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要旨  

生 活 保 護 が 低 所 得 者 の 就 労 イ ン セ ン テ ィ ブ に 与 え る 影 響 に つ い て 、こ れ

ま で 研 究 が さ れ て き た 。標 準 的 な 静 学 的 労 働 供 給 モ デ ル で は 、生 活 保 護 制

度 の も と で 最 低 生 活 費 が 増 加 す る と 、 所 得 効 果 や 代 替 効 果 の 結 果 と し て 、

必 然 的 に 受 給 者 の 就 労 イ ン セ ン テ ィ ブ が 損 な わ れ る と 予 測 さ れ る 。海 外 の

実 証 研 究 で は 、経 済 理 論 で 予 測 さ れ る よ う に 、給 付 水 準 の 変 化 が 労 働 供 給

に 負 の 影 響 を 与 え る こ と が 論 じ ら れ て い る （ D a n zi g e r  e t  a l . ,  1 9 8 1 ;  

M o f f i t t ,  1 9 9 2 ;  L em i e u x  a n d  Mi l l i g a n ,  2 0 0 8 ;  Ba r ga i n  a n d  Do o r l e y,  2 0 11 ;  

B o r ja s ,  2 0 1 6）。 一 方 、 生 活 保 護 に 内 在 す る 「 貧 困 の 罠 」 に 対 応 し て 、 低

所 得 世 帯 に 手 厚 い 税 額 控 除 を 適 用 し て い る 国 も あ る 。例 え ば 、ア メ リ カ の

研 究 で は 、 E a r n e d  I n c om e  Ta x  C r e d i t（ E IT C） が 非 労 働 者 の 労 働 市 場 へ

の 参 加 を 促 す こ と が わ か っ て い る （ E i s sa  a n d  L i eb ma n,  1 9 9 6 ;  Bl a n k ,  

2 0 0 2）。さ ら に 、ほ と ん ど の 国 で は 、受 動 的 な 給 付 金 の 支 払 い か ら 脱 却 し 、

雇 用 の 促 進 と 福 祉 依 存 度 の 低 減 を 目 的 と し て 、生 活 保 護 受 給 者 に 対 し て よ

り 強 い 求 職 ・ 就 労 要 件 を 課 し て い る 。こ の 積 極 的 労 働 市 場 政 策 の 効 果 に つ

い て は 、特 に 欧 米 諸 国 で 多 く の 研 究 が 行 わ れ て い る 。そ の 結 果 、求 職 支 援

や 訓 練 、 助 成 金 な ど の プ ロ グ ラ ム は 、 短 期 的 に は 就 業 率 を 上 げ な い が 、 3

年 程 度 の 長 期 的 に は 正 の 効 果 が あ る と さ れ て い る （ C a r d  e t  a l . ,  2 0 1 8 ;  

Vo o r e n  e t  a l . ,  2 0 1 9）。  

し か し 、日 本 に おけ る 生 活 保 護 受 給 者 に関す る 分 析 は 、欧 米 諸 国 に 比べ



て乏し い 。そ こ で 、本 博 士 論 文 で は 、日 本 の デ ー タ を 用 い て 、生 活 保 護 受

給 者 の 労 働 イ ン セ ン テ ィ ブ を 実 証 的 に 検証 す る こ と を 目 的 と し て い る 。  

日 本 の 生 活 保 護 制 度 は 、受 給 世 帯 の 所 得 の 増 加 が 生 活 保 護 費 の 減 少に つ

な が る ため 、就 労 イ ン セ ン テ ィ ブ を 阻 害す る と言 わ れ て い る 。リ ー マンシ

ョック 以降、高齢 者 、障 害者 、傷病 者 、母子 の いず れ の 世 帯 で も な く 、 働

く能力 が あ る と 考え ら れ る「 そ の他 の 世 帯 」が 増 加 し て い る こ と か ら 、生

活 保 護 受 給 者 の 就 労 イ ン セ ン テ ィ ブ を 議論 す る こ と が 重要 に な っ て い る 。 

近年 、日 本 で は 、生 活 扶助 基準 額 の 変 更や勤 労 控 除 の 見直し な ど の 政 策

変更が 行 わ れ た 。具体 的 に は 、 2 0 1 3 年 8 月以 降、 生 活 扶助 の 減 額 、基 礎

控 除 の 増 額 、特 別控 除 の 廃止 な ど が 行 わ れ て お り 、い ずれ も 就 労 イ ン セ ン

テ ィ ブ に 影 響 を 与 え る 変更 で あ る 。 加 え て 、 日 本 で は 2 0 1 4 年 に 、 生 活 保

護 制 度 を 脱 退し た後に 支 給 さ れ る 就 労 自立支 援 給 付 金 が創設 さ れ 、 2 0 1 5

年 に は 、生 活 保 護 受 給 者 を直 接支 援 す る地方 自治 体が 、受 給 者 の早 期 就 職

を 目 的 と し た新 た な 就 労 支 援事 業 を 開 始し た 。  

日 本 に おけ る先 行 研 究 と そ の 課 題 は 以 下の よ う に ま と めら れ る 。リ ーマ

ンショ ック 以前 の 生 活 保 護 受 給 者 の 就 労 イ ン セ ン テ ィ ブ を扱 っ た 研 究 は 、

母子世 帯 の みを 対象と し た も の が 多 い （道中 2 0 0 9；藤原 ・湯沢 2 0 0 9；駒

村ほ か 2 0 11）。リ ーマ ンショ ック 以降 にパネ ル デ ー タ を使用 し て 分 析 し た

研 究 は い く つ か あ る が （ 玉田 2 0 0 7 ;  四方 ・田 中 2 0 11 ;  山田・駒村 2 0 1 8）、

2 0 1 0 年 代以 降の 政 策 変 化 を 扱っ た 文 献は少 な い 。 ま た 、「 そ の他の 世 帯 」

に焦点 を当 て た も の と し て は 、主 に 就 労 支 援 プ ロ グ ラ ム の 成 果 を 報告 し た

研 究 が あ る が（四方 2 0 1 3）、デ ー タ の 制約か ら厳 密な 定量分 析 は 存 在 し な

い 。  

生 活 保 護 受 給 者 に 対 す る 就 労 支 援 プ ロ グ ラ ム の評 価は 、特定 の地 域の デ

ー タ に 基づ い て 行 わ れ て い る（ 玉田 ・ 大竹 2 0 0 4 ;  道中 2 0 0 9 ;  四方 2 0 1 3）。

し か し 、先 行 研 究 で は 、地域 単位 の集 計デ ー タ 、あ る い は プ ロ グ ラ ム 参 加

者 のみ のミ クロ デ ー タ を 用 い て お り 、個人の 観察 可能 な属性 や観 察不 能な

異質性 が プ ロ グ ラ ム の 成 果 に 与 え る 影 響 を考 慮し て い な い 。こ れ は 、行 政

デ ー タ の入 手 が 困難な 日 本 で は 、治療 群と 対 照群 のミ クロ デ ー タ を 用 い た

準 実験 的 手 法に よ る 政 策評 価が ほ と ん ど蓄積 さ れ て い な い た めで あ る 。  



日 本以 外 の 先行 研 究 に も 課 題 が あ る 。 Bl a n k  (2 0 0 2 )が 指摘 す る よ う に 、

歴史 的 な好 景気 と 福 祉 改革 の 実 施が 重 な り 、 相互 に 影 響 し あ っ て い る こ

と 、複数 の 政 策 変更 が同 時に 実施さ れ て い る ため 、福 祉改 革の 就 労 イ ン セ

ン テ ィ ブ へ の 効 果 を評 価す る こ と は 困 難で あ る 。こ の よ う な 評価の 困難 さ

を克服 す る ため に 、欧 米 諸 国 の 研 究 で は 、社会 扶助 プ ロ グ ラ ム で採 用 さ れ

て い る 年齢 を基 準 と し た 福 祉 手 当の 受 け取り の可 否を 利用 し た回 帰不 連

続デザ イ ン を 用 い て 、福 祉 給 付 が 労 働 市 場 の アウ トカ ム に 与 え る 影 響 を調

べて い る （ L e mi e ux  a n d M i l l i ga n ,  2 0 0 8 ;  Ba rg a i n  a n d  Do o r l ey,  2 0 11）。

し か し 、推定さ れ た 効 果 は 特 定の 年 齢 層に限 ら れ て お り 、一般 化 す る こ と

は 困難 で あ る 。  

本 博 士 論 文 は 、上述 の 課 題 を 克服す る 。第 2 章で は 、母子 世 帯 だけ で な

く「 そ の他 の 世 帯 」に も 焦点 を当 て て 、生 活扶助 の 金 額 や 勤労 控 除 の 変更

な ど 、近年 の 政 策 変 更に つ い て 検証 す る 。本 研 究 の貢 献は 、サ ン プ ル を 就

労可能 な 世 帯 に 限定す る こ と で 、先 行 研 究 が 行 っ て い な い 2 0 1 3 年以降 の

生 活扶 助 の 減 額 と 特別 控 除 の廃 止の 影 響 を検 証 し た こ と に あ る 。結 果 と し

て 、生 活 扶助 の 減 額 や 特 別控 除 の廃 止 は 、受 給 者 の 就 労 に ほ と ん ど 影 響 を

与 え な い こ と が わ か っ た 。  

第 3 章で は 、あ る 自治 体か ら入手 し た 個人の 属性 を含 むミク ロ デ ー タ を

用 い て 、就 労 支 援 プ ロ グ ラ ム の 効 果 を 検証 す る 。本 研 究 の 貢献 は 、準 実 験

的 手法 を 用 い て 、生 活 保 護 受 給 者 に 対 す る 積 極 的 労 働 市 場 政 策 の 因果 効 果

を 日 本 で初 めて 検証 し た こ と に あ る 。分 析 の 結 果 、い く つ か の 重要 な知見

が 得 ら れ た 。第 １に 、就 労 支 援 プ ロ グ ラ ム は 生 活 保 護 受 給 者 の 就 業 率 を向

上 させ た 。第２ に 、ロ ックイ ン 効 果 は ほ と ん ど の ケー スで有 意に 観察 さ れ

な か っ た 。第３ に 、就 労 支 援 プ ロ グ ラ ム に よ っ て 生 活 保 護 か ら 脱 却 で き る

ほ ど 効 果 は 大 き く な か っ た 。  

第 4 章で は 、 2 0 0 0 年 代 半ば に 日 本 で 実施さ れ た 市町 村合併 を自 然 実 験

と し て 、生 活 保 護 給 付 額 が 労 働 供 給 に 与 え る 影 響 を明 ら か に し て い る 。本

研 究 の 貢献 は 、福 祉 改革 自体 を 研 究 す る こ と で は な く 、市 町村 合併 後に発

生 し た 外 生 的 な 保 護 費 の 増 加 の 影 響 を 評価す る こ と で あ る 。ま た 、年齢 を

基準 と し た サブ グ ル ー プ の 平均 的 な 効 果だけ で な く 、よ り 広 い グ ル ー プ の



平均的 な 効 果 を 検証 し た こ と も 貢献 し て い る 。分 析 の 結 果 、給 付 水 準 の 上

昇は 、生 活 保 護 受 給 率 の 低 い プ ラ イ ム エイジ 世 代 の 就 労 に は ほ と ん ど 影 響

を 与 え な か っ た が 、生 活 保 護 水 準 の 影 響 を 受 けや す い 死別・ 離婚 し た 女性

の 就 業 率 を 1 .4～ 1 . 7 ポイ ント 低下 さ せた 。  

最後に 、本 論 文 の残 さ れ た 課 題 に つ い て言及 す る 。第 2 章で は 、生 活扶

助 額 や 勤労 控 除 の 変更 が 労 働 イ ン セ ン テ ィ ブ に ほ と ん ど 影 響 を 与 え な い

こ と を 示し た 。し か し 、特別 控 除 の廃 止に よ る 影 響 は 、受 給 者 が 労 働 市 場

か ら完 全に 撤退 し た わ けで は な く 、労 働時間 を 減 ら し た可能 性が 考え ら れ

る 。し た が っ て 、今 後は 生 活 保 護 受 給 者 の勤 労収 入額 や 労 働 時間 な ど 、よ

り詳細 な情 報を 含むミ クロ デ ー タ を 用 い た 分 析 が 望ま れ る 。さ ら に 、地 域

の 労 働 市 場 が 生 活 保 護 受 給 者 の 雇 用 に 与 え る 影 響 は 、統 計的 に有意 で な い

こ と が 多 く 、ま た 、係数 が 予 測 と逆 に な るケ ース も あ っ た 。こ れ は 、玉田

(2 0 0 7 )  や  四方・田中 ( 2 0 11 )  な ど の先 行 研 究 と同 様の 結 果 で あ り 、受 給 者

を 労 働 市 場 に移 行 させ る こ と の 難し さ を示唆 し て い る 。今後 の 研 究 で は 、

受 給 者 の能 力、す な わち 教育的 背景 、健康状 態、年齢 な ど を考 慮し た 詳細

な 分 析 が 必 要 で あ る 。  

第 3 章で は 、就 業 支 援 プ ロ グ ラ ム に よ っ て 生 活 保 護 受 給 者 の 就 業 率 が 上

昇し た が 、生 活 保 護 か ら 脱 却 す る に は 不十分 で あ る こ と を示 し た 。し か し 、

サン プ ル数 が少 な か っ た た め、プ ロ グ ラ ム の 効 果 に つ い て よ り詳 細な 結 論

を出す こ と が で き な か っ た 。 特 に 、労 働 者 の 属性（ 母子 世 帯 、 年齢、性別

な ど ）に よ る異 質性 が考 え ら れ る の で 、詳 細な 分 析 が 必 要 で あ る 。さ ら に 、

中間就 労 支 援事 業 とボ ラ ン テ ィ ア 就 労 事業 の そ れ ぞれ の事業 の 効 果 を 分

析 す る こ と は で き な か っ た 。C a r d  e t  a l .（ 2 0 1 8）に よ る と 、人的 資本 が蓄

積 し や す い 研修 や 教育 な ど の プ ロ グ ラ ム は 、ロ ックイ ン 効 果 が 大 き く 、長

期 的 に は よ り 効 果 的 で あ る と い う 。し た が っ て 、今後 の 研 究 で は 、大規 模

で 多様 なサ ン プ ル を 用 い た 分 析 を 行 う 必 要 が あ る 。  

第 4 章で は 、生 活 保 護 の 給 付 水 準 の引 き 上 げ が 、死別 ・離 婚し た 女性 の

就 業 率 を 低 下さ せる こ と を 示し た 。し か し 、こ の調査 結 果 に は い く つ か の

理由で 限界 が あ る 。第１ に 、詳細 な自 治体デ ー タ が な い ため 、給 付 水 準 の

限界的 な 上 昇に 対 す る 労 働 参 加 の弾 力 性を明 ら か に す る こ と が で き な か



っ た 。第 ２に 、低賃金 労 働 者 は 必ず し も 生 活 保 護 を 受 給 し て い な い こ と や 、

日 本 で は 6 5 歳未満 のワ ーキ ン グ プ ア 世 帯 に おけ る 生 活 保 護 受 給 率 が 極め

て 低 い こ と が先 行 研 究 で 指 摘さ れ て い る（ K o ma m u ra  2 0 0 8）。し た が っ て ，

生 活 保 護 給 付 水 準 の 変 化 に 対 す る 労 働 参 加 の 反応 を個 人レベ ル で さ ら に

検証 す る 必 要 が あ る 。ま た 、生 活 保 護 受 給 者 のミ クロ デ ー タ を使 用 し て い

な い た め、 今後 は 大規 模な デ ー タ に 基 づい て 、 就 労 の 選択（ e x t e n s i v e  

ma rg i n）と 労 働時 間の選 択（ i n t e n s i v e  ma r g i n）へ の 影 響 を 検証 す る こ と

が 課 題 と な る 。  

 


