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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

「就業状態の変化と積極的労働市場政策に関する研究」 

分担研究報告書 

積極的労働市場政策と仕事と生活の両立に関する研究 

研究分担者  樋口美雄  慶應義塾大学商学部 教授 

 

研究要旨 

 女性就業率や出産後前後の女性の就業状態の変化に関する都道府県別データや日米のパネル

調査を使い、女性が子どもを出産し育児することの経済的コストを比較し、これに与える要因を

分析して、労働時間の長さや育児休業制度の普及、保育サービスの拡充の影響について実証分析

を行う。また同時にこれらが出生率に与える効果を検証し、積極的労働市場政策が、仕事と生活

の両立に与える効果について検討を加える。 

 

A． 研究目的 

女性が子どもを出産し、育児することに伴

って発生する直接的、間接的費用の大きさは、

その国やその地域の出生率を決める上で重要

な要素となる。その費用には直接、子どもの

出産や養育にかかる費用もあるであろうが、

同時に、出産に伴って発生する仕事の中断や

労働時間の短縮、転職によって生じる賃金の

低下は、女性にとって子どもを持つことによ

って発生する重要な機会費用となる。この機

会費用にどのような要因が影響しているのか、

そしてその機会費用は近年、低下してきてい

るのか、またこの機会費用は育児休業制度の

普及や労働時間の短縮、積極的雇用政策によ

って軽減可能なものか。日米両国における世

帯ミクロデータやわが国における地域別デー

タを用いることにより、検証する。 

B． 研究方法 

 日米両国における個人の就業状態や賃金変

化、子どもの状態を追跡したパネルデータを

使って、女性の出産や育児に伴う継続就業行

動や離職行動、再就職行動、そして再就職後

の賃金変化を計量分析することによって、両

国における子どもを持つことの機会費用につ

いて比較検討するとともに、それが時系列的

にどのように変化してきたかを明らかにする。

同時に日本については、都道府県別データを

用いて、これらが出生率や就業率に与える影

響について分析し、政策効果について検証す

る。 

 

 

（倫理面への配慮）該当しない． 
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C． 研究結果 

アメリカについて分析した結果では、近年、

継続就業率が上昇すると同時に、出産後の賃

金の低下幅は縮小してきている。それだけ女

性が子どもを持つことの経済的費用は縮小し

てきているといえるが、とくに離職後も正社

員として再就職する人が多く、賃金の低下が

小さいことがこれに大きく寄与している。こ

れに対し、日本では出産前に正規雇用に就き、

育児休業制度が利用可能であったか、パート

タイム等でこれを利用できなかったが継続就

業率に大きな影響を与えている一方、パート

タイム労働者の場合、離職しても、再就職す

る場合、その後もパートタイム労働者である

場合が多く、賃金低下は小さい。これに比べ、

正規労働者であった場合、近年、継続就業率

は高まっているが、一度離職してしまうと、

再就職するものは少なく、再就職してもパー

ト労働者になっている人が多く、大きな賃金

低下が観測される。継続就業率や再就職率に

は本人、および夫の労働時間の長さが効いて

おり、育児休業制度や保育サービスの拡充と

ともに、労働時間政策が重要な役割を果たし

ているといえよう。 

 

D．考察 / E．結論 

女性のキャリア形成や出生率の向上にワー

クライフバランスの推進は大きな影響を与え、

とくに人口減少社会においては重要な対策と

なる。 

 

F．研究発表 

  なし  

 

G．知的所有権の取得状況の出願・登録状況 

 1.特許取得 

  なし 

 2.実用新案登録 

  なし 

 3.その他 

  なし
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平成 26 年度 厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)） 

「就業状態の変化と積極的労働市場政策に関する研究」 

分担研究報告書 

 

中高年期の就業に影響を与える要因に関する研究 

 

研究分担者 酒井正 法政大学経済学部 教授 

 

研究要旨 

  中高年期の就業に影響を与えうる幾つかの要因について、「中高年者縦断調査」の個票を再集

計することで検証を行う。具体的には、1）介護を必要とする家族の存在やその要介護家族との

同居が就業に及ぼす影響、2）介護に加えて子育ての必要がある場合の就業への影響、3）配偶者

の就業が中高年者本人の就業に与える影響 等について定量的な分析を行う。「中高年者縦断調

査」の個票データの整理と並行して行った既存研究の整理より、子育てと介護を同時に行ってい

る女性は、他の女性よりも労働市場から退出している可能性が高いといったことや、高齢期にお

ける妻の就業は夫の就業確率を高めるといったことが示された。

 

A．研究目的 

生涯現役社会を実現するためには中高年者

の就業を阻害する要因を取り除くことが重要

となる。近年の 2 度にわたる高年齢者雇用安

定法の改正は、企業に対して高齢者の雇用確

保を義務付けることに一定程度成功したと言

えよう。しかし、残された課題もある。第一

は、65 歳以降の就業をどうするかという問題

である。今後、社会保障給付が抑制され、一

国全体としても働き手の減少が急速に進むこ

とが予想される中にあっては、可能な限り 65

歳以降も働けることが望ましい。第二は、家

庭内における就業阻害要因にどう対処するか 

という問題である。具体的には、家族介護の

問題が挙げられる。家族内に要介護者を抱え

ることが多くなるのは中高年期以降である。

2050年には要介護者の数が現在の倍近くにも

なると予想されており、介護が中高年者の就

業のブレーキとなることが懸念される。特に、

晩婚化・晩産化の進展に伴い、今後は子育て

と介護を同時期に行わなければならない者た

ちが増えることが予想され。その者たちが就

業を継続できるかどうかが鍵となって来る。

第三は、配偶者の就業との関係である。高齢

男性の引退決定には、妻が就業しているかど

うかが影響する可能性が指摘されている。上

記の第二と第三の点は、高齢期の女性の就業
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をどのように確保すべきかの問題と捉えるこ

ともできよう。以上のような点について、日

本では現状についてすら正確な把握がなされ

ているわけではない。果たして実際はどうな

のだろうか。 

厚生労働省の「中高年者縦断調査」は、上

記の疑問に答えうるような質問項目を有し、

標本サイズも大きいため、定量的に精緻な分

析を行うのに適している。本研究では、「中高

年者縦断調査」の個票を再集計することで、

介護を必要とする家族の存在やその要介護家

族との同居といったことや、配偶者の就業の

有無といったことが中高年期の就業に影響す

るかどうかを検証する。 

 

B．研究方法 

 「中高年者縦断調査」の個票利用を申請し、

再集計することで上記の課題を分析する。同

時に、内外の既存研究を整理することで、上

記の課題に関連して現状でわかっていること

（及びわかっていないこと）を把握する。 

 

（倫理面への配慮） 該当しない． 

 

C．研究結果 

本研究課題の初年度である本年度は、主に

「中高年者縦断調査」を個票申請し、そのデ

ータを整理することに充てた。平成 26 年 11

月に再集計利用が認められた「中高年者縦断

調査」の個票については、その後、整理を行

い、パネルデータとして分析可能な状態にな

った。目下、上記の課題の分析に取り組んで

いるところである。 

既存研究のサーベイから、1）家族が要介護

状態となることで就業が抑制されるかどうか

を検証した研究の多くは、内生性をコントロ

ールすると、就業抑制効果は極めて小さくし

か推定されないこと、2）但し、介護の就業抑

制効果は国によって異なり、日本の研究では

比較的大きく推定される傾向にあること、3）

介護と子育てを同時に行っている女性たちを

分析した米国の研究によれば、サンドイッチ

世代と呼ばれる彼女らは他の女性たちよりも

労働市場から退出している割合が高いこと、

4）海外では近年の男性高齢者の就業率の上昇

が、配偶者である妻の就業率の上昇によって

多く説明できること、等がわかった。 

 

D．考察 及び Ｅ．結論 

日本では、介護と同時に子育てもしている

者たちがどのような属性を有しているかとい

ったことに関しては、充分に検証されていな

い。彼ら（彼女ら）の就業や所得、学歴等は

どのような傾向を持っているのか。また、要

介護家族の存在が就業に与える影響を計測す

るにあたっては、その要介護家族と同居する

タイミングも重要になって来ると思われるが、

そのことに関する明示的な分析はいまだ多く

ない。高齢期の就業に配偶者の就業が与える

影響についてもほとんど検証されていないと
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思われる。「中高年者縦断調査」はそれらを分

析するのに適した質問項目を有しており、次

年度以降はそれらの課題を中心に定量的な分

析を行う。尚、分析を進めるにあたり、本研

究課題で同時に個票利用申請を行った「21 世

紀成年者縦断調査」等も補完的に用いること

を考えている。 

 

F．健康危険情報 

  なし  

 

G．研究発表 

 1.論文発表 なし 

 2.学会発表 なし 

 

H．知的所有権の取得状況の出願・登録状況 

 1.特許取得 なし 

 2.実用新案登録 なし 

 3.その他  なし
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厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業）） 

「就業状態の変化と積極的労働市場政策に関する研究」 

分担研究報告書 

非自発的な理由による失職が所得、健康、家族関係に及ぼす影響 

研究分担者  佐藤一磨  明海大学経済学部 専任講師 

 

研究要旨 

 バブル崩壊以降、我が国は「失われた 20 年」と言われるほどの長期不況を経験してきた。この間、労働

市場の需給状況は急速に悪化し、リストラや倒産といった理由で失職する労働者数が上昇した。このよう

な失職は、家計にさまざまな点に影響を及ぼすと考えられる。本研究はその中でも失職が所得、健康、家

族関係に及ぼす影響に注目し、分析を行っていく。平成 26 年度では、これらの研究を実施するためのデー

タ整備を行うとともに、予備的な分析として『慶應義塾家計パネル調査』を用い、夫の失業が出産に及ぼ

す影響を検証した。この分析の結果、夫の失業はその直後の出産確率を低下させるものの、長期的な影響

は見られないことがわかった。 

 

A．研究目的 

 バブル崩壊以降、我が国は「失われた 20 年」と

言われるほどの長期不況を経験してきた。この間、

労働市場の需給状況は急速に悪化し、リストラや

倒産といった理由で失職する労働者数が上昇した。

総務省『労働力調査』から非自発的理由による失

職者数を見ると、1990年には 134万人であったが、

2000 年には 320 万人、2010 年には 334 万人と大

きく上昇している。 

 このような失職は家計全体にさまざまな影響を

及ぼすと考えられる。まず、失職した本人の大幅

な所得低下が挙げられる。また、失職の影響は所

得だけに留まらず、失職した本人の健康やその家

族の健康にも負の影響を及ぼす可能性がある。さ

らに、失職が出産や離婚といった家族関係にも影

響を及ぼす可能性も考えられる。これらについて、

国内で研究が増えつつあるものの、分析対象のサ

ンプルサイズが十分とは言えないといった課題が

あった。そこで、本研究ではより大きなサンプル

サイズを有する21世紀成年者縦断調査及び中高年

者縦断調査を用い、非自発的な理由による失職が

所得、健康、家族関係に及ぼす影響を検証する。 

 本年度は21世紀成年者縦断調査及び中高年者縦

断調査のデータ整備を行っていたため、まだ分析

までは進んでいないものの、予備的な分析として

『慶應義塾家計パネル調査』を用い、夫の失業が

出産に及ぼす影響を検証した。 

 

B．研究方法 

 我が国では夫が家計の主たる稼得者である場合
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が多いため、夫の失業は家計の所得水準を大きく

低下させると考えられる。このため、夫の失業は、

正常財である子どもの需要を低下させると考えら

れる。本研究では、この点を国内の代表的なパネ

ルデータである『慶應義塾家計パネル調査』を用

い、検証した。 

 具体的な検証方法としては、夫の失業が夫婦の

出産確率に及ぼす影響を Logit モデルを用いて分

析した。 

 

（倫理面への配慮） 

『慶應義塾家計パネル調査』は個人を特定できる

情報については全て秘匿されており，学術研究に

広く利用されている．従って，倫理面からの問題

はない． 

 

C．研究結果 

 推計の結果、夫の失業はその直後の出産確率を

低下させるものの、長期的な影響は見られないこ

とがわかった。また、夫の失業期間が長いほど、

出産確率が抑制されることがわかった。 

 

 

D．考察 / E．結論 

本研究の分析の結果、夫の失業は出産を抑制さ

せると言える。ただし、その出産抑制効果は夫の

失業直後のみに観察され、限界効果も小さいため、

影響は限定的だと言える。これらの結果から、少

子化が進む背景として、夫の失業が及ぼす影響は

あまり大きくない可能性がある。失業対策自体は

失業後の家計の厚生を低下させないための重要な

政策であるが、少子化対策としての効果は小さい

可能性がある。 

 

F．研究発表 

  なし  

 

G．知的所有権の取得状況の出願・登録状況 

 1.特許取得 

  なし 

 2.実用新案登録 

  なし 

 3.その他 

  なし 


