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Ⅰ　失業給付制度の成立と変遷
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特集：グローバル景気後退と各国の失業者支援政策

イギリスの失業者支援政策

樋口 英夫

■ 要約
　金融危機とその後の政権交代をはさんで、新政府による大規模な歳出削減の影響が、失業者や就労困難者に対する
支援策に大きな影を落としている。受給者の削減や支給額の抑制による給付予算の圧縮と、民間の就業支援プロバイ
ダーを活用した成果ベースの就業支援策を柱とする一連の制度改革により、所得格差の一層の拡大や支援サービスの
劣化を懸念する声は強い。景気回復がおぼつかず、一時的には好調と見える雇用状況も持続は困難と見られる中、新
政権による給付制度改革や新たな就業支援策の妥当性が問われている。

■ キーワード
イギリス　給付制度改革　就業支援　歳出削減
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make work pay

3

Ⅱ　失業者・就労困難者向け給付制度の概要
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図表1　期間別失業者数の推移（千人）
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②　就労不能給付
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③　所得補助
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④　雇用・生活補助手当

2008

10

4 7

2

1 6000

24

2012

4 12

13

16 19 20

25

13

13

14



8

Summer 2013 No. 183

99.15

105.05
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Ⅲ　労働党政権下での就業支援策

25

98

図表2　主要な給付制度の受給者数と支給総額の推移（千人）

2007 2008 2009 2010 2011
2012 2012

155 265 351 256 226 213 639 
609 695 1,072 1,069 1,207 1,226 4,625 

54 66 114 90 81 99 -
1,413 1,346 1,177 1,054 889 525 3,222 
1,002 986 854 773 670 424 -
2,117 2,087 1,935 1,803 1,619 1,239 5,316 

- 65 167 239 332 493 2,167 
- 56 168 270 413 708 4,366 
- 16 56 69 67 132 -

4,036 4,166 4,547 4,798 4,932 5,046 23,838 
5,068 5,158 5,571 5,805 5,874 5,908 4,921 
2,941 3,034 3,133 3,205 3,311 3,351 13,436 

11 68 8900 251 6000
Department for Work and Pensions Benefit Expenditure Tables, Institute for Fiscal Studies Survey of the UK Benefit 

System 2012
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図表3　各種ニューディールプログラム
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45

Ⅳ　新政権による就業支援策の改革
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2011

3 50

図表4　ワーク・プログラムのグループ別対象者

*
1 18 24 9 **
2 25 12 **
3 3

4 3
5

6 3 6

7
3 6

8 ***

9

* 
** 6 18

12
*** 2014

Department for Work and Pensions The Work Programme - Invitation to Tender, Specification and Supporting 
Information 2010 Notification to bidders on changes to requirements in work programme - 28 January 2011
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2011 6
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3

1 2012 11
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11.9
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14
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図表5　主要カテゴリの紹介数と月ごとの継続的雇用の
　　　 達成件数（千件）
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Ⅴ　失業者の就業への移行の実態

Hasluck and Green 2007

Hasluck

Carpenter 2006
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Ⅵ　さらなる給付削減策

2013 10
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2013

2015
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2013 4
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10
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Ⅶ　おわりに

図表6　ユニバーサル・クレジットへの再編
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Ⅰ　はじめに～本稿の目的・構成～

1991

2005

2008

2013 4
1

2

2002

Gerhand Schroeder

3

Bund

kommunale Traeger

4

特集：グローバル景気後退と各国の失業者支援政策

ドイツにおける失業者支援制度

中内 哲

■ 要約
　ハルツ改革後のドイツは、2005年を境に、途中いわゆるリーマン・ショックに見舞われながらも失業率を改善さ
せ、現在のそれは、東西統一後、最も低い水準にある。これは、堅実な経済成長の果実でもあろうが、上記改革によ
り構築された失業者を支援する現行制度、すなわち、①失業手当I（従前の賃金を基準に算定した額・最長受給期間あ
り）と失業手当II（一定額・受給期間に制限なし）を中核に据え失業者に対する一定の所得保障を図る金銭給付措置と、
②職業相談・訓練等を駆使し、また、1ユーロ・ジョブや僅少労働も活用しながら、できる限り速やかに失業者が具
体的な職・仕事を獲得できるよう努力する就労促進措置とを有機的に機能させた成果ともいえよう。
　本稿は、こうした当該制度を解説するとともに、リーマン・ショックや東日本大震災により雇用情勢がなかなか好
転しないわが国で最近開始された「求職者支援」制度にも、上述のドイツとの関係で若干触れる。

■ キーワード
ハルツ改革、金銭給付措置、就労促進措置
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Ⅱ　金銭給付措置

A Arbeitslosigkeit

1

B

1

A

Arbeitslosengeld B

Arbeitslosengeld

5

　1．失業手当Ⅰ（Arbeitslosengeld）

3

Sozialgesetzbuch Drittes Buch SGB

2011 12 BGBl.I S.2854

2012 4 1

Nettoentgeld 5

67 60 SGB

149 6

Beitraege 340 346 1 1 7

1 1 3

6 24

147 1 2

4 161 2

21 1 2

SGB

a b

Melde c 3

137 1 8 a

Anwartschaftszeit 2

12 142 1

143 1 b

3

141 1 c

3 SGB 138 1

3

zumutbare 

Beschaeftigung 140
表1−1　失業手当Ⅰ（原則）

12 6

16 8

20 10

24 12

50

30 50 15

36 56 18

48 58 24

表1−2　失業手当Ⅰ（特例該当者）

6 3

8 4

10 5
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159 9

10

a 142 2 10 1 2

2

147 3

Bundesagentur fuer Arbeit BA

368 11 BA

Land 10

Regionaldirektion

156

Agentur fuer Arbeit AA

367 AA

2009 2004

2011 82 9

19 3 12

　2．失業手当Ⅱ（ArbeitslosengeldⅡ）

2 SGB

Regelbedarf 

zur Sicherung des Lebensunterhalts 20 13

Mehrbedarfe 21 14

Bedarfe fuer Unterkunft und 

Heizung 22

46

2

SGB

20 2 15

a 15 65 16 b

Erwerbsfaehigkeit c

Hilfenbeduertigkeit

d gewoehnliche 

Aufenthalt 17 7 1

4

2011

43 18

4
19 3

Sozialgeld

SGB 23

b

nicht absehbare Zeit 20

1 3
21

表2　失業手当IIにおける「生計保障基準給付」
（2013年1月1日以降）

18
382 100

18 2
345 90

18 25
306 80

18
289 75

2012 10 18 BGBl.I S.2175

表3　社会手当（2013年1月1日以降）

15 18 289 75

7 15 255 67

7 224 60

2012 10 18 BGBl.I S.2175
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8 1 c

zumutbare Arbeit

Einkommen

Vermoegen 22

9 1

10 1

3 30

31 31a 31b 23

c

Bedarfgemeinschaft

7 3

25
24

BA Kreise

kreisefreie Stadt SGB

6 1 2

Arbeitsgemeinschaft

2

2007 12 20 BVerfGE 119,331=NZS 

2008,198

SGB

Grundgesetz

91e

Jobcenter SGB 6d 44b

25

2006

2011 461 5 37 4

2011

8 5
26

A

1

Gruendungszuschuss SGB 93 94 27

1

Teilarbeitslosengeld 162

B

3

Insolvenzgeld SGB 165 28

12 SGB

Sozialhilfe 29
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Ⅲ　就労促進措置

SGB

Zumutbarkeit

　1．職業紹介支援

　 　（Foerderung aus dem Vermittlungsbudget）

SGB 44 AA

Beratung SGB 29

Beihilfe

AA
30

　2．積極的職業統合措置（Massnahmen zur

　 　Aktivierung und beruflichen Eingliederung）

AA

SGB 45 1

6 31

　3．統合協定（Eingliederungsvereinbarung）

Grundsatz des Forderns

eine ihr angebotene zumutbare 

Aebeitsgelegenheit

SGB 2 1

Grundsatz des Foerderns

14 1

AA

persoenliche Ansprechpartner

AA 32

6

AA 2 15

1 33

Einstiegsgeld

16b 1

24 2

　4．1ユーロ・ジョブ

Gelegenheiten 

fuer im oeffentlichen Interesse ligende,zusaetzliche 
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Arbeiten SGB 16d 2

1 2 34 30

Die 

Vorschriften ueber den Arbeitsschutz
35

2007 1

1

　5．僅少労働（Geringfuegige Beschaeftigung）等

4 SGB

450

2011 2013 1 1

400 2

50

Mini-Jobs 8

36

Midi-Jobs 450

850 2011

2013 1 1 800

SGB 20 2

37

　6．職業訓練（Berufsbildung）

SGB 2005

Berufsbildungsgesetz

Berufsausbildung

Berufsausbildungsbeihilfe

56 2011 11
38

2011

1

2.9

1993
39

Ⅳ　おわりに

10
40

41

42

5.4 2002

2011

2008 4.0 2009 7 5.5

2013 4 4.1
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2009 2010

44 2011 5
45

3

2

10

2012 3

1 2 7

7
46

3

47

10

48

注
1  

 2011

2011 72 2-1-18

HP

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/

shuyo/201306/0207.html

2  GDP

2013 2013

141

3  

No.69

2006 No.84

2007

4  

709 2010 7

44 2010

32 JILPT No.70

2010 8 1

232 2011 29

5  

SGB 151

153

6  

Arbeitslosengeld

4 31

7  Umlagen

Mittel des Bundes

sonstige Einnahmen SGB 340

3.0 341 2

8  

65 27

28

9  1 Sperrzeit 3

6 12

10  2
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6 2014 12

4 31 5

11  Bundesanstalt 

fuer Arbeit

3

SGB 367 1

12  2004 2010

4 35 3 2011

Vgl.Amtliche Nachrichten der 

 B u n d e s a g e n t u r  f u e r  A r b e i t , 5 9 . J A H R G A N G , 

 SONDERNUMMER 2,Arbeitsmarkt 2011,S.53.

13  

1 1

14  

2

153 3-1-6

15  

1 2010 2 9

BverfGE 125,175=NJW 2010,505

Grundgesetz

2011

3 12 SGB

28 BGBl.I 

S.453 5

 SGB

Hilfe zum Lebensunterhalt

27 SGB

SGB

20 5 2 Vgl.Lenze in 

Muender Hrsg. ,LPK-SGB ,4.Aufl.,2011,Anh

20.Rdnr.1f.

 

1489 2009 4 10

25

4

37

16  

2012 2029 67

7a

17  4

3

7

1 8 2

18  Vgl.a.a.O. Fn.12 ,S.22.

19  4 33

SGB 5 1 2a SGB 20 1

2a SGB 3 1 3a BA

SGB 26 SGB 166 1 2a

JILPT 18

10 2010

35 39

20  6

Vgl.Armborst in Muender Hrsg. ,a.a.O. Anm.19 ,

8 Rdnr.17.

1684 2008 29 32

36 17

21  SGB 43 2 2

4 29 9

37 Vgl.

Armborst in Muender Hrsg. ,a.a.O. Fn.19 , 8 

Rdnr.20.

22  

11 1

12 1

3100 9750

3100

11a 11b 12 2 3

4 28

23  

4

24

24

4 28

Vgl.Thie/Schoch in Muender Hrsg. ,a.a.O. Fn.15 ,

7Rdnr.38ff.

25

4 39

180 2012 28 31

Vgl.Lenze in Muender Hrsg. ,

 a.a.O. Fn.15 S.21.

26  Vgl.a.a.O. Fn.12 ,S.21.

27

150

2011 13

6 2 144

28

2011

24 3
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2 143

29  Hilfen zur Lebensunterhalt

Hilfen zur Gesundheit Hilfen 

zur Pflege

7 8 27 1

3

2

 

SGB

SGB 20 5 2

SGB 5 2 SGB 21 1

SGB

Sozialhilfe

1408 2005

4 6

30  2 143

Vgl.Hessel in Brand Hrsg. ,SGB ,6.Aufl.,2012, 44 

Rdnr.11ff.

31  2 146

32  SGB 29

SGB 16 1

33  4 26

1 2

 SB AA

Verwaltungsakt

15 1 6

34  

Lohn Entschaedigung fuer 

Mehraufwendungen

4 23 Vgl.Thie 

in Muender Hrsg. ,a.a.O. Fn.15 , 16d Rdnr.29.

35  Vgl.Thie,a.a.O. Fn.15 , 16d Rdnr.19.

36 2 142

37  1 142

38  1 156

39 1 72

40

2012

10 http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2012_10/

german_01.htm 

41

177 2011 31

2

55 3 2012 1 11

10 2

2012 8 http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2012_8/

german_01.htm

JILPT

79

2010 46

42 40

43

1892 2011 4

1430 2011 45

44 2009 2010

2009

227 2009 26

1410

2010 48

45 43 4

43 45

62 12 2011 82

 3 2009

7

46  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002mj8x-

att/2r9852000002mjae.pdf

47 43 50

1748 2011 18

232 2011 15

27

1748 2011 6 10

48 43 45
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Ⅰ　はじめに

arbetslöshetskassorna

a-kassa

90

2013

4 9

2

transitional 

benefit

2 2

1 IFMetal

30

2

Unionen

2008

55

特集：グローバル景気後退と各国の失業者支援政策

スウェーデンにおける失業保険の役割

山本 麻由美

■ 要約
　スウェーデンでは、職域別の失業保険金庫に任意で加入するゲント式の失業保険が運営されている。29ある保険者
の大部分が労働組合と結びついているが、給付に関わる手続きはすべて国が定めた法律に則って実施されており、労
働者による自助組織を国庫補助で支えるという形は残しつつも、保険者の独自性は確認できない。また、未加入者で
も失業してから給付を受けられるような対応策が講じられている。
　失業保険の給付は再就職を強く促す要件を備えていたが、1970年代に高齢失業者の早期退職の入り口としての役
割が加えられ、90年代半ばから労働市場プログラムへの参加と失業保険の受給を繰り返す回転ドアの片方の役割を果
たすようになった。しかし、2001年の改正により、失業保険は前職から再就職あるいは労働市場プログラムまでの
移行期間中の所得保障を行う役割に戻された。さらに、失業期間中を通じた所得保障の計算基準となっている。

■ キーワード
失業保険、ゲント式、雇用政策、スウェーデン
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Ⅱ　失業保険の現在の状況

　1．失業保険金庫

29

28

IFMetal

3
1

IFMetal

Unionen 14

Akademikernas a-kassa

Alfa 2013 2

65

8 Swedish Unemployment 

Insurance Board 2013

100

Statistic Sweden: 

Statistiska centralbyrån

Swedish Unemployment Insurance Board: 

Inspektionen för arbetlöshetsförsäkringen IAF

2011

502 340

67

38 29 76

　2．給付内容2

Arbetsförmedlingen: Swedish Public Employment 

Service

1 3

17

90

1

80 6

6 480

50
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5 300

18 450

5

45

2

1

1 320 3 20

1

Alfa

200

80 100 70

70

100

100 70

200 65

1 680

680

1993

Sjöberg 2012:221-3 2011

1 611

1 320

320

75

40 20

20

40

5

2.5

75

Unionen

　3．受給者の義務

1950

Björklund and 

Holmlund 1991:106
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2 1

cancellation notice

labour market programme

1 40 8

25 2 40

50 3

45 3

60

25

300 450

IAF

IAF

　4．財源

1974 pay-roll 

tax

1935

9

Björklund and Holmlund 

1991:175

IFMetal 67

2006

Sjöberg

2012:214 2006

2007 3

1990 2007 6

Unionen
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140 IFMetal 267

90

2006

1 IAF

2006 07 50

　5．失業保険金庫であることの利点

Unionen

2012 6000

400

Unionen

Ⅲ　失業保険の歴史と役割

　1．第2次世界大戦までの状況

19 1884

20

1

Heclo1974:70-78

30

1932

（グラフ1）失業保険加入者数と労働力人口に占める
　　　　　　割合の推移
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1934 1999:56

Heclo 1974:128-9

　2．給付の引き上げと新しい機能

1935

39 39

70 90

Björklund and Holmlund 1991:113

50

60

Olsson 1986:21-22, Björklund 

and Holmlund 1991:135

1950 120

1967

150 60 300

1974

300 55

450 50 60

1974 90

1988

Olsson 1986:38-39, appendix 18-19

1974

60

58 3

　3．制度の再構成

Björklund and 

Holmlund 1991:111

70 75 80

56 64 72 78

70
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60

1974 Kontant 

Arbetsmarknadsstöd: KAS

1

60

150

55 60

300 60
4

1989

1994

60

Lindquist and Wadensjö 2006:32-35

95

98

2

Alfa

94

Alfa

Ⅳ　雇用政策の中の失業保険

　1．90年代における雇用政策の変化

1991

Notermans 2000:196 80

 1999:125

90

2 1987 2005

90

1991

（グラフ2）スウェーデンにおける失業率の推移

Statistik årsbok
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94

2006

5

Sjöberg 2012:211, 214 98

1986

Björklund and Holmlund 1991:137

90

Sjöberg 

2012:225

Forslund and Kruger 

2010:161

2001

2007

300

97

99

90

　2．失業者への支援と失業保険の現在の関係

2001

300

6

300

activitetsstöd: activity grant

25

utvecklingsersättning: development allowance
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200
7 80

201 300 70 301

65

1 223

2001

300

2000

Forslund and Krueger 2010:183, Sjöberg 

2012:225-6

2001

300 5 60

1 2

2011

107 45

12 24 59

24 82

Arbetsförmedlingen 2012:27

107

Statistik årsbok 2013 38

2

2011 29 3

3

Ⅴ　おわりに

（グラフ3）雇用局登録者数と失業保険受給者数の推移

Arbetsförmedlingen IAF
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Alfa

300

24 26

4

C

24602003

注
1  IFMetal

IFMetal

2  

Arbetsförmedlingen 2010

3  1 15 2013 4

2011 29,000

4  1984 450

5  Sjöberg 2012:229-231

6  

Forslund and Krueger 2010:182-3, Sjöberg 

2012:226-7

7  

Socialförsäkringskassan 2012
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Ⅰ　はじめに

2011

54.5

2 1

1995

2011 46.5 63.8

1

workfare

特集：グローバル景気後退と各国の失業者支援政策

韓国における雇用保険制度と失業者支援政策の現状

金 明中

■ 要約
　韓国では雇用のセーフティネットとして1995年から雇用保険制度（以下、雇用保険）が施行されているが、被保
険者の対就業者比と対賃金労働者比は2011年現在それぞれ46.5％と63.8％であり、まだ雇用保険の恩恵が受けられ
ない者が多い。また、求職給付の受給率やそして賃金代替率が低く、雇用のセーフティネットとして十分な役割をし
ていない状況である。
　韓国政府の代表的な失業者支援政策として就業成功パッケージや希望リボンプロジェクトが挙げられる。また、ネ
イルベウムカード制（職業能力開発口座制）、HRD-Net、ワークネット、希望キウム通帳、ネイルキウム通帳なども
失業者の労働市場進入を促進する制度として実施されている。
　最近韓国では雇用のセーフティネットを広げるために失業給付の受給資格がない者のための「韓国型失業扶助制度」
の導入が議論されている。また、政府は今後5年間 で238万の雇用を創出し、雇用率をOECD平均の70％まで引き上
げるという計画を発表した。最近は定年延長法の改正案が国会で成立され、300人以上の事業所の場合は2016年から、
300人未満の事業所は2017年から60歳定年が義務化されることになった。
　雇用創出を最大の国政課題の一つとして考えている朴槿恵政権が今後どのような雇用関連政策や失業者支援政策を
行うかその動きが注目されるところである。

■ キーワード
雇用保険、求職給付、賃金代替率、 雇用安全網、失業者支援、就業成功パッケージ、希望リボンプロジェクト
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EITC: Earned Income Tax Credit

Ⅱ　韓国における雇用動向

2013 3

54.6 1.3

18.7 0.7 4,196.1 2,539.7

60.5

0.4 72.5

0.4 49.1 0.3
2

2010 1

2013 3 24.9

2,451.4 1,433.9

44 1,017.6 26

50 21.3

60 19.1 20 30

12.4 0.1

14.7 10.7

12.4 3.1

9.3 8.5

5.9

4.7 4.8

4.9 8.9

2.4 5.1 2.9

5.0

12.0

1,774.3 32.2

1.8 61.1

22.8 4.6

6.1 4.0

677.1 7.3 1.1

4.8 0.8

2.5 2.2

2013 3 88.3

6.2 6.6

53.4 4.2 7.3

34.9 2 5.4

3.5 3.7 0.2

3.6 3.3

0.3

0.2

15 29 8.6 30 39 3.2

40 49 2.3 50 59 2.2

55

2011 4,105.2

2012 4,158.2 53

29 7.2 30 54 1.4

55 58.8

55

29

3.6

55 38.9

2

3 2

2012 3 25.9

35.6 72.8
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20

2013

55

55

Ⅲ　韓国における雇用保険制度の現状

　1．雇用保険制度の概要

1979 2

1980

1993 12

1995 7 1

30

70

1998

1 3

1999 1 80

2000

2001

2003 1

60

2004

65

1 60

1 15

2008 9 22

2006

65

2008

2009

2011

表1　雇用保険制度の適用対象の拡大

95.
7.1

97.
7.1

98.
1.1

98.
3.1

98.
7.1

98.
10.1

04.
1.1

30 30 10 5 5 1 1

70 70 50 50 5 1 1

40 44 34 34
3

4
3

4
2

2012 2011
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2

0.30

0.20

0.10 0.50

0.55 0.25 0.85

3 2010

2011 4 4

　2．雇用保険制度の構造

1

表2　韓国における雇用保険制度の主な沿革

1995
2000 2006

1995 2001 2007
40

50

1996 2002
20

30
2008

1997 2003
1 60

2009

1998
1

2004
30 40

2010
1,000

1999
1 80

2005 2011

2012 2011

表3 韓国における雇用保険制度の保険料率の動向

1998 1999.1 2002.12 2003.1 2005.12 2006.1 2011.3 2011.4

0.30 0.30 0.5 0.5 0.45 0.45 0.45 0.45 0.55 0.55
0.20 0.3 0.15

150 - 0.10 0.1 0.1 - 0.25 0.25
150

- 0.30 0.3 0.3 - 0.45 0.45

150 1000
- 0.50 0.5 0.5 - 0.65 0.65

1000
- 0.50 0.7 0.7 - 0.85 0.85

2012 2011
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（1） 失業給付

2012 2011

図1　韓国における雇用保険制度の仕組み
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（2） 雇用安定事業

2004 10

2/3 3/4

180 1

2/3 12

300

（3） 職業能力開発事業

5

6

7
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（4） 母性保護及び仕事と家庭の両立支援

2001

180

90 30
8 9

10 6

6

1 1

40

15

6 11

　3．雇用保険制度の現状

2011

12 1,067.5

5.4

2010 0.8

61.5 0.8

38.5

150.8 7.2

5

71.9 300 999 1000

0.2 0.1

24.0

19.2 16.3

67.7

17.7 9.7

4.9

2010

93.7

53.6 46.4

30 26.0

50 23.4 40 22.6

17.8 17.1

9.8

9.7

表4　求職給付の所定給付日数

1999 12 31 2000 1 1

1
1
3

3
5

5
10

10 1
1
3

3
5

5
10

10

30 60 60 90 120 150 90 90 120 150 180
30 50 60 90 120 150 180 90 120 150 180 210
50 60 120 150 180 210 90 150 180 210 240

2012 2011



43

2010 86.0

2010 1.3

2.0

12.0 12

30.8

1 67.0

2 86.8

　4．求職給付の現状

18

180

30

210 1998 3 1 60

210 2000 1 1 90 240

4

1 4 1
13

14

100 50 4

90

15

1

1997 1.8

2012 8 43.0 2

図2　失業者と求職給付受給率の動向

2012 2011 2013 2012 9
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2013 1

46.5

2012 8 33.3

2012

2012 8

78.9 43.3

16 29.9 15.0

1997

32.0 2013 1 2 63.8

3

3 2013

図4　失業給付受給資格認定者の賃金代替率の動向

2012 2011

図3　被保険者の割合の動向

2012 2011 2013 2013 3
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1

60

2000 90 240

13

2011 33,186

67,955 2011

48.8 2010 50.0

4

50

50

1 4

90

5

73.9

60.5

表5　産業別賃金代替率

A B A/B
33,503 69,686 48.1
32,757 83,619 39.2
37,183 102,833 36.2
34,612 79,760 43.4
35,577 156,450 22.7
33,918 72,620 46.7
35,099 82,948 42.3
33,511 69,436 48.3
35,372 93,554 37.8
32,323 54,171 59.7
35,070 89,218 39.3
35,352 128,327 27.5
32,894 63,606 51.7
34,336 77,926 44.1
31,898 52,723 60.5
31,177 42,190 73.9
33,070 59,923 55.2
32,183 54,161 59.4
32,686 62,351 52.4
32,922 61,695 53.4
32,598 50,370 64.7

2012 2011
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59.7

22.7 27.5

36.2

5 5 9

60.5 51.0

500 999 1000

41.4 37.8

Ⅳ　韓国政府の失業者支援政策

　1．就業成功パッケージ

（1） 就業成功パッケージの導入過程

1997

2000

2009 12

表6　世帯員数別の健康保険料の賦課限度額（月）: 次次上位階層

1 2 3 4 5 6
2013 572,168 974,231 1,260,315 1,546,399 1,832,482 2,118,566

150
858,252 1,461,347 1,890,473 2,319,599 2,748,723 3,177,849
25,276 43,037 55,674 68,312 80,950 93,588

1 7 1 286,084
2 150
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（2） 就業成功パッケージの概要

①　就業成功パッケージの参加対象

a 18

64

120
17 150

150

6

18

8
19

FTA 20

b

6

2

8

1 5

7

30 64

250

6

8

1 5

②　段階別主な内容

1

a 1

1

b 2

2

表7　世帯員数別の健康保険料の賦課限度額（月）: 中壮年層

1 2 3 4 5 6
A 572,168 974,231 1,260,315 1,546,399 1,832,482 2,118,566

150
B=A 2.5

1,430,420 2,435,578 3,150,788 3,865,998 4,581,205 5,296,415

B 0.02945
54,764 93,246 120,628 148,010 175,391 202,773
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c 3 3

③　手当（表8）

a 1

b 2

1 40

28.4 11.6

c

100

④　就業支援の終了・中断・猶予・移管

a

1 3

1

b

3

6

2 3

4

1

c

6

8

表8　就業成功パッケージの段階別手当

1 2 3

20

40
28.4

11.6
1  20 ,3  30 ,
6  50 ,  100
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d

（3） 就業成功パッケージ事業の実施状況や成果

2009

9,916 2010 25,716 2011 41,518

2012 7 35,354

2011

67.3 32.7

30 49 56.7 15

29 25.8 50 64 17.6

図5　就業成功パッケージの参加者の特性

2012 2012 12 15 26

表9　参加類型別就業能力評価等級（2011年、 ％、人）

A B C D A B C D
35.9 27.0 27.2 9.9 100.0 31,549 23,737 23,870 8,710 87,866
66.4 16.8 12.5 4.3 100.0 10,514 2,661 1,983 679 15,837
17.1 32.7 35.9 14.3 100.0 8,570 16,376 17,953 7,137 50,036

5 0.8 0.9 92.7 5.5 100.0 13 14 1,427 85 1,539
65.0 14.8 14.5 5.7 100.0 251 57 56 22 386
64.1 20.9 12.4 2.6 100.0 4,319 1,409 838 177 6,743
85.0 11.8 3.2 0.0 100.0 4,660 646 178 1 5,485
94.4 2.3 1.7 1.7 100.0 167 4 3 3 177
58.3 24.4 11.6 5.8 100.0 969 405 192 96 1,662
88.0 8.7 1.7 1.6 100.0 1,033 102 20 19 1,174
60.9 27.8 10.4 0.9 100.0 70 32 12 1 115
28.3 50.3 21.1 0.3 100.0 430 764 320 5 1,519
20.6 42.4 22.3 14.6 100.0 441 907 477 313 2,138
10.6 34.2 38.9 16.2 100.0 112 360 410 171 1,053

1
2 A B C D

2012 2012 12 15 35
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2009 69.7 2011 58.4

17.6 10.3 24.4 13.7

52.4

5

100 120 63.9

100 18.3 120 150 8.7

2009 72.3 7.2 2011 20.1

3.4

9 2011

A

35.9 B

27.0 C 27.2 D

9.9

100 26.1

150 200 11.7

2009 30.0 2011

16.5 2011

17.6 16.0

15 29

24.3 50 64 10.6

13.1

20.0

15 29

100

66.2 26.7

5.2

5

75.0

10

62.3 62.1

62.4

20 58.4 30 63.2 40 64.1

40 50

50 62.1 60 62.5

表10　参加類型別参加プログラム（2011年、 ％、人）

26.7 66.2 1.2 5.2 0.5 0.2 100.0 9967 24729 455 1935 196 63 37345

24.8 66.5 0.7 7.2 0.5 0.3 100.0 1946 5227 55 566 38 27 7859

27.6 65.5 1.4 5.3 0.1 0.1 100.0 6315 15016 314 1212 33 24 22914

5 75.0 19.3 0.2 5.5 0.0 0.0 100.0 493 127 1 36 0 0 657

18.7 79.1 0.7 0.7 0.7 0.0 100.0 26 110 1 1 1 0 139

21.3 74.3 2.1 2.1 0.2 0.0 100.0 650 2269 63 64 6 1 3053

33.6 60.0 0.2 2.1 1.7 2.4 100.0 142 253 1 9 7 10 422

16.3 81.4 2.3 0.0 0.0 0.0 100.0 7 35 1 0 0 0 43

16.8 78.8 0.7 3.8 0.0 0.0 100.0 76 357 3 17 0 0 453

24.9 72.9 0.6 1.2 0.0 0.3 100.0 82 240 2 4 0 1 329

35.7 57.1 0.0 7.1 0.0 0.0 100.0 5 8 0 1 0 0 14

13.1 50.0 0.0 1.0 35.9 0.0 100.0 40 153 0 3 110 0 306

14.0 82.4 1.5 2.2 0.0 0.0 100.0 103 608 11 16 0 0 738

15.9 81.6 0.8 1.5 0.3 0.0 100.0 63 323 3 6 1 0 396

2012 2012 12 15 35
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73.8

59.5

1 6

62

54

8

　2．希望リボンプロジェクト事業

（1） 希望リボンプロジェクト事業の主な内容

2009

1 1

Re-born

2009

2,000 2010

2011

7 4,000

2013

7

70

120

2

1

60

2

表11　参加者一人当たりに対する実施機関への予算支援額

+
1 2 3 4 5 6 6

430 150 55 25 25 25 25 25 100

2012
12-03-02
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1

2

Individual Service Plan: ISP

6

1

1

6

11

12

表12　支援過程や内容の一例

1 3 4 5 6 7 12

/
/

/
/

/

/
/

/

2012
12-03-02

図6　男女・年齢階級・学歴別参加者の割合

2012
12-03-02
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6

（2） 参加者の特性

3

69.3 2011 30.7

40

40.7 2011 30 20.2

50 17.1

56.7 17.7

10.1

92.0

2.86

21 2009 19.9 2011

41.4
22 56.9 37.4

2009 22.7

2011 20.1

2011 2

31.3

1 29.6 3

27.9 4

10.1

2009 79.1 2011 89.7

（3） 事業の主な成果

2009 44.9 2010

57.7 2011 62.4

2009

37.8 2010 53.1 2011

56.5

1

30

2009 34.3 2010 48.4

2011 51.0

2

6

2009 27.9 2010 38.5

2011 31.4

2009 9.0 2010

18.1 2011 5.0

13

表13　希望リボンプロジェクトの成果

2009 2010 2011
898 44.9 1,880 57.7 2,782 62.4
757 37.8 1,730 53.1 2,472 56.5

1
30

686 34.3 1,578 48.4 2,230 51.0

2
6

558 27.9 1,254 38.5 1,372 31.4

181 9.0 592 18.1 220 5.0
2,000 100.0 3,261 100.0 4,376 100.0

-2009 40 836,000 4,000
-2010 40 858,990 4,110
-2011 40 902,880 4,320

2012
12-03-02
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71.4

67.3 65.5

60.3

2009 129.23

2010 140.94 2011 146.22

621

22.8

401 14.7

338 12.4

2011

32.6 67.4

32.6

2009

27.8 2010 25.2

2011 32.6

14

2009 100

66.3

2011 100 200

51.1

15

16

　3．その他の支援制度

（1） 青年職場体験プログラム

15 29
23

表14　雇用形態別就業及び創業に成功した参加者数と割合

2009 2010 2011
398 45.5 1,108 59.9 1,556 58.0

63 7.2 123 6.7 121 4.5
170 19.5 152 8.2 133 5.0
243 27.8 466 25.2 875 32.6
874 100.0 1,849 100.0 2,685 100.0

表15　賃金水準別就業及び創業に成功した参加者数と割合

2009 2010 2011
100 595 66.3 1,039 55.3 1,317 48.3

100~200 289 32.2 829 44.1 1,395 51.1
200 14 1.6 12 0.6 16 0.6

898 100.0 1,880 100.0 2,728 100.0

2009 113 5,169
2010 107 6,169  
2011 107 6,378

2012
12-03-02

表16　就業成功パッケージと希望リボンプロジェクトの比較

/ /
2009 2009

,
, , 

 

, 81  PES  
245 2011

2012
12-03-02
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1 2

1 4

40

5

5

24

86.3 78.4

50.0

20.0

13.3

（2） 深層相談専担制

5

30 1

（3） ネイルベウムカード制（職業能力開発口座制）

200

1 5

1 2,500 5

1 5

1 5,800 11.6

（4） HRD-Net

HRD-Net

（5） ワークネット
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http://work.

go.kr/

（6） 希望キウム25 通帳

60

3

10 3

2,400

（7） ネイルキウム通帳

3

5 10

100

50

8

10 3

360 3.6

1,300

3

Ⅴ　結論

18

2013 2

3 29 47 6

5 238

OECD 70

4 30

300

2016 300 2017

60
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Ⅰ　はじめに

　1．研究の背景

4

5

2006

2005 7
6

2008

2006 9
7

2011

1990

論　文

デンマークにおける犯罪者の社会復帰の取り組みの動向
−我が国への示唆として−

岡部 眞貴子

■ 要約
　近年、我が国では刑事司法改革が行われ、「刑事収容施設および被収容者等の処遇に関する法律」1 や「更生保護法」
2 が制定されている。その背景には、犯罪の複雑化や凶悪化、再犯の増加等があり、司法としての対応が迫られてき
たことがある。課題として、刑務所内の処遇や社会内の保護観察の在り方、犯罪者の社会復帰支援の不足等が指摘され、
現在、新たな政策づくりの取り組みが行われている。
　犯罪者の社会復帰について、寛容政策を基本として独自な取り組みを行っているのが、北欧諸国である。特に、デン
マークでは、歴史的な福祉政策を基に、犯罪者と国民の共生社会を目指した取り組みが行われている。成熟した民主主
義を基本に、リスクと安全のバランスを、国民の合意を得ながら現実的な方法に基づいて保ち、取り組みを進めている。
　本稿では、デンマークの犯罪者の社会復帰の動向を、刑務所における開放処遇とコミュニティ・サービス・オーダ
ー（社会奉仕命令）3 の実際を調査することによって、現在、我が国が取り組んでいる犯罪者の社会復帰施策への示
唆としたい。

■ キーワード
デンマーク・犯罪者・社会復帰・開放処遇・社会奉仕命令・共生
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Ⅲ　デンマークの刑事司法

　1．刑法と刑事政策
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　2．デンマークの矯正保護サービス

　　（Prison and Probation Service）
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図1　刑務所収容期間と人数



63

Ⅳ　開放刑務所の処遇実態−ホルセルド開放刑務所
（Statsfengslet vend Horserod）視察を通して−

　1．刑務所概要
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　2．処遇
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（1） ノーマライゼーション理念の実現



64

Summer 2013 No. 183

5

3

（2） 自立に向けての処遇

4 5

a

b c

d

e

（3） 早期釈放支援

98

37

　3．課　題

2011



65

0.1 2.8

Susie.

Kjaer Anina In-hye Kruge

Ⅴ　デンマークの社会奉仕命令　　　　　
（コミュニティ・サービス・オーダー）

　1．コミュニティ・サービス・オーダーの取り組み概要

1987

1992

8 62 67 13

1972

1982

4 2 30 240

2/3

1997

2000 1

11,000 4,000



66

Summer 2013 No. 183

　2．コミュニティ・サービス・オーダーの評価
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Ⅵ　犯罪者の社会復帰政策　　　　　　　
−デンマークと日本の現状から−

　1．社会保障
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KRIMINAL FORSORGEN The Danish Prison and Probation Service 2011
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図3　刑罰の種類による再犯率比較［2011年］
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Ⅶ　我が国への示唆
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b

　1．ノーマライゼーション理念による共生への取り組み

　2．安全とリスクのバランスによる社会的実験
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編集後記 各国の失業支援策を特集した今号では、失業保険等の設計が、国ごとの経緯から大きく異なる
ことが明らかにされましたが、同時に各国が現在までに試行錯誤を繰り返して来ている様子も
浮かび上がりました。パッチワークのような失業支援策における個々のプログラムの本来の目
的とその実際の機能を冷静に問い直し続けることは、いずれの国でも必要な作業なのかもしれ
ません。
さて、本号には2本の投稿論文も掲載されています。昨年1年の間に受領し、採否の出た投稿論
文の採択率は75%、採択までの最長期間は277日、最短期間は112日でした。今後とも奮ってご
投稿ください。… （T.…S.）
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