）の半分は週 45 時間以上働く。
○ 月収の平均は 698 ユーロ〈約 11.0 万円〉（フルタイムの保育者の平均は 815 ユーロ〈約 12.9 万円〉）。

（資料）DREES “Les assistantes maternelles en 2005” Etudes et Resultats,（2007）
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現
物
給
付
を
中
心
に
し
た
。
特
に
就
学

前
の
子
ど
も
に
対
す
る
保
育
（
幼
稚
園

と
保
育
園
一
体
に
な
っ
た
保
育
教
育
給

付
）
に
お
金
を
入
れ
た
こ
と
で
出
生
率

が
回
復
し
た
。

　

図
表
22
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
施
策
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。フ
ラ
ン
ス
で
は
、

現
金
給
付
だ
け
で
な
く
て
様
々
な
現
物

給
付
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
。　

　

ま
ず
、
日
本
と
同
じ
よ
う
な
保
育
所

が
あ
る
。
集
団
保
育
所
と
い
う
が
、
日

本
の
保
育
所
の
よ
う
な
地
域
の
保
育
所

が
あ
る
。
ま
た
、
企
業
内
保
育
所
も
あ

る
。
面
白
い
の
は
、
親
た
ち
が
専
門
職

と
一
緒
に
経
営
を
し
て
、
そ
こ
で
子
ど

も
を
預
か
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
日
本
で

い
う
保
育
マ
マ
に
相
当
す
る
家
庭
的
保

育
が
あ
っ
て
、
３
歳
未
満
の
子
ど
も
の

30
％
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
親
た
ち
が

共
同
で
見
た
り
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
を

雇
っ
て
複
数
の
家
族
で
子
ど
も
を
見
た

り
、
い
ろ
い
ろ
な
形
態
が
あ
り
、
働
き

方
や
状
況
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
サ
ー

ビ
ス
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し

た
き
め
の
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
を
用
意
し

な
い
と
、
子
ど
も
は
増
え
な
い
。「
誰

で
も
通
園
制
度
」
と
い
う
の
は
、
ど
ん

な
人
で
も
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
な

の
で
あ
れ
ば
正
し
い
と
思
う
が
、
選
択

肢
と
し
て
保
育
所
し
か
な
い
の
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
、
施
策
の
中
身
も

そ
う
だ
し
名
称
に
つ
い
て
も
も
う
少
し

考
え
な
い
と
い
け
な
い
。

少
子
化
対
策
の
財
源
を
ど
う
考
え
る
か

　

最
後
に
財
源
の
話
を
す
る
。
財
源
に

つ
い
て
は
、
何
の
た
め
の
お
金
を
誰
が

負
担
す
る
か
と
い
う
議
論
を
し
な
い
と

い
け
な
い
。
自
然
増
収
が
あ
っ
た
か
ら

子
ど
も
に
回
す
と
い
う
話
で
は
な
い
。

受
益
を
す
る
人
は
誰
か
。
責
任
を
持
つ

人
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で
負
担
が
決
ま

る
。
フ
ラ
ン
ス
の
考
え
方
は
は
っ
き
り

し
て
い
る
（
図
表
23
）。

　

子
育
て
を
社
会
全
体
で
支
え
る
こ
と

は
フ
ラ
ン
ス
の
国
力
を
支
え
る
労
働
力

を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
基
本

的
に
は
企
業
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
２
０
１
９
年
で
、
家
族
支
援

政
策
に
約
５
０
０
億
ユ
ー
ロ
（
約
７
・

５
兆
円
）
を
使
っ
て
い
る
が
、
全
体
の

59
％
は
社
会
保
障
拠
出
金
と
い
う
形
で

企
業
が
負
担
し
て
い
る
。
企
業
は
自
身

が
支
払
う
総
賃
金
の
４
〜
５
％
を
拠
出

し
て
い
る
。

　

一
般
の
国
民
は
Ｃ
Ｓ
Ｇ
（
一
般
社
会

拠
出
金
）
を
負
担
し
て
い
る
。
こ
れ
は

賃
金
の
一
定
割
合
を
拠
出
金
と
し
て
出

し
て
い
る
も
の
で
、
保
険
料
に
近
い
。

こ
れ
が
全
体
の
25
％
で
あ
る
。
企
業
は

企
業
で
、企
業
の
責
任
と
し
て
拠
出
し
、

働
い
て
い
る
国
民
は
受
益
者
と
し
て
拠

出
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
国
費
が
17
％

ぐ
ら
い
入
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

企
業
は
相
当
負
担
し
て
い
る
の
で
、

お
金
の
使
い
方
に
つ
い
て
当
然
発
言
す

る
権
利
を
持
つ
。
全
国
家
族
手
当
金

庫
（
Ｃ
Ｎ
Ａ
Ｆ
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
お

金
が
プ
ー
ル
さ
れ
る
。
全
国
家
族
手
当

金
庫
に
は
ボ
ー
ド
が
あ
っ
て
具
体
的
に

ど
う
い
う
施
策
を
講
じ
る
の
か
を
決
め

る
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
企
業
や
労

働
組
合
の
代
表
、
自
治
体
の
代
表
、
国

の
役
人
が
入
っ
て
い
る
。
金
を
出
し
た

人
が
使
い
方
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
は
、
こ
の
仕
組
み
が
多

い
。
つ
ま
り
、
お
金
を
出
す
以
上
は
口

も
出
す
、
当
事
者
が
参
加
（
負
担
）
し

て
当
事
者
が
決
め
る
、
と
い
う
仕
掛
け

に
な
っ
て
い
る
。

　

私
は
、
子
育
て
の
財
源
に
つ
い
て
、

企
業
拠
出
と
本
人
拠
出
と
消
費
税
で
賄

う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

拠
出
の
仕
方
、
制
度
の
仕
組
み
は
社

会
保
険
で
も
連
帯
基
金
で
も
ど
ち
ら
で

も
い
い
。
要
は
こ
の
施
策
は
誰
の
た
め

の
も
の
か
、
何
の
た
め
か
、
そ
れ
に

よ
っ
て
受
益
す
る
者
は
誰
か
、
何
の
目

的
の
た
め
に
や
る
か
を
考
え
て
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
財
源
を
組
み
立
て
る
べ

き
だ
。
当
然
な
が
ら
財
源
は
、
そ
の
施

策
の
目
的
に
見
合
っ
た
財
源
を
手
当
す

る
こ
と
に
な
る
。

　

企
業
の
行
動
が
ど
う
変
わ
る
か

　

欧
米
に
は
「
少
子
化
対
策
」
と
い
う

言
葉
は
な
い
。
あ
る
の
は
フ
ァ
ミ
リ
ー

ポ
リ
シ
ー
、
家
族
を
支
援
す
る
政
策
で

あ
る
。
家
族
を
支
援
す
る
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
家
庭
が
家
庭
的
責
任
を
公
平
に

分
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
、
家
庭
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
働
い
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ

れ
が
で
き
る
よ
う
な
働
き
方
を
考
え
、

そ
の
た
め
の
改
革
を
す
る
こ
と
が
基
本

に
な
る
。

　

様
々
な
社
会
保
障
政
策
、
労
働
施
策

が
あ
る
が
、
大
前
提
と
な
る
の
は
企
業

の
行
動
が
ど
う
変
わ
る
か
だ
。
働
か
せ

方
を
含
め
た
経
済
の
シ
ス
テ
ム
の
改

革
が
セ
ッ
ト
に
な
ら
な
い
と
い
け
な

い
。
そ
う
考
え
る
と
、
厳
し
い
話
だ

が
、
日
本
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
指
数
は
世
界

で
１
２
１
位
で
中
国
よ
り
低
い
。
そ
れ

が
現
実
で
あ
る
。
ま
た
、
か
な
り
の
人

が
２
０
０
０
時
間
以
上
の
長
時
間
労
働

を
し
て
い
る
。
非
正
規
の
人
が
増
え
て

い
て
、
厚
生
年
金
や
協
会
け
ん
ぽ
に
入

れ
な
い
。
労
働
保
険
に
も
入
れ
ず
、
社

会
保
障
制
度
に
手
が
届
か
な
い
。
政
府

の
施
策
も
大
事
だ
が
、
企
業
の
行
動
変

容
が
大
事
で
あ
り
、
も
っ
と
言
う
と
、

男
性
た
ち
が
意
識
を
変
え
な
い
と
難
し

い
。

　

明
る
い
要
素
は
ひ
と
つ
あ
っ
て
、
そ

れ
は
若
い
人
た
ち
の
意
識
が
変
わ
っ

て
い
る
こ
と
だ
。
今
の
若
い
人
た
ち

は
、
家
事
分
担
、
育
児
分
担
は
当
た
り

前
に
な
っ
て
い
る
。
働
く
こ
と
と
家
族

の
ど
ち
ら
が
大
事
か
と
聞
く
と
、
家
族

が
大
事
と
堂
々
と
答
え
る
人
が
増
え
て

い
る
。
若
い
人
の
意
識
が
変
わ
っ
て
い

る
の
で
、
そ
こ
は
未
来
に
希
望
が
あ
る

が
、
そ
の
声
が
施
策
や
政
治
、
行
政
に

届
い
て
い
る
か
と
い
う
と
ま
だ
ま
だ
で

あ
る
。
若
い
人
た
ち
が
声
を
出
し
て
世

の
中
を
変
え
て
い
け
ば
、
い
い
結
果
に

な
る
と
思
っ
て
い
る
。

少
子
化
対
策
の
財
源
を

ど
う
考
え
る
か

図表 23　フランスの家族政策を支える財源

企
業
の
行
動
が

ど
う
変
わ
る
か

（資料） Commission des comptes de la Securite sociale（2020）“Les comptes de la Securite sociale. Resultats 2019, previsions 2020 
et  2021” 
　注  １　CSG の賦課率は所得種別により異なっており、資産所得には 9.2%、年金には 3.8 〜 8.3%、賭博益等には 6.2% が課される。

（2020 年）CSG が比例所得税という形で導入されたのは、フランスの直間比率が低い（間接税割合が高い）こと、CSG
が社会保障拠出金の代替財源の性格を有した（それまで 7.0% だった家族部門の社会保障拠出金の率を CSG の導入後 5.4%
に引き下げた）ことなどと説明されている。

　　　２　2015 年に家族手当に所得制限（所得による減額）が導入され、社会保障拠出金の率は 5.4% から 3.45 〜 5.25% に引き下
げられた。

レコーダ

30社会保険旬報　No.2913 2022. 12. 2131 社会保険旬報　No.2913  2023. 12. 21


