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特集：貧困・格差を総合的、継続的に把握する指標の開発と活用
－数値目標化とモニタリングのしくみ－
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Ⅰ　はじめに

1997

2000

OMC

2001

2010 2020

Ⅱ　数値目標化以前の取組み（1990年代）

　1．社会的排除への政策対応の発展

1992

COM 92 542

特集：貧困・格差を総合的、継続的に把握する指標の開発と活用－数値目標化とモニタリングのしくみ－

欧州連合における貧困・社会的排除指標の数値目標化とモニタリング

高橋 義明

■ 要約
　欧州連合における貧困・社会的排除指標の数値目標化への道は1997年のアムステルダム条約締結から
始まり、2001年のラーケン会議における具体的な指標の定義と方法の取り決めに続く。さらに2010年に
採択された欧州2020戦略によって貧困・社会的排除指標が欧州戦略の中心に据えられた。そのモニタリ
ング手法としてオープン政策協調手法（OMC）が取られている。OMCは数値目標を設定した上でその進
展状況を各国が公表することで政策を推進するというインセンティブによる政策促進手法としても国際的
に注目される。社会保護委員会は2012年夏に子どもの貧困・幸福度指標案を発表したが、ここでも従来
の社会保護政策の枠を越えて住宅・教育政策も包含させ、オープン政策協調手法で進めるべきとしている。
今後は物質的剥奪を始めとした指標の見直し、新たなモニタリング手法の社会保護成果モニター（SPPM）
の導入などを進める予定で、数値に基づく政策推進で世界をリードする欧州の動向は注視すべきであろう。

■ キーワード
欧州連合、社会的排除、貧困、欧州2020戦略、オープン政策協調手法
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　2．統計手法の研究とデータ収集

1990
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　1．オープン政策協調手法（OMC）

　（1）　概要

2000

OMC

OMC

OMC

OMC

1

OMC

OMC

OMC 2000 12

2002

4

a

b

c

d

　（2）　OMCに関与する欧州関係機関

①　欧州委員会雇用・社会問題・包摂総局

DG EMPL

図1　貧困・社会的包摂政策におけるオープン政策協調手法（概念図）
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②　欧州統計局

Eurostat 1958
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③　欧州評議会社会保護委員会

Treaty on the Functioning of European Union

160

a

b

2 2

2001

ISG

EU-SILC

DG EMPL

ISG

④　貧困・社会的排除に対する欧州プラットフォーム
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2011 3

2011

2012

　2．使用データ
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表1　ラーケン指標（2001年）
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表2　包摂関連指標一覧（2009年）
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60%

1
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1 65 2

65 2
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1

1 2

2 2
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3  
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WI=0 WI=1

4 18
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40% 50 70

25 ISCED 0 2

15 OECD PISA

1

9
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1

1

18 1 1

12 17 2 1

12 17 1 1

12 2 1

European Commission 2009
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2

　3．指標

　（1）　ラーケン指標

2001 12

10 8

18 1

ECHP

2003 3 2

2009 9

3

11 11

2

2

4

2020

2020

表3　欧州2020戦略の目標

20 64 69 75
GDP 3%

·
1990 20% 30

20% 20%

15 10% 30 34
31 40

25 2000

European Commission 2010

表4　貧困・社会的排除指標の推移

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
123,892 122,688 119,281 115,694 113,773 116,206 119,758

% 25.6 25.2 24.4 23.6 23.1 23.5 24.2
39,112 39,776 36,687 34,269 34,223 37,857 38,527

% 10.3 10.5 9.6 9.0 9.0 10.0 10.2
79,070 80,218 80,580 80,661 80,179 80,718 83,414

% 16.4 16.5 16.5 16.4 16.3 16.4 16.9
51,729 47,908 44,374 41,440 39,764 40,853 43,420

% 10.7 9.8 9.1 8.4 8.1 8.3 8.8

HP http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 2020
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　（2）　欧州2020戦略

2010 6 2020

5

3

5 3

1

60%

2

9 4

1

20

0 59

4

表5　国別2020貧困・社会的排除目標

2016 18.6
2010

220
15% 2010 17.5

0 64 10
23.5
2.7
45

2020 14%
140 150
17
4

3 2008 15.3
2 2

33
45
15

2007 2012 3 1 160
26

38
20
150
6560
12.1
17

58

Social Protection Committee 2011 , Annex 5, p. 136.
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3

2005 25.6 2010 23.4

2011 24.2

16.9 2005
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5

　（3）　その他の関連分野での指標化

①　子どもの貧困・幸福度指標
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2012 6

SPC, 2012a

a

b

c d

4
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e
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2011 6
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表6　子どもの貧困・幸福度指標案

2020
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0 17 0

5 6 11 12
17

EU-SILC

18-64
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6
0 17 0

5 6 11 12
17

EU-SILC
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9 4
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5 6 11 12
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65
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5
7

5
7
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5 6 11 12
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EU-SILC

18-64
65

3 2 
0 17

EU-SILC
18-64
65

2005 6
0 17 EU-SILC
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0 17 18
64 0 64

2
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0 17
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EU-SILC
ISG

0 17 EU-SILC

18-64
65

3 3

30 30
EU-SILC
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0 6 20 49
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20 49
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65

40
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5 6 11 12
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PISA 1 15
1 5

OECD-
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OMC

15 19
OMC

ISG
18 24

1
1000

0 17 0
5 6 11 12
17
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2

0 17 0
5 6 11 12
17

2500
WHO-
OECD
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18 24 BMI 30 EHIS
2014 EHIS

ISG
1

2 WHO

15 24 4
EHIS

2014 EHIS
ISG

15 24
EHIS

2014 EHIS
ISG

15 24 10
WHO

Social Protection Committee 2012a , pages 53-62
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2020

OMC 2013

②　社会保護成果モニター（SPPM）

2011 12

図2　SPPM（概念図）

Social Protection Committee 2012b , Page 2
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EUCO139/11

2012 10

SPPM

SSPM

2011

表7　SPPM包括社会指標

2020 EU SILC

60 EU SILC
9 4 EU SILC

0
59

18 59 20
0 59

EU SILC

EU SILC
5 1

5
5 5

1
EU SILC

0 17
EU SILC

EU SILC

18 59 20
0 59

60

EU SILC

EU SILC

15 12

15 24 15 24
18

24
1997 0 2

4 18 24
55 64 55 64

65 65
EU SILC

65 0 64 EU SILC

65 74 50 59 EU SILC

40 EU SILC

3 EU SILC

65 65

Social Protection Committee 2012b , Table 1
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2020

JAF

2

SPPM

JAF

2

SPPM OMC

2

2009

2020

7

2008

8

③　「GDPを越えて」プロジェクト

GDP

GDP GDP 

and beyond

2009 8 GDP

COM

2009 433 5

表8　SPPM背景情報リスト

2020 3 1 EU-SILC
3 2 3 EU-SILC
GDP GDP

Esspros

2010 2060
0
0
65

EU-SILC
EU-SILC

Social Protection Committee 2012b , Table 2
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表9　生活の質・幸福度指標（試案）

2020
60

SILC

9 4 SILC
75 HBS, SILC

75 HFCS
/ SILC

20 SILC

1
20

SILC

LFS, SILC
LFS, SILC
LFS, SILC
SILC

LFS

LFS
LFS

SILC, EHIS

SILC
1

18 64 65 SILC,EHIS

1000
18 24 LFS

LFS
25 64 4 LFS
PISA/PIAAC OECD

SI LC 20 06
2013

1
SILC 2006

TUS

EQLS
SILC
SASU

10
E QL S SI L C
2013

EQLS

SILC

0 10
E QL S SI L C
2013
E H I S ,  S I L C
2013

European Statistical System Committee 2011 , http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/achievements
SILC The European Union Statistics on Income and Living Conditions HBS

Household Budget Survey HFCS Eurosystem Household Finance and Consumption Survey , LFS
Labor Force Survey EHIS European Health Interview Survey TUS Time Use 

Survey EQLS European Quality of Life Surveys SASU European Safety Survey
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1 GDP

2

3

4

5

1

3

9

1

ESSC, 2011

2020 3

EQLS

EU-SILC

7 5

8

Ⅳ　EU-SILCに基づく欧州2020の指標の算出方法

2020 3

EU-SILC

1

D-File 2

H-File 3

R-File 4 16

P-File 4

DB010 HB010 RB010 PB010 DB020

HB020 RB020 PB020 ID DB030

HB030 RX030 PX030 ID RB030

PB030

　（1）　物質的剥奪

EU-SILC

H-File 11

HS011 HS021 HS031

1 HS040

2 HS050

HS060

HS070

HS080

HS100

HS110

HH050

-1 -2

-5

1 1

1

0 11
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HS011 HS021 HS031

1

1

2 -2

2

1

3

9

9 3

3 1 4

3 1 2

2

　（2）　相対的貧困率

EU-SILC

HX080

14 HM14 13

HM13-

HX050=1 0.5* HM14 -1 0.3*HM13-

HY020

PY010G PY021G

PY050G PY090G

PY100G PY110G

PY120G PY130G

PY140G

HY040G HY050G

HY060G HY070G

HY080G

HY090G 16 HY110G

HY010

HY010

HY120G

HY140G HY130G

HY020

HY020=HY010 HY120G HY130G HY140G

HY025

HX090= HY020*HY025 /HX050

60

　（3）　働き手が働けていない世帯の者

P-File

ID ID

TOT EMP

PL073

PL074
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PL075

PL076

PL080 PL085

PL086

PL087

PL088

PL089

PL090

1 12

PL073 12 12

PL074 PL090

35

30

PL060

-1

TOT EMP

18 64

TOT EMP

0

TOT=PL073 PL074 PL075 PL076 PL080

PL085 PL086 PL087 PL088 PL089

PL090

EMP=PL073 PL074 PL075 PL076

ID TOT EMP

WI

WI

WI<0.2 1

0.2<=WI<0.45 2

0.45<=WI<0.55 3

0.55<=WI<0.85 4

0.85<=WI 5

WI=0

jobless household WI=1

0 59

WI<0.2 0 59

Ⅴ　今後の課題

　1．適時性

EU-SILC REGULATION

EC No 1177/2003

11
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3

7

表10　物質的剥奪指標の改訂案（全体）

2

1 1

Eurostat 2012

表11　物質的剥奪指標の改訂案（子ども）

1 1
1 1

1 1

Eurostat 2012
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EU-SILC

DGEMPL

　2．物質的剥奪指標の見直し

2015

3

2012

EU-SILC 2009

50 a

b c

d

4

1

7 13

10 1 15

3

15 18 11

EU-SILC 2013

7

2014

2013 2

8

13

COMMISSION REGULATION EU

No 112/2013

EU-SILC

Ⅵ　おわりに

2020

OMC

2013



24

Winter 2013 No. 185

EU-SILC

2013

1

2013

6

謝　辞

Eduardo Barredo Capelot Anne Clémenceau

Jean-Louis Mercy Didier Dupré Emilio de Meglio

Fabienne Montaigne , Aurelia Georgiana Ivan

Maria João Santos Ann Nilsson 

Georg Fischer Egbert Holthuis

Isabelle Maquet-Engsted

注
1  2

2  

3  

COMMISSION REGULATION EC No 1980/2003

COMMISSION 

REGULATION EC No 1981/2003

COMMISSION REGULATION EC

No 1982/2003

COMMISSION REGULATION EC No 

1983/2003

COMMISSION REGULATION EC No 

28/2004

4  

PISA

3

2

1

PISA 500 OECD

3 2 400 600

6

2 2009 PISA

406 1

5  1 25%

6  

Takahashi 2012

参考文献
European Commission. 1992. Towards a Europe of solidarity. 

Intensifying the fight against social exclusion, fostering 

integration. Communication from the Commission. 

COM 92 542 final.

European Commission. 2003a. REGULATION EC

No 1177/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 16 June 2003 concerning 

Community statistics on income and living conditions

EU-SILC .

European Commission. 2003b. Laeken Indicators – Detailed 

Calculation Methodology E2/IPSE/2003 .

European Commission. 2009. Portfolio of indicators of 

the monitering of the European Strategy for Social 

Protection and Social Inclusion – 2009 Update.

European Commission. 2010. Europe 2020: A strategy for 

smart, sustainable and inclusive growth COM 2010

2020 final

European Commission. 2011a. The Social Dimension of the 

Europe 2020 Strategy, A Report of the Social Protection 

Committee.

European Commission. 2011b. The Measurement of Extreme 

Poverty in the European Union.

European Commission. 2011c. Note to the file on social 

inclusion: Concepts, measurement and policies in the 

EU policy coordination context.

E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  2 0 1 3 a .  C O M M I S S I O N 

REGULATION EU No 112/2013 of 7 February 2013 

implementing Regulation EC No 1177/2003 of the 



25

European Parliament and of the Council concerning 

Community statistics on income and living conditions

EU-SILC as regards the 2014 list of target 

secondary variables on material deprivation.

European Commission. 2013b. Employment and Social 

Developments in Europe 2012, SWD 2013 2 final.

Eurostat. 2007. Description of SILC User Database 

Variables: Cross-sectional and Longitudinal, Version 

2007.1 from 01-03-09

Eurostat. 2012. Measuring material deprivation in the EU: 

Indicators of the whole population and child-specific 

indicators.

European Statistical System Committee 2011. Sponsorship 

Group on Measuring Progress, Well-being and 

Sustainable Development: Final Report.

Heike Wirth and Pierre Walthery. 2011. A European 

workshop to introduce the EU SILC and the EU 

LFS data: Practical Session – Exploring EU-SILC  

Economic and Social Data Services.

Social Protection Committee of Council of the European 

Union. 2011. The Social impact of the economic crisis 

and ongoing fiscal consolidation, Third report of Social 

Protection committee.

Social Protection Committee of Council of the European 

Union. 2012a. Tackling and Preventing Child Poverty, 

Promoting Child Well-being, 27 June 2012.

Social Protection Committee of Council of the European 

Union. 2012b. Social Protection Performance Monitor

SPPM – methodological report by the Indicators 

Sub-group of the Social Protection Committee, 17 

October 2012.

Swiss Foundation for research in social sciences. 2012. 

Statistics on Income and Living Conditions SILC

2010 Data: Codebook, Description of Microdata.

Takahashi, Yoshiaki. 2012. Does social inclusion policy 

improve happiness?  Mimeo, European Conference on 

Positive Psychology.



26

Winter 2013 No. 185

Ⅰ　はじめに

EU

EU

10 2002

2005

EU

2002

2005 EU

Paugam 1995

relational poverty

特集：貧困・格差を総合的、継続的に把握する指標の開発と活用－数値目標化とモニタリングのしくみ－

フランスにおける貧困・社会的排除指標作成と政策形成

西村 周三

■ 要約
　本稿では、フランスの「貧困」対策の概要を、特に各種貧困指標の内容および作成過程と関連づけながら紹介する。

その中心は、主として2008年に起きたリーマンショック以降の動向を紹介することであるが、それ以前の各種活動

についても若干触れている。

■ キーワード

貧困線、ONPES（Observatoire National de la Pauvrete et de L'Exclusion Social 国立貧困・社会的排除観察機

構）、金銭的貧困率、社会的包摂、CNLE（Conseil National des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exlcusion 

sociale、貧困と社会的排除対策政策評議会）
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3 EU

4

　1）　フランスにおける近年の貧困の動向

EU

2012 9 14.1

at risk of poverty 2009

13.5

10

2009 30.9

2010 32.2 18

2009

18.5 19.6

30

department

2）　社会的排除と貧困指標

Capability 
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2002

3）　フランスの貧困指標作成の動向

〈1〉貧困指標の作成

表1　フランスの社会的不平等、所得、生活状態の指標

60 50
60

50 INSEE
-DGI 1977 2004

INSEE-DGFIP
-CNAV -CCMSA

2005 -2009

27 *
INSEE

27 8
27 8

2004
EPCV

SILC-SRCV Statistic on Income 
and Living Conditions

*27

INSEE
EPCV SRCV-SILC

EPCV SRCV-SILC
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27

1 1/3
2
3
4
5
6

7 12
8
9
10

11
12 1 1
13
14
15 2
16
17
18
19 2 1

20
21
22
23
24
25 :
26
27
28
29

60
INSEE, 

SRCV-SILC N
N N-1
N 5 6

2009
2008 2009

2009

100 S80/S20
20 20 INSEE-DGI 1996-2004

INSEE-DGFIP-CNAV-
CCMSA 2005 2009

5 5
5 5 60

INSEE RDI
ERFS

2006

65 18 64
65 18

64
INSEE-DGI,1996-2004
INSEE-DGFIP-CNAV-

CCMSA 2005-2009

 60
60

50
INSEE-DGI 1996-2004

INSEE-DGFIP-CNAV-
CCMSA 2005-2009
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60
18

INSEE-DGI 1996-2004
INSEE-DGFIP-CNAV-

CCMSA 2005-2009

60

/

INSEE-DGI 1996 2004
INSEE-DGFIP-CNAV-

CCMSA 2005 2009

60

12 7
2004

SRCV-SILC

N N SRCV
N 1 N-1

12

16 64
r

p Eurostat
2007

SRCV 2008
2007 SRCV-AILC 2004 2010

60
2

INSEE
SRCV-SILC N

N, N-1
N 5 6

2004
40

40
INSEE-DGI 1996 2004

INSEE-DGFIP-CNAV-
CCMSA 2005 2009

表2　フランスの社会的包摂と社会状況指標

2020

60
9 4

20
VA

Eurostat N
N

N-1 N-1
20

0
100

ONPES
ONPES

4
RMI RSA

API ASS
AAH AER
R
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ONPES Observatoire National de la 

Pauvrete et de L'Exclusion Social 

1

2 1

2

ONPES

NPO

2011-12

Economic crisis and 

labour market and social exclusion

2000 10

ONPES

〈2〉貧困指標

3

1 2

3

3

相対所得

1996

2000 35,000

70,000

1995 2000 2005 5

2003

RSA RSA
RSA RSA

CNAF MSA
2010 9 RSA 25

1 RSA
RMI+API

ASV +ASPA
DREES

CNAMTS
ASPA 2007 1 13 ASV

RSA 3
CNAF 2007 2008 2009

3 RMI API

RSA 5 5
5 RSA

5
RSA

CNAF
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10,000

EU 1993/94

2000/2001 8

7,000

EU SILC

2004

16,000 9 3,000

生活状態の貧困と主観的貧困

SILC 1 10

6,000

Ongoing living conditions surveys

material 

deprivation

ONPES 3

3

10 2

3

ONPES

3）　政策との架け橋

CNLE Conseil National des politiques de lute 

contre la pauvrete et l'eclusion sociale

3

CNLE

1988 12 1

1993 3

CNLE

CNLE

CNLE

2003
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表3　CNLEのメンバー構成

8 8

8

ATD Quart Monde 4 FAPIL FNARS
Médecins du Monde Secours catholique

Secours populaire français UNCCAS UNIOPSS

8
CFDT CFE-CGC

CFTC •
CGT FO

CGPME MEDEF
UPA

5
CCMSA CNAF

CNAM Pôle emploi,
USH

8

-

-
-

8

ONPES

CNLE

CNLE

2011 3 15

2010 1/3 5

4

2011 7 5

CMU

ACS AME

10

2011 10 20 UNEDIC
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表4　貧困対策の目標値の設定

60% 1
60% 2
50% 2
40% 2

3
4

1
5

6
18 7
18 60%

2 8
18 24 9
18 24 60%
65 9
65 60%

75 60% 10
11

12
13
14

55 59 15
60 64 15

16
15 64 17

1
18

19
20

21
CM2 3 22

23
24

25

1 26

27
28

29

1  60%

2  60% 50% 40%
60% 50% 40%

3  60%
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4  3 2
60%

5  1

6  27 8

7  18
60% 18

8  2 2 3
3

9  18 24 65
60% 18 24 65

10  75 60%
60% 75

11  

12  

13  1

14  60 60
18 1

18 24

15  55 59 60 64 55 59 60 64
5

16  
16 25

17  15 64

18  1
1 3 1

19  

20  CAP
18 24

21  

22  CM2 3
CM2

23  17

24  BEP -CAP
3 15 64

25  
12

26  1

27  L.331-1

28  

29  
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2004

2008

RSA

County

Borough social action center, CCAS

NGO

CNLE

参考文献
2002

141 pp. 67-90.

2005

IPSS 

Discussion Paper Series.12

Edward D. Gonzalez and Alejandra Davidziuk 2005 Children 

Living in Poverty: A review of child poverty definitions, 

measurements, and policies, Desk Review paper for 

UNICEF's Conference on Children & Poverty: 

Global Context, Local Solutions Graduate Program 

in International Affairs New School University, April 

25-27, 2005

Paugam Serge 1995 The Spiral of Precariousness: A 

multidimensional Approach to the Process of Socila 

Disqualification in France, in Room ed. 1995 Beyond 

the Threshold, Policy Press.

Janet Stephanie 2007 Combating Poverty and Social 

Exclusion in France, OECD Economics Department, 

Working Papers No.569.

2000

RMI

Walker A and Walker C. 2012 Social Inclusion, in Maesen 

L.J.G. van der and Walker A. eds. Social Quality.

2010

49 167

171

）
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Ⅰ．はじめに

1999

Living Standard Research

Deprivation Scale

Perry 2012:87

2002

Agenda for Children

Tier 1

resource output

特集：貧困・格差を総合的、継続的に把握する指標の開発と活用－数値目標化とモニタリングのしくみ－

ニュージーランドにおける公的貧困指標の開発

阿部 　彩

■ 要旨

　ニュージーランドは、統計局を中心とした公的機関において、定期的に貧困や生活水準に関する統計データを整備

している。その中には、所得データに基づいた貧困率やジニ係数などの格差指標のほかに、固定貧困線を使った貧困

率や社会的孤立の指標など多彩な統計が含まれている。中でも、非金銭的な貧困指標については、国際的にも先駆的

な開発を行っている。社会開発省によって行われているこの指標の開発は2000年より長期間をかけて行われてきて

おり、その間に数回の独自の社会調査を行って指標の妥当性を統計的に検討している。その上で開発された非金銭的

生活水準指標（ELSI、後にMWI）は、数回の改訂の上、現在では統計局の基幹統計調査ほか数種の政府統計調査に項

目が組み込まれ、継続的に指標の公表が可能になった。

■ キーワード

貧困、剥奪、指標、ニュージーランド
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Perry 2012:90

Ⅱ　重要公的統計（Tier 1 Statistics）

Tier 1 Statistics Tier1

Statistics New Zealand

Tier1

Tier1

Statistics NZ, 2012

Tier1

1

Tier1

7  

表1　ニュージーランドのTier 1 統計（格差・貧困に関するもの）

Tier 1 
10

Sense of belonging
Whanau Connectedness

Statistics NZ 2012 .

表2　経済的生活水準の統計に関する報告書
　　  2011年でカバーされた統計分野

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Statistics NZ

12

2011

2011 Review of Economic 

Standard of Living Statistics 2011 2011

Reserve Bank of New Zealand

2011 1

6

6 2

5

3

2011 NZ

3

Living Standard Survey: LSS

表3　ニュージーランド政府によって収集されている生活困難・剥奪・貧困の非金銭的データ

Household Economic Survey/ HES Income 2006 High
ASSET/ TAXMOD/TAXWELL High
New Zealand Living Standards Survey 2000, 04, 08 High
Survey of Family, Income, and Employment 2002 1 Medium
ANZ-Retirement Commission Financial Knowledge Survey Low

Census of Population and Dwellings Low
General Social Survey Low

MSD benefits dynamics dataset Medium
Family Tax and Benefits Research linked data Medium
Longitudinal Immigration Survey: New Zealand Low
Health, Work, and Retirement longitudinal study Low
New Zealand Longitudinal Study of Ageing. Low.

Statistics New Zealand 2011
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ELSI

2000 2004

2008

ELSI

Perry 2013 ELSI

Household Economic Survey: HES

HES 3 HES I

2006

HES

ELSI-SF 25

General Social Survey: GSS

2 2008 2010  

ELSI-SF

Statistics NZ, 2013 2002

Survey 

of Family, Income and Employment: SOFIE

Health Survey ELSI-SF

ELSI

2002

ELSI

2008

Material 

Well-being Index: MWI

HES 2012-13 MWI

MWI-9 GSS 2014

LSS

2008

HES GSS

Perry 2013

Ⅲ　社会開発庁における貧困・格差指標

NZ

Ministry 

of Social Development

Social Report

2

　1．社会開発省「社会報告書（Social Report）」

Social Report

2010  2010

10

1 6

4

HES

LSS Quality of 

Life Survey

GSS Youth 2007

1

P20/P80

30%

ELSI 2005-06
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2010 2007  

2007 2007

40% 50% 60% CPI 

2010

1998

　2．『ニュージーランドの世帯所得報告書』

Household incomes in New Zealand 

HES

表4.12　社会報告書2010年版（Social Report 2010）に含まれるデータ

3 4
NCEA 2
Tertiary education

1
P20/P80

30%

1

NZ NZ

12-18

1
4

Ministry of Social Development Social Report 2010
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2012 2010-2011

Household Economic Survey HES

1982 2011

Perry 2012 HES

1982

HES

2011-12

HES 2013

5 2012

B J HES

2012

K HES

ELSI-SF

J SOFIE

D 10

 2007 2009

2009 2010 1988

1994 1994 2004

NZ$2000

P90/P10 P80/P20

1

3

1982 2011

2001

2011

50% 95% Sensitivity

Ⅳ　社会開発庁による生活水準指標

　1．社会開発省における非金銭的生活水準指標

　　　の開発の歴史

表5　社会開発省「NZの世帯所得」2012版に含まれる指標

A
B 10
C GDP,
D P80/P20 P90/P10
E
F
G 1982~2011
H 1982~2011
I
J

K ELSI HES
J SOFIE

Perry 2012
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ELSI 2002 ELSI-3

ELSI-Short Form ELSI-SF 2005

Deprivation Index DEP

Fixed Reference Index of Living Standareds

FRILS 2007

Material Wellbeing Index MWI 2012

1999

2000 Super 2000Taskforce

1999-2000

3

2000

New Zealand Living Standards Survey 2000 

LSS2000 1999

2000

2000 3

Ministry of Social Policy

Ministry of Social Development

2001

Material Well-being Scale

MWI 2002

Economic Standard of Living Index ELSI

LSS 2004

2004

ELSI 2000  

LSS

40 ELSI

25 ELSI ELSI-SF

ELSI

SF

2006-7

Household Economic Survey

ELSI-SF ELSI-SF

 

2000 2004

ELSI

ELSI

表6　ニュージーランドにおける非金銭的指標の開発の歴史

1999 Super 2000 Taskforce
2000 3 New Zealand Living Standards 2000

2001
economising 1

Material Well-being Scale: MWS
2002 New Zealand ELSI 

2004
New Zealand Living Standards 2004 

2005 ELSI Short Form
2006 Household Economic Survey HES 2006-7 ELSI-SF
2007 ELSI FRILS

2008
New Zealand Living Standards 2008 2004

2009 LSS 2008 ELSI
MWI ELSI

2012 HES 2012-13 MWI24 5 ELSI-SF

Perry 2009
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expectation

ELSI 3

Material Well-being Index: MWI

HES 2012-13  ELSI-SF

MWI ELSI

2008

HES ELSI SF

LSS2008

LSS2008

LSS

Perry 2013

　2．ELSIの詳細

①　ELSIの特徴

ELSI Townsend 1979 Mack and Lansley

1985 Gordon and Pantazis 1997

ELSI

ELSI

identify

ELSI

ELSI

enforced lack

restriction on freedom

ELSI

economizing activities

10 10

1

5% 12%

Perry 2012, P.164

②　ELSIの概要

ELSI 3

desirable

important
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steep gradient

10

Discriminating Power

8 18-64 65

9

generic 

score  14

want

important

important

fairly important

enforced lack

Economizing behaviors

10 economising 

a lot

economising a little

economising a lot

表7　ELSIの項目リスト（全39項目）

Ownership 14
0= 1=

Participation 7
0= 1=

best clothes
3
1
2
3 1

Economizing 15
0= 1= 2=

self-rating 3
5 0= 4=
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self-rating

10

high standard of living

fairly high

high

3

7

③　ELSIスコアの計算方法

39

ELSI

Generic Scale

ELSI

Generic Scale

ELSI=∑
14

2 ∑
7

∑
16

2 ∑
3

22

ELSI 0 60 0=

60=

Ⅴ　まとめと考察

EU

OECD

EU OECD

material deprivation index Eurostat 2010, OECD 

2008

2013 6 2014

注
1  7 Statistics Act 

1975, Section 7 1975

 7 Periodic reviews

 1 The statistician shall from time to time review 

the collection, compilation, analysis, abstraction, and 

publication of official statistics prepared by his own 

department and by other government departments.

 2 Any government department shall, within a 
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reasonable time after receiving notification in writing 

from the statistician that a review as provided for in 

subsection 1 is to be made, provide such reasonable 

facilities as are necessary to facilitate completion of the 

review.

2  

1991 Department of Statistics 1991

3  5

2015

Perry 2013

4  2000 2004

ELSI

ELSI

Perry 

2013

5  2008 1998

1998 2007 2007

1998 10%

Perry 2012, p.93

6  CPI CPI Perry 

2013

7  

P80/P20

Perry 2012, p.67

8  4

9  HES 2010-11

2011

10  HES2012-13 2013 3

11  Generic Score latent 

variable unidimensional

Confirmatory Factor Analysis
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Ⅰ．はじめに

Child Well-being 

Indicator/Index CWI

Bradshaw et al.2006

UNICEF2007;2013,OE

CD2009

CWI
1

CWI

CWI

CWI

CWI

Ⅱ．国際比較可能な子どものウェルビーング指標
－開発経緯と指標の実際　　　　　　

1 CWI

2 OECD CWI

特集：貧困・格差を総合的、継続的に把握する指標の開発と活用－数値目標化とモニタリングのしくみ－

子どもウェルビーング指標に関する国際的動向

竹沢 純子

■ 要旨

　近年、国際機関や政府において、子どもウェルビーング指標（CWI）の開発が進められている。同指標は、子ども

の貧困率をはじめとする金銭・物質面に加えて、子どもの生活に影響を与える教育、健康、安全、生活環境等の多

様な要因の包括的理解を促し、子どもが置かれた状況に目を向けさせるものである。国際機関では、国連ユニセフ、

OECDが公表している。一方、政府による開発として、アメリカでは1994年大統領令により子ども関連統計の所管

部局が連携してCWIを作る仕組みが整った。スウェーデンでは2003年より子どもの権利条約の履行監視を目的として、

子どもオンブズマン局と統計局が連携し作成している。イギリスは2010年より国民全体を対象としたウェルビーング指標

の一環としてCWIの開発を進めている。政府がCWI開発に未着手の日本にとり、各国政府の取り組みから学ぶことは多い。

■ キーワード

子どもウェルビーング指標（CWI）、国連ユニセフ、OECD、アメリカ、スウェーデン、イギリス



49

表
1　

国
際

機
関

お
よ

び
各

国
政

府
に

お
け

る
子

ど
も

の
ウ

ェ
ル

ビ
ー

ン
グ

指
標

の
一

覧

O
E

C
D

T
he

 F
ed

er
al

 
In

te
r-

A
g

en
cy

 F
o

ru
m

 o
n 

C
hi

ld
 a

nd
 F

am
il

y 
S

ta
ti

s-
tic

s

C
hi

ld
 p

ov
er

ty
 i

n 
pe

rs
pe

c-
ti

ve
: 

A
n 

ov
er

vi
ew

 o
f 

ch
id

 
w

el
l-

be
in

g 
in

 r
ic

h 
co

un
tr

ie
s

In
no

ce
nt

i
R

ep
or

t
C

ar
d

In
no

ce
nt

i 
R

ep
or

t
C

ar
d 

se
ri

es
 7

,2
00

7
,2

00
7

,2
00

7

C
hi

ld
 w

el
l-

be
in

g 
in

 r
ic

h 
co

un
tr

ie
s:

 A
 c

om
pa

ra
ti

ve
 

vi
ew

In
no

ce
nt

i 
R

ep
or

t 
C

ar
d 

se
ri

es
 1

1
,2

01
3

,2
01

3
,2

01
3

D
o

in
g

 b
et

te
r 

fo
r 

ch
il

-
dr

en
,2

00
9

A
m

er
ic

a
s 

C
h

il
d

re
n

 i
n 

B
ri

ef
: K

ey
 N

at
io

na
l I

nd
ic

a-
to

rs
 o

f 
W

el
l-

be
in

g

M
ax

18

20
00

20
00

20
00

19
97

20
12

6 1 2 3 4 5 6

5 1 2 3 4 5

6 1 2 3 4 5 6

8 1 2 3 4 5 6 7 8

6 1 2 3 4 5 6

10 1 2 3 4 5 6 7 8
1

9 10

U
N

IC
E

F
20

07
20

13
O

E
C

D
20

09
M

ax
18

ht
tp

://
w

w
w

.b
ar

no
m

bu
ds

m
an

ne
n.

se
/m

ax
18

/
T

he
od

or
e

20
13

Fe
de

ra
l I

nt
er

-A
ge

nc
y 

Fo
ru

m
 o

n 
C

hi
ld

 a
nd

 F
am

ily
 S

ta
tis

tic
s

20
13



50

Winter 2013 No. 185

　1．子ども権利条約から国際機関によるCWI開

発に至る経緯

1989

Bradshaw et al.2006:8

CWI

CWI
2

CWI

OECD2009

CWI

1996 CWI
3

CWI

20 35

CWI

CWI

5 1

2 3

4 5

50

2000 EU

CWI EU 2001
4

1

Atkinson, et al.2005

mainstreaming

Bradshaw 

et al. 2006

EU25 CWI

EU 2008

EU Task-Force on 

Child Poverty and Child Well-being

EU CWI

7 1 2

3 4 5 6

7

EU CWI

7

2008 EU

TARKI 2010

7

2011 EU CWI

2013

　2．国際機関が作成する国際比較可能なCWIの

実際

Bradshaw et al. 2006

OECD CWI

UNICEF2007,OECD2009

　（1）　国連ユニセフ

2000

CWI
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2007 Report Card7

RC7 6

2013 Report Card 11 RC11

Bradshaw et al.2006:8

RC7 6 40 RC11

5 26 2 RC11 RC7

RC7

RC11

RC11 2

RC7

RC11 RC7

CWI

RC11 1

2

CWI

1 2

UNICEF 2013

RC7 40 20 RC11

26 15 RC11

75

UNICEF2013:8 75

　（2）　OECD

OECD 2009 6

21 3

0-19

OECD

21 5

HBSC 5

3
6

30 22

2 10

CWI

2008

2009

Ⅲ．政府による子どもウェルビーング指標
作成の取り組み　　　　　　　　

CWI
7

CWI
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表2　ユニセフレポートカード7と11の指標項目

7
1 50

10

2 0 1 1
2500

12 24
DPT 12 24

12 24
0 19 10

3 15

15 19
15 19

15
4

12 11 13 15
2

15

15

10
5

11,13,15
6

 11
1

2

1-19 10
3

15-19
15-19
PISA 

4
11 13 15

11 13 15
1 11 13 15

10
11 13 15

11,13,15
12 11,13,15
12 11,13,15

11,13,15
5 1

UNICEF 2007;2013
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　1．アメリカ

Foundation for Child Development

2012 1975 2011 7 28

The Annie E. Casey Foundation

1990 KIDS COUNT

10
8

CWI

1990 1994
9

The Federal Inter-Agency Forum 

on Child and Family Statistics 4

8

5

1 5

17

6

CWI

　2．スウェーデン10

2003

2010

6 45 6

11

12 2012

　3．イギリス

CWI

Save the Children

2002 2005

2003 Every Child Matters

5 25

2009

表4　アメリカの子どもと家族の統計に関する関係機関
フォーラム　構成機関

Federal Interagency Forum on Child and Family 
Statistics 2013



55

表5　アメリカの子どもウェルビーング指標項目

1
0 17
0 17
0 17

2
0 17
15 44

0 4
3 6
0 17

5 17
5 17
15 17
0 17

3 0 17
0 17

0 17

4 0 17
0 17

19 35 16

5 0 17
4 11

10 1 5
0 17

12 17
1 4
5 14
15 19

6 30 8 10 12
2 5 8 10 12
30 8 10 12

12 17

7
4 8 12

18 24
16 19

10

8 37
2500
1
4 17

12-17
5 17
2 17
6 17
0 17

Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics 2013
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表6　スウェーデンの子どもウェルビーング指標項目

1

10

2 16-17

3 6 12

10-18

10-18

9 2

9 2

9 2

9 2 30

3

9 PISA

9 PISA

4

100

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

5 4-6

10-18

10-18

3-6

6 10-18

10-18

10-18

6

6

12

9 12

9 12

15-17

Barnombudsmannen http://www.barnombudsmannen.se/max18/
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CWI

2010 Measuring 

National Well-being MNW

2011 MNW

Children and Young People's Well-being Advisory 

Group

MNW 10

2013 1

Theodore2013

Ⅳ．おわりに

CWI

CWI

CWI

CWI

CWI

CWI

2013

CWI

13 CWI

 
付　記

注
1  1997

The Federal Inter-Agency Forum on Child and Family 

Statistics 2013 2003

Max18 http://www.

barnombudsmannen.se/max18/

1999

Australian Institute of Health and Welfare2012

Theodore2013 2011

Lue H.C.et al.2013

2   CWI

Ben-

Arieh2009,Bradshaw et al. 2006
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Brofenbrenner,1979 CWI

3  Multi-National Project for 

Monitoring and Measuring Children's Well-being

Bradshaw et al. 2006

4  EU 2013

5  HBSC Health Behavior of School Children

11,13,15

1982

WHO

4 2009/2010 8

41

OECD CWI

Currie C et al. eds. 2012

6  

Z

7  CWI

8  CWI

Land et al. 2007

9  Executive Order No.13045, Protection of Children From 

Environmental Health Risks and Safety 1997.4.21

10  

 Statistics on child well-being in Sweden

 http://www.oecd.org/els/socialpoliciesanddata/48959737

.pdf 2013.9.25

11  

1993

12  Barnombudsmannen

http://www.barnombudsmannen.se/max18/ 2013.9.25

13  
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書　評

Social Quality
van der Maesen, Laurent J. G. and Walker Alan, 2012 

Social Quality, From Theory to Indicators, Palgrave 
Macmillan

西村 周三

　1． 社会の質―理論から指標へ

Social 

Quality

EC

EC

2

8

Social Policy

quality of life

GDP

GDP

1997

European Network on Indicators of Social 

Quality

97

EU
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Social Quality From Theory to Indicators

　2．問題提起と理論

11 4

5 9

5

10

11

social 

policy
1

Social 

Policy productive factor

EU 21

2

3

assumption

interdependent

Bhaskar

4

4

4 1

2 3

4

4 1

socio-economic security 2 social 

cohesion 3 social inclusion 4
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3

4 3

5 EU

EC

EU EU

4

2001 6

　3．指標の構成

6 9 4

3

　（1）　社会経済の安定性（Security）

7

work

20

　（2）　社会的連帯

7 4

　（3）　社会的包摂あるいは「包み込む社会」

8 inclusion
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Social Quality From Theory to Indicators

2

2

　（4）　社会的エンパワメント

4

3

9

　4．指標をどう使うか

10

EU

　5．むすび

11

GDP

OECD Better 

life index well-being 1993

Human Development Index

注
1  Social Policy

2  

10
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3  4

4

socio-economic security

social cohesion social 

inclusion social empowerment

social inclusion
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書　評

所道彦著
『福祉国家と家族政策：イギリスの子育て支援策の展開』

（法律文化社、2012年）
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Ⅱ　本書の概要
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『海外社会保障研究』執筆要領

1．原稿の長さ
原稿の長さは以下の限度内とします。（図表1つにつき、200字で換算してください）
（1）論文：16,000字（図表を含む）
　　 本文のほかに要約文（400字程度）およびキーワード（3～5語）を添付。
（2）研究ノート：12,000字（図表を含む）
（3）動向：8,000字（図表を含む）
（4）書評：6,000字
2．原稿の構成
必要に応じて、ⅠⅡⅢ…→1 2 3 …→（1） （2） （3）…→① ② ③…の順に区分し、見出しを付けてくださ
い。なお、本文中に語や箇条書きの文などを列挙する場合は、見出しと重複しないよう、（a）（b）（c）
または・などを使用してください。完成原稿は横書きとし、各ページに通し番号をふってください。

3．引用
本文中の引用の際は、出典（発行所、発行年）を明記してください。

4．年号
西暦を用いてください。元号が必要なときには、西暦の後に（　）入りで元号を記してください。ただし、
年代の表記については、西暦なしで元号を用いてもかまいません。

5．図表
図表はそれぞれ通し番号をふり、表題を付けてください。1図、1表ごとに別紙にまとめ、挿入箇所を
論文中に指定してください。なお、出所は必ず明記してください。
（例）＜表1＞受給者数の変化
　　　＜図1＞社会保障支出の変化

6．敬称
敬称は略してください。
（例）宮澤健一教授は　→　宮澤は　　　貝塚氏は　→　貝塚は

7．注
注を付す語の右肩に1）2）…の注番号を入れ、論文末まで通し番号とし、論文末に注の文を一括して
掲げてください。
（例）1）天川によると、集権・分権の軸に分離・融合の軸を…。

8．参考文献
文献リストは、以下の例を参考に論文の最後に付けてください。
（例）
馬場義久 1997「企業内福祉と課税の中立性－退職金課税について」藤田至孝・塩野谷祐一編『企業内
福祉と社会保障』東京大学出版会
Ashford, Douglas E.1986. The Emergence of the Welfare State. Basil Blackwell. Heidenheimer, A. 1981. 
“Education and Social Entitlements in Europe and America.” In The Development of Welfare State, edited by 
P.Flora and H.Heidenheimer. Transaction Books.
Beattie,Roger. 1998. ”Pension Systems and prospects in Asia and the pacific.” International Social security 
review,Vol.58, No.3, 63-87.
樫原朗 1998「イギリスにおける就労促進政策と社会保障」『海外社会保障研究』第125号　pp.56-72
新藤宗幸 1998「地域保健システムの改革と残されている課題」『季刊社会保障研究』第34巻第3号　
pp.260-267
インターネット掲載ページの場合は、そのページのタイトルとＵＲＬ、ダウンロード日を明記してください。
UN（2009）Human Development Report 2009,Human development indicators,
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/（2010年6月3日）

9．原稿の提出方法
編集作業はDTP（Desk Top Publishing）にて行いますので、以下の点についてできるだけご協力頂けれ
ば幸いです。
（1）原稿はデジタルで提出してください。基本はメールに添付ファイルで結構ですが、ファイルの読み

込みが困難な場合はCDなどのメディアに記録したものをご提出いただく場合もあります。
（2）テキスト形式だけでは、欧文のアクセント、ウムラウト等や和文の記号や特殊文字などが消えたり、

正しく保存されなかったりする場合がありますので、紙による完成原稿の提出も併せてお願いする
場合があります。事務局からご連絡いたしますのでその際にはご協力ください。

（3）図表についても、デジタルデータでご提出ください。デジタルデータが無い場合は手書きまたはコ
ピーなどの完成原稿でご提出ください。その際OS（Windows、Macintosh など）、アプリケーショ
ン名（Excel、Lotusなど）、バージョン名（2.0など）を提出する際に明記してください。
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第185号　2013年12月発行予定　特集：ドイツの社会保障：メルケル政権下の社会保障

バックナンバー
第185号　2013年12月発行 ……特集：貧困・格差を総合的、継続的に把握する指標の開発と活用

―数値目標化とモニタリングのしくみ―
第184号　2013年9月発行………特集：介護者支援の国際比較：要介護者と家族を支える取り組みの多様性
第183号　2013年6月発行………特集：グローバル景気後退と各国の失業者支援政策
第182号　2013年3月発行………特集：精神障害者地域生活支援の国際比較
第181号　2012年12月発行 ……特集：公的年金の支給開始年齢の引き上げと高齢者の所得保障
第180号　2012年9月発行………特集：海外の社会保障制度における国と地方の関係
第179号　2012年6月発行………特集：社会保障における財源論―税と社会保険料の役割分担―
第178号　2012年3月発行………特集：スウェーデンの社会保障
第177号　2011年12月発行 ……特集：貧困への視座と対策のフロンティア
第176号　2011年9月発行 ………特集：若年就業と諸外国の社会保障政策―労働市場政策を中心として―
第175号　2011年6月発行 ………特集：高齢女性の所得保障：年金を中心に
第174号　2011年3月発行 ………特集：医師・看護師の養成と役割分担に関する国際比較
第173号　2010年12月発行 ……特集：諸外国の就学前教育・保育サービス
 　　　　　―子どもの「育ち」を保障する社会のしくみ―
第172号　2010年9月発行………特集：社会保障制度における財源徴収と情報管理の国際比較
第171号　2010年6月発行………特集：アメリカの社会保障

海外社会保障研究　投稿規程

『海外社会保障研究』は、諸外国の社会保障及びその関連領域に関する理論的・実証的研究、諸外国の社会保
障に関する研究動向、諸外国の社会保障制度改革の動向等を迅速かつ的確に収録することを目的とします。

1． 投稿は、「論文」、「研究ノート」、及び「動向」の3種類です。投稿の際には、この中からひとつを選択し、
原稿の最初に明示してください。投稿者の学問分野は問いません。どなたでも投稿できます。ただし、本
誌に投稿する論文等はいずれも他に未投稿・未発表のものに限ります。「論文」、「研究ノート」および「動
向」は独創性（分析テーマ、内容、そして手法が、すでに発表されたり知られたりしていることからは容
易に導き出せるものではないこと）、有用性（内容がわが国の社会保障政策のあり方に重要な問題を提起す
る内容を含んでいること）を基本に、おおむね以下のようなものとします。
「論文」：独創性や有用性があり、結果の信頼度が高く、かつ学術論文としての体裁も整っているもの（図表、

参考文献などを含む文字数上限：16,000字）。
「研究ノート」：独創性や有用性は、「論文」には及ばないが、今後の発展が期待できる水準に達しているも

の。併せて、結果の信頼度も相当に高く、学術論文としての体裁も整っているもの（同：
12,000字）。

「動向」：「論文」や「研究ノート」に該当しないもので、有用性に優れ、諸外国の社会保障の動向などを政
策資料、統計等をもとに的確にまとめているもの。併せて、内容の信頼度もあり、学術論文とし
ての体裁も整っているもの（同：8,000字）。

2． 投稿者は、審査用原稿2部を送付して下さい。採用の決まったものは、デジタルファイルも提出していただ
きます。

3． 投稿原稿のうち、「論文」、及び「研究ノート」の掲載の採否については、指名されたレフェリーの意見に
基づき編集委員会において決定します。採用するものについては、レフェリーのコメントに基づき、投稿
者に一部修正を求めることがあります。

4． 投稿のうち、「動向」の掲載の採否については、編集委員会において決定します。
5． 執筆に当たっては、『海外社会保障研究』執筆要領に従ってください。なお、原稿は採否に関わらず返却致

しません。
6． 掲載された論文等は、他の雑誌もしくは書籍または電子媒体等に収録する場合には、国立社会保障・人口

問題研究所の許諾を受けることを必要とします。なお、掲載号の刊行後に、国立社会保障・人口問題研究
所ホームページで論文等の全文を公開します。

7． 原稿の送り先、問い合わせ先　〒100-0011　東京都千代田区内幸町2-2-3
　　　　　　　　　　　　　　　　日比谷国際ビル6階
　　　　　　　　　　　　　　　　国立社会保障・人口問題研究所　総務課業務係
　　　　　　　　　　　　　　　　電話　03-3595-2984　Fax: 03-3591-4816
　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail: kaigai@ipss.go.jp
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編集後記 今回の特集では、国際機関や先進国において、貧困、社会的排除・統合、ウェルビーング状
況の把握を目的とする指標開発の取り組みを取り上げました。このうち、EU、フランス、
ニュージーランドは、いずれも2012年秋～2013年春にかけて、執筆者が海外でヒアリングし
提供を受けた資料をベースに執筆しており、最新情報を豊富に含むものとなっています。ま
た、書評でも指標に関する洋書を取り上げました。特集、書評ともに、指標をめぐる国際的
動向に関心を持つ方にとり参考となれば幸いです。
	 （J.	T）
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【お詫びと訂正】
海外社会保障研究第183号のP.83に誤りがありましたので、お詫びし訂正いたします。
右30行目　【誤】女性の約４割が就学時を持つ　【正】女性の約４割が就学児を持つ
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