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は し が き 

高 校 時 代 、 月 に １ 度 障 害 児 の 社 会 復 帰 を 援 

助 す る 社 会 福 祉 施 設 へ と 足 を 運 ん で い た 。 彼 

ら は 満 １ ８ 歳 の 誕 生 日 を 期 に 退 所 し な け れ ば 

な ら ず 、 そ の 多 く が 退 所 後 の 受 け 入 れ 先 を 見 

つ け ら れ ず 、 仕 事 に 就 け な い と い う 現 状 を 目 

の 当 た り に し て き た 。 活 動 の 過 程 に お い て 私 

達 が 彼 ら と 親 交 を 深 め た と し て も 、 個 人 的 に 

連 絡 を 取 る こ と は 禁 じ ら れ て い た 。 こ の よ う 

に 、 今 に し て 思 え ば 、 彼 ら の 生 活 は 相 当 の 制 

限 を 受 け て い た 。 

そ の よ う な 経 験 の 中 で 、 一 つ の ト ラ ブ ル と 

遭 遇 す る こ と が あ っ た 。 ボ ラ ン テ ィ ア と し て 

活 動 に 参 加 し て い た 女 子 学 生 が 入 所 者 の Ｔ 君 

と 恋 愛 関 係 と な り 、 施 設 外 で 交 際 を し て い る 

と い う こ と が 明 る み と な っ た の だ 。 結 局 、 Ｔ 

君 は 強 制 対 処 処 分 を 受 け る 結 果 と な っ て し ま 

っ た 。 そ の 後 、 風 の 便 り と し て 聞 い た の は 、 

Ｔ 君 の 受 け 入 れ 先 は 決 ま ら ず 、 共 働 き の 両 親 

の も と で 終 日 自 室 に 閉 じ 込 め ら れ て 生 活 を し 

て い る と い う こ と で あ っ た 。 

ま た 、 こ の よ う な 現 場 で の 経 験 と と も に 、 

高 校 時 代 は 福 祉 の 研 究 活 動 に も 従 事 し て き た 。 

３ 年 間 で 扱 っ た テ ー マ の 中 に は 、 視 覚 障 害 者 

の 生 活 支 援 や 、 肢 体 不 自 由 者 が 生 活 で き る 社 

会 へ の 取 り 組 み も あ っ た 。 そ の 中 で 、 他 県 の 

公 立 高 校 に 入 学 し た 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー の 少 年 

に 、 私 が 所 属 し た ク ラ ブ の 持 つ 技 術 を 提 供 し 、
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障 害 者 が 高 校 生 活 を 支 援 し た こ と も あ っ た 。 

こ の よ う に し て 、 幸 い に も ５ 年 間 で ４ 回 の 文 

部 大 臣 賞 を 受 賞 し た 福 祉 の 研 究 活 動 を 推 進 す 

る 高 校 に お い て 、 高 い 意 識 と 豊 富 な 現 場 に 関 

わ っ て ３ 年 間 を 過 ご す こ と が で き た 。 

そ こ で 感 じ た こ と 。 そ れ は 、 社 会 は な か な 

か 変 わ ら な い と い う こ と で あ っ た 。 い か に 文 

部 大 臣 賞 を も ら お う と も 、 社 会 を 大 き く 変 え 

る こ と は 難 し い の だ な 、 と い う の が 正 直 な 感 

想 だ っ た 。 そ れ 以 来 、 現 場 志 向 の 強 い 仲 間 達 

と は 道 を 分 か ち 、 勉 学 を 志 し た こ と を い ま だ 

に 強 く 記 憶 し て い る 。 

こ の よ う な 契 機 が あ り 、 枠 組 み の 一 員 と し 

て 現 場 に 携 わ る の で は な く 、 何 ら か の 形 で 枠 

組 み に 影 響 を 及 ぼ せ る 側 に ま わ り た い ・ ・ ・ 

そ ん な 意 志 を も っ て 東 京 へ と 出 て き た わ け で 

あ る が 、 一 橋 大 学 商 学 部 と い う す ば ら し い 環 

境 に 身 を お け た こ と は 僥 倖 で あ っ た と 思 っ て 

い る 。 幸 い に も 谷 本 ゼ ミ の 一 員 と な る 機 会 を 

得 た こ と 。 そ の 中 で 、 谷 本 教 授 や 大 学 院 生 の 

方 、 同 じ よ う な ミ ッ シ ョ ン を 抱 え る 仲 間 と と 

も に 議 論 す る 過 程 で 、 ビ ジ ネ ス を 主 た る ア プ 

ロ ー チ と し て 、 自 分 の ラ イ フ ワ ー ク に 対 し て 

新 た な 視 点 を 得 る こ と が で き た 。 社 会 保 障 ・ 

社 会 福 祉 と い っ た 分 野 に 直 接 的 に は 関 わ ら な 

い と 思 い が ち な 商 学 部 と い う 場 に お い て 、 社 

会 問 題 や 公 共 問 題 へ の 民 間 部 門 の 可 能 性 に つ 

い て 学 ぶ こ と が で き た こ と は 、 今 と な っ て は 

幸 運 だ っ た と 思 う 次 第 で あ る 。 

以 上 の よ う な 経 緯 を 経 て 大 学 生 生 活 を 送 っ
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た わ け で あ る が 、 こ の テ ー マ は こ こ で 終 わ る 

も の で は な い 。 こ れ か ら 実 社 会 へ と 活 動 の 場 

を 移 す わ け で あ る が 、 そ の 中 で 、 こ の よ う な 

問 題 を 抱 え る 方 々 に 対 し て 、 多 様 な 解 決 の あ 

り 方 、 様 々 な 選 択 肢 を 提 供 し て い き た い と 決 

意 を 新 た に し て い る 。 そ し て 、 そ の 結 果 と し 

て 、 自 分 が 高 校 時 代 に 感 じ た 無 力 感 に 対 し て 

何 ら か の 答 え を 出 し て い く こ と 、 道 を 分 か ち 

現 場 へ と 向 か っ た 同 志 達 に 、 彼 ら が 存 分 に 活 

躍 で き る よ う な 状 況 が 訪 れ る こ と と な っ た ら 、 

本 望 で あ る 。 

本 稿 に お い て は 、 障 害 を 有 す る 人 々 に と っ 

て 理 想 的 な 社 会 の あ り 方 は い か な る も の で あ 

る か ・ ・ ・ と い う こ と を 考 え る き っ か け と し 

て い き た い と 思 っ て い る 。 非 常 に 難 し い 問 題 

で は あ る が 、 私 が 見 て き た 現 状 は 少 な く と も 

そ の 理 想 と は か け 離 れ た も の で あ っ た と 思 う 。 

成 功 を 収 め て い る 様 々 な 取 り 組 み か ら 、 彼 ら 

が 働 く こ と が で き る 機 会 を 見 出 し 、 ひ い て は 、 

彼 ら が 充 実 し た 人 生 を 生 き る こ と が で き る 社 

会 と は い か な る も の で あ る か 、 と い う 問 い に 

対 し 、 こ れ か ら の 人 生 に お い て も 正 面 か ら 向 

か お う と 思 う 。
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障 害 者 の 福 祉 と 雇 用 

日 本 の 現 状 と 新 た な 取 り 組 み 

第 １章 本 稿 の前 提 

第 １節 本 稿 の目 的 

日 本 に お い て 、 こ れ ま で の パ ブ リ ッ ク セ ク 

タ ー の み で は な く 、 プ ラ イ ベ ー ト セ ク タ ー の 

側 か ら 、 ま た は 両 者 協 力 の も と で 、 障 害 者 の 

よ り よ い 生 活 を 実 現 し よ う と す る 新 た な 取 り 

組 み が 生 ま れ て い る 。 こ の 現 象 に つ い て 、 現 

代 の 日 本 に お け る 意 味 を 探 ろ う と す る も の で 

あ る 。 

第 ２節 本 稿 の意 義 

本 稿 の 意 義 は 大 き く ２ つ あ る 。 

現 在 、 日 本 の 障 害 者 が 置 か れ て い る 状 況 は 、 

ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス で あ る 。 議 論 の 前 段 階 と し 

て 、 日 本 の 障 害 者 の 状 況 を 考 察 す る わ け で あ 

る が 、 国 際 比 較 や 社 会 と の 関 連 と い っ た 視 点 

か ら 位 置 づ け る 過 程 に お い て 、 こ れ を で き る 

限 り 明 ら か に す る こ と で あ る 。 

次 い で 、 考 察 に よ り 明 ら か に な っ た 問 題 に 

対 し 、 １ つ の 解 決 の 可 能 性 を 示 す こ と で あ る 。 

第 ３節 研 究 方 法 

（１）文 献 ・資 料 

現 状 の 日 本 の 福 祉 国 家 の 位 置 付 け を 明 ら か 

に す る た め 、 で き う る 限 り 多 様 な 文 献 を 参 考 

と し た 。 今 日 に お い て 、 社 会 保 障 制 度 に 関 わ
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る 分 野 の 研 究 は あ り と あ ら ゆ る 観 点 か ら 議 論 

さ れ て い る 。 そ の 一 方 、 障 害 者 福 祉 の 分 野 に 

限 っ て み て み る と 、 純 粋 に 福 祉 学 の 領 域 で 扱 

わ れ る こ と が 多 く 、 広 い 観 点 か ら 議 論 の 対 象 

と さ れ 、 位 置 付 け ら れ る こ と が 少 な い 。 

本 稿 で は 以 上 の こ と を 踏 ま え て 、 障 害 者 福 

祉 の 現 状 を 、 社 会 保 障 制 度 の 全 体 像 と の 関 わ 

り に 配 慮 し な が ら 議 論 を 進 め る こ と に 留 意 し 

た 。 取 り 分 け 前 半 部 分 に つ い て は 、 主 た る 論 

を 「 福 祉 国 家 論 」 か ら 取 る 形 と な っ た が 、 で 

き う る 限 り 経 済 学 か ら の 批 判 的 福 祉 国 家 論 に 

も 目 を 通 す よ う 努 め た 。 

対 象 資 料 と し て は 、 大 学 図 書 館 及 び 国 内 書 

店 に て 入 手 可 能 な も の に と ど ま る こ と と な っ 

た 。 翻 訳 さ れ 、 入 手 可 能 な 原 典 に 関 し て は 入 

手 し 目 を 通 し た が 、 日 本 語 版 が 手 に 入 ら な い 

も の に つ い て は 、 先 行 研 究 に お い て 示 さ れ て 

い る 解 釈 を 参 照 し 、 比 較 検 討 の 上 適 宜 引 用 し 

た 。 

（２）フィールド ワーク 

今 回 の 研 究 で 扱 っ た 国 内 の 団 体 及 び 施 設 に 

つ い て は 、 夏 季 休 業 等 を 利 用 し 、 可 能 な 限 り 

訪 問 し た 。 実 際 に 提 供 す る 商 品 を 購 入 し 、 実 

際 の 活 動 現 場 の 見 学 を す る こ と を 心 が け た 。 

ま た 、 そ れ ら 団 体 や 施 設 が 組 織 す る き ょ う さ 

れ ん （ 旧 共 同 作 業 所 全 国 連 絡 会 ） に は 、 イ ン 

タ ヴ ュ ー だ け に と ど ま ら ず 、 電 子 メ ー ル や 電 

話 に よ っ て 重 ね 重 ね 協 力 を い た だ い た 。 論 文 

に と ど ま る こ と な く 、 機 会 が 得 ら れ る 限 り 現
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場 で 障 害 者 に 関 わ る 問 題 に 取 り 組 む 方 々 と 議 

論 を 重 ね た つ も り で あ る 。 

第 ４節 本 稿 の構 成 

現 在 の 先 進 国 に 見 ら れ る よ う な 体 系 的 社 会 

保 障 制 度 が 確 立 さ れ た の は 、 第 ２ 次 世 界 大 戦 

後 の こ と で あ る 。 そ れ か ら 半 世 紀 、 世 界 各 国 

の 社 会 保 障 制 度 は 大 き な 転 換 期 を 迎 え て い る 。 

経 済 の 成 熟 化 、 人 口 の 少 子 高 齢 化 、 財 政 状 況 

の 深 刻 化 、 東 西 冷 戦 構 造 の 崩 壊 、 政 治 的 イ デ 

オ ロ ギ ー の 変 貌 な ど は 、 社 会 保 障 制 度 を 支 え 

る 経 済 的 、 社 会 的 、 倫 理 的 基 盤 に 大 き な 衝 撃 

を も た ら し た と い え る 。 ( 1 ) 以 上 の よ う な 各 国 

の 変 化 に つ い て 議 論 を 進 め る 前 段 階 と し て 、 

第 ２ 章 に お い て は こ の 半 世 紀 の 間 に 展 開 さ れ 

た 福 祉 国 家 の 議 論 に つ い て 扱 う 。 

こ こ で 注 意 を 要 す る の は 、 そ の ベ ー ス に 存 

在 す る 福 祉 思 想 に か か わ る 議 論 に つ い て 、 本 

稿 の 目 的 ・ 意 義 に 照 ら し 、 適 宜 必 要 部 分 の み 

を 扱 っ て い る こ と で あ る 。 福 祉 思 想 に つ い て 

紐 解 け ば 、 そ の 歴 史 は ギ リ シ ア や ロ ー マ に ま 

で さ か の ぼ り 、 多 く の 議 論 の 蓄 積 を み て い る 。 

詳 し く は 参 考 文 献 [44 ] を 参 照 し て い た だ き た 

い 。 

第 ３ 章 で は 、 日 本 の 社 会 保 障 制 度 に 影 響 を 

与 え た と 考 え ら れ る 欧 米 各 国 の 福 祉 国 家 の 変 

遷 に つ い て 焦 点 を 当 て る 。 わ が 国 の 社 会 保 障 

の 歴 史 は 、 戦 前 の 公 務 員 の 年 金 保 険 及 び 健 康 

保 険 に そ の 端 を 発 す る わ け で あ る が 、 ま ず こ 

の 制 度 形 成 に 大 き く 寄 与 し た と 考 え ら れ る 、
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ド イ ツ を 扱 う 。 今 日 の ド イ ツ は 、 社 会 保 険 シ 

ス テ ム を 機 軸 と す る 社 会 保 障 制 度 を 生 み 出 し 、 

社 会 保 障 の 先 進 国 と 言 っ て も 過 言 で は な い だ 

ろ う 。 続 い て 、 戦 後 の 占 領 統 治 以 降 現 在 に い 

た る ま で 、 わ が 国 に 大 き な 影 響 力 を 有 し て い 

る ア メ リ カ に つ い て 取 り 上 げ た い 。 障 害 者 差 

別 禁 止 法 の 先 駆 け で あ り 、 市 場 優 先 の 社 会 保 

障 シ ス テ ム は 、 冷 戦 を 終 え た 現 在 、 日 本 の 社 

会 保 障 の 方 向 性 に つ い て 強 い 影 響 力 を 有 し て 

い る と い え よ う 。 

以 上 の ２ カ 国 に つ い て 、 そ の 社 会 保 障 制 度 

の 根 幹 と な る 考 え 方 ・ 思 想 と 、 障 害 者 に 関 わ 

る 制 度 の 変 遷 、 社 会 情 勢 の 変 化 の 関 係 に つ い 

て 考 察 を 加 え よ う と 思 う 。 

続 い て 、 第 ４ 章 で は 、 わ が 国 に お け る 社 会 

保 障 制 度 の 展 開 に つ い て 、 各 国 と の 比 較 検 証 

に よ り 、 相 対 的 な 位 置 付 け を 明 ら か に し た い 

と 思 う 。 

こ こ で と り わ け 重 要 と 思 わ れ る こ と は 、 以 

上 に あ げ た 変 化 の 中 で 、 障 害 者 に 関 わ る 社 会 

保 障 制 度 は 一 歩 立 ち 遅 れ る 形 で 展 開 さ れ て き 

た こ と で あ る 。 全 体 の 大 き な 流 れ の 影 響 を 受 

け な が ら 、 徐 々 に 障 害 者 と い う も の が 社 会 保 

障 の 枠 組 み の 中 に 組 み 入 れ ら れ て い っ た 経 緯 

を 示 し た い と 考 え て い る 。 

以 上 の よ う に 、 わ が 国 に お け る 障 害 者 に 関 

わ る 制 度 を 明 ら か に し た 上 で 、 第 ５ 章 に お い 

て 、 本 題 で あ る 障 害 者 雇 用 に 関 わ る 新 た な 取 

り 組 み に つ い て 、 フ ィ ー ル ド ワ ー ク を 踏 ま え 

て 検 討 を 加 え て い き た い と 考 え る 。
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最 後 に 、 第 6 章 に お い て 、 先 に 考 察 を 加 え 

た 新 た な 取 り 組 み に つ い て 、 社 会 と の 関 わ り 

で い か な る 役 割 を 果 た し う る か 、 そ の 可 能 性 

を 検 討 し た い と 考 え る 。 

以 上 の よ う な 形 で 論 を 展 開 し よ う と 考 え る 

次 第 で あ る 。 

第 ５節 社 会 保 障 に関 する一 般 的 議 論 ( 2 ) 

人 道 的 な 理 念 や 経 済 的 な 要 因 に よ り 各 国 で 

生 ま れ 発 達 し た ｢ 社 会 保 障 ｣ は 、 私 達 先 進 国 

の 人 間 が 暮 ら す 上 で 必 要 不 可 欠 な も の と な っ 

て い る 。 個 人 で は 対 処 し き れ な い リ ス ク か ら 

国 民 を 守 る た め 、 国 家 は 多 様 な 制 度 を 整 え て 

き た と 言 え る だ ろ う 。 し か し 、 各 国 が そ れ ぞ 

れ に 制 度 を 設 計 し 多 様 な リ ス ク を 扱 う 過 程 で 、 

そ れ ら の 仕 組 み の 総 体 で あ る ｢ 社 会 保 障 ｣ は 

非 常 に 複 雑 な も の と な っ た 。 こ れ か ら 本 稿 に 

お い て 、 福 祉 国 家 の 変 遷 や 各 国 の 考 察 を す る 

準 備 と し て 、 こ れ ら に つ い て あ ら た め て 考 察 

し 、 整 理 し よ う と 思 う 。 

(1 ) 社 会 保 障 の概 念 と 範 囲 

１） 社 会 保 障 の概 念 

｢ 社 会 保 障 ｣ と い う 概 念 は 、 極 め て 多 義 的 

で 曖 昧 で あ る 。 英 米 に お い て は ｢ 所 得 保 障 ｣ 

の 意 味 合 い で 使 わ れ る こ と が 多 い の に 対 し て 、 

日 本 や ILO （ 国 際 労 働 機 構 ） で は 、 所 得 保 障 

に 医 療 や 社 会 福 祉 サ ー ビ ス を 加 え た 広 義 の 意 

味 で 使 わ れ る こ と が 多 い 。 ま た 、 社 会 保 障 と 

同 義 の 意 味 合 い で ｢ 社 会 福 祉 ｣ と い う 言 葉 が
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使 わ れ る こ と も し ば し ば で あ る 。 

表 1-1 社 会 福 祉 と 社 会 保 障 との関 係 

社会保険 
健康保険､年金保健､労働者 
災害補償保健､雇用保険､船 

員保険､各種共済組合等 

公的扶助 生活保護 

社会福祉 
身体障害者､知的障害者､老 
人､児童､ひとり親家庭に対す 

る福祉等 

公衆衛生 
及び医療 

結核､精神障害､ハンセン病､ 
麻薬､感染症対策､上･下水 

道、廃棄物処理等 

老人保健 老人医療等 

恩給 文官恩給､旧軍人遺族恩給 

戦争犠牲者 
援護 

戦没者遺族年金等 

住宅対策 光栄住宅建設等 

雇用対策 失業対策事業等 

狭
義
の
社
会
保
障 

広
義
の
社
会
保
障 

広
義
の
社
会
福
祉 

社会保障 
関連制度 

（出 所 ：土 屋 [43 ] 1 6 ページ） 

（注 ：ただし、原 典 は 総 理 府 社 会 保 障 審 議 会 事 務 局 編 

『社 会 保 障 統 計 年 報 平 成 10 年 度 版 』1998 年 ） 

本 稿 で 扱 う 障 害 者 福 祉 に つ い て み て み る と 、 

こ れ ま で の 日 本 に お け る 障 害 者 福 祉 は 、 以 上 

の 表 の 狭 義 の 社 会 福 祉 に 含 ま れ る も の に 限 定 

さ れ た 意 味 と し て 位 置 付 け ら れ る 向 き が 強 か 

っ た 。 そ の 要 因 と し て は 、 戦 後 一 貫 し て 厚 生 

省 と 労 働 省 が 障 害 者 福 祉 行 政 の 担 い 手 だ っ た 

わ け で あ る が 、 取 り 分 け 厚 生 省 が そ の 主 導 権 

を 有 し て い た こ と に 起 因 す る と 考 え ら れ る 。 

し た が っ て 、 厚 生 労 働 省 と な っ た 現 在 に お い
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て も 、 労 働 行 政 の 一 環 と し て の 障 害 者 雇 用 政 

策 は 、 障 害 者 福 祉 政 策 と 比 較 し て も 立 ち 遅 れ 

の 感 が あ る こ と は 否 め な い 。 

本 稿 に お い て は 、 障 害 者 の 福 祉 と 雇 用 と い 

う 題 が 冠 せ ら れ て い る が 、 こ こ で 対 象 と す る 

の は 所 得 保 障 に と ど ま ら な い 、 広 い 意 味 に お 

い て の 社 会 保 障 で あ り 、 社 会 福 祉 で あ る 。 し 

た が っ て 、 社 会 保 障 と は 広 義 の 社 会 保 障 と し 、 

議 論 の 展 開 に 応 じ て 社 会 保 障 関 連 制 度 を 扱 う 

こ と と す る 。 

以 下 、 識 者 に よ っ て 様 々 な ｢ 社 会 保 障 ｣ の 

定 義 が な さ れ て い る 。 

｢ 社 会 保 障 と は 社 会 政 策 の 一 部 門 と し て 、 

国 民 の 生 存 権 を 確 認 す る こ と に よ っ て 、 そ 

の 生 活 を 保 障 す る こ と を 目 的 と す る 公 的 施 

策 で あ る ｣ （ 末 高 信 ） 

｢ 社 会 保 障 は 労 働 大 衆 に 対 す る 生 活 手 段 の 

永 続 性 の 保 障 で あ り 、 少 な く と も 、 あ ら ゆ 

る 境 遇 の 下 に お い て 、 適 切 な 最 低 生 活 の 保 

障 で あ る ｣ （ P .La roq ue ） 

｢ 社 会 保 障 は 国 民 生 存 権 の 実 現 を 意 図 し て 

所 得 の 再 分 配 を 通 じ 、 す べ て の 国 民 の 最 低 

生 活 を 確 保 す る 措 置 の 総 体 で あ る ｣ ( 平 田 

富 太 郎 ) 

こ の よ う に 多 く の 定 義 が あ る が 、 本 稿 に お
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い て は 、 所 得 保 障 に と ど ま ら ず 広 い 意 味 で の 

社 会 保 障 を 謳 っ て い る 、 社 会 保 障 制 度 審 議 会 

に よ る 

｢ 社 会 保 障 制 度 と は 、 疾 病 、 負 傷 、 分 娩 、 

廃 疾 、 死 亡 、 老 齢 、 失 業 、 多 子 、 そ の 他 困 

窮 の 原 因 に 対 し 、 保 険 的 方 法 又 は 直 接 公 の 

負 担 に お い て 経 済 保 障 の 途 を 講 じ 、 生 活 困 

窮 に 陥 っ た 者 に 対 し て は 、 国 家 扶 助 に よ っ 

て 最 低 限 の 生 活 を 保 障 す る と と も に 、 公 衆 

衛 生 及 び 社 会 福 祉 の 向 上 を 図 り 、 も っ て す 

べ て の 国 民 が 文 化 的 社 会 の 成 員 た る に 値 す 

る 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う に す る こ 

と ｣ 

と い う 定 義 を 採 用 す る 。 こ れ は 1950 年 に 総 理 

大 臣 へ の 勧 告 と し て ま と め ら れ た 文 言 に 由 来 

し 、 日 本 の 社 会 保 障 制 度 確 立 へ 向 け た 強 い 意 

志 が 感 じ ら れ る も の で あ る 。 

２） 社 会 保 障 の範 囲 

社 会 保 障 の 範 囲 と し て 最 も よ く 用 い ら れ る 

定 義 が ILO に よ る も の で あ る 。 ILO で は ， 以 

下 の 3 基 準 を 満 た す す べ て の 制 度 を 社 会 保 障 

制 度 と 定 義 し て い る 。 

① 制 度 の 目 的 が ， 次 の リ ス ク や ニ ー ズ の い 

ず れ か に 対 す る 給 付 を 提 供 す る も の 。 

○ 高 齢 ○ 遺 族 ○ 障 害 ○ 労 働 災 害 

○ 保 健 医 療 ○ 家 族 ○ 失 業 ○ 住 宅
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○ 生 活 保 護 そ の 他 

② 制 度 が 法 律 に よ っ て 定 め ら れ ， そ れ に よ 

っ て 特 定 の 権 利 が 付 与 さ れ ， あ る い は 公 的 ， 

準 公 的 も し く は 独 立 の 機 関 に よ っ て 責 任 が 

課 せ ら れ る も の で あ る こ と 。 

③ 制 度 が 法 律 に よ っ て 定 め ら れ た 公 的 ， 準 

公 的 も し く は 独 立 の 機 関 に よ っ て 管 理 さ れ 

て い る こ と 。 あ る い は 法 的 に 定 め ら れ た 責 

務 の 実 行 を 委 任 さ れ た 民 間 の 機 関 で あ る こ 

と 。 

前 半 部 分 で は 先 進 諸 国 の 比 較 を 行 う 。 し た 

が っ て 、 社 会 保 障 の 範 囲 に 関 す る 定 義 は 、 多 

く の 論 者 が 採 用 す る ILO が 定 め る も の を 利 用 

す る 。 こ れ は 、 年 金 、 医 療 、 社 会 福 祉 サ ー ビ 

ス 、 生 活 保 護 、 児 童 手 当 な ど が 中 核 的 制 度 と 

し て 考 え ら れ て い る た め 、 私 達 が 普 段 社 会 保 

障 と し て 連 想 す る も の と 何 ら 違 う も の で は な 

い 。 

（２） 社 会 保 障 の機 能 と体 系 

１） 社 会 保 障 の機 能 

社 会 保 障 の 機 能 は 以 下 の 4 点 に ま と め ら れ 

る 。 

① 生 存 権 ・ 最 低 生 活 の 保 障 

丸 尾 は 、 ｢ 生 存 権 は 基 本 的 人 権 の 一 つ で あ 

り 、 こ れ を 社 会 的 に 保 障 す る こ と は 、 現 代 国
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家 の 責 任 と さ れ て い る ｣ と し て い る 。 こ の 考 

え 方 は ナ シ ョ ナ ル ･ ミ ニ マ ム 論 と 言 わ れ 、 

｢ 政 府 が 、 生 存 ・ 医 療 ・ 教 育 ・ 住 宅 ･ 栄 養 に 

関 し て 、 社 会 サ ー ビ ス ・ 最 低 賃 金 ・ 社 会 保 

険 ・ 政 府 規 制 と い う 手 段 に よ っ て 、 最 低 の 水 

準 を 定 め 、 貧 困 の 最 悪 の 諸 原 因 を 除 去 す べ き 

で あ る と の 原 理 ｣ と ま と め ら れ る 。 

② 生 活 と 経 済 の 安 定 

ナ シ ョ ナ ル ・ ミ ニ マ ム が 達 成 さ れ て き た 国 

で は 、 ｢ 最 低 生 活 ｣ の 保 障 に と ど ま ら ず 、 

｢ 老 後 ・ 失 業 ・ 傷 病 の 時 も 所 得 と 生 活 水 準 が 

急 激 に 減 る こ と な く 安 心 で き る 生 活 ｣ 間 で 保 

障 す べ き だ と い う 考 え 方 が 強 ま っ て き た 。 ま 

た 、 失 業 手 当 や 生 活 保 護 給 付 は 、 不 況 時 の 消 

費 需 要 低 下 を 緩 和 し 、 好 況 時 に は 自 動 的 に 減 

少 し 、 景 気 変 動 の 安 定 化 に 役 立 つ ｢ ビ ル ト ･ 

イ ン ･ ス タ ビ ラ イ ザ ー 効 果 ｣ を 持 つ と も 言 わ 

れ る 。 

③ 所 得 再 分 配 

社 会 保 障 は 、 所 得 の 再 分 配 を 通 じ 、 所 得 の 

公 正 化 と 平 準 化 を 実 現 す る と 考 え ら れ て い る 。 

所 得 再 分 配 の 種 類 は 以 下 の ３ 点 に ま と め ら れ 

る 。 

○ 水 平 的 再 分 配 

高 所 得 者 層 か ら 低 所 得 者 層 へ の 所 得 の 再 

分 配 を 指 す 。 例 え ば ､ 累 進 所 得 税 を 財 源 と 

し 、 生 活 保 護 給 付 を 行 う こ と で 、 所 得 分 配 

の 平 等 化 を は か る こ と な ど が 挙 げ ら れ る 。
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○ 水 平 的 再 分 配 

同 一 所 得 階 層 内 で 、 働 い て い る 人 か ら 働 

け な く な っ た 人 な ど へ 所 得 再 分 配 が な さ れ 

る こ と を い う 。 社 会 保 険 に 典 型 的 な 機 能 で 

あ る 。 

○ 世 代 間 再 分 配 

社 会 保 障 の う ち 、 年 金 が 賦 課 方 式 の 場 合 

に お こ る 、 若 年 層 か ら 老 年 層 へ の 所 得 再 分 

配 の こ と を い う 。 高 齢 化 に と も な っ て 人 口 

構 成 比 が 変 化 す る と 、 世 代 間 の 負 担 費 用 に 

偏 り が 現 れ 、 若 年 層 の 制 度 不 信 へ と つ な が 

る こ と が あ る 。 そ の た め 、 納 得 で き る 公 正 

さ が 必 要 と な る 。 

④ 社 会 的 統 合 機 能 

社 会 保 障 を 支 配 階 級 に よ る 策 略 と み て 、 階 

級 維 持 の 仕 組 み と し て 捉 え る 見 方 と 、 階 級 対 

立 の 緩 和 に よ り 、 そ れ に よ る 社 会 不 安 も 解 消 

さ れ 、 国 民 の 連 帯 感 も 高 ま る と す る 見 方 が あ 

る 。 

２） 社 会 保 障 の体 系 

社 会 保 障 制 度 に は 大 き く 分 け て 、 ① 支 出 の 

増 大 や 所 得 の 喪 失 に 対 す る 現 金 給 付 を 目 的 と 

す る ① ｢ 所 得 保 障 ｣ 、 ② ｢ 医 療 保 障 ｣ 、 ③ 日 

常 生 活 上 の 様 々 な ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ を 持 つ 

人 々 に 対 す る ｢ 社 会 福 祉 サ ー ビ ス ｣ の ③ 分 野 

に 分 け ら れ る 。 ま た 、 社 会 保 障 制 度 を 原 理 の 

特 徴 か ら 分 類 す る と 、 公 的 扶 助 と 社 会 保 険 の 

２ つ に 分 類 可 能 で あ る 。 （ 表 2- 2 参 照 ）
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社 会 保 険 と 公 的 扶 助 は 、 第 ３ 章 で 扱 う よ う 

に 、 発 展 す る 歴 史 的 経 緯 を 異 に す る も の で あ 

る 。 し た が っ て 、 そ れ ぞ れ が 扱 う 対 象 や 目 的 、 

内 容 ま で も が 異 な る 。 例 え ば 、 社 会 保 険 が 老 

齢 ･ 疾 病 ・ 失 業 な ど の 一 定 の リ ス ク に 対 し て 、 

保 険 料 の 拠 出 に よ る 保 健 技 術 を 用 い て 、 画 一 

的 に 給 付 を 行 う の に 対 し て 、 公 的 扶 助 は 貧 困 

と い う 状 態 に 対 し て 、 無 拠 出 に よ る 租 税 収 入 

を 用 い て 、 最 低 生 活 を 保 障 す る な ど の 相 違 が 

あ る 。 

表 2-2 社 会 保 険 と 公 的 扶 助 の 相 違 

社会保険 公的扶助 
①適用の条件 強制加入 申請主義 
②対象 主として労働者とその家族 国民のなかで貧困という状態にあるもの 
③費用 有償(保険料の拠出） 無償（無拠出） 
④給付水準 比例制または均一額 一定の基準まで差額不足分 
⑤給付期間 有期（無期限の傾向もある） 無期 
⑥給付の開始 事故の発生に対して自動的に対応 資産調査による事実の認定 
⑦受給資格 被保険者(本人)と被扶養者(その家族） 資産調査を拒否できない 
⑧機能の相違 予防的(防貧的）機能 事後的(救貧的)機能 

（出 所 ：土 屋 [43 ] 1 9 ページ） 

（注 ：ただし、原 典 は福 祉 士 養 成 講 座 編 集 委 員 会 編 

『新 版 社 会 福 祉 養 成 講 座 5 社 会 保 障 論 』中 央 法 規 出 版 、2001 

年 ） 

し か し な が ら 、 実 際 に は 社 会 保 険 に 分 類 さ 

れ る 制 度 の 内 部 に 所 得 再 分 配 機 能 が 埋 め 込 ま 

れ て い る 場 合 も あ り 、 ま た 反 対 に 、 年 金 ・ 医 

療 保 険 財 政 に お い て 国 庫 負 担 割 合 が 増 大 し て 

い る 、 と い う よ う に 保 険 原 理 と 扶 助 原 理 を 明 

確 に 分 類 で き る こ と が で き な く な っ て い る と
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い う の が 実 態 で あ る 。 

表 2-3 日 本 の社 会 保 障 制 度 の体 系 

所得保障 社会福祉 法制度の例 

老齢基礎年金 
老齢基礎年金 

遺族年金 
障害年金等 

国民年金法　　　　厚 
生年金保険法　　各 
種共済組合法　　農 

業者年金基金法 

傷病手当金 
出産育児一時金 

葬祭費等 

国民健康保険法健 
康保険法（政府管掌 
健康保険、組合管掌 

健康保険） 
各種共済組合法 

船員保険法 

介護保険法 

失業等給付 
雇用安定事業 

能力開発事業等 

労働者災害補償 
保険法 

休業補償給付 
障害補償給付 
遺族補償給付 

介護補償給付等 

労働者災害補償 
保険法 

老人保健法 

生活扶助 
教育扶助 

住宅扶助等 
介護扶助 生活保護法 

児童手当 児童手当法 

児童扶養手当 児童扶養手当法 

児　童　福　祉 
保育所サービス児 
童健全育成　　児 

童養護施設等 
児童福祉法 

障害（児）者福祉 
在宅サービス 
施設サービス 

社会参加事業等 

身体障害者福祉法 
知的障害者福祉法 

児童福祉法 

老　人　福　祉 
老人福祉施設 
生きがい､生活 
支援施策等 

老人福祉法 

母子寡婦福祉 
母子（寡婦）福祉 

資金貸付 
自立支援 

生活指導等 
母子及び寡婦福祉 

法 

療養補償給付 

施設介護サービス 
在宅介護サービス 

福祉用具購入 
住宅改修等 

育成医療 

更生医療 

療養補償給付 

医療給付 
保健事業 

医療扶助 

介　護　保　険 

医療保障 

医療費保障 

雇　用　保　険 

労働者災害補償保険 

老　人　保　健 

社
会
扶
助 

社
会
保
障 

公　的　扶　助 

社　会　手　当 

社
会
サ ー

 

ビ 
ス 

年　金　保　険 

医療保険 

（出 所 ：土 屋 [43 ] 2 0 ページ） 

（注 ：ただし、原 典 は広 井 良 典 『社 会 保 障 論 』 ミ ネルヴァ 書 房 、 

2001 年 ）
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加 え て 、 公 的 扶 助 よ り も さ ら に 広 い 意 味 で 

｢ 社 会 扶 助 ｣ と い う 概 念 も 用 い る 場 合 も あ る 。 

こ の 場 合 、 児 童 手 当 等 の 社 会 手 当 や 、 障 害 者 

福 祉 ・ 老 人 福 祉 な ど の 対 人 サ ー ビ ス ま で も が 

含 ま れ る 。 

以 上 の よ う な 原 理 の 分 類 か ら 、 日 本 の 社 会 

保 障 の 類 型 は 表 2-3 の よ う に 表 す こ と が で き 

る 。 

（３） 社 会 保 障 の問 題 点 

社 会 保 障 が 充 実 す る こ と で 、 国 民 全 体 の 生 

活 水 準 が 上 昇 す る こ と は 非 常 に 好 ま し い こ と 

で あ る 。 し か し 、 実 際 は 、 社 会 保 障 の 充 実 を 

も っ て 全 て の 問 題 を 解 決 で き る わ け で は な い 。 

社 会 保 障 充 実 を 図 っ て き た 先 進 国 で は 、 そ れ 

に 伴 っ て 様 々 な 問 題 も 生 じ る こ と と な っ た の 

で あ る 。 一 般 的 に 社 会 保 障 の 仕 組 み が 有 し て 

い る 問 題 点 を 整 理 し て お き た い と 思 う 。 

１） 公 的 部 門 の非 効 率 性 

一 般 に 市 場 に お い て 競 争 し 、 働 く 上 で の 動 

機 の 欠 如 、 不 完 全 な 情 報 な ど か ら 、 常 に 政 府 

の 選 択 に は 非 効 率 性 が 生 じ る と 考 え ら れ て い 

る 。 ま た 、 社 会 保 障 費 や 税 負 担 の 増 大 は 勤 労 

意 欲 を 削 ぎ 、 労 働 供 給 に マ イ ナ ス の 影 響 を 及 

ぼ す 場 合 も あ る と 言 え る 。 こ の よ う に 、 経 済 

効 率 性 の 低 下 と い う 影 響 を 与 え る 。 

さ ら に 、 公 的 部 門 が 最 適 比 率 以 上 に 拡 大 す 

る こ と で 、 家 庭 や コ ミ ュ ニ テ ィ が 有 す る 介 護
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機 能 な ど が 低 下 し た り 、 民 間 市 場 の 縮 小 を 招 

い た り す る な ど の 問 題 が 懸 念 さ れ る 。 こ の よ 

う な 問 題 へ の 対 応 策 を 講 じ る の が ｢ 福 祉 ミ ッ 

ク ス 論 ｣ で あ り 、 ｢ 福 祉 国 家 レ ジ ー ム 論 ｣ で 

あ る 。 （ 図 2-1 参 照 ） 前 者 は 、 市 場 に お け 

る 民 間 企 業 に よ る サ ー ビ ス 供 給 や 、 イ ン フ ォ 

ー マ ル 部 門 で の サ ー ビ ス 提 供 と の 最 適 な 組 み 

合 わ せ を 経 済 学 的 な ア プ ロ ー チ か ら 模 索 す る 

も の で あ る 。 後 者 は 、 国 家 の 構 造 や 歴 史 的 経 

緯 を 踏 ま え る こ と で 、 社 会 学 的 な ア プ ロ ー チ 

か ら 最 適 な 国 家 の 役 割 を 見 出 そ う と す る も の 

で あ る 。

図 2-1 福 祉 供 給 システムの諸 形 態

　Ａ 　　Ｂ

　　Ｄ

　　　　Ｍ 　　Ｆ 
＜民間市場部門＞ 
企業内福利厚生 　　Ｃ 
市場での福祉供給 ボランティア 

非営利団体 

Ｇ 
＜公的部門＞ 

国 
自治体 

＜インフォーマル部門＞ 
家族、近隣 

（出 所 ：土 屋 [43 ] 2 1 ページ） 

（注 ：ただし、原 典 は表 2-2 と 同 様 ）
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２） モラルハザードによる非 効 率 性 

社 会 保 障 制 度 は モ ラ ル ハ ザ ー ド を 生 み 出 し 、 

経 済 的 非 効 率 を 生 み 出 す こ と が あ る 。 例 え ば 、 

生 活 保 護 や 失 業 保 険 な ど の 制 度 が 整 う と 、 安 

易 に 給 付 に 依 存 す る 場 合 が あ る 。 ま た 、 医 療 

保 険 に よ っ て 傷 病 手 当 が 支 給 さ れ る こ と に な 

れ ば 、 事 故 や 病 気 に 対 す る 警 戒 心 が 薄 れ る こ 

と と な る 。 こ れ ら 非 効 率 性 に よ っ て 生 じ る 損 

失 は 、 場 合 に よ っ て は 制 度 の 存 続 事 態 に 関 わ 

る と き も あ る 。 実 際 に 、 日 本 の 健 康 保 険 財 政 

圧 迫 の 一 要 因 と し て も 取 り 上 げ ら れ て い る 。 

３） 貯 蓄 へのマイナスの影 響 

社 会 保 障 、 と り わ け 年 金 の 個 人 貯 蓄 率 の 影 

響 に 関 し て は 多 く の 仮 説 が 立 て ら れ て い る 。 

し か し 、 総 効 果 は マ イ ナ ス と の 見 方 が 有 力 で 

あ る 。 そ の う ち の 一 つ 、 ラ イ フ サ イ ク ル 仮 説 

に よ る と 、 人 々 は 現 在 の 消 費 と 将 来 の 消 費 を 

標 準 化 す る よ う に し て 貯 蓄 額 を 決 め る の で 、 

公 的 年 金 の 期 待 給 付 額 が 大 き く な る と 、 貯 蓄 

額 は 小 さ く な る 。 

４） 少 子 高 齢 化 による財 政 負 担 の増 加 

少 子 高 齢 化 に よ る 人 口 構 造 の 変 化 に と も な 

い 、 先 進 国 で は 例 外 な く 社 会 保 障 負 担 率 （ 対 

国 民 所 得 費 ） や 国 民 負 担 率 （ 社 会 保 障 負 担 率 

+ 租 税 負 担 率 ） が 増 加 し て い る 。 年 金 の 大 部 

分 は 高 齢 者 に 給 付 さ れ て い る の は も ち ろ ん の 

こ と 、 医 療 費 も 高 齢 化 に と も な っ て 増 加 す る 。 

ま た 、 身 体 に 障 害 を 有 す る 割 合 も 高 く な る 。
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社 会 保 障 負 担 率 の 増 加 は 、 将 来 世 代 の 負 担 増 

や 財 政 の 硬 直 化 を 進 め る だ け で な く 、 財 政 破 

綻 に つ な が る 可 能 性 す ら あ る 。 

先 進 国 に お い て は 、 女 性 が 働 き や す い 環 

境 ・ 子 ど も を 産 み や す い 環 境 を 作 り 出 生 率 を 

上 げ る 、 高 齢 者 の 労 働 市 場 へ の 参 加 を 促 す 、 

先 述 の 最 適 福 祉 ミ ッ ク ス を 模 索 す る こ と で 社 

会 保 障 費 を 抑 制 す る な ど 、 そ れ ぞ れ の 取 り 組 

み が な さ れ て い る 。 

以 上 は 、 現 在 の 社 会 保 障 に 関 わ る 一 般 的 議 

論 で あ る 。 し か し 、 こ れ は あ く ま で ｢ 一 般 

的 ｣ 議 論 で あ る 。 果 た し て 、 こ の よ う な 制 度 

の 総 体 を 、 そ れ ぞ れ の 国 が ど の よ う な 状 況 下 

に お い て 、 い か な る プ ロ セ ス を た ど っ て 築 き 

上 げ て き た の だ ろ う か 。 ま た 、 今 日 に お い て 、 

そ れ ぞ れ に ど の よ う な 特 徴 を 有 し て い る の で 

あ ろ う か 。 こ の よ う な 社 会 保 障 を 念 頭 に 置 き 

な が ら 、 ま ず は そ の 歴 史 に つ い て 考 察 し て い 

く 。 

(1) 藤田・塩野谷[４] 『先進国の社会保障７ アメリカ』ⅰページ 
(2) 第 5 節をまとめるにあたって一橋大学経済学部土屋君の力を借りた。 

土屋[43] 16 ページ～23 ページ
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第 ２章 ２０世 紀 福 祉 国 家 論 の展 開 

第 １節 「福 祉 国 家 論 」の展 開 ( 1 ) 

（１） ｢福 祉 国 家 ｣ 研 究 

｢ 福 祉 国 家 ｣ と い う 言 葉 は 、 マ ッ ク ス ･ ヴ 

ェ バ ー に よ り 使 わ れ た こ と が 始 ま り と い わ れ 

て い る 。 ( 2 ) し か し な が ら 、 伝 統 中 国 の 儒 教 倫 

理 を も 福 祉 国 家 と し て い る た め 、 現 代 に お け 

る ｢ 福 祉 国 家 ｣ と は 到 底 結 び つ く も の で は な 

い 。 

近 代 国 民 国 家 と の 関 わ り の 中 で ｢ 福 祉 国 

家 ｣ と い う 概 念 が 登 場 す る の は 1939 年 、 そ も 

そ も 戦 争 国 家 に 対 抗 す る 概 念 と し て テ ン プ ル 

大 司 教 が 用 い た こ と が 初 め と な る 。 し か し な 

が ら 、 こ こ で も 、 戦 時 に お け る 緊 急 避 難 的 な 

国 家 の 社 会 保 障 の 提 供 に と ど ま っ て お り 、 現 

代 的 な 意 味 で の ｢ 福 祉 国 家 ｣ で あ っ た と は 言 

い 難 い 。 そ の 後 、 イ ギ リ ス に お い て 1942 年 に 

『 ベ ヴ ァ レ ッ ジ 報 告 』 が ま と め ら れ 、 1946 年 

に 法 制 化 さ れ ｢ ベ ヴ ァ レ ッ ジ 体 制 ｣ が ス タ ー 

ト を 切 る 。 こ れ に よ っ て 、 ｢ 福 祉 国 家 ｣ と い 

う 概 念 が 制 度 化 さ れ た と 見 る 向 き が 強 い 。 こ 

の よ う な 歴 史 的 経 緯 を 踏 ま え る と 、 ｢ 福 祉 国 

家 ｣ と は ｢ 国 家 が 恒 常 的 に 制 度 化 さ れ た 福 祉 

（ こ こ で は 広 義 の 社 会 福 祉 を 指 す ） を 提 供 す 

る シ ス テ ム で あ る ｣ と 定 義 す る こ と が で き る 。 

ま た 、 こ の 観 点 か ら ｢ 福 祉 国 家 ｣ の 起 源 を 

遡 る と 、 1936 年 、 ア メ リ カ に お い て ｢ 社 会 保 

障 法 ｣ が 制 定 さ れ た こ と に 始 ま る と 言 え る 。 

｢ 福 祉 国 家 ｣ と い う 言 葉 を 使 わ ず と も 、 ビ 

ス マ ル ク に よ る 社 会 保 険 制 度 の 創 設 以 降 、 経
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済 学 か ら 社 会 学 に 至 る ま で 様 々 な 分 野 に お け 

る 研 究 者 に よ っ て 、 多 く の 研 究 が 蓄 積 さ れ て 

き た 。 こ れ ら の 研 究 は 1970 年 代 後 半 を 境 に 大 

き く 分 か れ る 。 1970 年 以 前 は 先 進 国 が 社 会 保 

障 制 度 の 整 備 に 向 か う 中 で 、 個 別 的 各 国 研 究 

が な さ れ 、 理 論 的 裏 付 け が 行 わ れ て き た 。 

一 方 、 1970 年 代 を は さ ん で 、 先 進 国 が オ イ 

ル シ ョ ッ ク に よ る 低 経 済 成 長 時 代 に 突 入 す る 

こ と で 、 そ れ ま で の 個 別 的 各 国 研 究 か ら 国 際 

比 較 研 究 へ と シ フ ト し た こ と が う か が わ れ る 。 

オ イ ル シ ョ ッ ク 以 前 は ｢ 福 祉 国 家 ｣ 化 は 不 可 

避 の 流 れ と し て 捉 え ら れ 、 成 熟 し た 国 家 は 

｢ 福 祉 国 家 ｣ へ と 収 斂 し て い く と の 考 え が 基 

底 に あ っ た 。 一 方 で 、 オ イ ル シ ョ ッ ク 後 は 、 

先 進 国 が そ れ ぞ れ 「 福 祉 国 家 」 の あ り 方 へ の 

模 索 を は じ め る こ と で 、 そ も そ も 「 福 祉 国 

家 」 は 一 元 化 で き る も の で な く 、 そ の 国 に 見 

合 っ た 多 元 的 な も の で あ る と い う 認 識 が 広 が 

っ た 。 以 下 で そ の 経 緯 を た ど り た い 。 

（２） 「福 祉 国 家 」の理 論 化 (第 2 次 世 界 大 戦 ～オイルショック) 

第 ２ 次 世 界 大 戦 後 か ら オ イ ル シ ョ ッ ク に 至 

る ま で 、 議 論 の 中 心 は 、 各 国 の 「 福 祉 国 家 」 

形 成 を 支 え る 理 論 の 構 築 へ と 向 け ら れ て い た 。 

こ れ ら の 中 で も 、 ド イ ツ と イ ギ リ ス が 大 き な 

流 れ を 作 り 出 し た 。 ド イ ツ に お け る 社 会 的 市 

場 経 済 の 理 論 化 と 、 イ ギ リ ス に お け る 『 ベ ヴ 

ァ レ ッ ジ 報 告 』 の 理 論 化 で あ る 。 ド イ ツ に お 

い て は ミ ュ ー ラ ー 、 イ ギ リ ス に お い て は ケ イ 

ン ズ に よ り 経 済 学 的 裏 づ け が な さ れ 、 ま た 、
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ベ ヴ ァ レ ッ ジ 報 告 は マ ー シ ャ ル に よ る 社 会 権 

の 確 立 に よ っ て 支 え ら れ る こ と と な る 。 

し か し 、 こ こ で 忘 れ て な ら な い の は 、 先 進 

国 の 共 通 の 前 提 と し て 、 人 口 の 増 加 ・ 経 済 成 

長 や 、 市 場 に 対 す る 国 家 の 介 入 の 容 認 と い っ 

た 認 識 が 共 有 さ れ て い た こ と で あ る 。 

１ ) 『ベヴァレッジ報 告 』とその理 論 化 

1940 年 、 イ ギ リ ス 首 相 で あ る チ ャ ー チ ル が 

戦 意 昂 揚 の た め に 、 国 民 に 戦 後 の 国 家 改 革 を 

約 束 し た 。 そ れ と と も に 設 け ら れ た の が ｢ 戦 

後 再 建 問 題 委 員 会 ｣ で あ る 。 こ こ で の 中 心 議 

題 と な っ た の が イ ギ リ ス の 福 祉 国 家 計 画 で あ 

る 。 こ れ を 担 当 し た の が ベ ヴ ァ レ ッ ジ 委 員 会 

（ 実 質 委 員 は 委 員 長 の み ） で あ っ た 。 1942 年 、 

『 社 会 保 険 及 び 関 連 サ ー ビ ス ベ ヴ ァ レ 

ッ ジ 報 告 』 が ま と め ら れ 、 大 戦 終 了 後 の 1946 

年 に 立 法 化 さ れ る こ と と な っ た 。 

こ の 報 告 に お い て は 、 強 制 加 入 の 社 会 保 険 

を 主 た る 手 段 と し 、 公 的 扶 助 と 任 意 保 険 を 補 

助 的 手 段 と し て 位 置 付 け た 。 ま た 、 そ の 対 象 

を 家 族 （ 児 童 手 当 ）、 医 療 と リ ハ ビ リ テ ー シ ョ 

ン 、 雇 用 維 持 、 高 齢 者 年 金 等 と し て 所 得 の 再 

分 配 を 通 じ て 最 低 生 活 水 準 、 つ ま り ナ シ ョ ナ 

ル ・ ミ ニ マ ム の 実 現 を は か り 、 貧 困 の 撲 滅 を 

目 指 す こ と と し て 、 以 下 の ６ 原 則 を 定 め た 。 

〇均 一 額 の最 低 生 活 費 給 付 〇均 一 額 の 保 険 料 給 付 

〇行 政 責 任 の統 一 〇 適 正 な給 付 額 〇 包 括 性 

〇被 保 険 者 の分 類
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こ の 制 度 の 特 徴 は 、 そ れ ま で の 救 貧 法 や 社 

会 保 険 制 度 が 特 定 の 職 業 や 所 得 水 準 を 定 め て 

適 用 範 囲 が 限 定 さ れ て い た の に 対 し 、 ｢ 全 国 

民 を 対 象 と し 、 医 療 ・ 退 職 年 金 ・ 失 業 ･ 労 

災 ･ 出 産 ・ 児 童 手 当 に い た る ま で 、 包 括 的 な 

適 用 範 囲 を 持 つ 拠 出 制 の 強 制 保 険 ｣ で あ っ た 

こ と で あ る 。 こ れ は 、 市 民 と し て の 権 利 に 基 

づ い て 、 国 家 が す べ て の 国 民 の 最 低 水 準 の 生 

活 を 保 障 す る と い う 大 き な 意 義 を も っ た 。 

こ の よ う な 国 家 に よ る ナ シ ョ ナ ル ・ ミ ニ マ 

ム の 実 現 を 理 論 化 し 、 ｢ 福 祉 国 家 ｣ を 位 置 付 

け た の が マ ー シ ャ ル の 『 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ と 

社 会 階 級 』 （ 1950 年 ） と 『 社 会 政 策 』 （ 1965 

年 ） で あ る 。 彼 は ｢ 社 会 権 ｣ と ｢ 社 会 政 策 ｣ 

と い う 2 つ の 概 念 で 福 祉 国 家 を 支 え た 。 

① 「 社 会 権 」 

「 社 会 権 」 と は 、 「 経 済 的 福 祉 と 安 全 の 最 

小 限 を 請 求 す る 権 利 、 社 会 的 財 産 を 完 全 に 分 

か ち 合 う 権 利 、 社 会 の 標 準 に 照 ら し て 文 明 市 

民 と し て の 生 活 を 送 る 権 利 な ど 広 範 の 諸 権 

利 」 と し て い る 。 ( 3 ) こ れ は 、 ｢ す べ て の 国 民 

が 国 家 に よ り 最 低 限 の 生 活 を 保 障 さ れ る 権 

利 ｣ と ま と め る こ と が で き る 。 

彼 は 、 ｢ 社 会 権 ｣ を 「 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 」 

1 要 素 と し て 捉 え る 。 彼 の い う 「 シ テ ィ ズ ン 

シ ッ プ 」 と は 、 「 す べ て の 人 に 付 与 さ れ る 一 

連 の 均 一 な 権 利 と 義 務 」 で あ り 、 平 等 の 原 理 

で あ る と し て い る 。 こ れ は 、 不 平 等 の 原 理 で 

あ る 封 建 社 会 に お け る 「 地 位 身 分 」 や 「 階
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級 」 と 対 照 を な す と し て い る 。 

こ の シ テ ィ ズ ン シ ッ プ を 構 成 す る 3 要 素 が 

市 民 的 権 利 、 政 治 的 権 利 、 社 会 的 権 利 で あ る 。 

（ 表 2-1 参 照 ） 市 民 的 権 利 と は 、 人 身 自 由 、 

言 論 ・ 思 想 ・ 信 条 の 自 由 ・ 財 産 権 と 、 労 働 の 

自 由 で あ る と し て い る 。 こ れ ら は 、 総 じ て 裁 

判 制 度 を 通 じ て 実 現 さ れ る 権 利 の 総 体 で あ る 。 

続 い て 、 政 治 的 権 利 と は 、 選 挙 権 や 被 選 挙 権 

で あ り 、 政 治 権 力 の 行 使 に 参 加 す る 権 利 と し 

て い る 。 こ れ ら は 議 院 ・ 議 会 制 度 を 通 じ て 実 

現 さ れ る 。 そ し て ３ つ 目 が 先 に 示 し た 社 会 的 

権 利 で あ る 。 こ れ ら は 教 育 シ ス テ ム や 社 会 サ 

ー ビ ス を 通 じ て 実 現 さ れ る 。 

表 2-1 シティズンシップを構 成 する諸 権 利 

権利 制度 具体的範囲 形成時期 

市民的権利 裁判制度 
人身の自由、言論・思想・信条 
の自由、財産権、労働の自由 

18世紀 

政治的権利 選挙制度・議会制度 選挙権・被選挙権 19世紀 

社会的権利 
教育制度・ 
社会保障制度 

社会の標準に照らして文明市民 
としての生活を送る権利など広範 
の諸権利 

20世紀 

シティズンシップ 

（出 所 ：Ma r sh a l l [ 1 6 ] 邦 訳 より筆 者 が作 成 ） 

こ れ ら ３ つ の 権 利 は 、 18 世 紀 か ら 20 世 紀 に 

い た る 過 程 で 、 そ れ ぞ れ に 分 化 し 、 形 成 さ れ 

た 。 ま た 、 そ れ に 伴 っ て 、 国 家 も シ テ ィ ズ ン 

シ ッ プ 実 現 の 責 任 を 引 き 受 け る 形 で 、 「 地 方 

的 」 で 「 専 門 分 化 さ れ て い な い 」 制 度 か ら 、 

「 国 民 的 」 で 「 専 門 分 化 さ れ た 」 制 度 へ の 変
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化 を 遂 げ て き た の で あ る 。 

② 「 社 会 政 策 」 

彼 は 「 社 会 政 策 」 を 「 経 済 政 策 が そ れ 自 身 

に よ っ て は 実 現 で き な い 個 人 的 権 利 に 基 づ い 

た 個 人 の 福 祉 を 実 現 す る た め 、 経 済 体 系 の 作 

用 に 取 っ て か わ り 、 補 い 、 修 正 す る た め に 、 

市 場 で 決 定 さ れ る 以 外 の 諸 価 値 に よ っ て 導 き 

出 さ れ る 政 治 的 手 段 」 と し て い る 。 ( 4 ) 「 社 

会 政 策 」 の 目 的 は 「 福 祉 」 で あ り 、 目 的 達 成 

の た め の 手 段 と し て 社 会 保 障 、 保 健 医 療 、 福 

祉 サ ー ビ ス 、 コ ミ ュ ニ テ ィ サ ー ビ ス 、 住 宅 供 

給 、 教 育 の ６ 点 を 挙 げ て い る 。 ま た 、 こ こ で 

い う 「 社 会 政 策 」 を 通 じ て 「 福 祉 」 の 達 成 を 

目 的 と し て 据 え る 国 家 を も っ て 「 福 祉 国 家 」 

と し て い る の で あ る 。 

以 上 の よ う に 、 シ テ ィ ズ ン シ ッ プ 形 成 の 過 

程 に お い て 、 社 会 権 の 実 現 を 福 祉 国 家 が 担 い 、 

そ の 実 現 の 手 段 と し て 社 会 政 策 が 位 置 づ け ら 

れ る こ と を 示 し た と い え る 。 

２） ミューラーによる「社 会 的 市 場 経 済 」 

「 社 会 的 市 場 経 済 」 と は 、 第 二 次 大 戦 終 了 

直 後 の 1947 年 、 ド イ ツ の 経 済 学 者 で あ る ミ ュ 

ー ラ ー が 『 経 済 統 制 と 市 場 経 済 』 に お い て 示 

し た も の で あ る 。 彼 は 、 西 ド イ ツ 初 代 経 済 大 

臣 で あ る エ ア ハ ル ト （ 後 の 首 相 ） の 経 済 政 策 

体 系 を 経 済 理 論 で 後 押 し し た 。 彼 が 主 張 し た 

「 社 会 的 市 場 経 済 」 と は
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「 市 場 に お け る 自 由 の 原 則 を 社 会 的 平 衡 の 原 

則 （ も し く は 社 会 的 安 定 の 原 則 ） と 結 合 す る 

こ と 」 

「 競 争 経 済 を 基 礎 に し て 、 市 場 経 済 の 効 率 性 

に よ っ て 保 障 さ れ た 自 由 の 創 意 を 社 会 的 発 展 

と 結 合 す る こ と 」 

と 定 義 し て い る 。 ( 5 ) 経 済 政 策 の 実 践 は 、 歴 史 

的 経 緯 や 政 治 的 利 害 と は 不 可 分 で あ る た め 、 

そ の 概 念 の 定 義 に 曖 昧 さ が 付 着 す る こ と と な 

っ た 。 し か し 、 識 者 に よ る 認 識 に は 共 通 す る 

も の が あ り 、 社 会 的 市 場 経 済 は 

「 経 済 効 率 と 社 会 的 公 平 の ジ ン テ ー ゼ （ 合 

成 ）」 

「 人 格 的 自 由 、 社 会 的 公 正 な ら び に 経 済 的 効 

率 の 結 合 」 

で あ り 、 こ れ ら の 実 現 の た め に 、 

「 市 場 経 済 シ ス テ ム に 一 定 の 経 済 目 的 を も っ 

た 国 家 が 介 入 す る 」 ( 6 ) 

と 示 さ れ て い る 。 

し た が っ て 、 「 社 会 的 市 場 経 済 」 は ２ つ の 

こ と を 意 味 す る 。 １ つ に は 、 国 家 が 市 場 経 済 

の 本 来 の 働 き を 保 証 す る こ と で 、 市 場 経 済 を 

通 じ て 実 現 さ れ る 「 社 会 的 な 機 能 」 で あ る 。 

も う １ つ は 、 市 場 経 済 の み で は 実 現 不 可 能 な 

価 値 を 補 完 す る た め に 、 市 場 の 外 部 か ら 加 え 

ら れ る 「 社 会 政 策 」 で あ る 。 

こ の よ う に 「 社 会 的 市 場 経 済 」 を 理 論 化 す 

る こ と は 、 社 会 問 題 は 経 済 秩 序 の 欠 陥 に 起 因 

す る も の で 、 「 十 全 で 自 由 な 経 済 秩 序 が 有 す



29 

る 大 き な 問 題 の 一 部 」 で あ る と 位 置 づ け る と 

と も に ( 7 ) 、 国 家 が 市 場 経 済 シ ス テ ム の 維 持 に 

一 定 の 責 任 を 持 つ と い う こ と を 示 し 、 大 き な 

意 義 を も っ た 。 

３） ウ ィレンスキーによる「福 祉 国 家 論 」 

ア メ リ カ に お い て も ウ ィ レ ン ス キ ー に よ り 

｢ 福 祉 国 家 ｣ に つ い て の 研 究 が な さ れ た 。 彼 

の 社 会 福 祉 の 定 義 と は 、 ｢ 産 業 化 に と も な い 

生 じ た 移 民 、 ス ラ ム 、 失 業 、 医 療 、 都 市 犯 罪 、 

高 齢 化 、 低 所 得 ｣ な ど の 諸 問 題 に 対 し て ｢ こ 

れ ら を 解 決 す る た め の 多 数 の 専 門 職 組 織 か ら 

な る 非 営 利 の 諸 機 関 に よ り 提 供 さ れ る 、 制 

度 ・ 機 関 ・ プ ロ グ ラ ム の 総 体 ｣ と い う も の だ 

っ た 。 

｢ 残 余 的 ｣ 社 会 保 障 と は 、 非 常 事 態 に 対 す 

る 施 し や 慈 善 で あ り 、 最 低 限 の 所 得 の 再 分 配 

で あ る 。 

｢ 制 度 的 ｣ 社 会 保 障 と は 、 ｢ 社 会 保 険 ・ 医 

療 ・ 高 齢 者 介 護 ･ 育 児 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン と 

い う 人 間 の 多 様 な 必 要 性 ｣ に 対 し て 、 ｢ 政 府 

（ 官 僚 制 機 構 ） に よ り 経 営 さ れ る 制 度 の 総 

体 ｣ 及 び ｢ 社 会 福 祉 政 策 の も と で 、 国 や 州 、 

市 町 村 、 民 間 組 織 な ど 様 々 な 主 体 に よ っ て 提 

供 さ れ る 社 会 的 援 助 ｣ を 通 じ て 提 供 す る こ と 

で あ る 。 ( 8 ) 

以 上 の よ う に 、 社 会 福 祉 制 度 の 制 定 と 社 会 

福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 を 福 祉 国 家 に 求 め た 。 こ 

こ で 特 徴 的 な の は 、 ア メ リ カ に お け る こ れ ま 

で の ｢ 残 余 的 ｣ 社 会 保 障 に と ど ま ら ず 、 普 遍
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的 な ｢ 制 度 的 ｣ 社 会 保 障 を も 取 り 込 ん で 社 会 

福 祉 を 定 義 し た こ と に あ る 。 

こ の よ う に 、 ア メ リ カ に お い て ま で も 福 祉 

国 家 が 議 論 さ れ 、 実 際 に 50 年 代 半 ば か ら 60 年 

代 半 ば ま で の 10 年 間 で の ア メ リ カ の 社 会 保 障 

関 係 費 は 2 倍 （ 55 年 度 203 億 ド ル → 65 年 度 

460 億 ド ル ） へ の 伸 び を 示 し て い る 。 ま た 、 

ウ ィ レ ン ス キ ー は 社 会 保 障 支 出 の 対 Ｇ Ｎ Ｐ 比 

に 基 づ い た 計 量 分 析 を 行 っ て 、 

○ 一 人 当 た り Ｇ Ｎ Ｐ の 成 長 

出 生 率 の 低 下 、 伝 統 的 家 族 の 解 体 

↓ 

○ 社 会 の 高 齢 化 

介 護 、 医 療 の 需 要 増 

↓ 

○ 社 会 保 障 費 の 増 加 

↓ 

｢ 福 祉 国 家 化 ｣ 

と い う 流 れ で の 、 先 進 諸 国 の 福 祉 国 家 化 が 不 

可 避 で あ る こ と の 実 証 を 試 み た 。 こ れ が ｢ 福 

祉 国 家 収 斂 仮 説 ｣ で あ る 。 

以 上 の よ う に 、 欧 米 の 先 進 諸 国 が 福 祉 国 家 

の 成 立 を 前 提 と し て 受 け 入 れ 、 そ れ ぞ れ の 国 

に お け る 福 祉 国 家 正 当 化 の 理 論 を 構 築 し た と 

い え る 。 ま た 、 そ の 理 論 に 基 づ い て 、 福 祉 国 

家 そ の も の が 収 斂 し て い く と い う こ と の 論 証 

を 試 み た 時 代 で も あ っ た 。
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（３） 福 祉 国 家 の比 較 類 型 （ オイルショック 以 降 ） 

し か し 、 オ イ ル シ ョ ッ ク を 契 機 と す る 低 経 

済 成 長 時 代 に 入 り 、 先 進 諸 国 が 財 政 赤 字 や 高 

失 業 率 に 苦 し む 中 で 、 そ れ ま で の 福 祉 国 家 像 

は 大 き な 危 機 に 直 面 す る 事 と な る 。 先 進 諸 国 

が そ れ ぞ れ 見 直 し 作 業 に 入 っ た の が 70 ～ 80 年 

代 で あ る 。 ま た 、 「 市 場 の 失 敗 」 の 克 服 を 試 

み た ケ イ ン ズ 経 済 学 が 「 政 府 の 失 敗 」 を 招 い 

た と 主 張 す る 新 自 由 主 義 経 済 学 へ の 潮 流 に 取 

っ て 代 わ ら れ て い く 時 期 で も あ る 。 

そ の よ う な 流 れ の 中 で 、 欧 米 の 先 進 諸 国 の 

ス タ ン ス も 大 き く 2 つ へ と 分 か れ て い く こ と 

と な る 。 一 方 は 、 ス ウ ェ ー デ ン や ド イ ツ な ど 

の 福 祉 国 家 の 枠 組 み 維 持 を 図 る 国 で あ り 、 他 

方 は イ ギ リ ス な ど の よ う に 市 場 主 義 を 導 入 す 

る こ と で 「 福 祉 国 家 」 の 枠 組 み の 見 直 し を 図 

る 国 で あ る 。 こ の よ う な 経 緯 に よ り 、 福 祉 国 

家 と い う 共 同 幻 想 が 崩 れ て い く 中 で 、 そ れ ま 

で の 福 祉 国 家 に 関 す る 研 究 は 、 先 進 諸 国 を 分 

類 し 、 比 較 し て い く 方 向 へ と 発 展 し て い く の 

で あ る 。 

第 ２節 「福 祉 国 家 」比 較 の枠 組 み 

第 1 節 で 述 べ た よ う に 、 福 祉 国 家 像 は 二 つ 

の 流 れ へ と 分 か れ て い っ た わ け で あ る が 、 そ 

れ を 理 論 化 し た の が ミ シ ュ ラ と ア ン デ ル セ ン 

で あ る 。 

（１） ミシュラのコーポラティズム理 論 ( 9 ) 

そ れ ま で の 福 祉 国 家 が 危 機 を 迎 え る 中 で 、
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彼 は 福 祉 国 家 を 「 分 化 さ れ た 福 祉 国 家 」 と 

「 統 合 さ れ た 福 祉 国 家 」 の 2 つ の 枠 組 み に 分 

類 し た 。 

「 分 化 さ れ た 福 祉 国 家 」 と は 、 「 経 済 に 関 

し て ケ イ ン ズ 的 金 融 ・ 財 政 政 策 を 通 じ て 需 要 

を 間 接 的 に コ ン ト ロ ー ル 」 し 、 「 社 会 福 祉 に 

関 し て 経 済 と は 別 個 の 自 律 的 な 領 域 」 で あ る 

と 捉 え 、 政 治 に 関 し て 「 利 益 団 体 間 の 多 元 主 

義 的 関 係 の 枠 組 」 と し て 位 置 付 け る 国 家 で あ 

る 。 

そ れ に 対 し 、 「 統 合 さ れ た 福 祉 国 家 」 と は 、 

「 経 済 に 関 し て 合 意 形 成 を 通 じ て 需 要 と 供 給 

の 両 面 を 直 接 的 に コ ン ト ロ ー ル 」 し 、 「 社 会 

福 祉 に 関 し て 福 祉 を 経 済 と 並 立 さ せ 、 中 央 に 

お け る 利 益 代 表 間 の 交 渉 の 対 象 」 と し 、 政 治 

を 「 中 央 に お け る 利 益 代 表 間 の 交 渉 と す る 枠 

組 」 と し て 位 置 づ け る 国 家 で あ る 。 

そ し て 、 ミ シ ュ ラ は 後 者 の 「 統 合 さ れ た 福 

祉 国 家 」 を コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム （ 集 権 型 協 調 組 

合 主 義 ） 国 家 と し 、 福 祉 国 家 保 持 の モ デ ル と 

し て 主 張 し た 。 

コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 国 家 に お い て は 、 資 本 と 

労 働 の 関 係 を 相 互 依 存 関 係 と し て 機 能 的 に 統 

合 し よ う と す る ア プ ロ ー チ が 基 調 と な る た め 、 

社 会 民 主 主 義 政 党 と 労 働 運 動 双 方 の 確 立 さ れ 

た 伝 統 が あ る こ と が 前 提 と な っ て い る 。 こ の 

資 本 と 労 働 と い う 2 大 グ ル ー プ 間 の 合 意 と 協 

力 を 通 じ 、 生 産 的 な 経 済 と 高 度 に 発 達 し た 社 

会 福 祉 シ ス テ ム を 維 持 す る プ ロ セ ス の 制 度 化 

が 必 要 と な る 、 と い う の が 彼 の 主 張 で あ る 。
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彼 の 「 コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 型 福 祉 国 家 」 の 分 

析 は 、 従 来 の 経 済 学 の 理 論 と 密 接 な 福 祉 国 家 

モ デ ル と は 異 な る 視 点 を 提 供 し た と 言 え る 。 

先 に も 述 べ た よ う に 、 ケ イ ン ズ ― ベ ヴ ァ レ ッ 

ジ 型 の 「 福 祉 国 家 」 は オ イ ル シ ョ ッ ク の 影 響 

を 受 け 、 そ れ ま で の 強 い 理 論 的 後 押 し を 失 い 

つ つ あ っ た 。 イ ギ リ ス や ア メ リ カ が 新 自 由 主 

義 の 立 場 か ら 効 率 化 、 市 場 自 由 化 を 図 る 流 れ 

の 中 で 、 そ れ ま で の 福 祉 国 家 の 維 持 を 図 っ た 

ド イ ツ ・ オ ラ ン ダ ・ オ ー ス ト リ ア ・ ス ウ ェ ー 

デ ン な ど の 大 陸 ヨ ー ロ ッ パ 各 国 の 取 り 組 み を 

理 論 化 し よ う と す る 試 み で あ っ た 。 

こ の よ う に 新 た な 福 祉 国 家 分 析 の 枠 組 み を 

提 供 し た わ け で あ る が 、 彼 は 社 会 民 主 主 義 の 

政 治 基 盤 と 強 固 な 労 働 組 合 を 前 提 と す る 「 コ 

ー ポ ラ テ ィ ズ ム 型 福 祉 国 家 」 を も っ て 、 福 祉 

国 家 保 持 の モ デ ル と し て 位 置 付 け る も の で あ 

っ た と 言 え よ う 。 し か し 、 ２ つ の 点 で こ の モ 

デ ル は 大 き な 問 題 を 抱 え て い た 。 １ つ に は 、 

「 コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 福 祉 国 家 」 成 立 の 要 因 と 

し て 、 地 政 学 的 な 要 因 が 大 き く 働 い て い た と 

い う こ と で あ る 。 も う １ つ に は 、 資 本 主 義 諸 

国 の 経 済 の 国 際 化 が 進 展 す る 中 で 、 先 に あ げ 

た 社 会 的 パ ー ト ナ ー シ ッ プ に よ る 一 国 で の 決 

定 の 有 効 性 の 度 合 い が 減 少 し て い る こ と 、 ま 

た そ の パ ー ト ナ ー 間 の 決 定 す ら も 困 難 に な っ 

て き た こ と で あ る 。 

以 上 に 展 開 さ れ た 議 論 を 富 永 は 次 の よ う な 

3 段 階 に ま と め て い る 。 ( 1 0 ) 第 ２ 次 世 界 大 戦 か
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ら 1950 年 代 に か け て 、 「 ベ ヴ ァ レ ッ ジ 報 告 」 

と そ の 理 論 化 で あ る 「 社 会 権 」 に 関 す る 研 究 

が 第 1 段 階 を な し た 。 次 い で 、 ウ ィ レ ン ス キ 

ー に よ る 国 際 マ ク ロ デ ー タ の 計 量 分 析 が 取 り 

上 げ ら れ 、 資 本 主 義 国 家 の 福 祉 国 家 へ の 収 斂 

と い う 一 元 論 的 研 究 が 第 2 段 階 を 形 成 す る 。 

1970 年 代 に 入 り 、 オ イ ル シ ョ ッ ク や ケ イ ン ズ 

的 財 政 金 融 政 策 の 限 界 、 財 政 赤 字 、 新 保 守 主 

義 の 台 頭 と い う 大 き な 変 化 の 中 で 、 「 福 祉 国 

家 」 は い か に し て そ の 危 機 を 脱 出 で き る か と 

い う こ と に 議 論 が 推 移 し た 。 そ れ が 、 ミ シ ュ 

ラ に よ る コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 論 な ど の 第 3 段 階 

で あ る と ま と め て い る 。 

（２） アンデルセンの「福 祉 国 家 レジーム」論 

こ れ ま で 述 べ て き た 状 況 下 で 、 80 年 代 後 半 

か ら 90 年 代 に か け て 福 祉 国 家 に 関 す る 議 論 の 

中 心 と な っ た の は 、 ア ン デ ル セ ン に よ る 「 福 

祉 国 家 レ ジ ー ム 」 論 で あ る 。 彼 は こ れ ま で の 

一 元 的 な 福 祉 国 家 論 を 批 判 的 に 検 証 し 、 「 福 

祉 国 家 」 は 多 様 な 歴 史 の 蓄 積 に よ る 所 産 で あ 

り 、 各 々 の 国 の 個 性 と 福 祉 国 家 の あ り か た は 

不 可 分 で あ る こ と を 示 し た 。 

彼 の 研 究 の 特 徴 は 、 「 脱 商 品 化 の 度 合 い 」 

と 「 社 会 階 級 の 様 式 」 の 2 つ に よ っ て 、 福 祉 

国 家 の 質 的 な 違 い を 明 ら か に し よ う と す る 点 

で あ る 。 そ こ で 定 め ら れ た 視 点 に よ っ て 、 福 

祉 国 家 は 「 自 由 主 義 的 福 祉 国 家 」、 「 保 守 主 義 

的 福 祉 国 家 」、 「 社 会 主 義 的 福 祉 国 家 」 の 3 つ 

に 分 類 さ れ る 。
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１） ｢脱 商 品 化 ｣と｢ 社 会 階 級 の様 式 ｣ 

福 祉 国 家 を 分 類 す る 上 で の 一 つ 目 で あ る 

「 脱 商 品 化 」 と は 「 個 人 あ る い は 家 族 が 、 市 

場 参 加 の 有 無 に か か わ ら ず 、 社 会 的 に 認 め ら 

れ た 一 定 水 準 の 生 活 を 維 持 す る こ と が 可 能 で 

あ る か の 程 度 」 を 表 す 概 念 で あ る 。 ( 1 1 ) 市 場 経 

済 に お い て 労 働 者 は 自 ら の 労 働 力 を 商 品 と し 

て 提 供 し 、 そ の 対 価 を 得 る わ け で あ る が 、 そ 

の 際 に 福 祉 国 家 は 、 労 働 市 場 か ら 退 出 し た 個 

人 及 び そ の 家 族 に 対 し て ｢ 生 活 保 障 を 与 え て 

い る か ど う か ｣ 、 ま た 、 与 え て い る 場 合 に 

｢ ど の 程 度 の 生 活 保 障 が 提 供 さ れ て い る か ｣ 

に よ り 分 類 す る わ け で あ る 。 

国 家 が 国 民 に こ の よ う な 生 活 保 障 を 行 う 場 

合 、 国 民 の 大 半 が そ れ を 必 要 と し な い こ と が 

大 前 提 と な る 。 し た が っ て 、 福 祉 国 家 は ほ と 

ん ど の 国 民 が 自 立 で き る 経 済 基 盤 と 雇 用 を 用 

意 す る こ と が 求 め ら れ る 。 以 上 の よ う な 前 提 

を 踏 ま え た 上 で 、 ナ シ ョ ナ ル ・ ミ ニ マ ム が ど 

の 程 度 整 備 さ れ て い る か が 脱 商 品 化 を 測 る 基 

準 と な る 。 

し か し な が ら 、 社 会 的 支 出 の 量 的 水 準 で の 

み 「 脱 商 品 化 」 が 測 ら れ る わ け で は な い 。 ア 

ン デ ル セ ン は 「 脱 商 品 化 」 を 測 る 3 つ の 次 元 

を 示 し て い る 。 ( 1 2 ) １ つ 目 は 、 人 々 が 社 会 給 付 

に ア ク セ ス す る 上 で の ｢ ル ー ル ｣ で あ る 。 ２ 

つ 目 に 、 ｢ 従 前 所 得 と の 置 換 率 ｣ で あ る 。 そ 

し て 、 ３ つ 目 が 、 給 付 対 象 と な る ｢ 資 格 付 与 

の 範 囲 ｣ で あ る 。 こ れ ら ３ つ の 次 元 を 適 切 に 

操 作 か し う る か が 、 脱 商 品 化 能 力 の 決 定 に お
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い て 重 要 性 を も っ て い る の で あ る 。 具 体 的 に 

は 、 年 金 や 各 種 給 付 の 所 得 代 替 率 、 受 給 用 件 

（ 受 給 資 格 を 得 る の に 必 要 な 拠 出 期 間 や 雇 用 

期 間 ） 等 に よ っ て 測 定 さ れ る 。 

続 い て 「 社 会 階 級 の 様 式 」 で あ る 。 ア ン デ 

ル セ ン に よ れ ば 、 福 祉 国 家 は サ ー ビ ス と 所 得 

保 障 を 提 供 す る が 、 同 時 に そ れ は 社 会 階 層 化 

の シ ス テ ム で あ る と 述 べ て い る 。 ( 1 3 ) ま た 、 福 

祉 国 家 の 組 織 的 特 徴 に よ っ て 、 社 会 的 連 帯 、 

階 級 分 化 お よ び 地 位 分 化 の 具 体 的 な 現 れ 方 が 

規 定 さ れ る と す る 。 

福 祉 国 家 と 階 層 化 の 関 係 に 関 し て は 、 二 つ 

の 意 見 が あ る 。 ひ と つ に は 、 福 祉 国 家 は 既 存 

の 階 級 社 会 を 単 に 再 生 産 し て い る に 過 ぎ な い 

と い う 見 解 で あ る 。 も う 一 方 で 、 福 祉 国 家 は 

階 級 分 化 の 緩 和 に 大 き く 貢 献 し て い る と い う 

見 解 で あ る 。 こ れ は 、 福 祉 国 家 が 階 級 闘 争 の 

根 本 的 原 因 を 取 り 除 き 、 ま た 、 国 民 の 国 家 へ 

の ア ク セ ス を 民 主 化 し て い る と 捉 え る 。 

以 上 の よ う な 複 数 の 見 解 が あ る も の の 、 福 

祉 国 家 と 階 層 化 を 分 析 す る 視 座 は 共 通 し て い 

る と 思 わ れ る 。 そ れ は 、 福 祉 国 家 が 持 つ 所 得 

再 分 配 の 機 能 に 着 目 す る と い う こ と で あ る 。 

し た が っ て 、 租 税 を 集 め 、 そ れ を 支 出 す る 福 

祉 国 家 が 所 得 分 配 上 ど の 程 度 ま で 決 定 的 な 役 

割 を 演 じ て い る か に よ っ て 、 ｢ 福 祉 国 家 の 平 

等 化 能 力 ｣ を 測 る の で あ る 。 具 体 的 に は 、 職 

種 や 階 層 に 応 じ て 、 受 給 資 格 や 受 給 内 容 に つ 

い て の 格 差 の 有 無 や 程 度 を 調 べ 、 普 遍 的 制 度
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の 普 及 率 や 社 会 支 出 全 体 に 占 め る 資 力 調 査 つ 

き 給 付 の 割 合 、 職 域 別 社 会 保 険 制 度 の 数 等 に 

よ っ て 計 量 分 析 す る 。 以 上 の 観 点 よ り 、 福 祉 

国 家 は ３ つ の レ ジ ー ム に 分 類 さ れ る こ と と な 

る 。 

２） ３つのレジーム（保 守 的 福 祉 国 家 レジーム、自 由 主 義 的 福 

祉 国 家 レジーム、社 会 主 義 的 福 祉 国 家 レジ ーム） 

① 「保 守 主 義 的 福 祉 国 家 レジーム」 

「 保 守 主 義 的 福 祉 国 家 レ ジ ー ム 」 は 、 職 業 

業 績 等 に 応 じ て 社 会 保 障 の 受 給 資 格 を 付 与 す 

る た め 、 脱 商 品 化 の 進 展 度 合 い は 中 程 度 で あ 

る 。 ま た 、 社 会 階 級 の 様 式 は 伝 統 的 に 認 知 さ 

れ た 地 位 を 維 持 し 、 伝 統 的 家 族 や 厳 格 な 階 級 

制 を 支 持 す る 形 式 を 取 る 。 

こ の レ ジ ー ム 国 家 の 起 源 が 歴 史 的 に 君 主 制 

的 な 国 家 主 義 に 由 来 す る も の で あ る と さ れ る 。 

こ の よ う な 国 家 で は 、 福 祉 国 家 の 推 進 力 は カ 

ト リ ッ ク 政 党 や 強 い 絶 対 主 義 や 権 威 主 義 に 求 

め ら れ る 。 早 い 段 階 で 、 労 働 者 階 級 の 弱 体 化 

を 目 的 と し て 社 会 保 障 制 度 を 取 り 入 れ て い る 

た め 、 コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 的 な 組 織 構 造 が 形 成 

さ れ る の で あ る 。 

そ の 典 型 で あ る ド イ ツ を 例 に 取 れ ば 、 そ の 

社 会 保 険 制 度 は 身 分 的 分 断 主 義 を 採 り 、 国 家 

公 務 員 に 特 権 的 地 位 を 与 え 伝 統 家 族 を 保 持 す 

る こ と を 前 提 と し て い る 。 こ の よ う に 、 平 等 

主 義 を 目 指 し た イ ギ リ ス 型 の ベ ヴ ァ レ ッ ジ 型 

社 会 保 険 と は 一 線 を 画 す も の で あ る 。 保 守 主 

義 型 は コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 型 福 祉 国 家 と も 言 わ
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れ る よ う に 、 コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム （ 集 権 型 協 調 

組 合 主 義 ） と 国 家 主 義 、 家 族 主 義 の 3 つ の 要 

素 が 結 び つ い た も の で あ る と さ れ て い る 。 そ 

の 特 徴 と し て 以 下 の 3 点 が 挙 げ ら れ る 。 

ま ず 1 つ 目 に 、 コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 、 つ ま り 

階 級 的 地 位 の 格 差 を 維 持 す る 身 分 的 分 断 主 義 

を 取 る こ と で あ る 。 医 療 や 年 金 な ど に お い て 、 

ホ ワ イ ト カ ラ ー と ブ ル ー カ ラ ー の 別 を 設 け 、 

職 業 や 地 域 に よ る 区 別 で 細 分 化 し 、 そ れ ぞ れ 

に 格 差 を 維 持 す る 制 度 を 取 っ て い る と い う 特 

徴 が 挙 げ ら れ る 。 

2 つ 目 に 、 福 祉 国 家 の 起 源 を 遡 る と 、 君 主 

制 に お け る 社 会 保 険 へ と た ど り 着 く と い う こ 

と で あ る 。 し た が っ て 、 皇 帝 の 家 臣 た る 国 家 

公 務 員 に 対 し て 付 与 さ れ て い た 特 権 的 地 位 が 

歴 史 的 遺 産 と し て 残 る 場 合 が 多 い 。 

3 つ 目 に 、 社 会 保 険 の 主 た る 目 的 を 一 家 の 

稼 ぎ 手 で あ る 男 性 に 置 く と い う 伝 統 的 家 族 主 

義 を 取 る と い う こ と で あ る 。 主 婦 を 社 会 保 険 

か ら 除 外 し 、 家 族 給 付 を 行 う こ と で 、 家 族 員 

に 対 す る 手 厚 い サ ー ビ ス を 確 保 し 、 国 家 が 家 

族 を 補 助 す る 形 を 取 る 。 し た が っ て 、 デ イ ケ 

ア の よ う な 家 族 外 サ ー ビ ス の 発 達 は 遅 れ て い 

る 場 合 が 多 い と い え る 。 以 上 が 保 守 主 義 的 福 

祉 国 家 レ ジ ー ム の 特 徴 で あ り 、 ド イ ツ 、 オ ー 

ス ト リ ア 、 フ ラ ン ス 、 イ タ リ ア が 分 類 さ れ る 。 

② 「自 由 主 義 的 福 祉 国 家 レジーム」 

「 自 由 主 義 的 福 祉 国 家 レ ジ ー ム 」 は 、 社 会 

扶 助 に 厳 密 な 資 力 調 査 を 課 す た め 、 脱 商 品 化



39 

の 度 合 い は 低 い 。 ま た 、 こ の レ ジ ー ム で は 、 

既 存 の 身 分 階 級 や ギ ル ド 制 、 独 占 な ど を 排 し 、 

個 人 の 解 放 、 自 由 、 機 会 均 等 、 健 全 な 競 争 の 

実 現 を 目 指 す 。 し た が っ て 、 社 会 階 級 の 様 式 

は 普 遍 主 義 と 平 等 に よ っ て 特 徴 付 け ら れ る 。 

こ の レ ジ ー ム は 、 市 場 指 向 的 で あ り 、 個 人 

責 任 を 強 調 し た 小 さ な 政 府 で あ る と 言 え る 。 

こ れ ら の 国 家 の 特 徴 と し て 以 下 の 3 点 が 挙 げ 

ら れ る 。 1 つ 目 に 、 国 家 扶 助 の 受 給 資 格 を 資 

力 調 査 に よ っ て 低 所 得 者 層 に 限 定 す る 選 別 主 

義 を 取 る と い う こ と で あ る 。 資 力 調 査 を 行 う 

こ と に よ っ て 、 扶 助 を 受 け る こ と に 対 し ス テ 

ィ グ マ （ 不 名 誉 ） 効 果 を 与 え る こ と で 、 勤 労 

意 欲 の 阻 害 を で き る 限 り 抑 え よ う と す る 。 し 

た が っ て 、 社 会 権 と し て の 領 域 は 非 常 に 限 定 

的 で あ り 、 脱 商 品 化 効 果 は 3 つ の 類 型 の 中 で 

も 最 小 で あ る と い え る 。 

2 つ 目 に 、 国 家 が 扱 う リ ス ク を 狭 い 範 囲 に 

と ど め る こ と で あ る 。 し た が っ て 、 福 祉 を 提 

供 す る 対 象 が 貧 困 者 や 高 齢 者 、 母 子 家 庭 等 に 

限 ら れ る た め 、 正 常 な も の か ら は み 出 し た 異 

常 な も の を 救 済 す る と い う 意 味 合 い か ら 、 

｢ 残 余 的 ｣ で あ る と 言 わ れ る 。 

3 つ 目 に 、 国 家 扶 助 の 水 準 を 抑 制 し 、 ま た 

プ ラ イ ベ ー ト な 福 祉 計 画 に 対 し 補 助 を 行 う こ 

と で 市 場 を 奨 励 す る こ と で あ る 。 こ れ に よ り 、 

国 家 の 社 会 支 出 を 真 に 市 場 に 参 加 で き な い 人 

だ け に 限 定 し 、 国 家 に よ る 保 護 が 道 徳 的 腐 敗 

や 怠 惰 を 生 み 出 す こ と を 防 止 す る こ と を 目 指 

す 。 以 上 が 自 由 主 義 的 福 祉 国 家 の 特 徴 で あ り 、
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ア メ リ カ 、 カ ナ ダ 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、 ニ ュ ー 

ジ ー ラ ン ド な ど が 分 類 さ れ る 。 

③ 「社 会 主 義 的 福 祉 国 家 レジーム」 

「 社 会 主 義 的 福 祉 国 家 レ ジ ー ム 」 で は 、 普 

遍 主 義 と 平 等 と い う 原 理 の も と で 、 社 会 権 に 

基 づ い て 社 会 保 障 が 均 一 給 付 さ れ る 。 し た が 

っ て 、 脱 商 品 化 の 度 合 い は 高 く 、 社 会 階 層 の 

様 式 も 上 記 の よ う な 特 徴 か ら 導 か れ る 。 

こ の レ ジ ー ム は 非 常 に 幅 広 い た め 、 ア ン デ 

ル セ ン は 、 例 と し て あ げ た 国 は ど れ も ピ ュ ア 

ケ ー ス で は な い と 述 べ て い る 。 彼 は そ の 理 由 

と し て 、 ス カ ン デ ィ ナ ヴ ィ ア 諸 国 の 多 く は 自 

由 主 義 的 福 祉 国 家 の 要 素 も 併 せ 持 っ て い る と 

分 析 す る 。 ま た 、 イ ギ リ ス は 、 ベ ヴ ァ レ ッ ジ 

報 告 や 労 働 党 の 政 策 な ど 、 第 二 次 世 界 大 戦 直 

後 は 社 会 民 主 的 要 素 を 色 濃 く 反 映 し て い た 。 

こ の レ ジ ー ム の 特 徴 は 以 下 の 3 点 と 言 え る 。 

1 つ 目 に 、 完 全 な 普 遍 主 義 の 立 場 を 取 っ て 

い る 。 す べ て の 諸 階 層 は 単 一 の 普 遍 的 な 社 会 

保 険 シ ス テ ム に 組 み 込 ま れ て い る 。 し か し 、 

給 付 に 関 し て は 稼 得 に 応 じ て 決 定 さ れ る 。 

2 つ 目 に 、 高 度 の 脱 商 品 化 を 実 現 し て い る 。 

し た が っ て 福 祉 の 分 野 は 完 全 に 市 場 か ら 切 り 

離 さ れ て い る 。 国 民 は 年 金 か ら 介 護 サ ー ビ ス 

ま で す べ て を 国 家 の 給 付 に 依 存 し 、 そ の 費 用 

負 担 を 受 け 入 れ て い る 。 

3 つ 目 に 、 個 人 の 家 族 か ら の 独 立 が な さ れ 

て い る 。 し た が っ て 、 家 族 に よ る 介 護 の 費 用 

も 社 会 化 さ れ て い る 。 こ れ ら 3 点 が 社 会 民 主
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主 義 型 福 祉 国 家 の 特 徴 で あ り 、 ス カ ン デ ィ ナ 

ヴ ィ ア 諸 国 が 分 類 さ れ る 。 

表 2-2 福 祉 国 家 レジームの分 類 

根本原理 脱商品化の度合い 階級の様式 

保守主義的福祉国家 家族主義・国家主義 中 
伝統的階級・地位・ 

家族の維持 

自由主義的福祉国家 
普遍主義・市場主義 
機会の平等 

低 
個人の解放、機会均 

等、健全な競争 

社会主義的福祉国家 普遍主義・結果の平等 高 個人の解放、機会均等 

（出 所 ：Ande r se n [ 2 ] 邦 訳 より筆 者 が作 成 ） 

以 上 の よ う に 、 ア ン デ ル セ ン に よ る 社 会 福 

祉 国 家 レ ジ ー ム 論 を ま と め た 。 こ の よ う に 福 

祉 国 家 の 一 元 的 な 収 斂 仮 説 を 明 確 に 否 定 し 、 

福 祉 国 家 の 発 展 を 複 数 の 系 に 分 類 し た こ と に 

大 き な 意 義 が あ る と い え る 。 

一 方 で 、 類 型 の 基 準 そ の も の が 、 脱 商 品 化 

と い う 基 準 に よ る 福 祉 国 家 の 発 展 段 階 の 違 い 

で あ る と い う 収 斂 論 か ら の 批 判 が あ る こ と 、 

分 類 そ の も の の 妥 当 性 へ の 批 判 な ど が あ る 。 

例 え ば 、 社 会 主 義 的 福 祉 国 家 に お い て も 一 定 

の 市 場 原 理 が 導 入 さ れ 、 非 営 利 組 織 が サ ー ビ 

ス の 供 給 主 体 と な る な ど の 変 化 が 起 っ て い る 。 

こ の よ う に こ れ ら の レ ジ ー ム の 差 異 は 曖 昧 と 

な っ て き て い る 。 し た が っ て 、 現 在 の 福 祉 国 

家 論 に 関 す る 研 究 は 、 ア ン デ ル セ ン の 理 論 を 

ベ ー ス に し 、 さ ら に 多 く の 視 点 か ら 現 代 の 福 

祉 国 家 を 捉 え な お す 段 階 に 至 っ て い る と い え 

る 。
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第 ３章 世 界 の障 害 者 福 祉 の概 観 

第 ２ 章 に お い て 、 こ れ ま で の 福 祉 国 家 論 に 

つ い て 考 察 し た 。 ア ン デ ル セ ン の 3 類 型 は 完 

全 で は な い が 、 福 祉 国 家 の 歴 史 的 背 景 か ら 生 

じ る 多 元 性 を 考 慮 し 分 類 す る こ と に は 、 相 対 

化 す る こ と に よ っ て そ の 国 の 社 会 保 障 制 度 の 

特 徴 を 明 確 化 す る と い う 、 大 き な 意 義 を も っ 

た と 思 わ れ る 。 こ れ か ら ド イ ツ 、 ア メ リ カ を 

詳 細 に 検 討 す る う え で 、 こ の 枠 組 み を 利 用 す 

る こ と に よ っ て 、 そ の 特 徴 を 捉 え や す く な る 

で あ ろ う 。 ま た そ の こ と は 、 そ れ ら の 国 々 の 

影 響 を 受 け た 日 本 の 福 祉 国 家 の 特 徴 を と ら え 

る 上 で も 有 用 な 切 り 口 を 提 供 す る 。 

第 １節 ドイツ連 邦 共 和 国 の社 会 の変 遷 と 障 害 者 福 祉 

第 ２ 章 で 取 り 上 げ た よ う に 、 ド イ ツ は 保 守 

主 義 的 福 祉 国 家 （ コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム 型 福 祉 国 

家 ） の 典 型 と い え る 。 

(1 ) ドイツの社 会 の変 遷 と社 会 保 障 制 度 

１） ドイツ型 ｢福 祉 国 家 ｣形 成 過 程 

1883 年 、 ド イ ツ の 社 会 保 障 制 度 の 起 源 は 、 

ド イ ツ 帝 国 の 宰 相 ビ ス マ ル ク に よ る ｢ 医 療 保 

険 法 ｣ の 制 定 に 起 源 を 求 め ら れ る 。 次 い で 翌 

年 に 労 災 保 険 法 、 そ し て 1889 年 に 老 齢 ・ 廃 疾 

保 険 法 と 拡 充 さ れ る 。 当 初 、 そ の 目 的 は 国 家 

官 僚 に よ る 支 配 強 化 、 帝 国 体 制 の 維 持 す る こ 

と に あ っ た と い わ れ て い る 。 し か し 、 結 果 と 

し て 労 働 者 階 級 が 政 権 を 担 当 す る ま で の 能 力 

や 知 識 を 得 る 機 会 と な り 、 急 進 的 な 革 命 路 線
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で は な く 、 穏 健 な 体 制 内 改 革 へ と 向 か わ せ た 。 

こ の よ う に 、 社 会 保 険 制 度 は ｢ 構 造 改 変 機 

能 ｣ を 持 っ た と い わ れ て い る 。 ( 1 ) こ の よ う に 、 

地 域 ・ 職 域 別 の 保 険 組 合 が 、 労 使 の 代 表 に よ 

っ て 自 主 的 に 運 営 す る 仕 組 み が 現 在 の ｢ コ ー 

ポ ラ テ ィ ズ ム 国 家 ｣ の 原 型 と な る の で あ る 。 

以 上 の 社 会 保 険 制 度 は 2 度 の 大 戦 で 機 能 を 

中 断 す る も 、 1951 年 に そ の 機 能 を 取 り 戻 す 。 

1957 年 に ｢ 第 1 次 年 金 改 革 ｣ が 行 わ れ ｢ 期 間 

拡 充 方 式 ｣ い わ ゆ る ｢ 世 代 間 契 約 ｣ が 取 り 入 

れ ら れ た 。 こ の 改 革 に よ っ て 、 物 価 の 変 動 へ 

の 脆 弱 性 を 克 服 し た 。 ま た 、 19 50 年 に ｢ 連 邦 

社 会 扶 助 法 ｣ が 成 立 し 遺 族 や 戦 傷 者 へ の 公 的 

扶 助 が 行 わ れ 、 1961 年 の 改 正 で ｢ 生 存 保 障 ｣ 

ま で 水 準 が 引 き 上 げ ら れ た 。 足 立 に よ れ ば 、 

｢ 包 括 的 社 会 改 革 ｣ 議 論 の 高 ま り に よ る も の 

で あ り 、 ｢ ベ ヴ ァ レ ッ ジ 報 告 ｣ の 影 響 が 認 め 

ら れ る と 示 し て い る 。 ( 2 ) こ れ ら 改 正 を も っ て 、 

ド イ ツ 型 ｢ 福 祉 国 家 ｣ の 成 立 と 言 え る だ ろ う 。 

そ の 後 、 1966 年 末 に は ド イ ツ 社 会 民 主 党 政 

権 が 成 立 し 、 1970 年 に 社 会 権 に 関 わ る 法 律 の 

全 て を ｢ 社 会 法 典 ｣ に ま と め る こ と が 決 定 さ 

れ た 。 1976 年 以 降 、 順 次 ｢ 社 会 法 典 ｣ へ の 移 

行 が な さ れ 、 社 会 保 障 制 度 の よ り 一 層 の 拡 充 

が な さ れ た 。 

経 済 面 で は 1967 年 の ｢ 経 済 安 定 ・ 成 長 促 進 

法 ｣ に よ り 、 ｢ 中 期 財 政 計 画 ｣ の も と 、 ｢ 市 

場 の 枠 内 で 、 適 正 な 経 済 成 長 を 維 持 し つ つ 、 

物 価 水 準 の 安 定 、 高 い 雇 用 水 準 そ し て 、 対 外 

経 済 的 均 衡 ｣ を 掲 げ た 。 ま た 、 労 使 や 経 済 団
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体 、 政 府 な ど の ｢ 協 調 行 動 ｣ を よ り 強 い も の 

と し た 。 ( 3 ) 

表 3-1 社 会 保 障 費 給 付 総 額 の対 国 民 所 得 費 の給 付 総 額 

日本 ドイツ イギリス アメリカ 
1960 4.9% 18.5% 12.3% 
1965 6.0% 20.1% 14.1% 7.9% 
1970 5.8% 20.5% 15.9% 10.7% 
1975 9.5% 29.0% 19.3% 15.0% 
1980 12.4% 30.0% 22.4% 14.4% 
1981 13.1% 31.4% 24.7% 14.6% 
1982 13.7% 31.9% 25.6% 15.5% 
1983 13.9% 31.0% 25.2% 15.9% 
1984 13.8% 30.5% 23.7% 14.7% 
1985 13.7% 30.1% 23.6% 14.6% 
1986 14.2% 29.3% 23.7% 14.6% 
1987 14.4% 29.7% 22.7% 15.6% 
1988 14.1% 29.7% 21.5% 15.3% 
1989 13.9% 28.4% 20.9% 15.2% 
1990 13.5% 27.5% 22.0% 16.0% 
1991 13.5% 29.7% 25.0% 17.4% 
1992 14.5% 31.4% 26.8% 18.7% 
1993 15.3% 33.3% 27.2% 

注 ：｢ドイツ｣：1990 年 以 前 は｢西 ドイツ｣、それ以 降 ｢東 西 ドイツ｣ 

社 会 保 障 給 付 費 は ILO 基 準 による 

（出 所 ：富 永 ｢ 社 会 変 動 の中 の福 祉 国 家 ｣巻 末 資 料 より） 

（注 ：ただし、原 典 は国 立 社 会 保 障 ・人 口 問 題 研 究 所 資 料 による） 

こ の よ う な 状 況 下 で 、 ド イ ツ の 社 会 保 障 給 

付 総 額 は 表 ３ - １ の よ う に 、 ド イ ツ 社 会 民 主 

党 政 権 下 で 増 加 の 一 途 を た ど っ た 。 し か し 、 

1982 年 に 経 済 成 長 率 が マ イ ナ ス に 転 じ 、 国 家 

財 政 の 悪 化 の な か で 、 キ リ ス ト 教 民 主 同 盟 に 

政 権 は 戻 る 。 コ ー ル 首 相 の も と 、 財 政 支 出 の 

抑 制 が 図 ら れ 、 1982 年 以 降 の 社 会 保 障 給 付 額 

の 国 民 所 得 比 も 減 少 に 転 じ る 。 し か し な が ら 、 

他 国 と 比 較 す れ ば 相 対 的 に そ の パ ー セ ン テ ー 

ジ は 高 い 水 準 に あ る 。 90 年 代 以 降 の 増 加 は 、
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東 西 ド イ ツ 統 一 に よ る 増 加 で あ る 。 1990 年 と 

1991 年 に 57 億 西 ド イ ツ マ ル ク の 社 会 保 障 費 支 

援 が 行 わ れ た 。 

1998 年 に は ｢ 新 中 道 ｣ を 掲 げ た シ ュ レ ー ダ 

ー 政 権 が 誕 生 し 、 イ ギ リ ス 労 働 党 な ど と の 協 

調 路 線 を 打 ち 出 し て お り 、 社 会 保 障 の 拡 充 路 

線 を 示 し て い る 。 

以 上 の よ う に 社 会 保 障 制 度 と 政 治 経 済 の 動 

向 を ま と め た わ け で あ る が 、 オ イ ル シ ョ ッ ク 

以 降 、 政 権 政 党 と 社 会 保 障 制 度 と の 関 連 が 見 

出 さ れ る 。 ま た 、 総 じ て 社 会 保 障 費 が 高 い 水 

準 に あ る こ と も わ か る 。 こ れ ら が い か な る 枠 

組 み に よ っ て 国 民 に 提 供 さ れ て い る の で あ ろ 

う か 。 以 下 特 徴 を 考 察 す る 。 

２） ド イツ型 ｢福 祉 国 家 ｣の特 徴 

ド イ ツ 型 ｢ 福 祉 国 家 ｣ の 原 理 と し て 様 々 な 

原 理 が 挙 げ ら れ て い る が 、 4 点 に ま と め ら れ 

る と 考 え る 。 ① 、 ② は キ リ ス ト 教 的 社 会 倫 理 

規 範 ( 4 ) で あ り 、 現 在 の ｢ 福 祉 国 家 ｣ や 社 会 保 

障 制 度 の 枠 組 み に 大 き く 影 響 し て い る 。 一 方 、 

③ 、 ④ は ｢ 福 祉 国 家 ｣ の 構 造 上 の 特 徴 で あ る 

と 言 え る 。 

① 連 帯 性 原 理 

連 帯 性 原 理 と は 、 ｢ 集 合 的 集 団 の 成 員 は 互 

い に 保 障 し 合 う ｣ と い う 原 則 で あ る 。 こ れ ら 

は 、 社 会 扶 助 か ら 社 会 保 険 に 至 る ま で 広 く 制 

度 を 支 え て い る 。
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② 補 完 性 原 理 

補 完 性 原 理 は ｢ カ ト リ ッ ク 社 会 倫 理 ｣ に 基 

づ く も の で 、 1931 年 の 教 皇 の 回 勅 に 起 源 を 求 

め ら れ る 。 ｢ 人 間 は ま ず 自 分 自 身 に 責 任 を 負 

う べ き 存 在 ｣ で あ り 、 ｢ 社 会 の 援 助 は 個 人 の 

力 や 個 人 の 援 助 で 解 決 し え な い と き に 限 る べ 

き で あ る ｣ と い う 考 え で あ る 。 こ の 原 理 を 拡 

大 し 、 援 助 の 責 任 は ま ず 家 族 に あ り 、 次 い で 

民 間 施 設 、 自 治 体 、 国 家 と い う 優 先 順 位 付 け 

が な さ れ る 。 こ の 原 理 は 、 戦 後 の ボ ン 基 本 法 

に も 強 く 反 映 さ れ て い る 。 

③ 社 会 国 家 原 理 

こ の ｢ 社 会 国 家 原 理 ｣ を 説 明 す る に あ た っ 

て 、 ド イ ツ の 憲 法 に あ た る ボ ン 基 本 法 （ 以 下 

基 本 法 ） の 概 要 を ま と め る 。 

1949 年 に ド イ ツ 連 邦 共 和 国 成 立 と 同 時 に 制 

定 さ れ た 憲 法 は 、 「 民 主 的 か つ 社 会 的 な 連 邦 

国 家 」 と 規 定 し て い る （ 基 本 法 第 20 条 ）。 こ こ 

に ｢ 民 主 国 家 ｣ 、 ｢ 社 会 国 家 ｣ 、 ｢ 連 邦 国 

家 ｣ と い う ド イ ツ の 基 本 的 枠 組 み が 見 て 取 れ 

る 。 

ま ず 、 ｢ 民 主 国 家 ｣ で あ る が 、 第 2 次 世 

界 大 戦 の 経 験 か ら 、 冒 頭 の 第 1 条 に お い て 

「 人 間 の 尊 厳 は 不 可 侵 で あ る 。 こ れ を 尊 重 し 、 

か つ 、 こ れ を 保 護 す る こ と が 、 す べ て の 国 家 

権 力 に 義 務 づ け ら れ る 」 と し 、 ナ チ ス 体 制 を 

否 定 し た 。 ま た 、 先 に 挙 げ た 基 本 法 第 20 条 と 

と も に 、 こ の ２ つ の 基 本 原 則 は 、 改 正 手 続 き 

に よ っ て も 変 更 で き な い こ と を は っ き り と 明 

記 し た 。 （ 基 本 法 第 79 条 ）
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続 い て ｢ 社 会 国 家 ｣ で あ る が 、 野 田 に よ れ ば 、 

｢ 個 人 の 自 立 に 基 づ い た キ リ ス ト 教 的 相 互 扶 

助 に 基 づ い た 、 国 民 の 生 活 に 国 家 が 何 ら か の 

責 任 を も つ 国 家 ｣ と し て い る 。 ( 5 ) 大 西 は 、 

｢ 社 会 市 場 経 済 ｣ と ｢ 社 会 国 家 ｣ と も に そ の 

内 容 が 規 定 さ れ て お ら ず 、 国 民 や 政 府 、 議 会 

へ そ の 内 容 を 委 ね た と し た 上 で 、 実 質 的 に 

｢ 平 等 か つ 高 度 な 社 会 保 障 の 実 現 ｣ が そ の 内 

容 と さ れ て き た と 示 し て い る 。 ( 6 ) 

表 3-2 ドイツ連 邦 制 における立 法 権 と執 行 権 の分 担 

分担 名称 内容 

連邦政府 専属的立法権に基づくもの 

州政府 それ以外の全て 

執行権 

外交・国防・国籍・通貨 

基本法74条に記されてお 
り、連邦優先 
刑法・民法等 

学校制度・大学制度 州専属立法権 

競合的立法権 

専属的立法権 
連邦政府 

州政府 

立法権 

（出 所 ：大 阪 市 立 大 学 インターネット講 座 ２００３ 野 田 昌 吾 ｢現 在 

ドイツの政 治 ｣ 本 文 を参 照 し作 成 URL は本 節 の注 （ 5 ） を参 照 ） 

そ し て 、 ｢ 連 邦 国 家 ｣ で あ る が 、 こ の 背 景 

に は 戦 勝 国 で あ る ア メ リ カ ・ フ ラ ン ス と ド イ 

ツ と の 合 意 が 形 成 さ れ た と 考 え ら れ る 。 現 在
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は 16 州 に よ り 構 成 さ れ 、 独 自 の 憲 法 ・ 州 政 

府 ・ 議 会 を 有 し て い る 。 こ の 州 と 連 邦 政 府 の 

間 に お い て 、 立 法 権 と 執 行 権 が （ 表 3-2 ） の 

よ う に 分 担 さ れ て い る 。 学 校 制 度 や 大 学 制 度 

な ど 立 法 権 の 多 く の 部 分 が 州 に 委 ね ら れ 、 執 

行 権 は 一 部 の 例 外 を 除 い て 、 一 般 に 州 の 行 政 

機 関 に 委 ね ら れ て い る 。 

こ の よ う に ド イ ツ の 国 家 構 造 が 示 さ れ た わ 

け で あ る が 、 ｢ 社 会 国 家 原 理 ｣ と は 、 国 家 が 

何 ら か の 責 任 を 負 う こ と を 示 し た の み で 内 容 

が 規 定 さ れ な か っ た こ と で 、 実 質 的 に ｢ 福 祉 

国 家 ｣ の 枠 組 み に 関 す る 議 論 や 国 民 形 成 を 推 

進 し て き た と 考 え ら れ る わ け で あ る 。 

④ 多 元 主 義 原 則 

｢ 多 元 主 義 原 則 ｣ の 解 釈 に は い く つ か の レ 

ベ ル が 存 在 す る 。 

１ つ 目 に 、 社 会 保 険 等 の 運 営 が 労 使 代 表 者 

に よ り 広 く 民 主 的 に 運 営 す る こ と を 定 め る 原 

則 で あ る 。 

２ つ 目 に 、 社 会 保 障 全 般 へ 拡 張 す る 考 え 方 

で あ る 。 こ れ は ｢ 補 足 制 の 原 則 ｣ や 、 先 に 述 

べ た 執 行 権 の 連 邦 と 州 の 分 担 に よ る ｢ 自 治 の 

原 則 ｣ と も 大 き く 関 わ る 。 社 会 福 祉 政 策 に つ 

い て の 責 任 と 主 導 権 は 第 一 に 市 町 村 な い し 行 

政 区 に あ り 、 各 々 の 主 体 が 社 会 福 祉 計 画 を 策 

定 ･ 実 施 し て い る 。 ｢ 民 間 福 祉 団 体 が 地 方 自 

治 体 の 社 会 福 祉 政 策 の 枠 内 で 、 自 由 に 思 い 思 

い の 構 想 で 斬 新 で 先 駆 的 な サ ー ビ ス を 行 う こ
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と が で き る ｣ ( 7 ) 状 況 が 確 保 さ れ 、 地 域 ・ 職 

域 別 に 数 多 く の 保 険 団 体 が 組 織 さ れ て い る 。 

実 際 、 法 定 疾 病 保 険 の 管 理 団 体 で あ る 地 域 疾 

病 保 険 金 庫 は 1300 も の 数 が 存 在 し て い る 。 

( 8 ) こ の よ う に 、 サ ー ビ ス 提 供 主 体 の 多 様 性 を 

も っ て ｢ 多 元 主 義 ｣ と 解 す る わ け で あ る 。 

以 上 の ４ 点 を 基 調 と し 、 ド イ ツ 型 ｢ 福 祉 

国 家 ｣ 像 は 分 権 化 さ れ た 国 家 の 枠 組 み の 中 で 、 

公 共 ・ 民 間 部 門 に よ り 多 様 な サ ー ビ ス が 提 供 

さ れ て い る 。 民 間 部 門 の サ ー ビ ス 供 給 主 体 と 

し て は 、 宗 教 団 体 や 労 働 者 団 体 な ど に よ る 6 

団 体 （ 下 部 2000 団 体 が 存 在 ） に よ り 、 病 院 か 

ら 高 齢 者 ・ 障 害 者 施 設 、 児 童 福 祉 施 設 に 至 る 

ま で 60000 以 上 の 施 設 が あ る 。 ( 9 ) そ し て 、 こ れ 

ら 多 様 な サ ー ビ ス を 選 択 す る 上 で そ の 費 用 負 

担 が 社 会 保 険 や 社 会 扶 助 に よ っ て 賄 わ れ る 仕 

組 み と な っ て い る 。 ま た 、 保 守 主 義 的 福 祉 国 

家 の 典 型 と さ れ る こ と か ら わ か る よ う に 、 そ 

の 背 景 に は キ リ ス ト 教 的 倫 理 観 や 家 族 な ど の 

存 在 が 大 き い と 考 え ら れ る 。 

(2 ) ド イツにおける障 害 者 福 祉 ( 1 0 ) 

ド イ ツ 型 ｢ 福 祉 国 家 ｣ を 概 観 す る こ と に よ 

っ て 、 社 会 保 障 制 度 の 特 徴 を 示 し た 。 そ の 社 

会 保 障 制 度 の 中 で 、 障 害 者 は い か な る 位 置 を 

占 め て い る の で あ ろ う か 。 

１） 障 害 者 施 策 の展 開 

ド イ ツ の 障 害 者 施 策 の 起 源 は 1920 年 、 ワ イ 

マ ー ル 共 和 国 下 で の ｢ 障 害 者 の 雇 用 法 ｣ が そ
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の 起 源 と な る 。 し か し 、 第 1 次 世 界 大 戦 直 後 

で あ り 、 傷 痍 軍 人 や 労 働 災 害 者 な ど を 対 象 に 

し た 企 業 の ｢ 雇 用 義 務 ｣ と ｢ 割 当 雇 用 制 度 ｣ 

が 導 入 さ れ 、 そ れ 以 降 、 1 ％ か ら 10 ％ の 雇 用 

率 が 連 合 国 占 領 下 で も 適 用 さ れ た 。 

1953 年 ｢ 重 度 障 害 者 雇 用 法 ｣ 法 律 が 成 立 、 

1961 年 に は 改 正 さ れ 、 雇 用 率 は 一 律 6 ％ と な 

り 、 従 業 員 9 名 以 上 の 公 共 部 門 、 15 名 以 上 の 

民 間 部 門 が 対 象 と な っ た 。 

所 得 保 障 に 関 し て は 、 1950 年 制 定 さ れ た 

｢ 連 邦 社 会 扶 助 法 ｣ が 1961 年 に 改 正 さ れ 、 障 

害 者 も そ の 対 象 と な っ た 。 社 会 扶 助 法 は 最 低 

生 活 を 保 障 す る 一 方 で 、 特 に 低 所 得 者 の た め 

に 生 活 状 況 に 応 じ た 各 種 の 扶 助 を 定 め 、 ｢ 障 

害 者 の 社 会 編 入 扶 助 ｣ と ｢ 介 護 扶 助 ｣ を 設 け 

る 包 括 的 な 公 的 扶 助 制 度 と な っ た 。 

1974 年 、 ｢ 重 度 障 害 者 の 労 働 、 職 業 、 社 会 

へ の 編 入 を 保 障 す る 法 律 （ 重 度 障 害 者 法 ） ｣ 

と ｢ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 調 整 法 ｣ が 施 行 さ れ 、 

大 き な 画 期 を 迎 え る 。 ｢ 重 度 障 害 者 法 ｣ で は 、 

稼 得 能 力 と い う 観 点 か ら 障 害 者 が 定 義 さ れ 、 

労 働 に 従 事 で き な い 全 て の 障 害 者 に 対 象 が 広 

げ ら れ た 。 加 え て 、 重 度 障 害 者 の 未 雇 用 1 人 

に つ き 雇 用 調 整 賦 課 金 が 月 100 マ ル ク 課 せ ら 

れ る こ と と な る 。 ま た 、 5 人 以 上 の 障 害 者 を 

常 用 雇 用 す る 事 業 所 に お い て は 、 重 度 障 害 者 

代 表 委 員 を 選 出 す る こ と が 義 務 付 け ら れ た 。 

こ の 制 度 は 1986 年 の 改 正 で 、 経 営 協 議 会 や 職 

員 協 議 会 の 委 員 と 同 等 の 法 的 権 利 を 有 す る こ 

と と な り 、 ド イ ツ に 象 徴 的 な 制 度 で あ る 。



52 

｢ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 調 整 法 ｣ で は 、 そ れ 

ま で 疾 病 ・ 災 害 ・ 年 金 保 険 に よ り 分 離 さ れ て 

い た 職 業 ・ 医 学 的 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン が 統 合 

さ れ る こ と に な っ た 。 こ の 背 景 に は 、 1961 年 

以 降 、 国 連 や ヨ ー ロ ッ パ 経 済 共 同 体 、 ヨ ー ロ 

ッ パ 共 同 体 、 ILO な ど の 機 関 に よ り 条 約 や 勧 

告 が 制 定 さ れ た こ と ( 1 1 ) 、 ド イ ツ 社 会 民 主 党 政 

権 が ｢ 経 済 安 定 ・ 雇 用 促 進 法 ｣ に よ り ｢ 完 全 

雇 用 ｣ を 打 ち 出 し た こ と な ど が 考 え ら れ る 。 

以 上 の よ う に 、 基 本 的 な 障 害 者 制 度 が 整 え ら 

れ た わ け で あ る 。 

1994 年 の 基 本 法 （ 憲 法 ） 改 正 で 、 3 条 3 項 

に 「 何 人 も そ の 障 害 ゆ え に 不 利 益 を 受 け て は 

な ら な い 。」 と い う 1 文 が 追 加 さ れ た 。 こ れ に 

よ り 、 差 別 禁 止 - 機 会 の 均 等 - バ リ ア フ リ ー 

と い う 理 念 が 掲 げ ら れ た 。 し か し 、 ア メ リ カ 

に お け る 差 別 禁 止 法 の よ う な 救 済 制 度 は 整 え 

ら れ て い な い 。 

2000 年 に は ド イ ツ 民 主 党 政 権 下 で 「 重 度 障 

害 者 の 失 業 克 服 法 」 に よ り 重 度 障 害 者 法 の 改 

善 が 図 ら れ た 。 障 害 者 雇 用 率 は 5% に 暫 定 的 に 

引 き 下 げ ら れ 、 調 整 賦 課 金 が 20 0 マ ル ク か ら 、 

障 害 者 の 雇 用 状 況 に 応 じ て 350 マ ル ク と 500 

マ ル ク と な っ た 。 

ま た 、 従 来 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 給 付 調 整 

法 と 重 度 障 害 者 法 を 見 直 し て ｢ 社 会 法 典 第 9 

編 ｣ に 「 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 及 び 障 害 の あ る 

人 の 参 加 」 と し て 収 め ら れ た 。 こ の よ う に 、 

｢ 社 会 権 ｣ の 一 部 と し て 障 害 者 の 位 置 付 け が 

な さ れ て き て い る 。
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2002 年 に は 、 「 障 害 者 平 等 化 法 」 が 新 た に 

制 定 さ れ 、 社 会 生 活 の あ ら ゆ る 局 面 で の 障 害 

者 の 不 利 益 取 扱 の 禁 止 と 平 等 な 参 加 の 実 現 、 

そ の た め の バ リ ア フ リ ー の 義 務 づ け が 行 わ れ 

た 。 こ れ に よ り 、 経 済 領 域 に お け る バ リ ア フ 

リ ー に つ い て 、 事 業 者 団 体 と 障 害 者 団 体 が 交 

渉 し 合 意 す る 枠 組 み が 作 ら れ た 。 ( 1 2 ) 

２） 障 害 者 の概 念 

｢ 身 体 的 な 変 則 性 や 精 神 的 力 の 弱 さ や 精 神 

障 害 の た め に 社 会 に 編 入 さ れ る こ と が 非 常 に 

困 難 な 状 態 で 、 そ の 状 態 が 一 時 的 で は な く 6 

ヶ 月 以 上 に 及 ぶ も の ｣ ま た は ｢ そ の よ う な 状 

態 に 陥 る 恐 れ の あ る 場 合 に も 同 様 に 取 り 扱 わ 

れ る ｣ と さ れ て い る 。 

こ れ ら の 障 害 の 度 合 い を 10 段 階 で 表 し 、 30 

－ 50 を 軽 度 障 害 、 50 － 100 を 重 度 障 害 と し て 

い る 。 

３） 障 害 者 の状 況 

① 障 害 者 数 

重 度 障 害 者 の 総 数 は 2001 年 末 現 在 671 万 人 

で 、 国 民 の 8% を 占 め る 。 う ち 、 身 体 障 害 464 

万 人 、 知 的 障 害 25 万 人 等 と な っ て い る 。 ( 1 3 ) 

1993 年 の デ ー タ に よ れ ば 、 25 歳 以 下 が 3 .9 ％ 

で あ る の に 対 し 、 65 歳 以 上 が 49 .8 ％ を 占 め て 

い る 。 ( 1 4 ) 

② 一 般 雇 用 

2000 年 10 月 現 在 、 企 業 に 雇 用 さ れ て い る 重 

度 障 害 者 は 76 万 人 で 、 実 雇 用 率 は 3 .7% と な っ
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て い る 。 （ 91 年 は 97 万 人 が 雇 用 、 4 .4% ） ( 1 5 ) 

企 業 の 76 ％ は 雇 用 率 未 達 成 で あ り 、 37 ％ は 

障 害 者 を 1 人 も 雇 用 し て い な い 。 ( 1 6 ) （ 1994 

年 ） 調 整 賦 課 金 は 約 10 億 マ ル ク で 、 そ の 55% 

は 各 州 の 統 合 庁 が 重 度 障 害 者 の 雇 用 開 発 、 援 

助 付 き 雇 用 な ど の 費 用 に 用 い 、 残 る 45% は 調 

整 基 金 に 流 れ 、 地 域 を 超 え た 重 度 障 害 者 雇 用 

の 促 進 措 置 の た め に 連 邦 雇 用 庁 が 使 用 す る 。 

( 1 7 ) 

③ 保 護 雇 用 

保 護 雇 用 の 中 心 は シ ェ ル タ ー ド ・ ワ ー ク シ 

ョ ッ プ （ 障 害 者 作 業 所 ） で あ る 。 2000 年 時 点 

で は 、 665 ヶ 所 の 承 認 さ れ た 作 業 所 で 、 17 万 

3400 人 の 障 害 者 が 就 労 し て い る 。 

ワ ー ク シ ョ ッ プ は 3 つ の 部 門 に 分 類 さ れ る 。 

評 価 部 門 で は 、 3 ヶ 月 間 で 訓 練 や 作 業 の 適 正 

を 見 極 め る 。 職 業 訓 練 部 門 で は 、 最 高 2 年 間 

に わ た り 生 産 力 、 社 会 的 な ス キ ル に つ い て 訓 

練 を 提 供 す る 。 そ の 後 、 生 産 部 門 で は 作 業 の 

場 と 社 会 参 加 の 場 が 提 供 さ れ 、 社 会 ・ 職 業 リ 

ハ ビ リ テ ー シ ョ ン も 継 続 さ れ る 。 作 業 所 に か 

か る 経 費 に つ い て は 基 本 的 に 連 邦 雇 用 庁 及 び 

障 害 者 統 合 扶 助 に よ っ て 負 担 さ れ る 。 2001 年 

の 障 害 者 統 合 扶 助 は 98 億 ユ ー ロ で あ り 、 1994 

年 度 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 予 算 （ 高 齢 者 ・ 障 

害 者 ） は 540 億 マ ル ク で あ る 。 ( 1 8 ) 

1991 年 の デ ー タ に よ れ ば 、 平 均 賃 金 は 246 

マ ル ク で あ る 。 ( 1 9 ) 保 護 雇 用 下 の 障 害 者 に は 、 

障 害 年 金 や 生 活 扶 助 給 付 に よ っ て 補 填 が な さ 

れ て い る 。 1975 年 に 制 定 さ れ た 障 害 者 社 会 保
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険 法 で は 、 年 金 保 険 及 び 疾 病 保 険 へ の 加 入 義 

務 が 課 せ ら れ 、 一 般 の 労 働 者 の 平 均 報 酬 を 基 

準 と し た 障 害 年 金 額 を 受 け 取 れ る よ う に な っ 

た 。 ( 2 0 ) 現 在 、 稼 得 能 力 減 退 に よ っ て 年 金 を 受 

給 し て い る の は 約 200 万 人 で 、 お お よ そ 年 額 

2 万 3000 マ ル ク を 受 給 し て い る と 考 え ら れ る 。 

( 2 1 ) 保 護 雇 用 か ら 一 般 雇 用 へ の 移 行 率 は 約 1% で 

あ る 。 ( 2 2 ) 

④ 援 助 雇 用 

保 護 雇 用 か ら 一 般 雇 用 へ の 移 行 率 が 低 い た 

め 、 訓 練 を 受 け る 雇 用 率 に 加 算 す る 障 害 者 数 

の ダ ブ ル カ ウ ン ト ・ ト リ プ ル カ ウ ン ト を 認 め 、 

様 々 な 助 成 制 度 を 整 備 す る な ど 、 模 索 中 の 段 

階 で あ る と 言 え よ う 。 

４） 考 察 

ド イ ツ の 障 害 者 福 祉 制 度 は 、 一 般 企 業 に 就 

労 で き な け れ ば シ ェ ル タ ー ド ・ ワ ー ク シ ョ ッ 

プ が あ り 、 稼 得 能 力 が 減 退 す れ ば 年 金 が 支 給 

さ れ 、 そ れ が 不 足 す る 場 合 は 生 活 保 護 を 併 せ 

て 受 給 で き る と い う 多 段 階 の 社 会 保 障 制 度 が 

あ る 。 ( 2 3 ) ま た 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 予 算 

は 3 兆 4000 億 円 で 、 日 本 の お お よ そ 10 倍 と 推 

測 さ れ る 。 ( 2 4 ) 

市 場 に 対 し て 5% の 範 囲 を 超 し て 障 害 者 の 雇 

用 を 課 す こ と が で き な い と い う 指 摘 も あ る 。 

( 2 5 ) し か し 、 そ の 一 方 で 障 害 者 に 対 す る 保 障 や 

保 護 雇 用 を 行 い 、 比 較 的 高 い 水 準 で 障 害 者 へ 

の 社 会 保 障 給 付 を 行 っ て い る 。 ま た 、 民 間 団 

体 が 1 万 3000 も の 障 害 者 施 設 を 運 営 し 、 利 用
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者 35 万 人 も の サ ー ビ ス を 供 給 し て い る 。 そ れ 

以 外 に も 、 障 害 者 代 表 委 員 制 度 を 設 け 、 「 障 

害 者 平 等 化 法 」 に よ り 、 経 済 団 体 と 障 害 者 団 

体 の 協 議 を 制 度 化 す る な ど 、 当 事 者 参 加 に よ 

る 仕 組 み を 整 備 し て い る 。 

確 か に 、 市 場 に お け る 機 会 平 等 は 不 完 全 な 

状 況 で は あ る 。 そ の 一 方 で 、 障 害 者 へ の 一 定 

の 生 活 水 準 を 確 保 し 、 十 分 な リ ハ ビ リ テ ー シ 

ョ ン を 提 供 し て い る の が ド イ ツ の 障 害 者 福 祉 

制 度 で あ る と い え よ う 。 

ま た 、 ｢ 福 祉 国 家 ｣ の 形 成 過 程 と 同 様 に 、 

障 害 者 福 祉 制 度 も 政 治 や 経 済 の 動 向 を 踏 ま え 

て 整 備 さ れ て き た と い え る 。 ド イ ツ の 経 済 成 

長 率 は 戦 後 3 度 の マ イ ナ ス 成 長 を 記 録 し て い 

る 。 （ 1966 年 、 1975 年 、 1982 年 ） こ れ が 政 

治 に 及 ぼ し た 影 響 は 非 常 に 大 き か っ た と 言 え 

る 。 （ 1966 年 は 大 連 立 へ 、 1982 年 は 政 権 交 代 

へ ） そ の よ う な 状 況 下 で 、 大 き な 画 期 が ド イ 

ツ 社 会 民 主 党 政 権 期 と 重 な っ た こ と は 偶 然 で 

は な い 。 そ の よ う な 社 会 情 勢 や 経 済 情 勢 、 政 

治 情 勢 の 振 れ 幅 の 中 で 適 正 な 障 害 者 福 祉 の 水 

準 を 模 索 し て き た と い え よ う 。
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表 3-3 ドイツ政 権 交 代 と 主 要 政 策 
政権政党 社会事象等 経済政策 社会保障政策 障害者福祉政策 

1949年 CDU/CSU、FDP 
ボン基本法制定、 
ドイツ連邦共和国成立 

社会的市場経済 

1950年 連邦社会扶助法 

1951年 社会保険自治法 

1952年 
経営組織法 
（共同決定権） 

1953年 重度障害者法制定 

1955年 資本市場自由化 

1957年 競争制限禁止法成立 
年金法改正 
（期間拡充方式） 

1961年 
ベルリンの壁ができる 
（以降、労働力流入がな 
くなる） 

連邦扶助法改正 
（生存保障水準） 

1966年 CDS/CSU、SPD 保革大連立 

1967年 
経済安定・成長促進法 
（労使協調の制度化） 

1969年 SPD、FDP 政権交代 

年金法改正 
（受給対象者拡大） 

1973年 第一次石油危機 

1974年 独占委員会設置 
重度障害者法改正 
（全ての障害者を対象） 

リハビリテーション調整 

1976年 新共同決定法 

1979年 第二次石油危機 

1982年 CDS/CSU、SPD 政権交代 

1990年 ドイツ統一 

1994年 
基本法改正、 
障害者平等を規定 

1998年 SPD、緑の党 政権交代 

2000年 障害者の失業克服法 

重度障害者法、リハ調 
整法を社会法典へ 

2002年 障害者平等化法 

（出 所 ：野 田 昌 吾 ｢ 第 二 講 ドイツの憲 法 体 制 ｣、『現 代 ドイツの政 

治 』 

h t t p : / /k oho sv . a do . o s a k a- c u . a c . j p / vun i v 20 03/noda2003/noda 

2 003-2 . h tm l、大 阪 市 大 [ w9 ]及 び大 西 [27 ]を 参 考 にし、筆 者 が 

作 成 ）
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図 3-1 ドイツの実 質 GDP の推 移 

（単 位 ：前 年 比 ％） 

注 1：91 年 まで は「西 ドイツ」、92 年 以 降 は「東 西 ドイツ」 

2：72 年 までは GNP （出 所 ：OECD 資 料 ） 

図 3-2 ドイツの社 会 保 障 給 付 額 推 移 

（単 位 ：社 会 保 障 給 付 費 の国 民 所 得 比 %） 

注 1：1990 年 以 前 は｢西 ドイツ｣、それ以 降 ｢東 西 ドイツ｣ 

2：社 会 保 障 給 付 費 は ILO 基 準 による 

（出 所 ：富 永 ｢ 社 会 変 動 の中 の福 祉 国 家 ｣巻 末 資 料 より。ただし、 
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原 典 は国 立 社 会 保 障 ・人 口 問 題 研 究 所 資 料 による） 

第 ２節 アメリカ合 衆 国 の社 会 の変 遷 と障 害 者 福 祉 

ア メ リ カ は 自 由 主 義 的 福 祉 国 家 の 典 型 と し 

て 挙 げ ら れ る 。 こ の モ デ ル は 、 他 の モ デ ル と 

比 較 し て 、 福 祉 国 家 が 果 た す 役 割 は 小 さ い よ 

う に 思 わ れ る 。 し か し 、 渋 谷 に よ れ ば 、 ｢ ア 

メ リ カ 型 福 祉 国 家 は 、 福 祉 と い う 小 さ な 世 界 

に 存 在 す る の で は な く 、 市 場 経 済 ・ 民 主 主 義 

の 経 済 社 会 シ ス テ ム の 不 可 欠 な 構 成 要 素 と し 

て 、 全 社 会 的 に 大 き な 規 模 を 有 す る 存 在 で あ 

る ｣ と す る 。 ( 2 6 ) 果 た し て 、 ア メ リ カ 型 ｢ 福 祉 

国 家 ｣ 、 ｢ 障 害 者 福 祉 ｣ と は い か な る も の で 

あ ろ う か 。 

(1 ) アメリカの社 会 の変 遷 と 社 会 保 障 制 度 

１） アメリカ型 ｢福 祉 国 家 ｣ 形 成 過 程 

1929 年 の 株 式 市 場 暴 落 に 始 ま る 大 恐 慌 下 、 

1933 年 に F .D. ロ ー ズ ベ ル ト が 大 統 領 に 就 任 し 

た 。 ロ ー ズ ベ ル ト に よ り 1935 年 に 制 定 さ れ た 

社 会 保 障 法 は 、 世 界 で 最 初 の 体 系 的 社 会 保 障 

制 度 で あ っ た 。 こ の 法 律 は ニ ュ ー デ ィ ー ル 政 

策 の 一 環 だ と い え る 。 

社 会 保 障 法 は 、 社 会 保 険 （ 年 金 ・ 失 業 ） と 

公 的 扶 助 （ 要 扶 養 児 童 ・ 高 齢 者 ・ 視 覚 障 害 

者 ） と 社 会 福 祉 サ ー ビ ス （ 母 子 保 健 ・ 児 童 ） 

か ら 構 成 さ れ た 。 ま た 、 医 療 保 険 制 度 は 盛 り 

込 ま れ な か っ た 。 

こ こ で 特 徴 的 な の は 、 一 般 救 済 の た め の 公 

的 扶 助 制 度 は 引 き 続 き 州 政 府 ・ 地 方 政 府 に 委 

ね ら れ た こ と で あ る 。 そ の 費 用 は 州 ・ 地 方 政 

府 の 財 政 に よ っ て ま か な わ れ 、 連 邦 政 府 は 予
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算 を ほ と ん ど 割 か な か っ た 。 17 世 紀 の 地 方 政 

府 に よ る 貧 窮 法 以 来 、 公 的 扶 助 制 度 は 州 政 府 

や 地 方 政 府 が 担 っ て き た 。 社 会 保 障 法 に お い 

て も そ の 役 割 が 引 き 継 が れ 、 州 ・ 地 方 政 府 に 

残 さ れ た わ け で あ る 。 年 金 保 険 制 度 以 外 は 、 

連 邦 政 府 が ガ イ ド ラ イ ン を 示 し 一 定 額 の 補 助 

を す る に と ど ま り 、 実 質 的 運 営 が 州 に 委 ね ら 

れ た 。 

ま た 失 業 保 険 に 関 し て も 、 労 働 者 の 無 拠 出 

と い う 仕 組 み が 取 ら れ た 。 政 府 と 使 用 者 が 拠 

出 し 、 そ の 算 定 に は 経 験 料 率 制 度 が と ら れ た 。 

こ の 算 定 方 法 に よ り 、 失 業 者 を 出 さ な い 企 業 

が 優 遇 さ れ る こ と と な る 、 失 業 予 防 策 の 意 味 

合 い を 持 っ た 失 業 保 険 制 度 と な っ た 。 

こ の よ う に 、 体 系 的 社 会 保 障 制 度 を 整 え た 

と は い え 、 そ の 内 容 は 州 に よ っ て ま ち ま ち で 

あ っ た 。 ま た 、 大 恐 慌 下 で の 経 済 政 策 と し て 

の 側 面 を 強 く 持 っ て い た こ と は 言 う ま で も な 

い 。 実 際 、 第 2 次 世 界 大 戦 後 、 ア メ リ カ は 公 

的 扶 助 の 基 準 を 厳 格 化 し 、 引 き 締 め へ と 移 る 

の で あ る 。 

こ の 社 会 保 障 法 が ア メ リ カ ｢ 福 祉 国 家 ｣ の 

ベ ー ス と な る 。 こ れ 以 降 の 社 会 保 障 制 度 形 成 

過 程 は 、 政 治 情 勢 や 経 済 情 勢 と の 関 係 の 中 で 、 

福 祉 の 拡 充 と 削 減 の 繰 り 返 し と な る 。 そ の 経 

緯 の 中 で 、 徐 々 に 困 窮 者 を 社 会 保 障 制 度 の 対 

象 に 組 み 込 ん で い っ た と い え る 。 

1950 年 に は ｢ 社 会 保 障 法 ｣ が 改 正 さ れ 、 公 

的 扶 助 に ｢ 全 部 ・ 永 久 障 害 者 扶 助 ｣ が 加 え ら 

れ た 。
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1964 年 に は ｢ 貧 困 と の 戦 い ｣ を 掲 げ た ジ ョ 

ン ソ ン に よ り ｢ 経 済 機 会 法 ｣ が 成 立 し 、 職 業 

訓 練 に よ る 雇 用 対 策 、 再 教 育 事 業 、 貧 困 者 へ 

の ボ ラ ン テ ィ ア 支 援 、 地 域 活 動 事 業 と 呼 ば れ 

る 貧 困 者 の 地 域 活 動 参 加 な ど を 推 進 し た 。 し 

か し 、 法 律 名 か ら も 明 白 な よ う に 、 社 会 構 造 

自 体 に は 手 を つ け ず 、 そ の 基 調 に は 自 助 努 力 

促 進 が あ っ た 。 ま た 、 1965 年 に は ｢ 高 齢 者 医 

療 保 険 制 度 （ メ デ ィ ケ ア ） ｣ 及 び ｢ 医 療 扶 助 

制 度 （ メ デ ィ ケ イ ド ） ｣ が 加 え ら れ た 。 し か 

し 、 65 歳 以 上 の 高 齢 者 と 低 所 得 貧 困 者 と い う 

対 象 が ご く 限 ら れ た も の で あ っ た 。 

そ の 後 、 70 年 代 に 入 り 、 ド ル シ ョ ッ ク 、 オ 

イ ル シ ョ ッ ク に よ り ア メ リ カ の 長 期 不 況 が 始 

ま る 。 そ の よ う な 中 、 共 和 党 政 権 期 の 1972 年 

と 1973 年 に ｢ 社 会 保 障 法 ｣ が 改 正 さ れ た 。 

1972 年 に は ｢ 補 足 的 保 障 所 得 ｣ と し て 、 障 害 

者 扶 助 の 給 付 額 が 引 き 上 げ ら れ 、 1973 年 に は 

社 会 保 障 給 付 の 引 き 上 げ が 行 わ れ た 。 ま た 、 

1975 年 に は 、 ｢ 社 会 保 障 法 ｣ （ タ イ ト ル Ⅹ 

Ⅹ ） の 改 正 に よ り 、 所 得 保 障 （ 公 的 扶 助 、 社 

会 保 険 ） と 社 会 福 祉 サ ー ビ ス の 分 離 が な さ れ 

た 。 こ れ に よ り 、 社 会 福 祉 サ ー ビ ス 拡 充 の た 

め の 州 へ の 補 助 金 が 設 け ら れ 、 州 が 社 会 福 祉 

サ ー ビ ス を 計 画 的 に 実 施 す る こ と と な っ た 。 

社 会 保 障 給 付 総 額 の 増 大 、 財 政 赤 字 の 拡 大 

の 中 、 1981 年 、 レ ー ガ ン が 大 統 領 に 就 任 し 、 

新 保 守 主 義 的 改 革 が 始 ま る 。 こ れ 以 降 、 60 年 

代 か ら 70 年 代 の 社 会 保 障 拡 充 期 か ら 、 削 減 期 

へ 転 換 す る 。
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具 体 的 に は 、 受 給 要 件 や 所 得 調 査 が 厳 格 化 

さ れ 、 所 得 補 填 や 生 活 援 助 に 対 す る 、 ワ ー ク 

フ ェ ア ・ プ ロ グ ラ ム を 中 心 と し た 就 労 支 援 の 

優 先 が 明 確 化 さ れ た 。 ま た 、 連 邦 政 府 か ら 州 

へ の 補 助 金 を 、 そ れ ま で の 使 途 目 的 別 補 助 金 

か ら 一 括 補 助 金 に 変 更 し た 。 こ れ に よ り 、 社 

会 保 障 の 総 額 を 削 減 し 、 1984 年 か ら 1987 年 に 

か け て 、 増 加 の 一 途 を た ど っ て い た 国 民 所 得 

に 占 め る 社 会 保 障 費 の 割 合 が 、 一 時 的 に 減 少 

に 転 じ た 。 

そ の 後 、 ク リ ン ト ン に よ り 、 補 助 金 の 一 括 

補 助 金 に よ る 総 額 規 制 の 枠 が 外 さ れ た も の の 、 

医 療 保 険 改 革 は 実 現 を み な い ま ま で あ る 。 

以 上 の よ う な 経 緯 で ア メ リ カ 社 会 保 障 制 度 

が 形 成 さ れ て き た 。 

一 方 、 古 川 に よ れ ば 、 ア メ リ カ の 社 会 保 障 

制 度 の 特 質 と し て 、 ｢ 福 祉 資 本 主 義 ｣ の 存 在 

を 示 し て い る 。 ( 2 7 ) そ の 例 と し て 、 企 業 内 福 利 

の 充 実 、 個 人 資 産 家 に よ る 福 祉 事 業 な ど を 挙 

げ る 。 ま た 、 民 間 福 祉 団 体 の 活 動 も 見 逃 せ な 

い 。 

ア メ リ カ に お け る 企 業 内 福 利 が 果 た す 役 割 

が 大 き い の が 医 療 保 険 の 事 業 者 負 担 で あ る 。 

大 企 業 で は 保 険 料 の 約 8 割 が 負 担 さ れ 、 加 入 

率 も 約 ９ 割 と な る 。 一 方 で 中 小 企 業 の 事 業 者 

負 担 率 は 平 均 ５ 割 で 、 加 入 率 も ３ 割 程 度 と な 

る 。 ( 2 8 ) こ の よ う に 、 大 企 業 が 医 療 保 険 に 一 定 

の 役 割 を 果 た し て い る 。 

次 い で 、 民 間 福 祉 団 体 で あ る 。 こ れ ら は 、
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19 世 紀 を 通 じ て 貧 窮 活 動 の 主 体 と な っ た 。 フ 

ロ ン テ ィ ア が 消 滅 し 、 州 政 府 や 地 方 政 府 に よ 

る 救 貧 制 度 が で き た 後 は 、 家 族 や 個 人 の 生 活 

上 の 困 難 や 障 害 へ の 援 助 活 動 を 担 っ た 。 こ れ 

ら の 活 動 が ｢ ケ ー ス ワ ー ク ｣ や ｢ コ ミ ュ ニ テ 

ィ ・ オ ー ガ ニ ゼ ー シ ョ ン ｣ と 呼 ば れ る ｢ ソ ー 

シ ャ ル ワ ー ク ｣ の 手 法 へ と 発 展 し た 。 ｢ ケ ー 

ス ワ ー ク ｣ と は 、 心 理 学 や 精 神 分 析 学 の 影 響 

を 受 け て 発 展 し た も の で 、 社 会 福 祉 を 必 要 と 

し て い る 人 の か か え る 問 題 を 心 理 学 や 精 神 分 

析 学 の 知 識 を 中 心 に し て 把 握 し 、 カ ウ ン セ リ 

ン グ を 中 心 に 生 活 問 題 解 決 を 図 る 手 法 で あ る 。 

ま た 、 ｢ コ ミ ュ ニ テ ィ ・ オ ー ガ ニ ゼ ー シ ョ 

ン ｣ と は 、 地 域 住 民 自 ら が 地 域 の な か に あ る 

解 決 す べ き 課 題 、 ニ ー ズ を 発 見 し 、 そ れ ら の 

解 決 の 優 先 順 位 を つ け て 、 整 理 し 、 そ の 解 決 

に 関 す る 目 標 を 計 画 化 す る 。 ま た 、 実 際 行 動 

を 展 開 で き る よ う 住 民 を 組 織 す る 。 そ れ ら 一 

連 の 過 程 全 体 を さ す 。 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク は そ 

の 後 世 界 各 国 で の 社 会 福 祉 サ ー ビ ス に 大 き な 

影 響 を 与 え た と 言 え る 。 ( 2 9 ) 

こ れ ま で 見 て き た と お り 、 社 会 保 障 制 度 の 

拡 充 は 民 主 党 、 削 減 は 共 和 党 が 担 っ た わ け で 

あ る が 、 1970 年 代 に 限 っ て は 共 和 党 に よ る 拡 

大 路 線 が 取 ら れ て い る 。 そ の 要 因 と し て 挙 げ 

ら れ る の が ｢ 福 祉 権 運 動 ｣ で あ る 。 

こ の 活 動 は 、 1950 年 代 か ら 60 年 代 に か け て 

の ｢ 公 民 権 運 動 ｣ の 余 波 を か っ た も の で あ る 

と い え る 。 公 民 権 運 動 自 体 は 、 1964 年 の ｢ 公
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民 権 法 ｣ 、 1965 年 ｢ 投 票 権 法 ｣ に よ っ て 本 来 

の 目 的 の 一 応 の 達 成 を み る 。 し か し 、 公 民 権 

同 様 に 、 公 的 扶 助 、 と り わ け 要 扶 養 児 童 家 族 

扶 助 の 大 半 は 黒 人 が 受 給 者 と な っ て い た 。 公 

民 権 運 動 の 推 進 力 と な っ た 貧 困 層 の 黒 人 を 制 

度 改 革 運 動 へ と 転 化 し て い っ た わ け で あ る 。 

1967 年 に は ｢ 全 国 福 祉 権 組 織 ｣ を 結 成 し 、 全 

国 規 模 の 運 動 に な っ た 。 

公 的 扶 助 受 給 者 の み な ら ず 、 貧 困 者 の 社 会 

参 加 を 促 進 し た こ と は 、 大 き な 画 期 で あ っ た 。 

( 3 0 ) 

２） アメリカ型 福 祉 国 家 の特 徴 

ア メ リ カ 型 ｢ 福 祉 国 家 ｣ の 特 質 を 作 り 出 し 

て い る 要 素 と し て 、 古 川 は 以 下 の 4 点 を 挙 げ 

る 。 

① 移 民 社 会 

ア メ リ カ は 新 大 陸 に 人 為 的 に 形 成 さ れ た 社 

会 で あ る 。 し た が っ て 、 相 互 扶 助 的 な 団 体 や 

組 織 に 補 強 さ れ て い る も の の 、 そ の 基 調 は ゲ 

ゼ ル シ ャ フ ト （ 利 益 社 会 ） で あ る 。 し た が っ 

て 、 表 面 的 に は 多 様 性 を 許 容 す る が 、 実 質 的 

に は 異 質 性 を 排 除 す る 共 同 社 会 の 特 殊 性 を 持 

つ 。 

② 経 済 的 自 由 主 義 の 伝 統 

ア メ リ カ 資 本 主 義 は イ ギ リ ス 資 本 主 義 に 充 

足 す る 植 民 地 経 済 と し て 誕 生 し た 。 し か し 、 

19 世 紀 の 産 業 革 命 ・ 南 北 戦 争 に よ り 、 世 界 第 

一 の 経 済 力 を 獲 得 し た 歴 史 を 有 す る 。 市 場 の 

苛 烈 な 自 由 競 争 に よ る 富 の 蓄 積 や サ ク セ ス ス
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ト ー リ ー と 貧 困 や ス ラ ム な ど を 併 せ も つ 個 人 

主 義 を 基 調 と す る 資 本 主 義 で あ る 。 

③ 政 治 理 念 と シ ス テ ム 

人 為 的 な ア メ リ カ 社 会 は 原 理 的 ・ 基 本 的 に 

健 全 で 理 想 的 で あ る と い う 社 会 意 識 の も と 、 

そ の 社 会 シ ス テ ム を 全 世 界 に 向 け て 拡 張 す る 

こ と が ｢ 明 白 な 運 命 ｣ と し て 位 置 付 け ら れ て 

い る こ と 。 ま た 、 地 方 政 府 ・ 州 政 府 ・ 連 邦 政 

府 と い う 三 層 構 造 を 基 礎 と し て 、 保 守 と リ ベ 

ラ ル に よ る 対 立 構 造 を 有 し て い る 。 

④ 文 化 の 特 性 

共 同 社 会 や 政 治 、 経 済 の 特 徴 は 、 自 立 、 自 

助 、 自 己 責 任 を 重 視 し 、 自 発 性 を 強 調 す る 。 

そ の 中 で 、 人 権 、 自 由 、 自 立 な ど の 自 由 主 義 

的 ・ 個 人 主 義 的 な 価 値 を 重 視 し 、 人 種 、 民 族 、 

宗 教 、 生 活 習 慣 、 階 層 な ど に 関 わ っ て 社 会 的 

弱 者 を 差 別 、 排 除 し よ う と す る 傾 向 を も つ 。 

以 上 の よ う な 要 素 か ら も 、 競 争 、 生 産 性 、 

効 率 性 と い っ た 市 場 の 論 理 へ の 指 向 の 高 さ が 

導 き 出 さ れ る 。 こ れ ら の 要 素 は ア メ リ カ の 歴 

史 的 背 景 に 強 く 裏 付 け ら れ て い る と 言 え よ う 。 

ア メ リ カ 型 ｢ 福 祉 国 家 ｣ は 、 社 会 福 祉 政 策 に 

こ の よ う な 市 場 原 理 を 組 み 込 み ｢ で き る だ け 

市 場 経 済 の 機 能 を 損 な わ ず に 弱 者 救 済 を 行 お 

う と す る ｣ 福 祉 国 家 で あ る と い え る 。 ( 3 1 ) そ の 

よ う な ア メ リ カ 型 ｢ 福 祉 国 家 ｣ の 制 度 的 特 長 

は 、 以 下 の 3 点 に 集 約 で き る で あ ろ う 。 1 つ 

目 に 、 ウ ェ ル フ ェ ア か ら ワ ー ク フ ェ ア へ の 移 

行 で あ る 。 福 祉 サ ー ビ ス の 依 存 か ら 労 働 市 場
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へ の 所 得 獲 得 へ 移 す こ と が 主 眼 に 置 か れ て い 

る 。 ２ つ 目 に 、 公 共 部 門 か ら 民 間 部 門 へ の 移 

行 で あ る 。 社 会 保 障 の で き う る 限 り の サ ー ビ 

ス は 民 間 へ と 委 ね ら れ て い る 。 ３ つ 目 に 上 記 

の 仕 組 み に 対 し て イ ン セ ン テ ィ ブ を 働 か せ る 

こ と で あ る 。 自 立 自 助 や 自 己 責 任 を 促 進 す る 

制 度 設 計 が な さ れ て い る 。 ( 3 2 ) 

こ の よ う な 特 徴 を 踏 ま え て 、 障 害 者 福 祉 制 

度 の 検 討 へ と 移 り た い 。 

(2 ) アメリカにおける障 害 者 福 祉 

１） 障 害 者 施 策 の展 開 

ア メ リ カ の 障 害 者 施 策 は 他 の 国 と 同 様 に 、 

傷 痍 軍 人 の 職 業 復 帰 促 進 策 が そ の 起 源 と な っ 

て い る 。 最 も 古 い も の で は 、 第 1 次 世 界 大 戦 

後 の 1918 年 、 Sm i th- Se a r s 法 制 定 ま で 遡 る こ と が 

で き る 。 ( 3 3 ) 

そ の 後 、 1935 年 の ｢ 社 会 保 障 法 ｣ に よ り 、 

一 般 市 民 の 職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン が 初 め て 

規 定 さ れ た 。 ま た 、 視 覚 障 害 者 へ の 現 金 扶 助 

が 定 め ら れ た わ け で あ る 。 ま た 、 1950 年 の 改 

正 で ｢ 全 部 ・ 永 久 障 害 者 扶 助 ｣ が 設 け ら れ た 。 

1972 年 の ｢ 社 会 保 障 法 ｣ 改 正 で ｢ 補 足 的 所 

得 保 障 ｣ と し て 、 障 害 者 へ の 所 得 保 障 は 一 元 

化 さ れ 、 州 に よ っ て ま ち ま ち だ っ た 受 給 資 格 

の 認 定 も 統 一 さ れ た ( 3 4 ) 。 

ま た 、 こ の 間 に 1968 年 に ｢ 建 物 障 壁 除 去 

法 ｣ 、 1970 年 に ｢ 都 市 大 量 交 通 法 ｣ が 制 定 さ 

れ 、 連 邦 政 府 が 建 設 ・ 賃 貸 す る 建 物 や 連 邦 政 

府 の 補 助 金 を 受 け る 建 物 、 都 市 大 量 交 通 機 関
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へ の 身 体 障 害 者 へ の ア ク セ ス 権 が 確 立 さ れ た 。 

そ の 後 、 1973 年 に ｢ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 

法 ｣ が 制 定 さ れ る 。 こ れ は 、 公 民 権 運 動 の 影 

響 を 受 け た も の で あ り 、 障 害 者 に と っ て の 

｢ 公 民 権 法 ｣ と い う 位 置 付 け と な っ た 。 そ の 

内 容 は 、 

○ 連 邦 政 府 に お け る 差 別 禁 止 

○ 連 邦 政 府 から補 助 を受 けている事 業 の 差 別 禁 止 

○ 連 邦 政 府 機 関 との間 に年 間 25 00 ド ル以 上 の契 約 をする 

企 業 でのア ファーマティヴ・アクションの義 務 

と い う も の で あ っ た 。 こ の 法 律 で 委 員 の 過 半 

数 が 障 害 者 で 構 成 さ れ る ｢ 全 米 障 害 者 協 議 

会 ｣ が 設 置 さ れ 、 大 統 領 へ の 提 言 が 行 え る よ 

う に な っ た 。 

し か し 、 当 然 の こ と な が ら 、 一 般 企 業 の 大 

部 分 は 対 象 と な ら な か っ た 。 ま た 、 上 記 の 条 

項 違 反 へ の 救 済 規 定 も 盛 り 込 ま れ な か っ た 。 

こ の よ う な 問 題 点 を 補 う べ く 、 1978 年 に は 

改 正 さ れ 、 救 済 規 定 が も り こ ま れ た 。 ま た 、 

カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 バ ー ク レ ー 校 の 障 害 を も 

つ 学 生 が 地 域 で 自 立 し て 生 活 す る た め に 必 要 

な 支 援 を 求 め た こ と を 契 機 と し 組 ま れ た 支 援 

体 制 が ｢ 自 立 生 活 セ ン タ ー （ Cen te r  O f 

I ndependen t  L i v i n g  :  C IL ） ｣ と し て 70 年 代 に 米 国 

全 土 へ と 活 動 を 広 げ て い た 。 そ の 活 動 が 、 

｢ 自 立 生 活 の た め の 総 合 サ ー ビ ス に つ い て ｣ 

と い う 規 定 と し て 盛 り 込 ま れ た 。 

こ の よ う に 80 年 代 を 通 じ て 障 害 者 に よ る 運 

動 の 組 織 化 が 図 ら れ 、 そ の 影 響 に よ っ て 、 41 

州 政 府 に よ っ て そ れ ぞ れ に 障 害 者 差 別 禁 止 法
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が 制 定 さ れ る に い た っ た 。 

1990 年 、 ｢ 障 害 を も つ ア メ リ カ 人 法 （ The 

Ame r i can s  w i t h  D i s ab i l i t y  A c t  :  A DA ） ｣ が 制 定 さ れ 

る 。 こ れ に よ り 、 連 邦 政 府 に よ っ て 包 括 的 な 

障 害 者 差 別 禁 止 法 が 定 め ら れ る こ と と な る 。 

ADA に よ り 、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 法 の 雇 用 

差 別 の 違 法 性 を 民 間 部 門 に ま で 広 げ 、 ま た 、 

雇 用 主 に 対 し て 妥 当 な 環 境 整 備 の 義 務 が 課 さ 

れ る こ と と な っ た 。 

制 定 の 背 景 と し て 、 機 会 均 等 ・ 競 争 の 自 

由 ・ 自 立 と い う 理 念 が ア メ リ カ 社 会 と 合 致 し 

た こ と 。 判 例 法 主 義 を と る A DA に お い て 、 

1973 年 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 法 以 来 判 例 の 蓄 

積 が 行 わ れ 、 そ の 影 響 が 具 体 化 可 能 と な っ た 

こ と 。 ｢ 全 米 障 害 者 協 議 会 ｣ に よ り 、 1986 年 

に 大 統 領 へ の 答 申 書 が な さ れ た こ と 。 ま た 、 

1978 年 の リ ハ 法 改 正 に よ っ て 、 具 体 的 草 案 に 

も 障 害 者 自 身 が 参 加 で き る 仕 組 み が 存 在 し た 

こ と 。 障 害 者 団 体 の 団 結 と ブ ッ シ ュ 大 統 領 を 

含 め た 超 党 派 の 議 員 の 支 持 を 得 ら れ た こ と ( 3 5 ) 

が 挙 げ ら れ る 。 

２） 障 害 者 の概 念 

ADA に よ る 定 義 を 採 用 す れ ば 、 

｢ 個 人 の 主 た る 生 活 活 動 の 一 つ 以 上 を 著 し く 

制 限 す る 身 体 的 ・ 精 神 的 障 害 を も つ 者 ｣ 

｢ こ の よ う な 障 害 の 経 歴 を も つ 者 ｣ 

｢ こ の よ う な 障 害 を も つ と み な さ れ る 者 ｣ 

と い う 非 常 に 広 い 定 義 が な さ れ て い る 。 一 方 、 

公 的 扶 助 の 受 給 条 件 と し て の 定 義 は 厳 格 化 し 、
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｢ 致 死 的 な あ る い は 12 ヶ 月 以 上 持 続 す る 肉 体 

的 ・ 心 的 損 害 に よ っ て 実 質 的 な 収 益 活 動 に 従 

事 す る こ と が 不 可 能 で あ る よ う な 個 人 ｣ 

と 定 義 さ れ て い る 。 

３） 障 害 者 の状 況 

① 障 害 者 数 

ADA の 調 査 報 告 （ 19 91 年 ） で は 、 障 害 者 数 

は 4890 万 人 （ 約 19% ） と な っ て い る 。 障 害 の 

定 義 や 調 査 方 法 に よ り 、 障 害 者 数 の 推 定 値 は 

350 万 人 か ら 4 ,900 万 人 に わ た る と 言 わ れ て い 

る 。 ( 3 6 ) 

② 一 般 雇 用 

上 記 の ADA 調 査 報 告 に よ れ ば 、 4890 万 人 の 

う ち 就 業 者 は 1430 万 人 （ 28 .9 % ） と さ れ て い る 。 

ま た 、 部 分 調 査 で は あ る が 、 就 業 年 齢 の 障 害 

者 調 査 で は 、 1465 万 人 の 労 働 障 害 の う ち 425 

万 484 人 （ 29 .0% ） が 就 業 し て お り 、 1040 万 人 

（ 71 .0% ） が 就 業 し て い な い と い う 統 計 も あ る 。 

( 3 7 ) ま た 、 そ の う ち 一 般 雇 用 さ れ て い る 人 数 は 

不 明 で あ る 。 ソ ー ン ト ン ら に よ れ ば 、 障 害 者 

数 の 情 報 を 定 期 的 に 収 集 す る 全 国 調 査 は な く 、 

合 意 さ れ た 統 一 定 義 は な い 。 ( 3 8 ) 

② シェルタード・ワークショップ （ 保 護 雇 用 ） ( 3 9 ) 

シ ェ ル タ ー ド ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ は 、 ｢ 公 共 

団 体 や 非 営 利 団 体 が 、 障 害 者 に 対 し て 最 低 賃 

金 以 下 の 賃 金 で 雇 用 を 行 う も の ｣ で あ る 。 ま 

た 、 そ の 認 可 基 準 は 、 直 接 的 生 産 の た め の 総 

労 働 時 間 の 75 ％ 以 上 が 障 害 者 に よ っ て 行 わ れ
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て い る こ と で あ る 。 

賃 金 は 、 地 域 内 の 典 型 的 労 働 者 の も の を 基 

準 と し て 障 害 者 の 生 産 性 に 基 づ い て 算 定 さ れ 

て い る 。 推 定 で は 、 7 千 人 の 雇 用 主 が 承 認 を 

も ら っ て お り 、 こ の 制 度 の 中 で 20 万 人 が 就 労 

し て い る 。 

連 邦 政 府 は 、 シ ェ ル タ ー ド ・ ワ ー ク シ ョ ッ 

プ に 対 し て 、 製 品 買 い 上 げ 、 資 金 ロ ー ン の 提 

供 と い っ た 間 接 的 な 支 援 を し て い る 。 1991 年 

の 連 邦 政 府 に よ る 製 品 や サ ー ビ ス 購 入 額 は 、 

総 額 で 4 億 3155 万 ド ル で あ っ た 。 

③ 援 助 付 き 雇 用 

80 年 代 以 降 、 保 護 雇 用 へ の 連 邦 支 出 へ の 批 

判 が 強 ま り 、 1986 年 に ｢ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 

法 ｣ の 改 正 に よ り 、 援 助 付 き 雇 用 制 度 が 創 設 

さ れ た 。 

1990 年 に は 約 7 万 人 が 、 1994 年 に は 11 万 人 

が 援 助 付 き 雇 用 を 利 用 し て い る 。 援 助 付 き 雇 

用 の 費 用 と し て 州 が 約 3500 万 ド ル 、 連 邦 政 府 

が 3650 万 ド ル の 支 出 を し て い る 。 ま た 、 シ ェ 

ル タ ー ド ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ か ら 援 助 付 き 雇 用 

へ の 転 換 に 対 し て も 連 邦 財 源 の 中 か ら 900 万 

ド ル が 支 出 さ れ て い る 。 

1991 年 の 時 給 の 平 均 は 4 .4 5 ド ル 、 週 給 の 平 

均 は 111 .44 ド ル で あ っ た 。 重 度 障 害 者 の 占 め 

る 割 合 は 12 .2 ％ で あ る 。 

④ 企 業 と 政 府 と の プ ロ ジ ェ ク ト (PWI ) 

PWI は 企 業 と リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 施 設 、 州
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（ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン サ ー ビ ス 機 関 ） の 連 携 

に よ り 、 障 害 者 を 一 般 雇 用 に 移 行 す る プ ロ ジ 

ェ ク ト で あ る 。 上 記 三 者 に よ っ て 、 評 価 ・ カ 

ウ ン セ リ ン グ ・ 訓 練 ・ 職 場 開 発 ・ 職 業 紹 介 ・ 

助 成 金 交 付 の 役 割 分 担 が な さ れ 、 サ ー ビ ス を 

提 供 し て い る 。 

1991 年 に は 、 1 万 3000 人 以 上 の 障 害 者 が 競 

争 的 雇 用 に 入 り 、 推 定 収 入 週 平 均 205 ド ル を 

得 て い る 。 

以 上 の よ う に そ れ ぞ れ の 施 策 を 見 て き た が 、 

全 体 と し て は 、 連 邦 政 府 は 障 害 者 へ 117 の プ 

ロ グ ラ ム を 実 施 し て お り 、 所 得 保 障 も 含 め た 

1995 年 の 推 定 コ ス ト は 1850 億 ド ル で あ る 。 

４） 考 察 

ア メ リ カ で は 連 邦 政 府 や 州 政 府 に よ っ て 多 

く の 職 業 訓 練 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ て い る 。 ま 

た 、 多 く の 予 算 が 割 か れ て い る の も 事 実 で あ 

る 。 し か し 、 月 300 ド ル ～ 500 ド ル の 所 得 を 

得 る こ と で 、 こ れ ら の 対 象 か ら 外 れ て し ま う 

こ と は 忘 れ て は な ら な い 。 ま た 、 1997 年 時 点 

で は 670 万 人 障 害 者 が 所 得 給 付 を 受 け て い る 。 

( 4 0 ) 矢 嶋 に よ れ ば 、 2000 年 時 点 で 年 収 1 万 5000 

ド ル 以 下 の 障 害 者 世 帯 は 29% （ 非 障 害 者 世 帯 

10% ） で あ り ( 4 1 ) 、 厳 し い 状 況 が 窺 わ れ る 。 

ア メ リ カ の 障 害 者 福 祉 に 関 わ る 制 度 を 考 察 

す る に あ た っ て 実 感 し た こ と は 、 多 岐 に わ た 

る 社 会 保 障 制 度 全 般 を 理 解 し な け れ ば な ら な 

い と い う こ と で あ る 。 そ の 理 由 と し て 、 全 て
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に お い て 所 得 基 準 が 設 け ら れ 、 一 般 の 社 会 保 

障 制 度 の 一 環 と し て 施 策 が 展 開 さ れ て い る か 

ら で あ ろ う 。 そ の よ う な こ と か ら 、 様 々 な サ 

ー ビ ス が 提 供 さ れ て は い る も の の 、 一 定 所 得 

を 得 る こ と に よ っ て 連 邦 や 州 の 支 援 は 非 常 に 

手 薄 に な る の で あ る 。 障 害 で は な く 、 所 得 に 

よ っ て 受 け ら れ る サ ー ビ ス が 決 ま い て 、 社 会 

保 障 制 度 と 一 体 を な し た 制 度 設 計 と い え る 。 

以 上 、 考 察 し て き た こ と で も わ か る と お り 、 

政 治 情 勢 の 中 で 制 度 の 拡 充 や 削 減 が な さ れ 、 

現 在 の 就 労 支 援 中 心 の 方 向 へ と そ の 形 を 見 出 

し て い る と い え る 。 

ま た 、 ADA は 公 民 権 運 動 の 流 れ を 汲 み な が 

ら 、 社 会 運 動 と し て 障 害 者 が 獲 得 し て き た も 

の で あ る 。 そ こ に は 、 ｢ 全 米 障 害 者 協 議 会 ｣ 

や ｢ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ・ サ ー ビ ス 庁 ｣ な ど 

に 障 害 者 が 政 治 任 用 さ れ て い る と い う 、 ア メ 

リ カ な ら で は の 背 景 が あ る 。 こ の よ う に 、 当 

事 者 達 が 枠 組 み 作 り に 参 画 し て い る こ と も 忘 

れ て は な ら な い 。 

渋 谷 は フ リ ー ド マ ン や ハ イ エ ク の 議 論 を 援 

用 し な が ら 、 以 下 の よ う に 述 べ る 。 ( 4 2 ) 

人 間 社 会 の 幸 福 に と っ て 最 も 重 要 な の は 、 

富 の 獲 得 へ 向 か う ｢ 前 進 の 過 程 ｣ で あ る 。 そ 

の 過 程 へ と 加 わ る こ と で 、 社 会 レ ベ ル で の 経 

済 成 長 や 経 済 発 展 に よ っ て 、 社 会 の 生 活 水 準 

の 上 昇 が 享 受 で き る わ け で あ る 。 例 え ば 、 ア 

メ リ カ の 個 人 株 式 所 有 率 は 75% を 超 え て い て 、 

（ 金 融 商 品 に よ る 間 接 所 有 も 含 む ） こ の よ う



73 

な ア メ リ カ 資 本 主 義 の 仕 組 み に よ っ て 、 再 分 

配 さ れ て い く の で あ る 。 

こ の よ う な こ と を 考 慮 に 入 れ れ ば 、 ア メ リ 

カ の 障 害 者 福 祉 と は 、 障 害 者 が 機 会 均 等 を 保 

障 さ れ 、 そ の 過 程 の ス タ ー ト ラ イ ン を 保 証 す 

る も の で あ る と 言 え る だ ろ う 。 

(1) 足立｢社会保障制度の歴史的発展｣、古瀬[7]所収 18 ページ 
(2) 足立 21 ページ 
(3) 前出井上論文、大西[27]所収 24～25 ページ 
(4) ミュラー．J｢社会保障の原理｣（晴見静子訳）、大西[28]所収 

邦訳 30～32 ページ 
(5) 野田昌吾｢第二講 ドイツの憲法体制｣ 
http://kohosv.ado.osakacu.ac.jp/vuniv2003/noda2003/noda20032.html、 

『現代ドイツの政治』、大阪市大[w9] 
(6) 大西｢社会政策と社会保障｣、大西[27] 164 ページ 

(7) 大西[27] 169 ページ 
(8) 晴見｢高齢者・障害者福祉サービス｣、古瀬[７]所収 234 ページ 
(9) ライエンバッハ．V＆ヘルパー．R ｢民間福祉団体｣（武井昭訳）、邦訳 

大西[28]所収 182 ページ 
(10) これ以降マルクによる表記が使われるが、1 マルクの年央値は 
1987 年：81 円、1988 年：74 円、1989 年：74 円、1990 年：92 円、 
1991 年：77 円、1992 年：83 円、1993 年：64 円、1994 年：63 円、 
1995 年：62 円、1996 年：73 円、1997 年 66 円で推移した。 

(11) 松林和夫｢ドイツの障害者政策｣、竹前[38]所収 123 ページ 
(12) 厚生労働省[ｗ4] 田中耕太郎「ドイツにおける障害者施策の展開と介護 

保険」、厚生労働省・障害者（児）の地域生活支援の在り方に関する検討会 

提出資料 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/08/s08262d.html 
(13) 厚労省[ｗ4] 田中提出資料 
(14) 晴見論文 249 ページ 
(15) 田中資料 
(16) ソーントン．P＆ラント．N｢１８カ国における障害者雇用政策｣ヨーク 

大学社会政策研究所、1997 年（松井亮輔訳）、障害福祉保健研究情報システ 

ム[ｗ12]収蔵 
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/z00011/z0001101.htm# 

contents 
(17) 田中提出資料 
(18) 晴見論文 252 ページ 
(19) ソートン＆ラント
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(20) 晴見静子｢職業リハビリテーション 西ドイツ｣、『リハビリテーション 

研究』（財）日本障害者リハビリテーション協会発行、1985 年７月（第 49 
号）27 頁～37 頁、障害福祉保健研究情報システム[ｗ12]収蔵 
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/rehab/r049/r049_027.htm 
(21) 下和田功｢年金制度｣、古瀬[７]所収 128 ページ 
(22) ソートン＆ラント 
(23) 瀧澤｢障害者の生活保障と就労支援｣、布川[６]所収 222 ページ 

(24) 晴見、注（18）と丸山｢日本の障害者政策と課題｣、竹前[38]所収 52 ペ 

ージから試算 ドイツは 1994 年度、日本は 2001 年度であるため、単純比 

較はできない。 
(25) 松林論文 144 ページ 
(26) 渋谷[34] 259 ページ 
(27) 古川孝順｢社会保障の歴史的形成｣、藤田[４]所収 72 ページ 
(28) 藤田伍一｢社会保養改革の動向｣、藤田[４]所収 292 ページ 
(29) 古川論文 63 ページ 
(30) 古川論文 78 ページ 
(31) 木下武徳｢アメリカ社会福祉政策のプライヴァタイゼーション｣、 

渋谷[34]所収 187 ページ 
(32) 木下論文 187 ページ 
(33) ソートン＆ラント 
(34) 後藤玲子｢公的扶助｣、藤田[４]所収 153 ページ 
(35) 久保耕造・佐藤久夫｢障害者サービス｣、藤田[４]所収 236 ページ 
(36) ソートン＆ラント 
(37) ソートン＆ラント 

アメリカ国勢調査局「家族の中に、仕事の量や種類を制約するような健康上の 

問題又は障害を持つ人がいるか」という質問が障害者の定義となっている。 
(38) ソートン＆ラント 
(39) 以下、就業形態の分類およびその定義はソートン＆ラントに従う。 
(40) 後藤論文 154 ページ 
(41) 矢嶋里絵｢アメリカの障害者政策｣、竹前[38]所収 90 ページ 
(42) 渋谷｢アメリカ型福祉国家の分析視角｣、渋谷[34]所収 

筆者が渋谷論文の内容をまとめる
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第 ４章 日 本 の障 害 者 福 祉 の概 観 

第 １節 日 本 の社 会 の変 遷 と社 会 保 障 制 度 

日 本 の 社 会 保 障 制 度 は 国 家 主 導 （ 官 僚 主 

導 ） の も と で 、 そ の 時 々 の 状 況 に 応 じ て 海 外 

か ら 輸 入 し 、 形 成 さ れ て き た 。 し た が っ て 、 

以 下 で は 社 会 情 勢 及 び 、 政 治 と の 関 わ り 中 で 

の 社 会 保 障 制 度 形 成 の 過 程 を ３ 段 階 に わ け て 

考 察 す る 。 

１ ) 社 会 保 障 制 度 形 成 期 

日 本 の 社 会 保 障 制 度 の 起 源 は 1868 年 （ 明 治 

元 年 ） に 創 設 さ れ た 恩 給 制 度 ま で 遡 る こ と が 

で き る 。 こ れ が 公 務 員 共 済 の 健 康 保 険 制 度 及 

び 年 金 保 険 制 度 に 拡 充 さ れ る 。 次 い で 、 第 1 

次 大 戦 後 の 工 業 化 の 流 れ の 中 で 、 1922 年 に 健 

康 保 険 法 が 制 定 さ れ 、 民 間 企 業 の 被 雇 用 者 の 

健 康 確 保 が 図 ら れ た 。 日 中 戦 争 開 始 直 後 の 

1938 年 、 国 民 健 康 保 険 が 創 設 さ れ 、 徴 兵 制 度 

の 対 象 と な る 農 村 の 青 年 が 対 象 に 広 げ ら れ た 。 

太 平 洋 戦 争 末 期 の 1942 年 に は 、 厚 生 年 金 制 度 

が 作 ら れ 、 44 年 に は 事 務 職 と 女 性 に も 適 用 さ 

れ る よ う に な っ た 。 こ れ は 、 戦 意 の 昂 揚 の た 

め で あ っ た と 考 え ら れ る 。 以 上 の よ う に 、 福 

祉 国 家 に 至 る 基 本 的 枠 組 み は 、 終 戦 以 前 に 形 

成 さ れ て い た と 考 え ら れ る 。 

終 戦 翌 年 の 1946 年 、 日 本 国 憲 法 が 公 布 さ れ 、 

第 ２ ５ 条 〔 生 存 権 〕 

１ す べ て 国 民 は 、 健 康 で 文 化 的 な 最 低 限 

度 の 生 活 を 営 む 権 利 を 有 す る 。
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２ 国 は す べ て の 生 活 部 面 に つ い て 、 社 会 

福 祉 、 社 会 保 障 及 び 公 衆 衛 生 の 向 上 及 び 

増 進 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

と い う 条 文 が 盛 り 込 ま れ る こ と と な る 。 こ の 

条 文 を ｢ 社 会 権 ｣ と し て 解 釈 す れ ば 、 こ れ を 

も っ て 、 理 念 の 上 で は 日 本 の ｢ 福 祉 国 家 ｣ が 

成 立 し た と 考 え ら れ る 。 し か し 、 実 質 的 な 

｢ 福 祉 国 家 ｣ の 成 立 は 後 の こ と と な る 。 

終 戦 直 後 の 厚 生 省 は 公 的 扶 助 に 基 づ く 生 活 

保 護 法 の 整 備 に 注 力 を し 、 1950 年 に 生 活 保 護 

法 を 成 立 さ せ る 。 こ の 背 景 に は 、 GHQ に よ る 

包 括 的 生 活 保 護 法 制 定 の 圧 力 が あ っ た 。 

そ の 後 、 生 活 保 護 法 の 制 定 と 前 後 し て 失 業 

保 険 法 （ 1947 年 ）、 児 童 福 祉 法 （ 1947 年 ）、 身 体 

障 害 者 福 祉 法 （ 1949 年 ）、 社 会 福 祉 事 業 法 

（ 1951 年 ）、 精 神 薄 弱 者 保 護 法 （ 1960 年 ）、 老 人 

福 祉 法 （ 1963 年 ）、 母 子 福 祉 法 （ 1964 年 ） が 制 

定 さ れ た 。 大 沢 の 指 摘 に よ れ ば 、 生 活 保 護 法 

に 対 し 、 こ れ ら の 法 律 が 先 立 っ て 適 用 さ れ る 

た め 、 実 質 的 な 生 活 保 護 法 の 守 備 範 囲 は 非 常 

に 限 定 さ れ た も の と な っ た 。 ( 1 ) 以 上 の よ う な 

経 緯 で 示 さ れ る よ う に 、 社 会 保 障 費 の 給 付 を 

圧 縮 し 、 経 済 政 策 優 先 の も と 経 済 成 長 を 促 す 

こ と に そ の 主 眼 が 置 か れ て い た 。 

日 本 社 会 が 体 系 的 社 会 保 障 を 導 入 す る の は 

1961 年 、 国 民 皆 保 険 ・ 国 民 皆 年 金 の 実 現 ま で 

待 た ね ば な ら な い 。 先 に 紹 介 し た 社 会 保 障 審 

議 会 の 勧 告 や 高 度 経 済 成 長 に よ る 国 家 財 政 の 

余 裕 に よ り 、 1959 年 に 新 国 民 保 険 法 と 国 民 年
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金 法 が 成 立 し 、 1961 年 に そ の 全 国 普 及 が 達 成 

さ れ る 。 こ れ を も っ て 、 実 質 的 な 日 本 の ｢ 福 

祉 国 家 ｣ が 成 立 し た と 考 え ら れ る 。 

２ ) 社 会 保 障 制 度 発 展 期 

そ の 後 、 経 済 成 長 を 続 け る 日 本 社 会 は 、 さ 

ら な る 社 会 保 障 の 充 実 の 実 現 を み る 。 自 民 党 

政 府 が 1973 年 を ｢ 福 祉 元 年 ｣ と 銘 打 っ て 、 社 

会 保 障 給 付 の 給 付 水 準 引 き 上 げ を 行 っ た 。 そ 

の 内 容 は 、 老 人 医 療 の 無 料 化 、 健 康 保 険 の 給 

付 率 引 き 上 げ 、 厚 生 年 金 給 付 額 の 給 付 引 き 上 

げ 、 生 活 保 護 の 扶 助 基 準 引 き 上 げ （ 1973 年 ） 

と 、 そ れ と 前 後 し て 、 雇 用 安 定 ・ 雇 用 改 善 ・ 

能 力 開 発 ・ 雇 用 福 祉 の 四 事 業 （ 1974 年 ）、 児 童 

手 当 制 度 （ 1972 年 ） が 整 備 さ れ た 。 こ れ に よ 

り 、 社 会 保 障 制 度 は 1970 年 か ら 1975 年 の 間 に 

1 .7 倍 に 増 加 し た 。 （ 対 G DP 比 5 .8% → 9 .5% ） 

こ の 背 景 に は 、 1955 年 以 来 18 年 に わ た る GNP 

の 二 桁 成 長 に よ る 財 政 収 入 の 増 加 が あ っ た こ 

と は 言 う ま で も な い 。 ま た 、 19 67 年 以 降 、 

｢ 革 新 自 治 体 ｣ が 登 場 し 、 老 人 医 療 費 の 無 料 

な ど の 政 策 を 実 行 す る 中 で 、 社 会 党 や 共 産 党 

が 議 席 数 を 伸 ば す と い う 、 保 革 伯 仲 の 政 治 情 

勢 が あ っ た と 言 え る 。 ( 2 ) 

３) 社 会 保 障 制 度 改 革 期 

1973 年 10 月 の 第 1 次 オ イ ル シ ョ ッ ク 後 も 社 

会 保 障 費 は 堅 調 に 伸 び 続 け 、 19 82 年 に は 国 民 

所 得 比 で 13 .7% ま で に な っ た 。 こ の 年 、 中 曽 根 

首 相 に よ る 新 保 守 主 義 的 改 革 が ス タ ー ト す る 。 

こ れ を 機 に 、 日 本 社 会 は 社 会 保 障 費 削 減 路 線 

へ と 転 換 す る 。 老 人 医 療 無 料 化 の 廃 止 （ 1982
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年 ）、 健 康 保 険 法 改 訂 に よ り 、 医 療 給 付 率 は 切 

り 下 げ ら れ 、 10% の 自 己 負 担 が 課 せ ら れ る こ 

と と な っ た 。 （ 1984 年 ） ま た 、 基 礎 年 金 制 度 

の 導 入 が 行 わ れ 、 年 金 の 国 庫 負 担 は こ の 基 礎 

年 金 部 分 に 限 定 さ れ る こ と と な る 。 こ れ に よ 

り 、 基 礎 年 金 の 1 階 部 分 に そ れ ぞ れ が 加 入 す 

る 年 金 に よ る 所 得 比 例 年 金 に よ る 2 階 部 分 を 

積 み 上 げ る と い う 現 在 の 仕 組 み が 取 り 入 れ ら 

れ た 。 こ の 状 況 は 、 55 年 体 制 崩 壊 後 も 継 承 さ 

れ 、 細 川 首 相 に よ り 厚 生 年 金 の 支 給 開 始 が 65 

歳 ま で 引 き 伸 ば さ れ た 。 以 上 の よ う に 、 1982 

年 を 境 に 大 き な 路 線 転 換 が な さ れ た と 言 え る 。 

し か し な が ら 、 米 英 と 路 線 を と も に し た と 

思 わ れ た 矢 先 、 1990 年 代 通 じ て の 長 期 不 況 下 

に お い て 、 1995 年 に 新 ゴ ー ル ド プ ラ ン の 策 定 、 

2000 年 の 介 護 保 険 導 入 が 行 わ れ 、 再 度 福 祉 拡 

充 路 線 の 兆 し が 見 て 取 れ る 現 状 で あ る 。 

第 ２節 障 害 者 福 祉 制 度 の歴 史 

戦 後 の 日 本 の 障 害 者 福 祉 制 度 の 起 源 は 1947 

年 、 ｢ 児 童 福 祉 法 ｣ が 最 初 で あ る 。 こ れ に よ 

り 、 児 童 福 祉 施 設 の 一 つ と し て 精 神 薄 弱 児 施 

設 を 規 定 し た 。 そ の 後 、 1949 年 の 「 身 体 障 害 

者 福 祉 法 」 が 制 定 さ れ た 。 こ の 法 律 の 主 眼 は 、 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 通 じ て 傷 痍 軍 人 の 職 業 

的 更 正 を 実 現 す る こ と に あ っ た 。 こ の よ う に 、 

身 体 障 害 者 を 市 場 へ と 取 り 込 む と い う 意 図 が 

あ っ た と 思 わ れ る 。 1950 年 、 「 精 神 衛 生 法 」 

に よ り 、 精 神 衛 生 相 談 所 の 設 置 と 、 都 道 府 県 

の 公 立 の 精 神 病 院 の 設 置 義 務 が 課 せ ら れ た 。
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自 傷 他 害 の お そ れ の あ る 精 神 障 害 者 の 措 置 入 

院 と 保 護 義 務 者 の 同 意 に よ る 同 意 入 院 に よ り 、 

自 宅 に お け る 私 宅 監 置 が 禁 止 さ れ た 。 1960 年 、 

「 精 神 薄 弱 者 福 祉 法 」 が 制 定 さ れ 、 一 応 の 障 

害 者 に 関 わ る 制 度 の 枠 組 が 整 う わ け で あ る 。 

精 神 薄 弱 者 福 祉 法 は 、 先 に 制 定 さ れ た ２ つ の 

法 律 を 補 足 す る 形 で の 制 定 と な っ た 。 児 童 福 

祉 法 の 対 象 外 と な る ｢ 18 歳 以 上 ｣ を 対 象 と し 、 

精 神 衛 生 法 に よ る 医 療 的 な 措 置 の 対 象 外 と な 

る ｢ 精 神 薄 弱 者 ｣ に 対 し 、 更 生 可 能 な 者 に 対 

す る 援 助 と 、 そ れ が 困 難 と 判 断 さ れ た 者 へ の 

保 護 を 謳 う こ と と な る 。 し か し 、 先 に 挙 げ た 

大 沢 の 指 摘 に あ る よ う に 、 ｢ 保 護 の 補 足 性 ｣ 

原 則 に 基 づ き 、 こ れ ら の 給 付 や 福 祉 サ ー ビ ス 

が 生 活 保 護 に 先 立 つ こ と と な る 。 こ れ に よ り 、 

公 的 扶 助 の 対 象 か ら 外 す と い う 意 図 が あ っ た 

こ と は 忘 れ て は な ら な い と 考 え る 。 ま た 、 各 

国 に 言 え る こ と で あ る が 、 障 害 者 は あ く ま で 

保 護 の 対 象 と し て の 位 置 付 け を 与 え ら れ る こ 

と と な る 。 

時 を 同 じ く 1960 年 に 、 ｢ 身 体 障 害 者 雇 用 促 

進 法 ｣ が 制 定 さ れ 、 日 本 に お け る 障 害 者 雇 用 

の 根 幹 に ｢ 割 当 雇 用 制 度 ｣ と ｢ 雇 用 義 務 制 

度 ｣ が 据 え ら れ る こ と と な る 。 具 体 的 数 値 と 

し て ｢ 官 公 庁 現 業 機 関 1 .4% 、 非 現 業 機 関 

1 .5% ｣ の ｢ 義 務 雇 用 ｣ と ｢ 民 間 事 業 所 ・ 現 場 

的 事 業 所 1 .1% 、 事 務 的 事 業 所 1 . 3% ｣ の ｢ 努 力 

目 標 ｣ が 定 め ら れ た 。 当 時 の 労 働 省 は ｢ 労 働 

力 の 過 剰 状 態 や 能 力 の 訓 練 や 施 設 が 不 十 分 ｣
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と い う 現 状 認 識 を 示 し つ つ も 、 ｢ 憲 法 第 27 条 

（ 勤 労 の 権 利 ） と 憲 法 25 条 （ 生 存 権 ） に 基 づ 

い て 、 国 が 配 慮 を 加 え る べ き ｣ と 見 解 を 示 し 

て い る 。 ( 3 ) こ こ か ら も 、 福 祉 国 家 の 実 現 が 国 

の 責 務 で あ る と い う 認 識 が 窺 わ れ る こ と 、 憲 

法 を 基 本 理 念 と し て 、 国 家 が 障 害 者 雇 用 を 推 

進 の 意 思 表 示 を す る と と も に 、 そ の 中 心 に 雇 

用 割 当 制 度 を す え る こ と 、 以 上 の 2 点 を 示 す 

大 き な 画 期 と な っ た 。 

1970 年 、 ｢ 心 身 障 害 者 対 策 基 本 法 ｣ が 設 け 

ら れ 、 障 害 者 施 策 の 基 本 理 念 の 明 確 化 と 一 貫 

性 の 確 立 が 図 ら れ た 。 基 本 理 念 と し て 、 第 3 

条 に お い て 、 ｢ す べ て 心 身 障 害 者 は 、 個 人 の 

尊 厳 が 重 ん ぜ ら れ 、 そ の 尊 厳 に ふ さ わ し い 処 

遇 を 保 障 さ れ る 権 利 を 有 す る も の と す る 。 ｣ 

と さ れ た 。 第 1 節 か ら も わ か る よ う に 、 日 本 

社 会 は 成 長 の 一 途 を た ど り 、 そ の 中 で 社 会 保 

障 の 充 実 が 図 ら れ る 時 期 で あ っ た 。 

1973 年 、 身 体 障 害 者 雇 用 審 議 会 の 答 申 は 、 

民 間 企 業 法 定 雇 用 率 1 .3% に 対 し 、 1 .29% を 実 現 

す る も 、 36% の 未 達 成 企 業 の 存 在 を 指 摘 し 、 

｢ 義 務 雇 用 制 度 ｣ へ の 移 行 と ｢ 雇 用 奨 励 金 、 

モ デ ル 工 場 融 資 制 度 ｣ の 方 向 を 示 し た 。 ま た 、 

1973 年 の オ イ ル シ ョ ッ ク 後 に 、 労 働 省 が ｢ 第 

3 次 雇 用 対 策 基 本 計 画 （ 1976 ～ 80 ） ｣ を ま と 

め る に あ た っ て 、 ｢ 高 度 経 済 成 長 期 に お け る 

雇 用 需 要 の 拡 大 は 見 込 め な い ｣ と い う 状 況 下 

で 、 ｢ 障 害 者 の 雇 用 の 場 の 拡 大 に は 抜 本 的 な 

障 害 者 雇 用 対 策 の 強 化 を 図 ら な け れ ば な ら な 

い ｣ と い う 見 解 を 示 し た 。
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1975 年 に は 雇 用 率 の 低 い 大 規 模 作 業 所 115 

ヶ 所 の ｢ 事 業 所 名 の 公 表 ｣ が な さ れ 、 努 力 目 

標 に 基 づ く 雇 用 割 当 制 度 の 実 効 性 の 限 界 を 示 

す こ と と な っ た 。 そ の よ う な 状 況 下 に お い て 、 

1976 年 に ｢ 身 体 障 害 者 雇 用 促 進 法 ｣ の 抜 本 的 

改 正 が 行 わ れ 、 ｢ 義 務 雇 用 制 度 ｣ と ｢ 身 体 障 

害 者 雇 用 納 付 金 制 度 ｣ が 導 入 さ れ た 。 手 塚 に 

よ れ ば 、 労 働 省 の 担 当 責 任 者 は ｢ 身 体 障 害 者 

の 福 祉 実 現 の た め 、 労 働 を 通 し て の 生 計 の 維 

持 、 能 力 の 発 揮 、 社 会 経 済 活 動 へ の 参 加 の ３ 

点 に よ っ て そ の 要 請 実 現 を 保 障 す る こ と ｣ と 

い う 見 解 が 示 さ れ 、 ｢ 身 体 障 害 者 は 、 障 害 に 

よ る 職 業 上 の ハ ン デ ィ キ ャ ッ プ を 負 っ て い る 

た め 、 自 由 競 争 下 で は 不 利 で あ る ｣ と い う 状 

況 を ｢ 企 業 が 社 会 連 帯 の 責 務 と い う 観 点 か ら 

雇 い 入 れ る 責 任 が あ る ｣ と 述 べ て い る 。 ( 4 ) こ 

の 法 律 に よ り 、 ｢ 官 公 庁 現 業 機 関 1 .8% 、 非 現 

業 機 関 1 .9% 、 民 間 企 業 1 .5% ｣ の ｢ 雇 用 義 務 ｣ 

と な り 、 未 達 成 の 場 合 は 月 額 ３ 万 円 の 雇 用 納 

付 金 の 納 付 が 義 務 付 け ら れ た 。 

そ の 後 の 転 機 は 、 1981 年 国 連 が ｢ 国 連 障 害 

者 年 ｣ と 定 め ｢ 完 全 参 加 と 平 等 ｣ を 提 唱 し 、 

そ れ に 同 調 し て ILO が 1983 年 ｢ 職 業 リ ハ ビ リ 

テ ー シ ョ ン 及 び （ 障 害 者 ） 雇 用 に 関 す る 条 

約 ｣ 及 び ｢ 同 勧 告 ｣ を 採 択 し た こ と に よ っ て 

も た ら さ れ た 。 同 条 約 を 批 准 す る に 十 分 な 基 

準 と し て 1987 年 に 身 体 障 害 者 雇 用 促 進 法 を 改 

訂 し ｢ 障 害 者 の 雇 用 促 進 等 に 関 す る 法 律 ｣ を 

制 定 し た 。 基 本 理 念 が 加 え ら れ 、
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第 2 条 の ２ 

障 害 者 で あ る 労 働 者 は 、 経 済 社 会 を 構 成 す る 

労 働 者 の 一 員 と し て 、 職 業 生 活 に お い て そ の 

能 力 を 発 揮 す る 機 会 を 与 え ら れ る 。 

と し た 。 こ れ に よ り 、 法 の 対 象 が 全 て の 障 害 

者 に 拡 大 さ れ 、 ｢ ノ ー マ ラ イ ゼ ー シ ョ ン ｣ が 

基 本 理 念 に 位 置 づ け ら れ た と 解 す る 向 き が 強 

い 。 ま た 、 そ れ に と も な っ て 知 的 障 害 者 を 雇 

用 率 算 定 の 対 象 と す る こ と と な り 、 調 整 金 、 

報 奨 金 、 助 成 金 の 対 象 に 加 え ら れ た 。 こ れ が 

97 年 に 改 正 さ れ て 、 知 的 障 害 者 が ｢ 義 務 雇 用 

制 度 ｣ の 対 象 と な っ た 。 ま た 、 法 定 雇 用 率 が 

｢ 民 間 企 業 1 .8% 、 官 公 庁 2 .1 % ｣ と な る 。 ま た 、 

特 例 子 会 社 制 度 の 用 件 が 大 幅 に 緩 和 さ れ た 。 

以 上 の よ う な 経 緯 で 現 在 の 障 害 者 に 関 わ る 

制 度 が 形 成 さ れ た 。 そ の 後 は 、 特 定 業 種 に お 

い て 認 め ら れ た 除 外 率 を 引 き 下 げ る 形 で 、 実 

質 的 な 雇 用 率 の 引 き 上 げ が 行 わ れ た 。 

最 近 の 動 向 と し て は 、 障 害 者 基 本 法 の 2 度 に 

わ た る 改 正 が 行 わ れ 、 

第 ３ 条 

す べ て 障 害 者 は 、 個 人 の 尊 厳 が 重 ん ぜ ら れ 、 

そ の 尊 厳 に ふ さ わ し い 生 活 を 保 障 さ れ る 権 利 

を 有 す る 。 

２ す べ て 障 害 者 は 、 社 会 を 構 成 す る 一 員 と 

し て 社 会 、 経 済 、 文 化 そ の 他 あ ら ゆ る 分 野 の 

活 動 に 参 加 す る 機 会 が 与 え ら れ る 。 

３ 何 人 も 、 障 害 者 に 対 し て 、 障 害 を 理 由 と
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し て 、 差 別 す る こ と そ の 他 の 権 利 利 益 を 侵 害 

す る 行 為 を し て は な ら な い 。 

と 、 障 害 者 の 差 別 禁 止 の 理 念 が 盛 り 込 ま れ た 。 

ア メ リ カ の ADA の 強 い 影 響 と 受 け 取 れ る が 、 

罰 則 規 定 や 被 差 別 者 へ の 救 済 制 度 が 存 在 し な 

い た め 、 実 質 的 な 効 果 は 薄 い と 思 わ れ る 。 ま 

た 、 雇 用 率 は 、 表 4-1 と 推 移 し て い る 。 

表 4-1 日 本 における障 害 者 雇 用 率 の推 移 

年 企業数 障害者数 雇用率 未達成企業割合 法定雇用率 
1977 35580 128429 1.09 47.2 1.5 
1978 34739 126493 1.11 47.9 
1979 35293 128493 1.12 48.0 
1980 36093 135228 1.13 48.4 
1981 36847 144713 1.18 46.6 
1982 37526 152603 1.22 46.2 
1983 37861 155515 1.23 46.5 
1984 38358 159909 1.25 46.4 
1985 39281 168276 1.26 46.5 
1986 39732 170247 1.26 46.2 
1987 40391 171880 1.25 47.0 
1988 44564 187115 1.31 48.5 1.6 
1989 46469 195276 1.32 48.4 
1990 48149 203634 1.32 47.8 
1991 50784 514814 1.32 48.2 
1992 52884 229627 1.36 48.1 
1993 53689 240985 1.41 48.6 
1994 54414 245348 1.44 49.6 
1995 54537 247077 1.45 49.4 
1996 54877 247982 1.47 49.5 
1997 55440 250030 1.47 49.8 

注 １ ： 1 987 年 まで は雇 用 率 1 . 5%、67 人 以 上 の企 業 に適 用 。 

２ ： 1 985 年 は NTT と JT が民 間 企 業 と なったための大 幅 

上 昇 。

３ ： 1 988 年 から雇 用 率 1．6%、63 人 以 上 の企 業 に適 用 ま 

た、知 的 障 害 者 が雇 用 率 に参 入 された。 

４ ： 1 992 年 まで は重 度 身 体 障 害 者 がダブルカウント、それ
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以 降 は重 度 障 害 者 がダブルカウントと なる。 

５ ： 1 998 年 から知 的 障 害 者 にも雇 用 義 務 が拡 大 、法 定 雇 

用 率 が 1 . 8%、56 人 以 上 の企 業 に適 用 。 

（ 出 所 ：手 塚 [40 ] 1 62 ページ、労 働 省 調 査 による ） 

現 在 の 障 害 者 に 関 わ る 制 度 は 非 常 に 入 り 組 

ん で お り 、 い か な る 扶 助 や サ ー ビ ス が 提 供 で 

き る か が 把 握 す る こ と が 難 し い 。 （ 巻 末 参 考 

資 料 1 参 照 ） 

第 ３節 障 害 者 の現 状 及 び 障 害 者 の雇 用 状 況 

（１） 障 害 者 の定 義 

障 害 者 の 定 義 は 、 1970 年 制 定 の 心 身 障 害 者 

福 祉 法 に お い て 、 

｢ 心 身 障 害 者 と は 、 肢 体 不 自 由 、 視 覚 障 害 、 

聴 覚 障 害 、 平 衡 機 能 障 害 、 音 声 機 能 障 害 若 し 

く は 言 語 機 能 障 害 、 心 臓 機 能 障 害 、 呼 吸 器 機 

能 障 害 等 の 固 定 的 臓 器 機 能 障 害 又 は 精 神 薄 弱 

等 の 精 神 的 欠 陥 が あ る た め 、 長 期 に わ た り 日 

常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 相 当 な 制 限 を 受 け る 者 

を い う 。 ｣ 

と 定 義 さ れ た 。 そ の 後 の 改 正 で 

「 障 害 者 と は 、 身 体 障 害 、 知 的 障 害 又 は 精 神 

障 害 が あ る た め 、 継 続 的 に 日 常 生 活 又 は 社 会 

生 活 に 相 当 な 制 限 を 受 け る 者 を い う 。 ｣ 

と い う 包 括 的 定 義 に 改 め ら れ た 。 以 上 の よ う 

に 、 生 活 に お け る 制 限 に よ り 障 害 者 を 定 義 し
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て い る が 、 実 際 の 障 害 者 認 定 は 、 障 害 種 別 に 

よ る 等 級 制 と な っ て い る 。 ま た 、 そ の 認 定 に 

際 し て は 、 ｢ 障 害 の 症 状 が 固 定 さ れ て い る ｣ 

ま た は 、 ｢ 障 害 の 原 因 と な っ た 傷 病 に つ い て 

初 め て 医 師 ま た は 歯 科 医 師 の 診 療 を 受 け た 後 

１ 年 ６ ヶ 月 を 経 過 し た も の に 限 る ｣ と し て い 

る 。 

（２） 障 害 者 の状 況 

１） 障 害 者 数 

厚 生 省 （ 現 厚 生 労 働 省 ） に よ る 身 体 障 害 

児 ・ 者 実 態 調 査 （ 2001 年 ） 及 び 知 的 障 害 児 ・ 

者 基 礎 調 査 （ 2000 年 ） に よ れ ば 、 身 体 障 害 者 

は お よ そ 332 万 人 、 高 齢 者 人 口 （ 65 歳 以 上 ） 

の 人 数 が 200 万 人 で あ り 、 約 60 % を 占 め る 。 

労 齢 人 口 （ 18 歳 ～ 64 歳 ） の 占 め る 割 合 は 122 

万 人 で お よ そ 33 ％ と い う の が 実 態 で あ る 。 知 

的 障 害 者 は お よ そ 33 万 人 、 う ち 64% の 21 万 人 

が 労 齢 人 口 に 当 た る 。 精 神 障 害 者 は 、 厚 生 労 

働 省 の 推 計 に よ れ ば お よ そ 200 万 人 で あ る 。 

( 5 ) 

２） 障 害 者 の雇 用 状 況 ( 6 ) 

① 身 体 障 害 者 

1996 年 時 点 に お い て 身 体 障 害 者 総 数 は 293 

万 人 で 、 労 齢 人 口 は 100 万 人 （ 筆 者 推 計 ( 7 ) ）、 

就 業 者 は 85 万 人 （ 30 .1% ） と な る 。 内 訳 を 見 る 

と 、 

一 般 常 用 雇 用 22 万 6000 人 （ 26 . 7% ） 

自 営 業 20 万 1000 人 （ 23 .8% ）
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家 族 従 業 者 11 万 3000 人 （ 13 .4 % ） 

福 祉 的 就 労 19 万 4000 人 （ 23 .0 % ） 

そ の 他 11 万 1000 人 （ 13 .1% ） 

と な っ て い る 。 7 割 に も の ぼ る 高 齢 者 人 口 を 

考 慮 す る と 、 一 概 に 低 い 就 労 率 と は 言 い が た 

い 。 ま た 、 厚 生 省 の ｢ 身 体 障 害 者 実 態 調 査 ｣ 

で は 、 不 就 業 者 に そ の 理 由 に つ い て ア ン ケ ー 

ト を 行 っ て い る 。 不 就 業 の 理 由 と し て 、 ｢ 重 

度 障 害 の 障 害 が あ る た め ｣ と の 答 が 27 .2% 、 

「 高 齢 、 病 気 、 家 事 や 学 業 の た め ｣ と の 答 え 

が 48 .5% を 占 め る 結 果 と な っ て お り 、 ｢ 働 く 場 

が 無 い 、 適 職 が 無 い 、 通 勤 が 困 難 ｣ と い う 理 

由 が 6 .0% と な っ て い る 。 ( 8 ) 

27 .2% に 上 る ｢ 重 度 の 障 害 の た め ｣ と い う 回 

答 を ど の よ う に 解 釈 す る か が 問 題 で あ る と い 

え る 。 手 塚 の 指 摘 に よ れ ば 、 ｢ 働 く 意 思 が 無 

い ｣ 障 害 者 と の 解 釈 を 与 え 、 75 % が 就 労 の 意 

思 が 無 い と し て い る 。 し か し 、 重 度 障 害 者 を 

ど ち ら へ と 組 み 込 む の か に よ っ て 、 結 果 も 大 

き く 異 な る と 思 わ れ る 。 

② 知 的 障 害 者 

知 的 障 害 者 数 は 33 万 人 、 労 齢 人 口 に あ た る 

知 的 障 害 者 は お よ そ 21 万 人 で あ る 。 知 的 障 害 

者 連 盟 に よ る 統 計 で は 、 一 般 就 労 の 求 職 者 は 

128538 人 （ 現 在 就 労 中 の 者 も 含 む ）、 就 業 者 は 

90542 人 、 福 祉 的 就 労 が 52604 人 で あ る 。 

ま た 、 ５ 人 以 上 の 事 業 所 に お け る 障 害 者 雇 

用 者 数 は 69000 人 と い う 統 計 も あ る 。 ( 9 ) 手 塚 に 

よ れ ば 、 5 人 以 上 の 事 業 所 に お け る 身 体 障 害
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者 は 40 万 人 、 知 的 障 害 者 は ７ 万 人 と い う こ と 

か ら 、 知 的 障 害 者 雇 用 の 立 ち 遅 れ を 指 摘 す る 。 

し か し な が ら 、 労 齢 人 口 に 置 け る 一 般 雇 用 率 

は そ れ ぞ れ 40% と 32 .5% で あ り 、 大 き な 開 き と 

は 言 い 切 れ な い よ う に 思 わ れ る 。 ( 1 0 ) 

む し ろ 、 発 達 障 害 白 書 に お け る ｢ 重 度 障 害 

者 多 数 雇 用 事 業 所 に お い て 、 重 度 の 障 害 に よ 

り 、 最 低 賃 金 の 適 用 除 外 申 請 を し て い る 障 害 

者 は 全 体 の 20 ％ に な る 。 ま た 、 固 定 給 に つ い 

て も 、 約 50 ％ が 10 万 円 ～ 12 万 円 で あ る 。 ｣ と 

い う こ と が 、 知 的 障 害 者 の 状 況 を 端 的 に 示 す 

も の で あ る と い え る 。 ( 1 1 ) こ こ で は 、 知 的 障 

害 者 に 最 低 賃 金 を 支 払 う こ と が 困 難 な 一 方 で 、 

障 害 基 礎 年 金 に よ る 収 入 と の 合 算 で 、 知 的 障 

害 者 の 所 得 保 障 を 図 る べ き と の 意 見 が 示 さ れ 

て い る 。 障 害 者 雇 用 の 現 場 で は 、 最 低 賃 金 が 

足 か せ に な り 、 障 害 者 雇 用 が 進 ま な い と い う 

現 状 が あ る と 指 摘 す る 。 後 に 示 す よ う に 、 最 

低 賃 金 を ク リ ア す る 社 会 福 祉 法 人 も 存 在 す る 。 

（ 当 然 の こ と な が ら 、 職 員 の 賃 金 は 公 費 に よ 

っ て 賄 わ れ て い る わ け で あ る が ） 知 的 障 害 者 

に と っ て 、 賃 金 が 一 つ の 大 き な 問 題 と な っ て 

い る こ と は 間 違 い な い で あ ろ う 。 

③ 精 神 障 害 者 

精 神 障 害 者 に 関 す る デ ー タ は 非 常 に 乏 し く 、 

議 論 の 余 地 す ら な い の が 現 状 で あ る 。 

手 塚 に よ れ ば 、 5 人 以 上 の 民 間 企 業 で 雇 用 

さ れ て い る 精 神 障 害 者 は 51000 人 で あ る と 示 さ 

れ て い る 。 ( 1 2 )
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そ れ 以 外 に 全 国 的 調 査 は 行 わ れ て い な い が 、 

全 国 精 神 障 害 者 家 族 連 合 会 が 19 92 年 に 約 3800 

人 を 対 象 に 実 施 し た 調 査 に よ る と 、 

○ 仕 事 あ り 2366 人 （ 63 ％ ） 

作 業 所 ・ 授 産 所 （ 61 ％ ） 

パ ー ト ・ ア ル バ イ ト （ 15 ％ ） 

正 社 員 （ 8 ％ ） 

○ 仕 事 な し ・ ・ ・ 1105 人 （ 30 ％ ） 

と い う 調 査 結 果 が 示 さ れ て い る 。 ( 1 3 ) 

（３） 障 害 者 の雇 用 体 系 

１）一 般 雇 用 

① 大 企 業 

｢ 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 ｣ に 

よ り 、 法 定 雇 用 率 の 1 .8% が 適 用 さ れ る 企 業 に 

つ い て 、 そ の 取 り 組 み の 類 型 を 取 り 上 げ る 。 

1960 年 の 制 定 以 来 、 雇 用 率 の 段 階 的 な 引 き 上 

げ が 行 わ れ 、 2004 年 の 4 月 に 業 種 に よ り 認 め 

ら れ て い た 除 外 率 が 一 律 10% 切 り 下 げ ら れ た 。 

除 外 率 と は 、 義 務 雇 用 と な る 障 害 者 数 を 算 定 

す る 際 に 認 め ら れ る 控 除 率 で あ り 、 そ の 業 種 

の 危 険 性 に 応 じ て 定 め ら れ る 。 例 え ば 金 属 鉱 

業 に お い て は そ の 50% が 免 除 と な る 。 除 外 率 

の 引 き 下 げ に と も な い 、 実 質 的 な 雇 用 率 の 上 

昇 と な る 。 ま た 、 2003 年 よ り 、 特 例 子 会 社 が 

雇 用 す る 障 害 者 を 、 親 会 社 へ の 障 害 者 雇 用 率 

へ の 算 入 す る こ と が 認 め ら れ る 。 算 定 方 法 も 、 

こ れ ま で の 持 ち 株 基 準 か ら 支 配 力 基 準 へ と 条
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件 が 緩 和 さ れ 、 グ ル ー プ 企 業 全 体 で の 雇 用 率 

適 用 も 可 能 と な っ た 。 以 上 の 経 緯 か ら も 、 こ 

れ か ら の 企 業 雇 用 の あ り 方 は 大 き く 変 化 し て 

い く こ と が 期 待 さ れ る 。 

大 企 業 の 雇 用 は 大 き く 2 つ に 類 型 で き る 。 

○ 事 業 所 そ れ ぞ れ に 障 害 者 を 配 置 

雇 用 の 体 系 の 1 つ 目 に 、 本 社 に お け る 雇 用 

が 挙 げ ら れ る 。 手 塚 に よ れ ば 、 日 産 自 動 車 の 

取 り 組 み が 紹 介 さ れ て い る 。 ( 1 4 ) 

日 産 自 動 車 で は 、 1970 年 に 障 害 者 の 雇 用 を 

開 始 し 、 1981 年 に 法 定 雇 用 率 を 達 成 し て い る 。 

同 社 で は 、 技 能 職 中 心 の 採 用 を 行 い 、 工 数 上 

も 健 常 者 と 差 異 を 設 け ず 同 様 の 仕 事 を 課 す こ 

と 、 健 常 者 の 中 に 分 散 さ せ て 配 置 す る こ と 、 

寮 は 健 常 者 と の ペ ア と す る こ と な ど の 制 度 の 

整 備 を 行 っ た 。 ま た 、 企 業 の 社 会 的 責 任 と い 

う 見 地 か ら 理 念 を 定 め て い る 。 

こ の よ う に 、 健 常 者 の 中 に 障 害 者 を 組 み 入 

れ る 形 で の 雇 用 が 1 つ 目 の 形 態 と 言 え る 。 

○ 特 別 目 的 会 社 により、障 害 者 中 心 の部 門 （事 業 ）を立 ち上 

げる 

特 例 子 会 社 制 度 は 1977 年 に 制 定 さ れ 、 ほ ぼ 

一 定 の ペ ー ス で 増 加 を し て い る 。 1999 年 時 点 

で 約 100 社 と な る 。 ( 1 5 ) 2003 年 の 基 準 緩 和 に 

よ っ て 、 さ ら な る 増 加 が 見 込 ま れ る と 言 え よ 

う 。
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特 例 子 会 社 制 度 の 概 要 は 、 

１ 親 会 社 か ら の 役 員 派 遣 、 従 業 員 出 向 等 、 

親 会 社 の 事 業 と の 人 的 交 流 が 緊 密 で あ る こ と 。 

２ 雇 用 さ れ る 身 体 障 害 者 及 び 知 的 障 害 者 

（ 以 下 「 身 体 障 害 者 等 」 と い う 。） が ５ 人 以 上 

で 、 か つ 、 子 会 社 の 全 従 業 員 に 占 め る 割 合 が 

20 ％ 以 上 で あ る と と も に 、 雇 用 さ れ る 身 体 障 

害 者 等 に 占 め る 重 度 身 体 障 害 者 及 び 知 的 障 害 

者 の 割 合 が 30 ％ 以 上 で あ る こ と 。 

３ 身 体 障 害 者 等 の た め の 施 設 の 改 善 、 専 任 

の 指 導 員 の 配 置 を 行 っ て い る 等 身 体 障 害 者 等 

の 雇 用 管 理 を 適 正 に 行 う に 足 り る 能 力 を 有 し 

て い る こ と 。 

４ そ の 他 、 重 度 障 害 者 等 の 雇 用 の 促 進 及 び 

そ の 雇 用 の 安 定 が 確 実 に 達 成 さ れ る と 認 め ら 

れ る こ と 。 

以 上 の 要 件 を 満 た す こ と に よ り 、 特 例 子 会 

社 が 雇 用 す る 障 害 者 を 、 親 会 社 へ の 障 害 者 雇 

用 率 へ の 算 入 す る こ と が 認 め ら れ る 。 ( 1 6 ) 

特 徴 と し て 清 掃 や 事 務 （ デ ー タ 入 力 、 会 計 

資 料 の 作 成 ） が ほ と ん ど の 業 務 を し め る 。 ま 

た 、 以 下 で 紹 介 す る 重 度 障 害 者 雇 用 事 業 所 の 

用 件 を 満 た す こ と で 、 助 成 が 受 け ら れ る こ と 

も 大 き な メ リ ッ ト と い え る 。 

② 中 小 企 業 

こ の よ う な 企 業 に お い て 、 法 定 雇 用 率 の 達 

成 割 合 は 非 常 に 高 く 、 果 た す 役 割 は 大 き い と
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思 わ れ る 。 こ こ で は 取 り 分 け 特 徴 的 な 重 度 障 

害 者 多 数 雇 用 事 業 所 に つ い て 紹 介 す る 。 

○ 重 度 障 害 者 多 数 雇 用 事 業 所 

重 度 障 害 者 多 数 雇 用 事 業 所 に 関 す る 明 確 な 

定 義 は 存 在 し な い が 、 こ こ で は 1976 年 の ｢ 障 

害 者 の 雇 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 ｣ の 改 正 に と 

も な っ て 設 け ら れ た 、 ｢ 重 度 障 害 者 多 数 雇 用 

事 業 所 施 設 設 置 等 助 成 金 を 活 用 し て 、 一 定 割 

合 の 重 度 障 害 者 を 雇 用 す る 事 業 所 ｣ と す る 。 

｢ 重 度 障 害 者 多 数 雇 用 事 業 所 施 設 設 置 等 助 

成 金 ｣ と は 、 ｢ 10 人 以 上 の 重 度 障 害 者 ま た は 

知 的 障 害 者 を 雇 用 す れ ば 、 ２ 億 円 を 限 度 と し 

て ３ 分 の ２ を 助 成 す る ｣ 制 度 で あ る 。 

1975 年 に 最 初 の 事 業 所 が で き 、 1999 年 時 点 

で 全 国 重 度 障 害 者 事 業 所 協 会 に 所 属 す る 事 業 

所 は 約 320 社 に の ぼ る 。 総 従 業 員 約 24300 人 の 

う ち 、 障 害 者 約 6700 人 （ 重 度 障 害 者 約 3700 

人 ） を 雇 用 し て い る 。 障 害 者 雇 用 率 に し て 

43% も の 割 合 で あ る 。 

こ の よ う な 重 度 障 害 者 多 数 雇 用 事 業 所 の 特 

徴 と し て 、 ク リ ー ニ ン グ 、 生 産 加 工 が 90 ％ 以 

上 を 占 め る こ と や 、 地 域 の 中 小 企 業 が 占 め る 

割 合 が 多 い 。 ま た 、 採 用 に 際 し て も ほ と ん ど 

が 長 期 イ ン タ ー ン の 後 入 社 し て い る こ と な ど 

も 特 徴 的 で あ る 。 ( 1 7 ) 

280 社 を 対 象 と し た ア ン ケ ー ト （ 複 数 回 

答 ） で は 、 独 立 し た 企 業 が 122 社 （ 43 .6% ） で 

あ る の に 対 し 、 個 人 企 業 の 同 族 企 業 が 122 社 

（ 43 .6% ） と な っ て い る 。 ま た 、 第 ３ セ ク タ ー 

が 25 社 （ 8 .9% ）、 社 会 福 祉 法 人 に よ る 出 資 が 14
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社 （ 5 .0% ）、 特 例 子 会 社 が 24 社 （ 8 .6% ） と な っ 

て い る 。 ( 1 8 ) 

２) 福 祉 的 就 労 

前 段 で 述 べ た 一 般 就 労 の 機 会 が 得 る こ と が 

困 難 な 障 害 者 に 対 応 し て 設 け ら れ た の が ｢ 福 

祉 的 就 労 ｣ と い う 形 態 で あ る 。 丸 山 の 推 計 に 

よ る と 、 16 万 人 の 障 害 者 が こ の よ う な 形 態 で 

働 い て い る と い う 。 ( 1 9 ) ま た 、 手 塚 に よ れ ば 、 

身 体 障 害 者 で 福 祉 的 就 労 に 従 事 す る も の は 19 

万 4000 人 と さ れ て お り ( 2 0 ) 、 そ の 実 態 把 握 は 非 

常 に 困 難 で あ る 。 こ れ ら の 管 轄 は 厚 生 省 に よ 

っ て 行 わ れ た 経 緯 も あ り 、 労 働 行 政 で は な く 

福 祉 行 政 に よ っ て 行 わ れ て い る 。 

こ こ で は 、 福 祉 的 就 労 を 大 き く ２ つ に 分 類 

す る 。 一 方 の 社 会 福 祉 法 人 に 限 っ て み て も 、 

障 害 種 別 に よ る 区 分 、 措 置 費 方 式 （ 第 １ 種 社 

会 福 祉 事 業 ） か 補 助 金 方 式 （ 第 ２ 種 社 会 福 祉 

事 業 ） か 、 通 所 か 入 所 か の 区 分 な ど 、 そ の 実 

態 以 上 に 細 分 化 さ れ て い る 。 （ 参 考 資 料 2 参 

照 ） ( 2 1 ) こ こ で は 法 律 に 基 づ い た 社 会 福 祉 法 人 

か 、 そ れ と も 法 定 外 で あ る か の 分 類 の み を 行 

う 。 現 在 で は 授 産 施 設 は 約 2900 施 設 を 数 え る 

ま で に な っ て い る 。 ( 2 2 ) そ の よ う な 状 況 を 踏 ま 

え 、 1992 年 に 厚 生 省 は 次 の よ う な ｢ 授 産 施 設 

の あ り 方 に 関 す る 提 言 ｣ を 示 し て い る 。 ( 2 3 ) 

○ 施 設 機 能 の 明 確 化 と 体 系 的 整 備 

・ 就 労 を重 視 し高 い賃 金 を目 指 す 福 祉 工 場 

・ 訓 練 と福 祉 的 就 労 の機 能 を併 せ もつ 授 産 施 設 

・ 社 会 参 加 、生 きがいを重 視 し 、創 作 ・ 軽 作 業 を行 うデ
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イサービス機 能 を持 つ施 設 

○ 現 住 分 離 の 推 進 

働 く 場 所 と 住 む 場 所 の 整 備 

○ そ の 他 の 改 善 

・ 工 賃 の 改 善 

・ 施 設 運 営 費 に 関 す る 費 用 徴 収 の 見 直 し 

・ ｢ 授 産 ｣ 名 称 の 変 更 

こ の よ う な 状 況 か ら も 授 産 施 設 及 び 小 規 模 

作 業 所 の 占 め る 役 割 の 大 き さ が 理 解 で き る 。 

① 法 律 に 基 づ く 施 設 

社 会 福 祉 法 人 は 障 害 種 別 や 、 社 会 福 祉 法 人 

の 種 類 に よ っ て 、 提 供 サ ー ビ ス に よ っ て 細 分 

さ れ る が 、 こ こ で は 授 産 施 設 を 扱 う 。 授 産 施 

設 と は 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 、 知 的 障 害 者 福 祉 

法 、 精 神 保 健 お よ び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 

法 律 に 基 づ く 施 設 で あ る 。 以 上 の 施 設 の 経 営 

主 体 と な る に は 、 社 会 福 祉 事 業 法 に 基 づ い て 

社 会 福 祉 法 人 格 を 有 し な け れ ば な ら な い 。 そ 

の た め 、 資 産 査 定 な ど を 経 て 、 都 道 府 県 知 事 

及 び 管 轄 省 庁 の 認 可 を 得 る こ と が 必 要 と な る 。 

ま た 、 障 害 種 別 に 補 助 額 が 大 き く 異 な る 。 

こ の よ う な 施 設 と 利 用 者 で あ る 障 害 者 は 利 

用 契 約 を 結 び 、 サ ー ビ ス の 提 供 が な さ れ る 。 

施 設 は 契 約 に 基 づ き 支 援 費 を 市 町 村 か ら 受 け 

取 る ｢ 支 援 費 支 給 制 度 ｣ が 2003 年 か ら 始 ま っ 

て い る 。 

そ の 実 態 で あ る が 、 現 在 約 29 00 ヶ 所 の 授 産 

施 設 に お い て 、 ９ 万 人 を こ え る 障 害 者 が 働 い
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て い る 。 平 均 し て 256 日 の 労 働 を 通 じ て 得 ら 

れ る 平 均 賃 金 は 月 額 ２ 万 円 で あ る 。 詳 細 に は 、 

身 体 障 害 者 授 産 施 設 2 万 9538 円 

重 度 身 体 障 害 者 授 産 施 設 2 万 4682 円 

身 体 障 害 者 通 所 授 産 施 設 2 万 5843 円 

知 的 障 害 者 授 産 施 設 （ 入 所 ） 2 万 2957 円 

知 的 障 害 者 授 産 施 設 （ 通 所 ） 1 万 1990 円 

精 神 障 害 者 授 産 施 設 1 万 5538 円 

１ 施 設 平 均 売 上 高 3200 万 

と い う 調 査 結 果 が あ る 。 ( 2 4 ) し か し 、 売 上 高 が 

1 億 を こ え る 施 設 か ら 100 万 円 に 満 た な い 施 

設 ま で 、 施 設 で 働 く 障 害 者 の 工 賃 は 経 営 者 の 

手 腕 に か か っ て い る と い え る 。 

ま た 、 施 設 で 働 く 入 所 者 は 、 被 雇 用 者 で は 

な く 、 訓 練 を 地 方 公 共 団 体 か ら 委 託 さ れ た 訓 

練 生 と し て の 地 位 で あ る た め 、 最 低 賃 金 や 休 

業 保 障 、 業 務 災 害 、 失 業 手 当 、 退 職 金 、 労 働 

組 合 へ の 参 加 な ど の 権 利 は 保 障 さ れ な い 。 

ま た 、 こ の 他 に も 法 律 に 基 づ く 施 設 と し て 

小 規 模 授 産 施 設 が 加 え ら れ た が 、 現 在 の 支 援 

費 制 度 の 対 象 か ら は 外 れ て い る 。 

② 法 律 的 根 拠 を も た な い 施 設 

い わ ゆ る 小 規 模 作 業 所 で あ る 。 き ょ う さ れ 

ん に よ れ ば 、 現 在 6000 ヶ 所 を こ す 施 設 が あ る 。 

丸 山 に よ れ ば 、 2001 年 時 点 で 50 00 ヶ 所 と 推 定 

し て い る た め 、 急 増 し て い る こ と が 窺 わ れ る 。 

こ の 背 景 に は 、 90 年 代 に 各 都 道 府 県 が 補 助 金
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制 度 を 作 っ た こ と 、 障 害 者 の 雇 用 促 進 等 に 関 

す る 法 律 が 制 定 さ れ 、 利 用 者 ニ ー ズ が 顕 在 化 

し た こ と な ど が 挙 げ ら れ る だ ろ う 。 

障 害 の 度 合 い や 種 類 が 混 在 す る 状 況 で 、 事 

業 活 動 か ら レ ク リ エ ー シ ョ ン な ど そ の 活 動 も 

幅 広 い 。 そ の 資 金 源 は 、 活 動 者 に 依 存 す る 部 

分 が 多 い と 言 わ れ て い る 。 実 際 、 都 道 府 県 か 

ら の 補 助 額 （ 20 名 程 度 の 施 設 ） は 、 東 京 都 の 

2000 万 円 程 度 か ら 佐 賀 県 の 300 万 程 度 ま で 非 

常 に 幅 広 い 。 ( 2 5 ) そ の 工 賃 は 、 統 計 が 存 在 し な 

い も の の 月 1 万 円 前 後 と 言 わ れ て い る 。 ( 2 6 ) 

（４） 障 害 者 の雇 用 施 策 

日 本 に お け る 障 害 者 雇 用 の 体 系 を 見 て き た 

わ け で あ る が 、 そ の 根 本 に 位 置 づ け ら れ て い 

る 障 害 者 雇 用 制 度 に つ い て 、 そ の 概 要 を 示 す 。 

１） 収 入 

現 在 、 1 .8% の 法 定 雇 用 率 の も と 、 雇 用 納 付 金 

は 障 害 者 一 人 当 た り 月 ５ 万 円 と な っ て い る 。 

年 度 、 雇 用 納 付 金 は 188 億 円 計 上 さ れ て い る 。 

( 2 7 ) 

２） 支 出 

一 方 支 出 で あ る が 、 次 の ３ つ に 利 用 さ れ る 。 

( 2 8 ) 

○ 障 害 者 雇 用 調 整 金 

300 人 以 上 の 事 業 主 で 、 法 定 雇 用 率 を こ え 

て 身 体 障 害 者 や 知 的 障 害 者 を 雇 用 し て い る 場 

合 、 こ え て い る 人 数 1 人 に つ き 月 額 2 万 7000 

円 が 支 給 さ れ る も の で あ る 。 お よ そ 50 億 円 か 

ら 60 億 円 が 支 出 さ れ る 。
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○ 報 奨 金 

300 人 よ り も 少 な い 事 業 主 で 、 法 定 雇 用 率 

を こ え て 身 体 障 害 者 や 知 的 障 害 者 を 雇 用 し て 

い る 場 合 に 支 給 さ れ る 。 1 人 当 た り 2 万 2000 

円 の 支 給 額 で あ る 。 お よ そ 57 億 円 か ら 60 億 円 

の 支 出 が な さ れ る 。 

○ 助 成 金 

障 害 者 雇 用 の た め の 環 境 整 備 や 、 雇 用 管 理 

等 の た め の 資 金 を 助 成 す る 制 度 で あ る 。 7 つ 

の 助 成 制 度 が あ る が 、 そ の 年 の 積 立 金 の 額 等 

で 大 き く 変 化 す る 。 

以 上 の よ う に 、 雇 用 率 の 達 成 度 合 い に 応 じ 

て 、 企 業 間 の 資 金 を 再 分 配 し 、 障 害 者 雇 用 の 

不 公 平 を 是 正 し 、 障 害 者 の 雇 用 を 促 進 す る こ 

と が 制 度 の 目 的 で あ る と い え る 。 

第 ４節 障 害 者 福 祉 制 度 の考 察 

障 害 者 に 関 わ る 制 度 に つ い て そ の 位 置 付 け 

を 行 う 前 に 、 日 本 の 福 祉 制 度 全 般 の 問 題 へ と 

立 ち 返 ろ う と 思 う 。 日 本 の 福 祉 国 家 の 検 討 を 

踏 ま え た 上 で 、 障 害 者 福 祉 に つ い て 考 察 を 加 

え た い と 考 え る 。 

（１） 日 本 の｢ 福 祉 国 家 ｣ 

ア ン デ ル セ ン の ｢ 福 祉 資 本 主 義 の 三 つ の 世 

界 ｣ の 日 本 語 版 序 文 に お い て 、 彼 は 日 本 の 福 

祉 国 家 に つ い て 検 討 を 加 え て い る 。 

彼 の 福 祉 国 家 レ ジ ー ム に よ る 分 類 に お い て 、 

日 本 は ｢ 自 由 主 義 的 福 祉 国 家 ｣ と ｢ 保 守 主 義
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的 福 祉 国 家 ｣ に 大 き く 類 似 し た 特 徴 を 示 す 。 

ア ン デ ル セ ン は ｢ 自 由 主 義 の 残 余 主 義 モ デ ル 

と 保 守 主 義 の コ ー ポ ラ テ ィ ズ ム モ デ ル 、 双 方 

の 要 素 を 均 等 に 組 み 合 わ せ て い る ｣ と 表 現 す 

る 。 歴 史 的 背 景 か ら も 明 ら か な よ う に 、 社 会 

保 険 は ド イ ツ か ら 、 社 会 扶 助 は ア メ リ カ か ら 

輸 入 し た 仕 組 み で あ る と 解 す こ と が で き る わ 

け で あ る 。 そ の よ う な 特 徴 を 、 彼 は ｢ 福 祉 と 

国 家 ｣ 、 ｢ 福 祉 と 市 場 ｣ 、 ｢ 福 祉 と 家 族 ｣ と 

い う 視 点 か ら 提 示 す る 。 ( 3 0 ) 一 方 、 富 永 に よ 

れ ば 、 ア ン デ ル セ ン の 議 論 を 踏 ま え た 上 で 、 

そ の 特 徴 を ｢ 官 僚 主 導 型 モ デ ル ｣ と 位 置 付 け 

る わ け で あ る 。 ( 3 1 ) 自 身 も 、 両 者 の 見 解 に は 賛 

同 で き る が 、 そ こ か ら 導 き 出 さ れ る 結 論 に は 

相 違 が あ る よ う に 思 わ れ る 。 ま ず は 、 日 本 の 

福 祉 国 家 に つ い て 総 括 し た い と 考 え る 。 

明 治 以 降 、 日 本 の 近 代 化 の 過 程 で 様 々 な 欧 

米 の 制 度 が 導 入 さ れ て き た 。 こ の よ う な 過 程 

に お い て 、 そ の ベ ー ス に あ る 精 神 ま で も が 導 

入 さ れ た わ け で は な い 。 伝 統 的 な 共 同 体 に お 

け る 人 間 関 係 が 残 る こ と に な る 。 そ の よ う な 

中 で 、 世 間 に お け る 道 義 が 行 為 の 規 範 と な っ 

て き た の で あ る 。 ( 3 2 ) 福 祉 国 家 も そ の 例 外 で は 

な い こ と は 、 本 章 の 前 半 部 分 、 社 会 保 障 制 度 

の 導 入 過 程 で 示 し た 通 り で あ る 。 様 々 な 制 度 

が 輸 入 さ れ る 中 で 、 こ の よ う な ベ ー ス が あ っ 

た か ら こ そ 築 け た 仕 組 み で あ っ た こ と は 間 違 

い な い 。 

先 に 示 し た よ う に 、 日 本 は 官 僚 主 導 の も と 

で 福 祉 の 拡 充 を 実 現 し て き た 。 そ こ で 優 先 さ
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れ た の は 経 済 成 長 で あ り 、 高 度 経 済 成 長 が 実 

現 さ れ る 過 程 に お い て 、 そ の 果 実 を 分 配 す る 

形 で 順 次 社 会 保 障 制 度 が 整 備 さ れ て き た 。 欧 

米 社 会 は 近 代 化 ・ 産 業 化 の 先 に た ど り 着 い た 

成 熟 社 会 に お い て 、 多 く の 問 題 に 直 面 し た 。 

そ の 調 整 機 能 と し て 、 国 民 の コ ン セ ン サ ス を 

形 成 し な が ら 作 り 上 げ た 枠 組 み が ｢ 福 祉 国 

家 ｣ で あ る 。 日 本 は そ の ｢ 福 祉 国 家 ｣ ま で を 

も 、 近 代 化 の 産 物 と し て 取 り 入 れ て き た と い 

え る 。 ( 3 3 ) そ う い う 意 味 で 、 福 祉 国 家 の 推 進 の 

中 心 は 引 き 続 き 官 僚 に あ り 、 国 民 や 政 治 家 で 

は な か っ た 。 ま た 、 そ れ は 先 の 指 摘 に あ る よ 

う に 、 あ く ま で 枠 組 み の 導 入 で あ り 、 精 神 や 

思 想 の 導 入 ま で に は 至 ら な か っ た 。 と は い え 、 

戦 後 か ら 現 在 ま で を 通 し て 、 政 治 情 勢 に 左 右 

さ れ る こ と な く 、 経 済 情 勢 を 優 先 さ せ て 福 祉 

国 家 を 作 り 上 げ た 。 こ の こ と は 、 特 筆 す べ き 

こ と で あ る 。 

で は 、 そ の よ う な ｢ 福 祉 国 家 ｣ 導 入 の プ ロ 

セ ス が 可 能 だ っ た の は な ぜ だ ろ う か 。 そ こ に 

は ２ つ の 要 因 が 考 え ら れ る 。 １ 点 は 伝 統 的 な 

人 間 関 係 が 保 存 さ れ た こ と 、 も う 1 点 は 社 会 

保 険 や 公 的 扶 助 と い う 枠 組 み の 隙 間 を 企 業 が 

埋 め て き た こ と に よ る 部 分 が 大 き い と 考 え ら 

れ る 。 こ れ ら の 要 因 に よ っ て 、 社 会 保 障 が 非 

常 に 低 い 水 準 で 抑 制 で き た 。 

ア ン デ ル セ ン が 指 摘 す る よ う に 、 老 人 の 介 

護 負 担 の ３ 分 の ２ は 家 族 が 負 担 し て い る 。 こ 

れ は 障 害 者 の 現 状 で も 同 様 の こ と が 言 え る で 

あ ろ う 。 最 近 に な っ て 介 護 保 険 制 度 が 導 入 さ
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れ 、 介 護 費 用 が 社 会 化 さ れ た と は い え 、 い ま 

だ に 家 族 介 護 に は 国 家 か ら の 手 が 差 し 伸 べ ら 

れ て い な い 状 況 で あ る 。 ま た 、 高 齢 者 へ の 介 

護 保 険 導 入 に と も な っ て 障 害 者 へ も そ の 対 象 

を 広 げ る 検 討 が 現 在 な さ れ て い る が 、 高 齢 者 

介 護 と 障 害 者 介 護 に 必 要 な コ ス ト の 比 較 検 討 

を す る う え で 、 厚 生 労 働 省 が そ の 資 料 を 作 成 

で き な い 事 態 が 生 じ た 。 こ の よ う に 、 未 だ に 

障 害 者 の 実 数 や 介 護 の 実 態 は ブ ラ ッ ク ボ ッ ク 

ス に な っ て い る の が 現 状 で あ る 。 ( 3 4 ) 

も う 一 点 、 ア ン デ ル セ ン が 指 摘 す る の は 、 

生 活 保 護 の 捕 捉 率 ( 3 5 ) の 低 さ で あ る 。 本 来 生 活 

保 護 の 対 象 と さ れ る べ き 所 得 層 の う ち 、 実 際 

に 生 活 保 護 を 受 け て い る の は 25 ～ 30% で あ る 。 

（ ア メ リ カ 45% 、 イ ギ リ ス 75% ） 制 度 設 計 上 、 

生 活 保 護 を 受 け 難 い こ と は 先 に 指 摘 し た 通 り 

で あ る が 、 そ れ と と も に 、 生 活 保 護 を 給 付 す 

る の に 強 い ス テ ィ グ マ （ 不 名 誉 ） が 付 随 す る 

わ け で あ る 。 社 会 保 障 費 抑 制 伝 統 的 な 人 間 関 

係 や 共 同 体 が 一 役 買 っ た の は 事 実 で あ る だ ろ 

う 。 ( 3 6 ) 

ま た 、 高 度 経 済 成 長 期 を 通 じ て ｢ 豊 か な 社 

会 ｣ 像 を 経 済 成 長 の 中 に 見 出 し 、 国 民 的 な コ 

ン セ ン サ ス を 形 成 し て き た こ と も 忘 れ て は な 

ら な い 。 こ こ で 大 き な 役 割 を 果 た し た の は 企 

業 で あ る 。 ア ン デ ル セ ン は こ れ を 日 本 特 有 の 

｢ 二 重 構 造 ｣ と 説 明 を す る 。 イ ン サ イ ダ ー た 

る 大 企 業 の 従 業 員 は 、 年 金 か ら 住 宅 、 レ ク リ 

エ ー シ ョ ン に い た る ま で 非 常 に 多 様 な メ ニ ュ 

ー 、 普 遍 的 な 社 会 保 障 を 享 受 し て き た 。 ま た 、
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そ れ に よ り 、 忠 誠 心 や 連 帯 感 、 社 会 的 統 合 の 

促 進 が 果 た さ れ た 。 彼 は 、 こ れ を 部 分 的 な 社 

会 主 義 的 福 祉 と 評 す る わ け で あ る 。 そ の 一 方 

で 、 ア ウ ト サ イ ド と な る 企 業 外 で は 、 残 余 的 

な 社 会 保 障 の 提 供 に と ど ま る 。 提 供 さ れ る 公 

的 年 金 の 退 職 所 得 前 所 得 の 置 換 率 は 40% ～ 

50% で あ り 、 失 業 給 付 は 厳 格 で 受 給 期 間 は 短 

期 間 に 抑 え ら れ る 。 ア ン デ ル セ ン に よ れ ば 、 

大 企 業 に よ る 恩 恵 的 福 祉 を 享 受 で き る の は 労 

働 力 の 25% ～ 30% と し て い る 。 

図 4-1 企 業 規 模 別 従 業 員 数 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

１～29人 31.8 28.9 30.1 30.9 31.9 30.5 30.6 30.3 30.7 

30～99人 13.4 14.8 14.4 14.6 15.2 15.2 15.6 15.6 15.5 

100～499人 11 12.9 14.1 14.1 14.6 15.3 16.3 16.4 16.5 

500人以上 22.3 29 28.3 27.2 25.5 26.6 26 26.7 26.4 

官　　公 21.5 14.5 12.9 12.9 12.6 12.2 11.2 10.7 10.4 

Ｓ 
35 

40 45 50 55 60 Ｈ　２ 7 12 

（出 所 ：21 世 紀 職 業 財 団 [ ｗ13 ]によるデータから筆 者 作 成 ）
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実 際 に 図 4-1 を 見 る と 、 500 人 以 上 の 規 模 

の 従 業 員 は 25% ～ 30% で 推 移 し 、 官 公 庁 や 

100 ～ 499 人 の 規 模 の 企 業 を 加 え る と 、 安 定 

的 に 55% 前 後 の 労 働 人 口 を カ バ ー し て い る と 

い え る 。 社 会 立 法 の 推 進 主 体 と な る 社 会 勢 力 

が 、 同 時 に 企 業 の 職 域 福 祉 に 関 し て 最 も 特 権 

的 な 地 位 を 保 有 し て い た 。 そ の 一 方 で 、 自 営 

業 者 、 非 正 規 労 働 者 、 女 性 な ど の 企 業 福 祉 を 

享 受 し て い な い 集 団 は 、 社 会 勢 力 を 構 成 し に 

く い 状 況 だ っ た と い え る 。 こ の よ う な 状 況 が 

福 祉 国 家 の 拡 大 要 求 を 抑 制 す る 効 果 が あ っ た 。 

( 3 7 ) 

以 上 の 要 因 が 、 日 本 の 社 会 保 障 制 度 形 成 に 

大 き く 影 響 を 与 え て い る 。 で は 、 そ れ に よ っ 

て 、 日 本 社 会 は い か な る 状 況 を も た ら し た の 

で あ ろ う か 。 

海 外 の 例 で 示 し た と お り 、 経 済 的 要 因 も さ 

る こ と な が ら 、 そ れ 以 上 に 政 治 的 要 因 が 社 会 

保 障 制 度 形 成 に 大 き な 役 割 を 果 た し て き た 。 

各 国 の 社 会 保 障 制 度 形 成 の 背 景 に は 、 政 治 の 

動 き が 連 動 し て お り 、 ま た 、 そ れ を 推 進 し て 

き た 社 会 勢 力 が 存 在 し た 。 し か し 、 日 本 に お 

い て は そ の よ う な 主 体 者 が 存 在 し な か っ た の 

で は な い だ ろ う か 。 日 本 は 長 期 的 に は 無 方 針 

の ま ま 、 国 内 外 の 情 勢 に 押 し 流 さ れ な が ら 、 

短 期 的 な 視 野 の も と で 福 祉 国 家 を 形 成 し て き 

た も の で 、 国 民 世 論 を 集 約 し た 意 思 決 定 に よ 

っ て 選 択 さ れ た も の で は な い 、 と の 指 摘 も あ 

る 。 ( 3 8 ) 

ま た 、 谷 本 に よ れ ば 、 明 治 以 来 の 近 代 化 の
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過 程 と 、 高 度 経 済 成 長 下 で 形 成 さ れ た 企 業 社 

会 を 次 の よ う に 考 察 す る 。 ( 3 9 ) 

上 か ら の 制 度 化 で 構 築 さ れ た 

nation-state の 枠 組 み の 中 で 、 公 共 問 題 の 解 

決 は お 上 （ 政 府 ・ 行 政 ） に 依 存 し 、 個 人 

レ ベ ル で は 自 己 （ グ ル ー プ ） の 利 益 優 先 

し て き た 。 こ の よ う な 、 市 民 意 識 の 希 薄 

さ 、 自 己 利 益 の 優 先 、 現 代 社 会 の 閉 塞 感 

を 背 景 と す る 公 共 へ の 無 関 心 の 構 図 を 示 

す 。 こ の よ う な 大 多 数 の 姿 勢 と 企 業 社 会 

と の 関 係 を 、 組 織 ＜ 共 同 体 ＞ と し て の 企 

業 の 役 割 の 中 で 説 明 す る 。 日 本 の 企 業 シ 

ス テ ム は 働 く 人 々 の コ ミ ッ ト メ ン ト （ ＝ 

企 業 の 価 値 ・ ル ー ル の 体 系 を み ず か ら の 

も の と し て か か わ る こ と ） を 意 識 的 に 取 

り 込 み 、 ま た 、 人 々 も そ れ に 積 極 的 に 取 

り 入 れ 組 織 ＜ 共 同 体 ＞ を 作 り 上 げ た 。 こ 

の ＜ 共 同 体 ＞ は 伝 統 的 共 同 体 の 衰 退 / 解 

体 の 過 程 で そ れ ら に 取 っ て 代 わ り 、 人 々 

は そ の シ ス テ ム に コ ミ ッ ト メ ン ト し 、 本 

来 伝 統 的 社 会 で 獲 得 し て き た 社 会 的 ア イ 

デ ン テ ィ テ ィ を ＜ 共 同 体 ＞ と し て の 企 業 

に 見 出 し て き た 。 こ の よ う な シ ス テ ム が 

一 方 で は 大 き な 経 済 発 展 を も た ら し た わ 

け で あ る 。 し か し 、 他 方 で 、 こ の よ う な 

企 業 組 織 と 一 体 化 し た 多 く の 会 社 人 間 

は 、 自 社 の 経 済 的 利 害 を 超 え る 問 題 、 つ 

ま り 社 会 的 政 治 的 問 題 へ の 関 心 は 低 く 、 

企 業 と い う 求 心 力 の 前 に 、 公 共 精 神 や 倫
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こ の よ う な 経 緯 か ら 、 企 業 福 祉 そ の も の も 、 

主 体 性 を 持 っ た 存 在 に よ っ て 獲 得 さ れ た も の 

で な い こ と は 明 確 で あ る 。 日 本 の 福 祉 国 家 は 

唯 一 高 い 意 識 を 持 っ た 厚 生 官 僚 に よ り 担 わ れ 、 

官 僚 主 導 で 構 築 さ れ た こ と が 結 論 付 け ら れ る 

だ ろ う 。 そ し て 、 伝 統 的 共 同 体 の 衰 退 と 企 業 

社 会 の 変 容 の 中 、 現 代 に 残 さ れ た も の は 、 主 

体 者 不 在 の 制 度 、 枠 組 み な の で は な い だ ろ う 

か 。 

（２） 日 本 の障 害 者 福 祉 

以 上 の 考 察 か ら 、 あ ら た め て 日 本 の 障 害 者 

に 関 わ る 制 度 を 考 え る 。 日 本 の ｢ 福 祉 国 家 ｣ 

の 考 察 は 、 障 害 者 に 関 わ る 社 会 保 障 制 度 に お 

い て も 言 え る も の で あ ろ う 。 日 本 に お け る 障 

害 者 福 祉 は 、 傷 痍 軍 人 の 職 業 的 更 生 の 制 度 に 

端 を 発 す る 。 そ の 後 の 制 度 拡 充 の 過 程 で 、 そ 

の 推 進 役 と な っ た の は 、 厚 生 官 僚 で あ り 、 労 

働 官 僚 で あ っ た 。 ( 4 0 ) ま た 、 そ の 背 景 に は 国 際 

機 関 に よ る 動 向 が あ っ た こ と は 見 逃 せ な い 。 

1987 年 の ｢ 障 害 者 の 雇 用 促 進 等 に 関 す る 法 

律 ｣ 制 定 に は 、 ILO が 採 択 し た ｢ 職 業 リ ハ ビ 

リ テ ー シ ョ ン 及 び （ 障 害 者 ） 雇 用 に 関 す る 条 

約 ｣ を 批 准 す る 要 件 を み た す 意 図 が あ っ た 。 

こ の 条 約 批 准 は 世 界 で 40 番 目 に な る わ け で あ 

る 。 こ の 法 律 で 描 か れ た 全 体 図 は 以 下 の よ う 

に 示 す こ と が で き る だ ろ う 。 

理 観 が 削 ぎ 落 と さ れ て き た 。
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企 業 に 対 し 努 力 目 標 （ の ち に 雇 用 義 務 ） を 

課 し 、 割 当 雇 用 を す る と い う 仕 組 み が そ の 根 

本 に 据 え ら れ た わ け で あ る 。 ( 4 1 ) ま た 、 高 齢 ・ 

障 害 者 雇 用 支 援 機 構 （ 旧 日 本 障 害 者 雇 用 促 進 

協 会 ） に よ っ て 職 業 訓 練 や 能 力 開 発 の サ ー ビ 

ス が 提 供 さ れ 、 障 害 者 構 成 援 護 施 設 に は 一 般 

雇 用 へ の 準 備 段 階 と し て の 役 割 が 与 え ら れ た 。 

こ の よ う な 全 体 と し て の 設 計 図 が 与 え ら れ た 

わ け で あ る 。 

図 4-2 障 害 者 雇 用 の 枠 組 み 

養護学校中等部 
（知的、肢体不自由、病弱） 
盲学校、聾学校 

中学校 
特殊学級 

高等学校 

大学 

各種学校 
高等部 

公共職業安定所 

一般就労 

社会福祉施設等 
授産所・福祉工場 

小規模作業所 

高齢・障害者雇用支援機構 
○障害者職業センター 

（障害者職業総合センター、 
広域障害者職業センター、 
地域障害者職業センター） 

○障害者雇用促進協会 
（都道府県単位） 

障害者雇用納付金関係業務 
障害者雇用継続助成金業務 

（出 所 ：手 塚 [40 ]の内 容 をもと に筆 者 がチ ャート化 ） 

し か し 、 そ れ ぞ れ に そ の 量 が 不 足 し て い た 。 

定 め ら れ た 雇 用 率 は 障 害 者 を 吸 収 し う る も の 

で は な く （ 雇 用 率 の 算 定 基 準 は 明 確 で は な い 。 

( 4 2 ) ）、 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン は 医 療 ・ 教 育 ・ 職 業 

な ど と 管 轄 省 庁 に よ っ て 分 割 さ れ 、 い ま だ 統 

合 さ れ た サ ー ビ ス は 提 供 さ れ て い な い 。 障 害
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基 礎 年 金 は 十 分 と は 言 え ず 、 ｢ 補 足 性 の 原 

則 ｣ か ら も 生 活 保 護 の 対 象 と な る の は 困 難 で 

あ る 。 当 然 の こ と な が ら 、 企 業 社 会 に お い て 

は ア ウ ト サ イ ダ ー で あ る た め 、 日 本 社 会 の 経 

済 成 長 の 恩 恵 の 枠 外 に 位 置 付 け ら れ て き た 。 

障 害 者 に 関 わ る 分 野 に い る 人 た ち に と っ て 、 

1 .8 ％ の 雇 用 義 務 で す ら 、 大 き な 前 進 で あ る 

と い う の が 現 状 で あ る 。 

こ の よ う な 構 造 に は 大 き な 問 題 点 が あ る 。 

確 か に ､ 雇 用 納 付 金 制 度 は 納 付 金 を 財 源 と し 、 

企 業 間 再 分 配 を す る シ ス テ ム で あ る た め 、 雇 

用 率 の 上 昇 に よ っ て 財 源 不 足 に 陥 る 矛 盾 が 生 

じ る こ と が 指 摘 さ れ る 。 ( 4 3 ) し か し 、 そ れ 以 上 

に 、 非 常 に 手 薄 な ｢ 残 余 的 ｣ 社 会 保 障 制 度 の 

上 に 、 割 当 雇 用 に よ る 雇 用 義 務 制 度 を 築 い た 

と い う 構 造 的 問 題 点 が あ る 。 

ア メ リ カ は A DA 法 を 制 定 す る こ と で 、 国 家 

は 企 業 に 合 理 的 配 慮 を す る 義 務 を 規 定 す る こ 

と で 、 障 害 者 に 関 わ る 社 会 保 障 費 を 市 場 に 委 

ね て い る 。 し た が っ て 、 企 業 が 負 担 し て い る 

と 考 え ら れ て い る コ ス ト は 年 間 2000 億 ド ル ( 4 4 ) 

と も 、 従 業 員 費 の 6% ～ 12% ( 4 5 ) と も 言 わ れ て い 

る 。 一 方 で 、 117 も の 障 害 者 へ の プ ロ グ ラ ム 

や 、 公 的 扶 助 へ の 支 出 等 を 合 算 し た 連 邦 政 府 

の 負 担 コ ス ト は 推 定 1850 億 ド ル と 言 わ れ て い 

る 。 

ま た 、 ド イ ツ で は 体 系 的 な リ ハ ビ リ テ ー シ 

ョ ン ・ サ ー ビ ス や 保 護 雇 用 制 度 、 公 的 扶 助 に 

よ り 障 害 者 の 生 活 水 準 は 保 障 さ れ て い る 。 以 

下 の 表 4-2 で も わ か る よ う に 、 対 所 得 比 で は
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最 も 高 い 水 準 の 社 会 保 障 給 付 を 実 現 し て い る 。 

ま た 、 企 業 に は 割 当 雇 用 と 雇 用 義 務 が 課 さ れ 、 

現 在 法 定 雇 用 率 は 5% と な っ て い る 。 し た が っ 

て 、 国 家 が 一 定 の 生 活 保 障 を 行 い 、 体 系 的 な 

職 業 訓 練 を 行 っ た 上 で 、 も し く は 援 助 付 き 雇 

用 な ど を 付 随 さ せ 、 法 定 雇 用 率 の 範 囲 内 で の 

障 害 者 に 関 わ る 社 会 保 障 費 の 分 担 を 市 場 に も 

求 め る 枠 組 み が 作 ら れ て い る 。 

一 方 、 日 本 は と い う と 、 1995 年 度 の 障 害 者 

へ の 社 会 保 障 給 付 は １ 兆 6700 億 円 に と ど ま る 。 

ま た 、 2001 年 度 障 害 者 関 連 施 策 予 算 は 1 兆 

2530 億 円 で 、 う ち 障 害 年 金 や 傷 病 恩 給 、 義 務 

教 育 費 を 除 く と 3500 億 円 と の 推 計 も あ る 。 ( 4 6 ) 

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 等 の 所 得 保 障 以 外 の 障 害 

者 関 連 施 策 へ の 支 出 は ご く 限 ら れ て お り 、 な 

お か つ そ の 所 得 保 障 も 低 い 水 準 と な っ て い る 

こ と が わ か る 。 以 上 の こ と か ら も 、 日 本 は 障 

害 者 に 係 る コ ス ト を 市 場 に も 委 ね ず 、 国 家 と 

し て も 引 き 受 け ず 、 と い う 構 図 を 作 っ て き た 

と い え る 。 

表 4-2 社 会 保 障 給 付 費 の国 際 比 較 （1994 年 ） 

日本 ドイツ アメリカ 
国民所得 34520.01 17466.73 55047.25 
障害者社会保障給付 
比率（対国民所得） 

0.44% 2.08% 0.68% 

障害者社会保障給付額 151.89 363.31 374.32 

単位（億米ドル　1ドル＝110円＝1．5マルクで換算） 

（出 所 ：「社 会 保 障 費 国 際 比 較 基 礎 データ」『 海 外 社 会 保 障 情 

報 （研 究 ）』No . 123 及 び国 立 人 口 問 題 ・社 会 保 障 研 究 所 ｢社 会 

保 障 給 付 の国 際 比 較 ｣より筆 者 が作 成 ）
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そ の よ う な 制 度 の 問 題 点 を 一 手 に 引 き 受 け 

て き た の が 障 害 者 援 護 施 設 で あ り 、 法 定 外 の 

作 業 所 と い わ れ る も の で あ る 。 前 者 は お お よ 

そ 5500 施 設 ( 4 6 ) 、 後 者 に 至 っ て は そ の 数 す ら 把 

握 で き な い 状 況 で あ る 。 ( 4 7 ) こ の よ う な 施 設 に 

よ っ て 、 障 害 者 の 日 常 生 活 動 作 や 職 業 リ ハ ビ 

リ テ ー シ ョ ン ・ サ ー ビ ス か ら 、 生 活 の 場 、 働 

く 場 に 至 る ま で 、 障 害 者 に 関 わ る 福 祉 の 絶 対 

的 な 量 の 不 足 と い う 問 題 を 補 っ て き た の で あ 

る 。 そ れ で も な お 、 不 足 状 態 は 続 き 、 ま た 、 

都 道 府 県 に 偏 在 す る と い う 状 態 で あ る 。 例 え 

ば 、 小 規 模 作 業 所 が 存 在 し な い 市 町 村 が 約 半 

数 を 占 め て お り 、 メ ニ ュ ー と し て サ ー ビ ス を 

選 べ る よ う な 状 況 で は な い 。 ( 4 8 ) 

ま た 、 当 然 の こ と な が ら 近 代 的 な 設 備 や 管 

理 技 術 の 問 題 、 施 設 経 営 に お け る 経 営 能 力 の 

問 題 、 障 害 者 の 能 力 開 発 等 の 問 題 な ど 、 経 営 

資 源 か ら 人 的 資 源 の 問 題 ま で 多 く の 問 題 を 抱 

え て い る 。 

(1) 大沢真理｢分権的公的保障システムと税体系｣、神野・金子[11]所収 191 
ページ 
(2) 富永[42] 201 ページ～202 ページ 
(3) 手塚[40] 114 ページ 
(4) 手塚[40] 120 ページ 
(5) 定藤[29] 154 ページ 
(6) 手塚[40] 基本的に 151～158 ページにおけるデータを利用した。 
(7) 丸山論文 竹前[38] 54 ページの 1994 年データ（出所：厚生省）及び 

手塚[40] 153 ページの 1996 年データ（出所：厚生省）から計算。年度が 

複数年わたっているため、注意が必要。 
(8) 手塚[40] 154 ページ 
(9) 手塚[40] 156 ページ データは厚生省による統計（1998）
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(10) 筆 者 の 推 計 に よ る 。 デ ー タ は 注 (7) 同 様 に 、 

手 塚 及 び 丸 山 に よ る も の を 利 用 。 し た が っ て 

年 度 を ま た い で い る た め 、 注 意 が 必 要 。 
(11) 日 本 知 的 障 害 福 祉 連 盟 [20] 
(12) 手塚[40] 156 ページ データは厚生省による統計（1998） 
(13) 日本障害者雇用促進協会編[21] 
(14) 手塚[40] 37 ページ 
(15) 日経連[22] 205～207 ページ 
(16) 厚生労働省[ｗ４] 特例子会社制度紹介 
(17) 障 害 者 雇 用 の 経 緯 に つ い て は 、 安 部 [ １ ] 
に そ の 経 緯 の 詳 細 が 収 め ら れ て い る 。 

(18) 手塚[40] 100 ページ 
(19) 丸山論文 60 ページ 
(20) 手塚[40] 153 ページ（出所：厚生省、1996 年調査） 
(21) 藤井克徳｢施設制度・施設体系の現状と課題｣、 

『ノーマライゼーション 障害者の福祉』（財）日本障害者リハビリテーシ 

ョン協会、1998 年２月号（第 18 巻 通巻 199 号）10 頁～12 頁、1998 年、 

障害福祉保健研究情報システム[ｗ12]収蔵 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n199/n199_010.htm 
(22) きょうされん[14] 10 ページ 2003 年度末時点での自治体補助交付事 

業所数 全国社会福祉就労センター協議会[ｗ14] においても同様の数値が示さ 

れている。 
(23) 丸山論文 竹前[38] 65 ページ 

(24) 丸山論文 63 ページ 
(25) きょうされん 事務局長の多田氏による推定額。（インタヴューは 2004 
年 12 月 9 日木曜日、16：00～ 中野区にあるきょうされんの事務所にて筆 

者自身によって行われた） 
(26) この推定額にはいろいろな見解がある。小倉[24]にも、1 万円に満たな 

いとの推計が見られる。1 万円という額からそう大きく乖離しないというこ 

とは間違いないと思われる。 
(27) 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構[ｗ1] による。2003 年度。 
(28) 手塚[40] 182～185 ページ 以下示される納付金制度に基づく支出総 

額は手塚による 1990 年代のおおよその平均値。納付金制度の収支の推移は 
185~188 ページ参照。一方、障害者雇用調整金及び報奨金額は現在の額を 

示した。これについては、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構[ｗ1] 
による。 

(30) Andersen[2] 日本語版 ⅵページ～ⅹⅲページ 
(31) 富永[42] 217 ページ～221 ページ 
(32) 谷本[39] 142 ページ 
(33) このことは、手塚[40] 113～126 ページにおける障害者雇用制度の経
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緯で示される、厚生省及び労働省担当者の見解からも窺われる。 
(34) 厚生労働省による全国規模の調査は 5 年に一度しか実施されていない。 

同省は障害者の人権への配慮との見解を示している。 
(35) (補足率)＝(公的扶助受給者)／(公的扶助受給資格を満たす所得水準の者) 
(36) 日本において、公的扶助を受給しにくかったこと、受給せずとも生活が 

可能だったことが推測される。 
(37) Andersen[2] 日本語版 ⅲ～ⅳページ 
(38) 富永[42] 210～211 ページ 
(39) 谷本[39] 第 2 部 6～7 章を筆者がまとめる。 
(40) 注 (33) 参 照 
(41) 各国が障害者の雇用義務及び雇用割当制度を作っていたわけであるが、 

納付金制度を考えると主にドイツからの制度輸入と考えられる。 
(42) 手塚[40] 
(43) 手塚[40] 187～188 ページ 
(44) 矢嶋論文、竹前[38]所収 78 ページ 
(45) ソーントン．P＆ラント．N｢１８カ国における障害者雇用政策｣ 

ヨーク大学社会政策研究所、1997 年（松井亮輔訳）、障害福祉保健研究情 

報システム[ｗ12]収蔵 
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/z00011/z0001101.htm# 
contents 

(46) 丸山論文 52 ページ 
(46) 厚生省[ｗ４] 平成８年度 社会福祉施設等調査、グループホームなど 

全ての施設を含んだ総数。うち授産施設はおおよそ 2900 施設。 
(47) きょうされん[14] 10 ページによればおよそ 6000 ヶ所 
(48) きょうされん[14] 10 ページ
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第 ５章 新 たな取 り組 み 

第 ４ 章 で 障 害 者 を 取 り 巻 く 環 境 に つ い て 示 

し た 。 現 在 で は 、 先 駆 的 な 企 業 の 障 害 者 雇 用 

へ の 取 り 組 み や 、 社 会 福 祉 法 人 ・ NPO 等 の 非 

営 利 組 織 に よ る 活 動 が 生 ま れ て い る 。 

本 章 で は そ の よ う な 取 り 組 み を 取 り 上 げ る 

わ け で あ る が 、 そ れ ぞ れ の 活 動 の 内 容 は 相 互 

に 連 関 し て い る 場 合 も 多 く 、 明 確 に 分 類 す る 

こ と は 難 し い と 思 わ れ る 。 し た が っ て 、 障 害 

者 雇 用 に 取 り 組 む 非 営 利 組 織 の 動 き に つ い て 

焦 点 を あ て て 検 討 し た い と 考 え る 。 ま ず 、 第 

1 節 に お い て ２ つ の 動 き を 紹 介 し 、 そ の 活 動 

が 現 在 の 障 害 者 福 祉 制 度 の 中 で 果 た し う る 役 

割 を 検 討 し た い と 思 う 。 次 い で 、 第 2 節 に お 

い て 、 具 体 的 な 活 動 の 1 つ を 紹 介 し た い と 思 

う 。 

こ こ で 紹 介 す る 取 り 組 み は 、 ま だ ま だ 活 動 

の 規 模 を 考 え れ ば 、 障 害 者 福 祉 制 度 の 本 質 的 

な 問 題 点 を 補 う も の と は 言 え な い か も し れ な 

い 。 ま た 、 個 人 の 資 質 に よ る 部 分 も 大 き く 、 

完 全 な 組 織 化 、 運 動 化 が さ れ て い る わ け で も 

な い 。 し か し 、 当 事 者 不 在 の 制 度 に 対 し て 、 

明 確 な 主 体 者 が 現 れ た 意 義 は 大 き い も の が あ 

る と 思 わ れ る 。 第 ３ 節 で は 、 こ れ ら の 活 動 が 

示 す 可 能 性 に も 言 及 し た い と 考 え る 。 

第 １節 取 り組 みの全 体 像 

（１） 新 たな取 り組 みとは 

こ こ で は 、 障 害 者 授 産 施 設 お よ び 法 定 の 小 

規 模 作 業 所 、 法 定 外 の 小 規 模 作 業 所 に 焦 点 を 

あ て て 扱 う 。 こ れ ら は 、 福 祉 的 就 労 を 通 じ て
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障 害 者 の 雇 用 の 大 き な 部 分 を 担 っ て い る 。 そ 

の 平 均 賃 金 （ 本 来 は 雇 用 関 係 に な い た め 工 賃 

が 適 切 で あ る ） が そ れ ぞ れ に 3 万 円 を 切 る 状 

況 で あ る が 、 な か に は 5 万 円 （ 時 給 換 算 で 約 

500 円 程 度 ） を 越 す 賃 金 を 払 う 施 設 も 出 て き 

て い る 。 こ れ ら の 活 動 の 背 景 に は 、 1977 年 に 

設 立 さ れ た 全 国 社 会 就 労 セ ン タ ー 協 議 会 

（ SELP 協 ） と 、 き ょ う さ れ ん （ 旧 共 同 作 業 所 

全 国 連 絡 会 ） に よ る 活 動 の 組 織 化 に よ る 部 分 

も 大 き く 影 響 し て い る と 考 え ら れ る 。 

１） 全 国 社 会 就 労 センター協 議 会 

○ 経 営 手 法 の 導 入 

「 セ ル プ 協 Ｃ Ｉ プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 」 

セ ル プ 協 は 1994 年 、 Ｃ Ｉ の 手 法 ( 1 ) に よ る 社 

会 就 労 セ ン タ ー （ 授 産 施 設 ） 改 革 を 掲 げ た 。 

「 環 境 改 善 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 」 

障 害 者 が 生 活 し や す く 働 き や す い 施 設 環 境 づ 

く り 

「 事 業 振 興 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 」 

障 害 者 が つ く る 製 品 （ 商 品 ） の 開 発 や 販 路 の 

○ 全 国 社 会 就 労 セ ン タ ー 協 議 会 
1977 年 設 立 

会 員 施 設 数 授 産 施 設 1360 施 設 

（ 全 国 約 2900 施 設 ） 

＜ 活 動 内 容 ＞ 

調 査 活 動 

研 修 活 動 

政 策 等 の 研 究 

予 算 要 望 
NPO 法 人 日 本 セ ル プ セ ン タ ー の 運 営
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開 拓 活 動 

こ の よ う な 事 業 展 開 の 中 で 、 1982 年 に 発 足 

し た 内 部 組 織 で あ る 中 央 授 産 事 業 振 興 セ ン タ 

ー を 、 2001 年 に NPO 法 人 日 本 セ ル プ セ ン タ ー 

と し て 、 会 員 授 産 施 設 の 事 業 活 動 支 援 活 動 の 

核 に 据 え た 。 こ こ で は 、 共 同 受 注 の 斡 旋 、 障 

害 者 等 に よ る 生 産 製 品 の 販 売 を 行 っ て い る 。 

現 在 約 500 の 会 員 施 設 が 商 品 を 提 供 し て い る 。 

ま た 、 2001 年 よ り イ オ ン グ ル ー プ 内 で 、 イ 

ン タ ー ネ ッ ト モ ー ル 事 業 を 行 っ て い る イ オ ン 

ク レ ジ ッ ト サ ー ビ ス と 協 力 し 、 そ の 製 品 の 販 

売 促 進 を 図 っ て い る 。 

２ ） き ょ う さ れ ん 

き ょ う さ れ ん は 1977 年 、 16 の 共 同 作 業 所 に 

よ り 設 立 さ れ た 任 意 団 体 で あ る 。 ( 2 ) 現 在 会 員 

が 1548 施 設 、 賛 助 会 員 が 21653 名 と い う 規 模 に 

○ き ょ う さ れ ん 
1977 年 設 立 

会 員 施 設 数 1548 施 設 

法 定 施 設 426 施 設 

法 定 外 施 設 872 施 設 

そ の 他 250 団 体 

＜ 活 動 内 容 ＞ 

提 言 活 動 ・ 請 願 活 動 

調 査 ・ 研 究 ・ 研 修 活 動 

作 業 所 運 営 支 援 活 動 

情 報 提 供 活 動
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な っ て い る 。 活 動 予 算 額 は １ 億 6000 万 円 に な 

る 。 2003 年 度 実 績 に よ れ ば 、 

と な っ て い る 。 

き ょ う さ れ ん の 活 動 は 共 同 作 業 所 の 運 営 環 

境 改 善 運 動 と 密 接 な 関 わ り を も つ 。 設 立 と 同 

年 で あ る 1977 年 、 国 の 補 助 金 の 支 給 が ス タ ー 

ト し 、 70 万 円 が 15 施 設 に 支 給 さ れ た 。 ま た 、 

90 年 代 を 通 し て 補 助 金 は 都 道 府 県 に 拡 大 す る 

中 で 、 作 業 所 の 組 織 化 と と も に 、 請 願 運 動 を 

行 っ て き た 。 ま た 、 ｢ 社 会 福 祉 法 人 き ょ う さ 

れ ん ｣ の 運 営 も 行 っ て お り 、 障 害 者 雇 用 の 実 

践 活 動 に も 踏 み 出 し て い る 。 

2000 年 に は 政 令 に よ り 、 10 人 以 上 の 小 規 模 

通 所 授 産 施 設 が 社 会 福 祉 事 業 に 位 置 付 け ら れ 

る こ と と な っ た 。 （ と は い え 、 施 設 に お け る 

詳 細 な 規 定 や 財 産 の 審 査 な ど ハ ー ド ル は 低 く 

は な い 。） こ の よ う な 環 境 改 善 の 状 況 の 中 で 、 

現 在 は 小 規 模 作 業 所 の 経 営 支 援 活 動 の 比 重 を 

＜ 収 入 ＞ 

会員会費 3920 万（24%） 賛助会員会費 3350 万（21%） 

寄付・募金 2310 万（16%） 研修会等 1700 万（11%） 

その他 4600 万（28％） 

＜ 支 出 ＞ 

事務費 8700 万（55%） 広報出版費 2000 万（13%） 

委員会活動費 350 万（2%） 部会活動費 550 万（3%） 

研修会等開催費 1490 万（9%） 委託事業費 1210 万（8%） 

請願活動 580 万（4%） その他 900 万（6%）
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増 し て き て い る 。 こ の 活 動 は 以 下 ２ 点 に 分 類 

さ れ る 。 

① 資 金 づ く り 支 援 活 動 

共 同 仕 入 れ や 共 同 販 売 を 通 じ 、 会 員 施 設 の 

運 営 を 支 援 す る 。 ま た 、 事 務 担 当 者 研 修 会 や 

施 設 管 理 者 研 修 会 な ど を 通 じ 、 経 営 の 基 礎 と 

な る 技 術 や 知 識 を 提 供 し て い る 。 

② 仕 事 起 こ し 支 援 活 動 

会 員 施 設 に よ る 製 品 コ ン ペ や 仕 事 開 発 研 修 

会 に よ り 、 作 業 所 の 事 業 開 拓 を 支 援 し て い る 。 

事 業 活 動 で 収 益 を あ げ て い る 施 設 担 当 者 に よ 

り 、 そ の ノ ウ ハ ウ を 講 習 し て い る 。 ま た 、 ヤ 

マ ト 福 祉 財 団 と 協 力 し て 、 ｢ 小 規 模 作 業 所 パ 

ワ ー ア ッ プ セ ミ ナ ー ｣ を 展 開 し て い る 。 

③ 成 功 モ デ ル 移 転 

施 設 の 活 動 と し て 位 置 付 け ら れ て い な い も 

の の 、 会 員 施 設 内 で の 技 術 供 与 や 技 術 移 転 が 

行 わ れ て い る 。 ヤ マ ト 福 祉 財 団 理 事 長 の 小 倉 

昌 男 氏 や 、 き ょ う さ れ ん 常 務 理 事 の 藤 井 克 徳 

氏 な ど に よ る 個 人 的 な 人 間 関 係 に 負 う と こ ろ 

が 大 き い と 思 わ れ る 。 具 体 的 な 活 動 に つ い て 

は 次 節 で 扱 う 。 

今 後 の 活 動 の 展 望 と し て 、 以 下 の ２ 点 が 挙 

げ ら れ た 。 

ま ず 、 2002 年 の 厚 生 労 働 省 に よ る 「 新 障 害 

者 プ ラ ン 」 の に よ り 、 障 害 者 の 地 域 生 活 へ の 

支 援 が 明 記 さ れ 、 精 神 障 害 者 の 分 野 に お い て 

は 、 今 後 10 年 で ７ 万 ２ 千 人 の 入 院 患 者 の 退 

院 ・ 社 会 復 帰 を 目 指 す こ と と さ れ て い る 。 こ
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の こ と を 受 け て 、 そ の 受 け 入 れ 先 と な る 小 規 

模 作 業 所 の さ ら な る 推 進 を 挙 げ て い る 。 

次 い で 、 障 害 者 差 別 禁 止 法 整 備 に 向 け た 活 

動 で あ る 。 実 際 に 厚 生 省 は 障 害 者 基 本 法 改 正 

に よ る 日 本 版 A DA の 検 討 に 入 っ て お り 、 千 葉 

や 宮 城 で は 条 例 に よ る 障 害 者 の 平 等 規 定 を 設 

け る 検 討 が な さ れ て い る 。 雇 用 に お け る 機 会 

の 平 等 が 確 保 さ れ た 場 合 、 企 業 に 対 す る 合 理 

的 配 慮 が ど の 程 度 の 水 準 ま で 認 め ら れ る か が 

焦 点 と な る で あ ろ う 。 

き ょ う さ れ ん の 政 策 提 言 や そ の 取 り 組 み か 

ら 、 障 害 者 へ の 機 会 平 等 が 一 つ の 方 向 性 と し 

て 見 て 取 れ る 。 国 に よ る 障 害 者 の 所 得 保 障 も 

然 る こ と な が ら 、 そ れ 以 上 に 、 小 規 模 作 業 所 

の 事 業 活 動 に よ る 待 遇 改 善 に 重 点 を 置 い て い 

る 。 

（２） 障 害 者 福 祉 制 度 における活 動 の位 置 付 け 

新 た な 取 り 組 み は 、 図 4-2 に お け る 障 害 者 

援 護 施 設 及 び 小 規 模 作 業 所 に 与 え ら れ た 役 割 

を 大 き く 変 え る も の で あ る と い え る 。 当 初 、 

一 般 雇 用 の 準 備 段 階 と し て 位 置 付 け ら れ た わ 

け で あ る が 、 現 在 で は こ れ ら の 施 設 自 体 が 障 

害 者 の 雇 用 を 担 う 存 在 と し て 大 き な 役 割 を 担 

っ て い る 。 

第 ２節 具 体 的 取 り組 み 

本 節 で は 、 第 １ 節 で 取 り 上 げ た き ょ う さ れ 

ん の 活 動 の な か で 、 と り わ け モ デ ル 移 転 の 活
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動 に 焦 点 を あ て る 。 こ こ で は 、 は ら か ら 福 祉 

会 に つ い て 具 体 的 に 考 察 す る 。 

（１） はらから会 の運 営 

１） はらから会 の運 営 

○ 社 会 福 祉 法 人 は ら か ら 会 

は ら か ら 会 は 1979 年 の 養 護 学 校 や 地 域 の 障 

害 者 と そ の 家 族 を 中 心 と し た ｢ 話 し 合 う 会 ｣ 

が 前 身 と な っ て い る 。 現 在 の 理 事 長 で あ る 武 

田 氏 は 当 時 の 養 護 学 校 教 諭 で あ る 。 1983 年 に 

｢ は ら か ら 共 同 作 業 所 ｣ を 設 立 し 、 1993 年 に 

グ ル ー プ ホ ー ム ｢ ざ お う は ら か ら の 家 ｣ の 設 

置 に こ ぎ つ け る 。 そ の 後 、 1996 年 に 社 会 福 祉 

法 人 の 認 可 を う け 、 そ の 後 も 施 設 を 増 や し て 

い く 。 現 在 、 商 品 の 中 心 と な っ て い る 豆 腐 は 

1997 年 に 試 作 を 開 始 し た も の で あ る 。 現 在 で 

は 、 豆 腐 に パ ン 、 リ ン ゴ 等 の 農 産 物 に 麺 類 、 

お か ら を 利 用 し た 飼 料 な ど の 商 品 が あ る 。 流 

通 経 路 と し て は 、 注 文 が ９ 割 以 上 を 占 め 、 一 

部 は 地 元 ス ー パ ー の 店 頭 に も 並 ぶ 。 

武 田 氏 は 運 営 の 方 針 と し て 、 以 下 の 点 を 

○ は ら か ら 福 祉 会 
1979 年｢柴田町障害児者の問題を話し合う会」世話人会として発足 
1983 年共同作業所となる 

職 員 数 60 名 

障 害 者 数 130 名 

会 員 数 1079 名 

授 産 施 設 9 施 設 

グ ル ー プ ホ ー ム 6 施 設 

売 上 1 億 7000 万 円 

補 助 額 7000 万 円
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挙 げ て い る 。 

○ 労 働 に よ る 自 立 

○ 高 付 加 価 値 製 品 の 生 産 

○ 作 業 効 率 で の 評 価 は し な い 

１ 点 目 は 、 賃 金 平 均 は １ ヶ 月 ５ 万 円 （ 時 給 

換 算 で 500 円 ） を 実 現 し 、 2004 年 度 の 目 標 と 

し て １ ヶ 月 ７ 万 円 を 掲 げ て い る 。 ま た 、 2005 

年 ま で に ３ 施 設 の 開 所 を 計 画 し て お り 、 さ ら 

に 80 名 の 障 害 者 を 雇 用 す る 予 定 で あ る 。 そ の 

一 方 で 、 完 全 個 室 の グ ル ー プ ホ ー ム を 運 営 し 、 

そ の 入 居 費 用 は １ ヶ 月 ５ 万 円 程 度 と し て い る 。 

こ の よ う に 、 労 働 の 場 と 併 せ て 生 活 の 場 を 提 

供 す る こ と で 、 障 害 者 基 礎 年 金 （ 月 額 ７ 万 円 

程 度 ） を 合 わ せ 、 障 害 者 が 自 己 の 収 入 の み で 

生 活 で き る 環 境 を 提 供 す る 。 

次 い で 、 ２ 点 目 と ３ 点 目 は 、 高 付 加 価 値 商 

品 の 提 供 に よ り 、 就 労 し て い る 障 害 者 に 平 等 

な 賃 金 を 実 現 す る こ と で あ る 。 こ れ は 、 １ 点 

目 の 理 念 実 現 の た め の 必 要 条 件 で あ る と い え 

る 。 豆 腐 は 400 ～ 600 円 （ 2 丁 分 の サ イ ズ ） 

と 一 般 的 な も の の 2 倍 ～ 3 倍 の 値 段 が つ け ら 

れ て い る 。 し か し 、 原 価 率 は 40 ％ と 良 質 な 原 

料 を 用 い て お り 、 に が り に よ る 本 格 的 な 豆 腐 

で あ る 。 ま た 、 作 業 工 程 は 細 分 化 さ れ て い る 。 

２） 考 察 

は ら か ら 会 の 成 功 要 因 と し て 、 以 下 の 点 が 

挙 げ ら れ る 。 

○ ニ ッ チ 市 場 へ の タ ー ゲ ッ テ ィ ン グ 

武 田 氏 が 述 べ た よ う に 、 障 害 者 の 作 業 能 率
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に は 限 界 が あ る 。 し た が っ て 、 商 品 の 大 量 生 

産 は で き な い 。 そ の こ と を 逆 手 に と り 、 企 業 

が タ ー ゲ ッ ト と で き な い ニ ッ チ 市 場 へ の 商 品 

投 入 を 行 っ て い る 。 ま た 、 顧 客 の ロ イ ヤ リ テ 

ィ は 非 常 に 高 く 保 た れ る た め 、 安 定 し た 注 文 

生 産 体 制 を 築 く こ と が で き て い る 。 

○ 作 業 の 細 分 化 

知 的 障 害 者 は 複 雑 な 作 業 を 苦 手 と す る 。 し 

か し 、 単 純 な 作 業 に よ っ て 全 体 と し て 単 純 な 

作 業 を 行 っ て い て は 、 高 付 加 価 値 商 品 は 提 供 

で き な い 。 し た が っ て 、 作 業 工 程 を 非 常 に 細 

分 化 し 、 作 業 工 程 に お い て 、 職 員 に よ る 丁 寧 

な ケ ア も 行 っ て い る 。 

○ 自 治 体 と の 連 携 

豆 腐 を 作 る に あ た っ て 、 地 元 産 品 で あ る あ 

お ば た 大 豆 を 利 用 し て い る 。 こ れ に よ り 、 材 

料 の 安 定 的 な 供 給 を 確 保 で き る 一 方 で 、 地 元 

自 治 体 か ら も 支 援 を 受 け る こ と が 可 能 と な っ 

た 。 

（２） 成 功 モデル移 転 

１） ノウハウ 移 転 

(1 ) で 紹 介 し た ノ ウ ハ ウ を 全 て 公 開 し て い る 。 

き ょ う さ れ ん に よ る セ ミ ナ ー は も ち ろ ん 、 見 

学 者 へ の 体 制 も 整 え ら れ 、 豆 腐 製 造 ラ イ ン の 

一 連 の 作 業 を 見 学 で き る 。 

２） 提 携 

資 金 的 裏 づ け が 弱 い 作 業 所 に お い て 、 豆 腐 

の 製 造 ラ イ ン の 投 資 は 非 常 に 困 難 で あ る 。 と
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り わ け 豆 腐 の 質 を 大 き く 左 右 す る 豆 乳 の 製 造 

に は 1000 万 円 近 い 設 備 投 資 を 要 す る 。 

豆 乳 か ら 豆 腐 の 製 造 ラ イ ン は 200 万 円 前 後 

の 投 資 で 済 む こ と か ら 、 小 規 模 作 業 所 や 授 産 

施 設 と 提 携 し 、 豆 腐 製 造 の ノ ウ ハ ウ 移 転 と 豆 

乳 の 販 売 を 行 っ て い る 。 

第 ３節 新 たな取 り組 みが示 すもの 

2000 年 よ り 、 小 規 模 作 業 所 の 一 部 が 社 会 福 

祉 事 業 と し て 位 置 付 け ら れ る こ と と な っ た 。 

こ の よ う に 、 行 政 が 介 入 す る 分 野 が 広 が る に 

つ け て 、 小 規 模 作 業 所 の 窮 状 が よ り 顕 在 化 し 

て く る こ と が 予 想 さ れ る 。 ま た 、 今 後 精 神 障 

害 者 に 限 っ て も 7 万 人 以 上 が 施 設 か ら 地 域 へ 

と 活 動 の 場 を 移 す こ と を 考 慮 に 入 れ る と 、 障 

害 者 援 護 施 設 や 小 規 模 作 業 所 の 数 は 今 ま で 同 

様 増 加 の 一 途 を た ど る こ と が 予 想 さ れ る 。 こ 

の よ う に 、 施 設 数 が 増 え て 、 量 的 側 面 で の 問 

題 が 一 定 の 解 決 を み る こ と と な れ ば 、 利 用 者 

や 国 民 の 関 心 は 質 的 側 面 へ と 移 っ て い く で あ 

ろ う 。 

現 在 は 小 さ な 動 き で し か な い ｢ 新 た な 取 り 

組 み ｣ で は あ る が 、 質 的 な 側 面 へ と 関 心 が 移 

る こ と に よ っ て 、 そ の 働 き は よ り 重 要 な も の 

と な る 。 そ の た め に も 、 小 規 模 作 業 所 の 質 的 

な 底 上 げ を 図 り 、 よ り 組 織 的 ・ 戦 略 的 に そ の 

モ デ ル 移 転 を 行 っ て い く 枠 組 み を 整 備 す べ き 

で あ る と 考 え る 。 

こ の よ う な 状 況 が 整 備 さ れ る こ と で 、 利 用 

者 本 意 を 合 言 葉 に し て 導 入 さ れ た 支 援 費 制 度
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の 、 選 ぶ メ ニ ュ ー す ら な い 状 況 に も 改 善 が 見 

ら れ る か も し れ な い 。 ま た 、 図 4-2 で 示 し た 

障 害 者 雇 用 制 度 の 仕 組 み に も 活 力 を 与 え る こ 

と に な る と 考 え ら れ る だ ろ う 。 

ま た 、 こ の よ う な ｢ 新 し い 取 り 組 み ｣ が 推 

進 さ れ て い く こ と で 、 社 会 保 障 制 度 全 般 へ の 

影 響 も 考 え ら れ る 。 谷 本 見 解 に よ れ ば 、 非 営 

利 セ ク タ ー に 期 待 さ れ る 機 能 と し て 、 

○ 政 府 や 企 業 で は 対 応 し き れ な い 分 野 に お い 

て 、 新 し い 価 値 観 と ア イ デ ィ ア を も っ て サ ー 

ビ ス を 提 供 し て い く こ と 

○ 政 府 ・ 企 業 の 活 動 を 客 観 的 に 監 視 ・ 評 価 し 、 

建 設 的 に オ ル タ ナ テ ィ ブ を 提 示 し て い く こ と 

を 挙 げ て い る 。 ( 3 ) も ち ろ ん 、 現 在 に お い て も 

厚 生 労 働 省 の 研 究 会 や 懇 談 会 に お い て 提 言 を 

行 っ て い る 。 し か し 、 ｢ 新 た な 取 り 組 み ｣ が 

よ り 大 き な ム ー ブ メ ン ト へ と 成 長 し て い く こ 

と で 、 よ り 強 固 な 位 置 付 け か ら 政 府 へ の オ ル 

タ ナ テ ィ ブ を 提 示 し て い く こ と を 可 能 と す る 

で あ ろ う 。 こ の よ う な 障 害 者 雇 用 に 関 わ る 分 

野 の 活 動 が 、 日 本 社 会 へ の 一 つ の 大 き な ア ン 

チ ・ テ ー ゼ と し て 大 き な 意 味 を 持 っ て く る こ 

と を 期 待 し て 論 を 終 え た い と 思 う 。 

(1) 全国社会福祉就労センター協議会[ｗ14] によれば、以下のようにまとめ 

られる。 

Corporate Identity：1960 年代の米国で盛んになった経営の手法で、企業の特色を 

デザイン展開やコミュニケーション活動で伝えようとするもの。日本では 1970 年代 

頃よりはじまり、企業の存立理念の再構築や新事業起こしなど、経営の新しいあり
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方＜アイデンティティ＞を問いかけ開発するプロジェクトへ発展した。 
(2) 事 務 局 の 多 田 氏 に よ る と 、 法 人 格 を 取 る 上 

で 以 下 の 問 題 点 の 指 摘 が あ っ た 。 様 々 な 組 織 

形 態 に つ い て 鋭 意 研 究 中 と の こ と 。 

・ 社 団 法 人 ： 法 人 格 取 得 の ハ ー ド ル が 高 い 

・ 社 会 福 祉 法 人 ： き ょ う さ れ ん 自 体 が 施 設 を 

持 た な け れ ば な ら ず 、 組 織 の 目 的 と か み 合 わ 

な い 。 

・ 特 定 非 営 利 法 人 ： 総 会 を 行 う に あ た っ て 、 

規 定 が 厳 し く 、 大 規 模 組 織 に は 適 さ な い 。 
(3) 谷本[39] 237～239 ページ
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あ と が き 

こ れ ま で 、 70 枚 の 予 定 を 大 幅 に こ え て 、 

100 枚 以 上 分 量 で 論 を 展 開 し て き た 。 本 来 な 

ら 、 新 た な 取 り 組 み の 部 分 に つ い て 経 営 学 的 

視 点 か ら さ ら な る 考 察 が 加 え ら れ る べ き で あ 

っ た と 考 え ら れ る 。 ま た 、 フ ィ ー ル ド ワ ー ク 

や 実 態 調 査 が ま だ ま だ 不 十 分 で あ る 。 し か し 

な が ら 、 漠 然 と し た 障 害 者 へ の 不 平 等 を 実 感 

す る 中 で 、 自 分 な り の 疑 問 へ の 解 答 を 出 す に 

あ た り 、 社 会 や 政 治 経 済 と の 関 わ り に 多 く の 

枚 数 を 費 や し た 。 

論 文 を ま と め る に あ た っ て 、 障 害 者 制 度 を 

社 会 保 障 制 度 全 体 の 中 で 位 置 付 け る 論 文 や 、 

政 治 経 済 、 社 会 と 結 び つ け る 論 文 は 非 常 に 限 

ら れ て お り 、 論 文 の 執 筆 に は 様 々 な 分 野 の 文 

献 を 参 考 す る こ と と な っ た 。 多 く の 文 献 を あ 

た る こ と で 、 拙 く は あ る が 、 自 分 な り の 見 解 

を ま と め る こ と が で き た と 思 っ て い る 。 残 念 

な が ら 、 集 め た 情 報 を 提 示 す る に と ど ま る 部 

分 が 多 く な っ て し ま っ た が 、 日 本 の 障 害 者 の 

世 界 と い う ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス に 多 少 な り と も 

明 ら か に し た い と い う 筆 者 の 意 思 を 汲 み 取 っ 

て い た だ け た ら 幸 い で あ る 。 

こ の 論 文 を 執 筆 す る に あ た っ て 、 大 き な 視 

点 は 佐 和 氏 や 神 野 氏 の 著 書 か ら 得 る こ と と な 

っ た 。 当 事 者 不 在 の 制 度 設 計 の 中 、 ｢ 自 ら が 

抱 え る 問 題 を 自 ら で 解 決 の ア プ ロ ー チ を 取 

る ｣ こ と す ら で き な い の が 社 会 の 現 状 で は な 

い だ ろ う か 。 結 果 の 平 等 を 求 め て い る わ け で 

は な い 。 機 会 の 平 等 を 。 大 田 舎 か ら 這 い 上 が
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っ て き た 一 人 の 学 生 と し て の 問 題 提 起 で あ 

る 。
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<参考資料> 

資料 1 年金制度体系 

（出所：大阪府立大学社会福祉学部中山徹研究室 平田早和子氏による論文 

を全面的に引用） 

http://www.sw.osakafu-u.ac.jp/~nakayama/semi/hirata.html 

【１】障害者経済的生活保障の種類 
１ 年金 ①年金の定義 

② 年金の歴史 

③ 年金とはどういうものか 

④障害者をめぐる年金 

２ 社会手当 

３ 生活保護 

【２】障害別の生活保障 
１ 身体障害者 

２ 知的障害者 

３ 身心障害者 

４ 精神障害者 

【３】無年金問題について 
１ 障害者の生活保障の実際 

２ 無年金問題 

【４】まとめ 

【1】障害者の生活保障の種類 
障害者の所得保障の制度には、年金・社会手当・生活保護の三つの柱が 

ある。財源や支給の対象、支給の基準、給付額などで、それぞれの制度は異 

なっているが、いずれも憲法第 25 条の生存権保障の理念に基づくもので、相 

互に関連しあって障害者の生活を支えている。 

1 年金 
①年金の定義 

「年金とは、一家を支える者の老齢、死亡、廃疾の場合に、社会保障制度から 

長期間に渡って定期的に支払われる現金給付の総称である」（ILO 国際労働機 

関による） 

②日本の公的年金制度の主な歴史
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１８７５年 海軍人のための恩給制度 

１８７６年 陸軍人のための恩給制度 

１８８４年 文官の恩給制度 

１９０７年 国鉄救済組合 

１９３９年 船員保険 

１９４２年 労働者年金保険実施 

１９５９年 国家公務員共済組合･国民年金法 

１９８５年 国民年金法改正 

＊＊１９８５年に国民年金法が改正され｢国民皆年金｣になったものの、それ以前 

は任意加入であった。これらの年金の歴史を見てもわかるように、年金は（年 

金制度は）、国家に忠誠を尽くした軍人や管理に対する恩賞という意味であり、 

今日の年金が社会連帯による老後保障や障害保障の考え方に基づいている 

のとは異なる。長い間、｢社会保障｣という意識がなかったところに問題があっ 

たと考えられる。 

③年金とはどういうものか 

年金制度は、全国民に共通した「国民年金」を基礎に、「被用者年金」「企業年 

金」の３階建ての体系となっている。 

国民年金…日本に住む 20 歳以上 60 歳未満の人はすべて共生加入。厚生年金保 

険の加入者や 

主婦・学生も強制加入。 

厚生年金保険…厚生年金制度が適用されている会社に勤めている 65 歳未満の人 

は強制加入。 

厚生年金基金…厚生年金保険制度に適用している民間会社には企業年金として、 

設けている 

ところがある。この加入は,個人の自由である。 

個人年金…取り扱っている銀行や生命保険会社ごとに定めている。国民年金に加 

入している

自営業者のみ加入できる。 

＊公的年金の体系は右のとおり 

国民年金 

厚生年金保険 

個人年金 

厚生年金基金
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私たちの国の公的年金制度は、従来、民間サラリーマン、自営業者、公務員 

等の業種ごとに分立していたが、国民年金法の改正により、全国民共通の基礎 

年金が導入され、民間サラリーマンを対象とする厚生年金や公務員等を対象と 

する共済年金は、その上乗せとして報酬比例の年金を支給する制度に再編成 

された。 

その中でも 20 歳以上 60 歳未満の人が所得額、職業の有無や職種、国籍、 

性別などに関係なく加入しなくてはならないのが国民年金である。 

国民年金の加入状況は以下のとおり。 

＊＊法定免除 

すべての国民が保険料の納付を義 

務化されているが、以下の場合は納付 

義務のみ免除される。（国民年金制度 

からは除外されない） 

（1）障害基礎年金、障害厚生年金（1､ 

２級）、障害 共済年金（1､２級）、政 

令で定める障害年金を受けている場 

合。 

（2）生活保護法による生活扶助または、らい予防法 の廃止に関する法律によ 

る援護を受けている場合。 

（3）ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所に収容されている時。 

国民年金では、老齢、障害、死亡といった事故に際して,すべての国民に共通 

する基礎的な年金給付として「基礎年金」の支給を行う。 

ここでは、障害に際したときの年金をとりあげて、考えてみたい。 

④障害者をめぐる年金 

障害のある人に対する所得保障は、障害のある人の経済的自立を図る上で 

極めて重要な役割を果たしている。障害者を対象とした年金として障害基礎年 

金と障害厚生年金がある。 

第１種被保険者…自営業主とその家族 

学生 

第 2 種被保険者…サラリーマン・OL 

第 3 種被保険者…サラリーマンの配偶者
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【障害基礎年金】 

以下の人に障害基礎年金は支給される。 

・初診日に国民年金に加入していたこと。または、60 歳以上 65 歳未満で過去 

に国民年金に加入していた人。 

・障害認定日（ケガの時は症状固定日、一般の病気の時は初診日から 1 年 6 

ヶ月を経過した日）において一定の障害の状態にあること。 

・初診日の前々月までの国民年金の保険料を 3 分の 2 以上の期間納めたか 

免除されたこと。ただし、平成 18 年 3 月 31 日までの病気やケガによる障害者 

については、初診日の前々月までの 1 年間に、滞納期間がなければ支給さ 

れる。 

＊＊20 歳になる前から障害のあった人は、20 歳達した日において一定の障 

害状態にあること。 

年金額 

1 級障害 月額 81,825 円（年額 981,900 円） 

2 級障害 月額 65,458 円（年額 785,500 円） 

＊＊65 歳以上の人（65 歳未満で老齢基礎年金を受給している人を含む）は 

対象外。 

【障害厚生年金】 

以下の人に障害厚生年金は支給される。 

・初診日に厚生年金に加入していたこと。 

・障害認定日（ケガの時は症状固定日、一般の病気の時は初診日から 1 年 6 

ヶ月を経過した日）において一定の障害状態にあること。 

・初診日の前々月までの厚生年金の保険料を 3 分の 2 以上の期間納めたか 

免除されたこと。ただし、平成 18 年 3 月 31 日までの病気やケガによる障害者 

については、初診日の前々月までの 1 年間に、滞納期間がなければ支給さ 

れる。 

年金額 

1 級障害 平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×1.25＋ 

配偶者加給 

2 級障害 平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数＋配偶者 

加給 

3 級障害 平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数 

＊厚生年金の加入者は、同時に国民年金に加入しているので障害厚生年金 

の受給者は障害基礎年金も合わせて支給を受けられる。ただし 3 級障害の場 

合は、障害厚生年金が単独で支給。
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【年金支給】 

これら２つの年金は一定の条件を満たしていれば支給されることになっている 

が、障害の程度によって支給される場合と、されない場合がある。 

１級 ２級 ３級 ４級以降 

＊３級障害より軽い程度の場合には、障害手当金（一時金）が受けられる。 

【年金併給と支給停止】 

２つ以上の年金の受給権ができても、一人一年金が原則で、どちらか一方を 

選択せねばならない。同一の支給事由による基礎年金と上乗せ被用者年金（厚 

生年金）は併給される。 

（例） 

障害が重くなる 障害が軽くなる 

受給権発生 

障害基礎年金 障害基礎年金 

障害厚生年金 障害厚生年金 障害厚生年金 支給停止 

支給停止 

老齢基礎年金 

障害基礎年金 

（支給停止）
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【２つの年金の支給例】 

1 級 2 級 3 級 

＊障害厚生年金は、平均標準報酬額×7.5/1000×被保険者期間×1,031× 

1/12 

社会手当 
障害者への各種手当は、国・都道府県・市町村のそれぞれの立場から支給さ 

れている。 

対象としては、在宅の重度の障害者で都道府県知事･市長及び福祉事務所を 

管理する町村長の認定を受けた者。 

【社会手当の例】 
特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当(経過措置 

分) 

特別児童扶養手当 

目的 特別障害者に対し 

て、福祉的措置の 

一環として、重度の 

障害のため必要と 

なる精神的、物質 

的な特別の負担の 

軽減の一助として 

手当を支給するこ 

とにより特別障害 

者の福祉の向上を 

図る 

重度障害 児に対し 

て、その障害のため 

必要となる精神的、 

物質的な特別の負 

担の軽減の一助とし 

て手当を支給するこ 

とにより重度障害児 

の福祉の向上を図る 

重度障害 児に対し 

て、その障害のため 

必要となる精神的、 

物質的な特別の負 

担の軽減の一助とし 

て手当を支給するこ 

とに依り重度障害者 

の福祉の向上を図る 

精神又は身体障害 

を有する児童につ 

いて手当を支給す 

ることにより、これら 

の児童の福祉の増 

進を図る 

障害基礎年金 
67,017 円×1,25 

子の加算額 
第 1 子･2 子 19,283 円 

第 3 子以降 6,425 円 

障害厚生年金 
障害厚生年金 2 級×1.25 

配偶者加給年金 
19,283 円 

障害基礎年金 
67,017 円 

子の加算額 
［1 級と同じ］ 

障害厚生年金 ＊ 

配偶者加給年金 
［1 級と同じ］ 

障害厚生年金 
2 級と同じ。ただし 

最低保障額 50,258 円
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支給 

対象 

者 

精神又は身体は重 

度の障害を有する 

ため日常生活にお 

いて常時特別の介 

護を必要とする状 

態にある在宅の 20 

歳以上の者 

精神又は身体に重 

度の障害を有するた 

め日常生活において 

常時特別の介護を 

必要とする状態にあ 

る在宅の 20 歳未満 

の者 

20 歳以上の従来の 

福祉手当の受給資 

格者のうち、特別障 

害者手当の支給用 

件 に 該 当 せ ず 、か 

つ、障害基礎年金も 

支給されない者 

20 歳未満で精神 

又は身体に中程度 

以上の障害を有す 

る児童を家庭で監 

護、養育している 

父母又はその他の 

者 

手 当 

額 

26,860 円 14,610 円 14,610 円 1 級 51,550 円 

( 月 

額) 

2 級 34,330 円 

所得 受給資格者 受給資格者 受給資格者 受給資格者 

制限 (単身世帯） 492,4 

万円 

(単身世帯） 492,4 

万円 

(単身世帯） 492,4 

万円 

(4 人世帯) 770,7 

万円 

扶養義務者 扶養義務者 扶養義務者 扶養義務者 

（2 人世帯） 859,6 

万円 

（2 人世帯） 859,6万 

円 

（2 人世帯） 859,6万 

円 

(6 人世帯) 954,2 

万円 

特別障害者手当（国）…支給月額 26,860 円。在宅で常時特別の介護が必要な 

20 歳以上の人で、身体または精神に最重度の障害を有する障害者。所得制 

限がある。 

障害児福祉手当（国）…支給月額 14,610 円。在宅で常時介護が必要な 20 歳未 

満の人で、おおむね身体障害者手帳 1 級。所得制限がある。 

経過的福祉手当（国）…支給月額 14,610 円。在宅で 20 歳以上のかた。昭和 61 

年 3 月 31 日まで福祉手当を受給していた人で、 4 月 1 日以降、障害基礎年 

金も特別障害者手当も受給できない人。所得制限がある。 

重度心身障害者手当…支給月額 60,000 円。在宅の重度の障害者（児）で、常 

に介護を必要とする人。 

児童扶養手当・特別児童扶養手当 

心身障害者扶養年金…支給月額 30,000 円。保護者が死亡したり、重度の障害 

者になったりした場合に、障害者に年金を支給する。保護者の加入時年齢は 

65 歳未満で、保護者の年齢により掛金月額が異なる。 

＊その他市町村により、心身障害者福祉手当などがある。
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生活保護 
生活保護は、社会保障制度の中でも公的年金と並び、社会保障制度の中で 

は大きな役割を担っている。しかし、ミーンズテストを行わなければ支給されない 

など、人間の尊厳という視点から考えても、生活保護は不利な点が目立つ。 

【生活保護の基準額】 

１人暮らしの場合の月額 

（この額より収入が少なかったら生保開始になる基準。） 

１級地の 1(都会)の保護基準 計 26 万 7150 円 

２級地の 1 の保護基準 計 23 万 4580 円 

３級地の 2 の保護基準 計 20 万 3730 円 

東京都 高松市 北海道 

１類（食費）20～40 歳の額 40410 円 36770 円 31320 円 

２類（光熱・衣服・雑費） 43780 円 39840 円 33930 円 

障害者加算（手帳１･２級） 27140 円 25250 円 23360 円 

重度障害者加算 14520 円 14520 円 14520 円 

他人介護料一般基準(全国 

同額) 

72000 円 72000 円 72000 円 

住宅扶助(１.３倍額） 69300 円 46200 円 28600 円 

ここまでの、社会保障を見てきて、長期的な生活保障形態や、人間の尊厳と 

いった点に着目して考えると公的年金である年金の充実を図ることが、障害者 

の保障を含む社会保障制度としては優れていると考えられる。しかし、実際は、 

年金額が生活保護基準より低い、政府のほうでも｢最後には生活保護があるから 

いいだろう｣ということで年金制度の充実改善を回避しようとする傾向があるなど 

の問題点がある。そのことをふまえつつ、障害別の社会保障はどうなっているの 

かを考えてみたい。 

【２】障害別の経済的保障 
障害を持った人をそれぞれの障害別に考えた場合、身体障害者、知的障害者、 

精神障害者の３つに区分することができる。それぞれの障害にあわせ、利用す 

る施策は異なっている。 

１ 身体障害者 
【身体障害者の定義】
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身体障害者福祉法上の身体障害者とは、以下にあげる身体上の障害のある 

１８歳以上の者であって、都道府県知事（指定都市・中核都市）から身体障害者 

手帳の交付を受けたものをいう。 

（１）次にあげる視覚障害で永続するもの 

①両眼の視力（万国識試視力表によって測ったものをいい、屈折異状がある 

ものについては、強制視力について測ったものをいう。以下同じ。）がそれぞ 

れ 0.1 以下のもの 

②一眼の視力が 0.02 以下、他眼の視力が 0.6 以下のもの 

③両眼の視野がそれぞれ 10 度以内のもの 

④両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの 

（２）次にあげる聴覚または平行機能障害で、永続するもの 

①両耳の聴力レベルがそれぞれ 70 デシベル以上のもの 

②一耳の聴力レベルが 90 デシベル以上、他耳の聴力が 50 デシベル以上の 

もの 

③両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が 50 パーセント以下のもの 

④平衡機能の著しい障害 

（３）次にあげる音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 

①音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失 

②音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの 

（４）次にあげる肢体不自由 

①一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの 

②一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くものまたはひとさし指を含めて一上 

肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの 

③一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

④両下肢のすべての指を欠くもの 

⑤一上肢のおや指の機能の著しい障害またはひとさし指を含めて一上肢の 

三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの 

⑥①から⑤までにあげるもののほか、その程度が①から⑤までにあげる障害 

の程度以上であると認められる障害 

（５）心臓、じん臓または呼吸器系の機能の障害でその他政令で定める障害で 

永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの 

〈留意事項〉 

①１８歳未満の者については、児童福祉法によりほぼ同様の措置が講ぜられ 

る。
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②１８歳未満の者でも身体障害者手帳は本法により交付されるので、身体障 

害の有無、程度は、この法律により認定される。 

【身体障害者手帳の交付】 

身体障害者福祉法（第１５条～１７条）で定められており、補装具、更生医 

療の給付、施設への入所等身体障害者福祉法上の各種の援助を受ける場 

合はもちろん、税の減免、鉄道運賃の割引等本章でのべる各種の制度を利 

用するための、いわば身体障害者であることの証票として交付するものであ 

る。 

〈交付対象者〉 

前ページでのべた障害に該当する者（１８歳未満の者も含む） 

〈交付申請手続き〉 

①都道府県知事の指定する医師の診断書及び意見書を添付する。 

②福祉事務所長を経由して知事に申請する。ただし、福祉事務所を設置しな 

い町村の居住者は、町村長及び福祉事務所長を経由して知事（指定市市 

長）に申請する。 

③１５歳未満の者について保護者が代って申請する。 

〈指定する医師〉 

｢身体障害者福祉法施行規則第３条第１項の規定による医師の指定基準｣に定 

められている。 

〈障害等級〉 

身体障害者手帳の交付にあたっては、障害等級を判定し、手帳に記載される。 

【身体障害者の状況】 

一見してわかるように、肢体不自由で 

ある障害者の数が圧倒的に多い。しか 

しこれは主な障害で統計をとっており、 

他の障害が伴う場合が多い。このことを、 

重複障害という。さまざまな障害を伴っ 

てしまうことによって、その障害に見合っ 

た援助が必要になってくる。 

そういった障害に合わせた援助の種 

類というものは、多数ある。 

人数 

視覚障害 310,600 

聴覚・言語障害 366,400 

肢体不自由 1,698,400 

内部障害 639,200 

総数 3,014,600
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【身体障害者のための福祉制度】 

区 分 概要 

補装具の 

給付 

・身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や 

社会生活を容易にするための用具を交付（修理）する。 

・用具の種類 ： 厚生大臣が指定したもの 

・用具により総合相談所（更生相談所）の判定を要する。 

身体障害者 

ホームヘルプ 

サービス業 

・重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障が 

ある身体障害者の家庭等を訪問して、家事、介護等身のまわり 

の世話や外出時の付添い等を行う。 

身体障害者 

デイサービス事業 

・身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向 

上等を図ることが出来るよう、通所により創作的活動、機能訓練 

等の各種のサービスを提供する。 

・入浴、食事提供、創作的活動、機能訓練、介護方法の指導、 

社会適応訓練、更生相談 

・老人との相互活用が可能である 

・福祉センター等への通所によりサービスを受ける。 

身体障害者 

短期入所事業 

・重度の身体障害者を介護している家族等が、疾病等により家 

族での介護ができない場合、一時的（原則として１週間）に施設 

入所でき、日常生活の世話を受けられる。 

日常生活 

用具給付等 

・在宅の重度身体障害者の日常生活がより円満に行われるた 

めの用具を給付（貸与）する。 

事業 ・障害内容、程度により給付（貸与）種目は異なる。 

・市（区福祉部）町村指定の業者から納品される。 

自助具給付 

事業 

・ 在宅の重度身体障害者に対して、日常生活動作を補う自 

助具を給付し、日常生活の便宜を図る。 

・ 対象は、所得税非課税世帯に限定される。 

・ 市（区福祉部）町村指定の業者から納品される 

身体障害者 ・身体障害者に対する各種相談や指導を行うとともに、地域活 

動の推進役となり、障害者福祉に関する地域での啓蒙活動を 

行う相談員を設置する。 

相談員設置事業 ・知事、政令指定都市市長委嘱 

福祉施設 

への措置 

・ 身体障害者が、医学的治療・訓練や生活訓練を必要とす 

る場合、一般的雇用が困難でも技能修得や就労を希望する 

場合や在宅での自立が困難な場合に、その身体状況等に 

応じた施設に入所（通所）の委託措置を行う。 

・ 施設の種類 ： ①更生施設 ②生活施設 ③作業施設 

・ 措置施設は、総合相談所（更生相談所）の判定を経て入 

所する。 

診 査 

･更生相談 

・ 身体障害者の障害程度や更生医療の適否、補装具の要 

否判定のための診断や身体障害者の更生のための相談に 

応じ必要な指導を通して身体障害者の自立と社会参加を図
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る。 

・ また、必要に応じて次の援護を行う。 

ほとんどの市町村が、上記のような制度を整えている。これらのサービスは、 

申請をし、手続きを行えばうけることができ、身体障害者が生活をしていく上で、 

必要なものである。 

２ 知的障害者 
【療育手帳交付状況】 

以前、知的障害者のことを｢精神薄弱｣との 

名称で使われていたが、これは知的側面の障 

害に関する用語にあるにもかかわらず、人格 

全般に問題を有するかのような響きがあると指 

摘され、法令用語としても｢知的障害｣を用いる 

こととなり、平成 10 年 9 月、精神薄弱者福祉法 

が改正された。 

いわゆる、｢知的ボーダー｣である人は、療育手帳を持っていない場合が多い。 

療育手帳の取得の仕方がわからないということも大きな原因であるようだ。療育 

手帳を持っていれば以下の福祉制度をうけることができる。 

【知的障害者のための福祉制度】 

区 分 概 要 

療育手帳の交付 ・ 知的障害者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種 

援助措置を受けられるよう、道、政令指定都市において手帳を 

交付している。 

・ 手帳の交付に際しては、総合相談所（更生相談所）の判定を 

要する。 

・ 申請に当たっては、写真を添付する。 

福祉の措置 ・ ・ 知的障害のある方の福祉を図るため、必要に応じ、次の措 

置を採ることとしている。 

①知的障害者又はその保護者を指導すること 

②知的障害者援護施設等への入所･通所やこれらの援護の委 

託措置 

③知的障害者の援護を職親に委託すること 

（②および③については、総合相談所（更生相談所）の判定を 

要する。） 

人数 

A(重度) 245,556 

B(中軽度） 266,595 

総数 512,151
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・地域において共同生活を営むのに支障のない知的障害者が、 

共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日 

常生活上の援助を行う。 

知的障害者 

ホームヘルプ 

サービス業 

・ 日常生活を営むのに支障がある知的障害者に対し、家庭を 

訪問して、入浴、排泄、家事等の介護等を行う。 

・ 市（区保健福祉部）町村に申請し、ホームヘルパーの派遣を 

受ける。 

知的障害者 

短期入所事業 

・ 知的障害者を介護している家族等が、疾病等により家庭での 

介護ができない場合、一時的（原則として１週間）に施設に入所 

でき、日常生活の世話を受けられる。 

・ 利用に際しては、指定された施設（更生施設、授産施設）に 

入所する。 

日常生活用具 

給付事業 

・ 知的障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具を 

給付（貸与）する。 

・ 申請後、指定の業者から納品がなされる。 

知的障害者 

相談員設置事業 

・ 知的障害者や家族に対する各種相談や指導を行うとともに、 

地域活動の推進役となり、障害者福祉に関する地域での啓蒙 

活動を行う相談員を設置する。 

・ 知事・政令指定都市市長が委嘱 

知的障害者地域生活 

援助 

(グループホーム運営) 

・地域にあるグループホームで生活する知的障害者に対し、日 

常生活における援助等を行い、地域における自立生活を促進 

する。 

知的障害者専門相談 

（法的助言･相談）事業 

・ 知的障害者及びその家族等からの法的手続き、人権等に関 

する専門相談に対し、法的助言を行うことにより、地域生活の安 

定と福祉の向上を図る。 

①知的障害者専門相談室の設置 

②知的障害者巡回専門相談コーナーの設置 

心身障害児者 

巡回療育相談事業 

・ 在宅の心身障害児（者）に巡回等の方法により、心身障害に 

関する各種相談に応じるとともに、家庭療法に関する必要な助 

言・指導を行うことにより、心身障害児（者）及びその家庭の福 

祉の向上を図る。 

・ 対象 

①在宅重症心身障害児（者） ②在宅知的障害児（者） 

③在宅身体障害児（者） ④上記の保護者 

知的障害者は上記のような、福祉制度を利用することができる。
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３ 身心障害者 
身体障害者･知的障害者の生活を保障する制度には次のようなものもある。 

区 分 概 要 

自動車運転 

免許取得費 

補助事業 

・就労等社会活動への参加を促進するため、取得に要する 

費用の一部を助成する。 

・対象は、４級以上の身体障害者 

重度障害者 

タクシー料金 

補助事業 

・障害者の生活圏域の拡大を容易にするため、タクシー料 

金の助成を行い、社会参加の促進を図る。 

・対象は、障害等級が１、２級の下肢障害者、体幹機能障害 

者、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障 

害者のうち、移動機能障害者並びに障害程度１級の心臓、 

じん臓若しくは呼吸器、又はぼうこう若しくは直腸若しくは小 

腸の機能障害者 

JR 旅客運賃 ・心身障害者が単独又は介護者とともに JR を利用する場合 

に、運賃が５割引される。 

・対象 ①身体障害者手帳または療育手帳の交付を受け 

ている方 

②介護者（第１種身体障害者、療育手帳 A の方） 

・片道１００Km を越える場合（乗車券及び急行券） 

航空運賃割 

引 

・心身障害者が単独又は介護者とも国内航空路線を利用す 

る場合に運賃が２５％割引される。 

・対象 ①身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けて 

いる方 

②介護者（第１種身体障害者、療育手帳 A の方） 

NHK の放送 

受信料免除 

・身体障害者又は重度の知的障害者のいる世帯のテレビの 

放送受信料が免除される。 

・全額免除 

①身体障害者のいる世帯 

②重度の知的障害者のいる世帯 

・半額免除 

世帯主が視覚または聴覚の障害者及び２級以上の肢体不 

自由者である場合 

タクシー料金 

割引 

・身体障害者及び知的障害者がタクシーを利用した場合、料 

金が１割引される。 

所得税の 

障害者控除 

・所得のある障害者、または家族に障害児者がいる場合、申 

告により所得税が一定額控除される。 

・障害者控除 ： 所得金額から２７万円が控除 

３～６級の身体障害者、重度以外の知的障害者
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・特別障害者控除 ： 所得年額から３５万円が控除 

１～２級の身体障害者、重度の知的障害者 

・配偶者控除又は扶養控除 ： ６５万円 

・同居している配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当す 

る場合。 

住民税の 

障害者控除 

・所得のある障害者、または家族に障害児者がいる場合、申 

告により住民税が一定額控除される。 

・障害者控除 ： 所得金額から２６万円が控除 

３～６級の身体障害者、重度以外の知的障害者 

・特別障害者控除 ： 所得金額から２８万円が控除 

１～２級の身体障害者、重度の知的障害者 

・配偶者控除又は扶養控除 ： ５４万円 

同居している配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当す 

る場合。 

上記以外にも、自動車税の減税や生活福祉資金の貸し付け、扶養共済制度が 

ある。 

４ 精神障害者 
精神障害者は、医療の対象とはされていたが、福祉の対象となりにくい現実 

が非常に長い間続いていた。1980 年になり、精神障害者も疾病と障害の共存が 

明らかにされて、総論としては精神障害者の福祉も積極的に検討され始めた。 

それでも、現在でも各種のサービスや優遇措置、手当制度など主として身体障 

害や知的障害などの手帳保持者を対象とした福祉施策からは漏れているのが 

現状である。 

【３】無年金問題について 
障害者の社会保障制度には、生活保護、社会手当、年金の三つの柱がある 

ことは【1】で述べた。障害者の所得保障では、年金と生活保護の関係をどのよう 

に考えるかが問題となってくる。もともと、生活保護の目的は一時的な生活困窮 

者に国が責任をもって保護するということである。しかも一度生活保護を受けると 

最低限の生活水準に固定され、底から抜け出すことが困難になるという矛盾が 

ある。やはり、生活保護は、障害という長期的な生活事故にはなじみにくく、障害
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者が一時的に困窮に陥った時を除き、障害者の所得保障は基本的には年金が 

中心となるべきだと思う。それでは、｢所得｣と意味で考えた年金はどのようなもの 

なのかを考えてみたい。 

１ 障害者の生活保障の実際 
実際所得保障という意味で、年金を捉えた場合、どのくらいの金額になるのだ 

ろうか。考えてみたい。 

【所得保障例】 

20 歳以上 

20 歳以下 

〈本人〉 〈父母等養育者〉 

これらを見てわかるように、生活保護費よりもはるかに低い額しか公的年金で 

は給付されない。｢それでは、生活保護を受けるほうがよいではないか｣という意 

見が出てくるのも無理がないのが現状である。また,20 歳以下の場合｢家族の負 

担｣が大きくなるのも、日本的な福祉の現状である。 

以上の場合は、金額は少なくても公的年金により生活保障がされている場合 

である。（十分な金額でない場合、生活保障に当たるのかはさておき） 

障害厚生年金 
(給付場合のみ) 

障害基礎年金(１級) 
83,775 円 

特別障害者 

手当 
26,860 円 

障害厚生年金 

（給付場合のみ） 

障害基礎年金(2 級) 
67,017 円 

障害児福祉手当 
14,610 円 

特別児童扶養手当 
1 級 51,550 円 
2 級 34,330 円
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２ 無年金 
１の場合は、公的年金により生活保障がされている場合であった。しかし、現 

在の日本には、何らかの理由で年金を受給することができない人がいる。ここま 

でで、長期的にわたる生活保障には、公的年金が一番優れているということが 

わかった。しかし、その公的年金を受給する事ができないとなると、生活保護や 

社会手当に頼らざるをえないことは必至である。 

【なぜ、無年金がおこるのか】 

無年金の背景には、国民年金被保険者の約４分の１､およそ５００万人の人が、 

滞納者や免除者であるという｢年金の空洞化｣がある。強制加入の年金制度で、 

保険料を納付しているのは加入者の４分の３しかいないというのは、制度として 

成り立たないものである。１９６１年に国民年金制度ができたときには、「国民皆 

年金」といわれていたものの、サラリーマンの妻や外国人、学生などは除外され 

ていた。しかし１９８２年に外国人が、１９８５年にはサラリーマンの妻が、そして１９ 

９１年には学生が強制加入となり、文字通り｢国民皆年金｣は確立したことになる。 

しかしこの国民年金制度の谷間で、『無年金障害者』はうまれているのである。 

無年金障害者の類型を大きく分類してみると以下の３つに分けることができる。 

①保険料の納付要件が原因で無年金となったもの 

②障害程度の評価の問題で無年金となったもの 

③その他の原因で無年金となったもの 

③に関しては、具体的に例をあげると、カルテの保存期間が経過したために 

年金の請求が事実上できなくなったものや、事後重症による請求を６５歳まで 

に行わなかったために無年金となったもの、行政の誤った教示に代売る者な 

どが含まれる。 

【無年金者の分類】 

無年金者の分類には上で述べた分類の他に、真性無年金者と仮性無年金者に 

分類することができる。 

（１） 真性無年金者…受給要件を満たしていない人 

①年金に加入していないときに初診日があるケース 

＊このケースは、1991 年まで学生は任意加入であったことから起こっている場 

合が多い。学生時代に何らかの事故で障害が生じた場合、このケースにな 

る。 

②加入後に初診日があるが、納付要件を満たせないケース 

＊保険料を 3 分の 1 以上滞納していた場合などが受給を認められない。
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③旧制度における制度間の谷間にある人 

④停止、失権後の無年金者 

⑤脱退手当金をもらい資格を失った旧制度の人（一部） 

（２） 仮性無年金者…受給要件を満たしているのに受給できない人 

①カルテがなくて初診日に関する証明がとれないケース 

②障害基礎年金の現況届により２級非該当となっているケース 

③医療機関の認識不足による診断書の不備で非該当にあたり、診断書を作 

成してもらえないケース 

④行政窓口の誤認や申請者の理解不足で請求できないケース 

⑤認定基準（障害の程度）の評価の違いで不支給になっているケース 

＊精神障害者はこのケースが多い。 

【無年金者をなくすための今後の課題】 

無年金の問題には、納付要件を問いつづける社会保険制度としての年金制度 

の問題と、社会的ハンディキャップの角度からの障害概念の整理と基準化の問 

題という２つの側面があることがわかった。 

無年金者をなくすためには、国・地方自治体による公的年金制度への徹底した 

広報宣伝活動が必要だと感じる。まだまだ、学生、その他の国民年金対象者の 

中には未加入な人も多い。そのような人の把握と、こまやかな働きかけが必要で 

ある。
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資料２ 成人期障害者に対する施設体系 

（出所：藤井克徳｢施設制度・施設体系の現状と課題｣資料、『ノーマライゼーション 

障害者の福祉』1998 年２月号（第 18 巻 通巻 199 号）34 ページ～35 ページ）
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