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要約 

北村美由姫 

 

わが国の人的控除は、「標準世帯（片稼ぎの夫婦子二人世帯）」を念頭におい

て、構築されてきている。しかしながら、近年、わが国の世帯構成は急速に多

様化してきている。「標準世帯」を前提とした人的控除のあり方は、現社会には

十分に適したものであるとは言えない。したがって、現状に適した新たな人的

控除制度が早急に望まれる。 

本論文では、個々のライフスタイルの選択に中立である税制を目指し、現状

に適した新たな人的制度の構築に関する案を提示する上で、歴史的、社会的視

点を踏まえ、配偶者控除および配偶者特別控除(以下、「配偶者控除等」)の存在

意義についての考察をおこなう。 

始めに、人的控除の意義およびわが国の人的控除の特殊性について論じ、なぜ

「標準世帯」向けの人的控除制度となっているか、および、なぜ妻を優遇する

制度となっているのかについて、歴史的、社会的観点から検討する。次に、配

偶者控除等の創設理由を考察し、配偶者控除等の創設の歴史的経緯を検証する

ことで、配偶者控除等の存在理由は、①「生めよ殖やせよ」政策、②「妻の座

確保」政策にあることを明らかする。その上で、租税政策は社会的政策である

以上、租税政策は社会情勢の変化に柔軟に対応すべきものでなければならない

ことを念頭に置き、これらの配偶者控除等創設理由と現代社会の適合性につい

ての検討をおこなうために、現代に至るまでのわが国の家族形態の変化につい

て検討する。 

以上の点から、現代においては、配偶者控除等の存在意義が希薄化している

ことを証明し、現行制度維持により生じ得る問題点を指摘する。 

最後に、今後の人的控除のあり方について論証する。今後に向けた望ましい人

的控除のあり方として、人的控除を基礎控除に一本化した上で、移転的基礎控

除制度を導入し、他は手当で対処するという制度を提案する。移転的基礎控除

制度とは、控除しきれなかった基礎控除がある場合、その控除しきれなかった

部分を他の家族構成員のうち 1 人から控除することができる、とするものであ

る。この制度により、基礎控除の適用を暦年 1 人 1 回とするため、現行制度が

抱えている配偶者控除および扶養控除の基礎控除の二重取りの問題を解決する

ことができる。さらに、移転的基礎控除制度の導入により、憲法により守られ

ている国民の最低限度の生活保障部分である基礎控除をほぼ確実に確保するこ

とが可能となるのである。 

扶養控除を廃止する理由は、その適用者の多くが配偶者控除等と同様に高所

得者層であることによる。また、配偶者控除等および扶養控除が、共稼ぎを必



要としない高所得者層でかなりの部分が適用されており、配偶者控除について

は、創設時の頃と現在の適用状況を比較すると、高所得者層による適用がます

ます増えていることがわかる。このことから、扶養家族の養育費や介護費等は、

その費用を実際に必要としている者に分配できるよう、手当で対処すべきであ

ると考える。まずは、配偶者控除等を段階的に廃止する。元来の扶養控除制度

がそうであったように、配偶者と扶養者とを分けて考えずに配偶者を扶養者に

含め、配偶者控除等をすべて廃止する。次に、扶養控除に年齢制限等の条件を

設け、徐々に手当へ移行していく。そして、最終的には扶養控除も廃止し、扶

養を必要とする者への対処は手当てに集約させるようにする。 

この制度は、個々のライフスタイルに対する中立性を保つことが可能である

とともに、より効果の高い所得分配を期待できる公平性の高い制度でもあると

いえるのである。 
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は じ め に  

 

近 年 、 政 府 税 制 調 査 会 で は 、 人 的 控 除 の 見 直 し が 重 要 な 課 題 と し て

議 論 さ れ て い る 。ま た 、 2003 年 6 月 に 発 表 さ れ た『 少 子・高 齢 社 会 に

お け る 税 制 の あ り 方 』で は 、「 人 的 控 除 の あ り 方 に つ い て は 、従 来 か ら 、

主 に 標 準 世 帯 （ 片 稼 ぎ の 夫 婦 子 二 人 世 帯 ） の 課 税 最 低 限 を 念 頭 に 、 世

帯 と し て の 負 担 調 整 を 行 う 観 点 か ら 検 討 さ れ る 側 面 が 強 か っ た 。 し か

し な が ら 、 今 後 は 世 帯 構 成 の 多 様 化 も 踏 ま え 、 個 人 を 中 心 と し た 考 え

を 重 視 す る 必 要 が あ る 1」 と し て い る 。  

世 帯 構 成 が 急 速 に 多 様 化 し て い る 現 在 に お い て 、「 片 稼 ぎ の 夫 婦 子 二

人 世 帯 」 を 前 提 と し た 人 的 控 除 の あ り 方 は 、 当 然 の こ と な が ら 現 代 社

会 に は 十 分 に 適 し た も の で あ る と は 言 え な い 。 し た が っ て 、 現 状 に 適

し た 新 た な 人 的 控 除 制 度 が 早 急 に 望 ま れる 。  

本 論 文 で は 、 現 状 に 適 し た 新 た な 人 的 制 度 の 整 備 に 向 け て 、 配 偶 者

控 除 お よ び 配 偶 者 特 別 控 除（ 以 下 、「 配 偶 者 控 除 等 」と い う ）の 存 在 意

義 に つ い て の 考 察 を お こ な う 。 配 偶 者 控 除 等 に つ い て は 多 く の 議 論 が

さ れ て き て は い る も の の 、 そ の ほ と ん ど が 、 廃 止 か 存 続 か の 結 論 を 述

べ る こ と だ け に 終 始 し て お り 、 そ の 理 由 と し て は 、 配 偶 者 控 除 等 は 女

性 の 社 会 進 出 の 足 か せ と な っ て い る の で 廃 止 す べ き で あ る 、 ま た は 、

内 助 の 功 の 評 価 は や は り 必 要 で あ る か ら 存 続 さ せ る べ き で あ る 、 と い

う よ う に 一 言 二 言 の 簡 単 な も の し か 述 べ ら れ て い な い 。 加 え て 、 マ ス

コ ミ で は 、 配 偶 者 控 除 等 が 廃 止 に な っ た 場 合 の 増 税 額 ば か り が 指 摘 さ

れ て お り 、 配 偶 者 控 除 等 の 存 在 意 義 に つ い て は ほ と ん ど 触 れ ら れ る こ

と が な い の が 実 情 で あ る 。  
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税 制 は そ の 時 代 の 社 会 的 状 況 を 踏 ま え て 成 立 す る も の で あ る こ と を

鑑 み れ ば 、 筆 者 は 、 な ぜ そ の 税 制 に 至 っ た の か の 根 拠 を 、 わ が 国 の 歴

史 的 、 社 会 的 な 観 点 か ら 捉 え る 必 要 が あ る と 考 え る 。 山 本 守 之 教 授 も

「（ 税 制 は ）宗 教 と か 国 の 歴 史 、生 活 習 慣 に 基 い て 、作 ら れ て い る わ け

で す 。・・・そ う い う 文 化 論 的 な も の に 問 題 の 本 質 が あ る と 思 う の で す

が 、（ 配 偶 者 控 除 等 に つ い て も ）配 偶 者 が ど う い う 位 置 づ け に あ る か と

い う 議 論 を し て い か な い と い け な い し 、・・・女 性 の あ る べ き 姿 、職 業

選 択 に 関 し て の 問 題 、 そ う い う い ろ い ろ な 問 題 ま で 含 め て 検 討 し な い

と 解 決 し な い と 思 い ま す 2」と 述 べ て お り、税 制 が 持 つ 歴 史 的 社 会 的 な

面 の 重 要 性 を 指 摘 し て い る 。  

そ こ で 、 本 論 文 で は 、 わ が 国 の 歴 史 的 、 社 会 的 な 観 点 か ら 配 偶 者 控

除 等 の 存 在 意 義 に つ い て 論 ず る 。 ま ず 、第 1 章 で は 、 人 的 控 除 等 の 意

義 を 明 確 に し た 上 で 、 現 行 の 人 的 控 除 の 中 に お け る 配 偶 者 控 除 の 位 置

づ け を 確 認 し 、 配 偶 者 控 除 等 の 特 殊 性 を指 摘 す る 。 第 2 章 で は 、 な ぜ

そ の よ う な 特 殊 性 を も つ に 至 っ た の か を 歴 史 的 な 観 点 か ら 整 理 し 、 配

偶 者 控 除 等 の 創 設 理 由 を 探 る 。 第 3 章 で は 、 配 偶 者 控 除 等 を 議 論 す る

上 で 欠 か す こ と の で き な い 家 族 の 問 題 に つ い て 論 じ 、 わ が 国 の 家 族 形

態 が ど う の よ う に 変 化 し て き た の か を 明ら か に す る 。 第 2 章 の 歴 史 的

観 点 お よ び 第 3 章 の 社 会 的 観 点 か ら 、 他 国 に 秀 で て 妻 を 優 遇 す る わ が

国 の 税 制 が 生 ま れ た 背 景 を 解 明 す る 。 第 4 章 で は 、 第 2 章 お よ び 第 3

章 で 明 ら か に し た 配 偶 者 控 除 等 の 創 設 理 由 が 今 日 の わ が 国 の 税 制 と し

て 適 当 な も の で あ る か を 検 討 し 、 配 偶 者 控 除 等 の 存 在 意 義 の 希 薄 化 を

立 証 す る 。 ま た 、 現 代 社 会 に 適 さ な い 配 偶 者 控 除 等 を 存 続 さ せ る こ と

に よ り 今 後 起 こ り う る 問 題 点 に つ い て も指 摘 を す る 。 第 5 章 で は 、 そ
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の 問 題 点 の 解 決 策 と し て 、 配 偶 者 控 除 等 廃 止 後 の 人 的 控 除 の あ り 方 を

提 示 す る 。  

 
                                                   
1 税制調査会『少子・高齢社会における税制のあり方』2003 年 6 月、6 頁。 
2 山本守之、石弘光「政府税調の『論点整理』を論点整理する②」『速報税理』ぎょうせい、

2005 年 9 月、14－21 頁。 
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第１章 人 的 控 除 の 再 検 討  

 

1  人 的 控 除 の 意 義  

所 得 税 と は 個 人 の 所 得 に 対 す る 租 税 の こと で あ る 。所 得 税 は 、大 き

な 税 収 を あ げ る こ と が で き る と と も に 、公 平 負 担 の 要 請 に 最 も 適 し て

い る 租 税 制 度 と し て 、多 く の 国 に お い て主 要 な 財 源 を な し て い る 。金

子 宏 教 授 は 、「 所 得 は 人 の 総 合 的 担 税 力 の 標 識 と し て 最 も す ぐ れ て お

り 、所 得 税 は 、基 礎 控 除 等 の 人 的 諸 控 除お よ び 累 進 税 率 と 結 び つ く こ

と に よ っ て 、担 税 力 に 即 し た 公 平 な 税 負担 の 配 分 を 可 能 に す る 」と 所

得 税 を 評 価 し て い る 1。つ ま り 、人 的 控 除と は 担 税 力 を 考 慮 し て 規 定 さ

れ て い る 制 度 、 と い う こ と が い え る 。  

担 税 力 と は 、税 を 負 担 す る 能 力 の こ と で あ り 、リ チ ャ ー ド・グ ー ド

教 授 は「 国 家 に 移 す こ と の で き る 資 源 を 所 有 す る こ と (the possession 

of resources that can be turned over to the state)」 あ る い は 「 支

払 う 者 が 不 当 な 苦 し み を う け る こ と な く、ま た は 、社 会 的 に 重 要 で あ

る と さ れ る 目 的 を 著 し く 妨 げ ら れ る こ と な く 、租 税 を 支 払 い う る 能 力

(the capacity of paying without undue hardship on the part of the 

person paying or an unacceptable degree of interference with 

objectives that are considered socially important by other 

members of community)」 と 定 義 し て い る 2。 こ の 考 え 方 を も と に す る

と 、不 当 な 苦 し み や 社 会 的 に 重 要 な 目 的を 著 し く 妨 げ ら れ る 部 分 に つ

い て は 、 税 負 担 の 対 象 外 と さ れ る こ と にな る 。  

わ が 国 で は 、 憲 法 25 条 に お い て 、 生 存権 お よ び 国 の 生 存 権 保 障 義

務 に つ い て 、「 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 、② 国 は 、す べ て の 生 活部 面 に つ い て 、社 会 福 祉 、社
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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 規 定

し て い る 。最 低 限 度 の 生 活 を 営 む 権 利 は国 に よ り 誰 も が 無 条 件 に 保 障

さ れ る も の で あ り 、当 然 の こ と な が ら 、こ の 部 分 は 税 負 担 の 対 象 外 と

な る 。  

つ ま り 、人 的 控 除 と は 、税 法 上 、こ の 部 分 を 保 障 し て い る も の と い

え る 。水 野 忠 恒 教 授 は 、「 所 得 控 除 と は 、納 税 者 の 個 人 的 支 出 で あ り 、

本 来 、所 得 の 消 費 に 当 た る も の で あ る 。居 住 者 ま た は そ の 者 と 生 計 を

一 に す る 配 偶 者 の 親 族 で 一 定 の 者 （ 所 税令 205 条 以 下 ） に つ い て は 、

担 税 力 を 減 殺 す る 事 情 の あ る 場 合 に 、そ の 控 除 を 認 め る と さ れ る 」と

述 べ て い る 3。担 税 力 を 減 殺 す る 要 因 に つい て は 、そ の 部 分 を 所 得 控 除

と し て 、 課 税 を し な い こ と と し て い る の で あ る 。  

金 子 宏 教 授 に よ れ ば 、人 的 控 除 は「 所 得の う ち 本 人 お よ び そ の 家 族

の 最 低 限 度 の 生 活 を 維 持 す る の に 必 要 な部 分 は 担 税 力 を も た な い 、と

言 う 考 慮 に 基 づ く も の で あ っ て 、 憲 法 25 条 の 生 存 権 の 租 税 法 に お け

る 現 れ 」 で あ り 、「 わ が 国 の 租 税 政 策 論 に お い て は 、 課 税 最 低 限 と い

う 観 念 が 用 い ら れ る 」も の で あ る 。金 子教 授 は 、課 税 最 低 限 と は 、「 所

得 の う ち そ こ ま で は 課 税 さ れ な い 金 額 」と 定 義 し て お り「 給 与 所 得 者

の 場 合 は 人 的 控 除 の ほ か 、給 与 所 得 控 除お よ び 社 会 保 険 料 控 除 を 含 む

も の と し て 観 念 さ れ て い る 。」 と 述 べ て い る 4。 担 税 力 を 減 殺 す る 要 因

の 中 で も 、特 に 、本 人 お よ び そ の 家 族 に つ い て 、政 策 的 に 非 課 税 と し

て い る も の と し て 、給 与 所 得 控 除 お よ び 社 会 保 険 料 控 除 と と も に 、人

的 控 除 が 存 在 し て い る と し て い る 。  

本 人 の み な ら ず 、そ の 家 族 に つ い て も 考 慮 さ れ て い る 点 に つ い て は 、

1965 年 7 月 の 政 府 税 制 調 査 会 に よ る 答 申に 、そ の 旨 が 明 記 さ れ て い る 。
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人 的 控 除 、給 与 所 得 控 除 お よ び 社 会 保 険 料 控 除 か ら 成 る 課 税 最 低 限 と

は 、「 ① そ の 時 々 の 国 民 生 活 水 準 か ら み て 通 常 必 要 と さ れ る 生 計 費 に

対 応 す る 部 分 を 、課 税 外 に お く こ と 。②納 税 者 数 を 税 務 行 政 上 処 理 可

能 な 限 度 に 保 つ こ と 。③ 税 率 と と も に 所 得 税 の 累 進 構 造 を 形 成 し 、所

得 の 低 い 階 層 の 累 進 度 を 緩 和 す る こ と 。④ 家 族 の 構 成 内 容 、家 族 数 等

に 応 じ て 税 負 担 の 差 を 設 け 、応 能 負 担 原則 に 適 合 せ し め る こ と 5」と し

て い る 。  

人 的 控 除 は 、本 人 お よ び そ の 家 族 に つ い て 、所 得 の う ち そ こ ま で は

課 税 さ れ な い 金 額 の 一 部 で あ り 、そ の 内 容 は 、そ の 時 々 の 社 会 状 況 お

よ び 財 政 状 態 に 適 合 さ せ な が ら 、 憲 法 25 条 の 生 存 権 お よ び 国 の 生 存

権 保 障 義 務 を 実 現 す る も の で あ る 。言 い換 え れ ば 、人 的 控 除 は 、現 状

に 適 合 し た も の で あ る の か を 常 に 観 察 し、そ の 時 々 の ニ ー ズ に 臨 機 応

変 に 対 応 し て い く べ き も の で あ る 。  

で は 、現 在 の 人 的 控 除 制 度 は わ が 国 の 現 状 に 適 合 し て い る か 。本 論

文 に お い て は 、人 的 控 除 の 中 で も 、特 に、配 偶 者 控 除 に つ い て 、現 状

に 適 し た 制 度 で あ る か ど う か を 、 次 章 以 下 に お い て 詳 し く 検 討 す る 。

本 章 で は 、人 的 控 除 制 度 の 全 体 像 を 眺 め、こ の 制 度 の あ り 方 に つ い て

論 を 展 開 す る こ と に す る 。  

 

2  人 的 控 除 の 現 状 お よ び 問 題 点 の 指 摘  

現 行 の 人 的 控 除 に は 、基 礎 控 除 、扶 養 控 除 、配 偶 者 控 除 お よ び 配 偶

者 特 別 控 除 が あ る 。  

「 基 礎 控 除 」と は 、納 税 者 自 身 の 最 低 生 活 保 障 で あ り 、38 万 円 の 所

得 控 除 が 認 め ら れ て い る (法 86)。  
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「 扶 養 控 除 」と は 、養 育 費 を 必 要 と す る 扶 養 親 族 を 有 す る 納 税 者 の

総 所 得 金 額 か ら 、一 人 に つ き 38 万 円 、特 定 扶 養 親 族 に つ い て は 58 万

円 、老 人 扶 養 親 族 に つ い て は 48 万 円 を 控 除 す る と い う も の で あ る (法

84)。 扶 養 親 族 の 最 低 生 活 保 障 部 分 を 控 除 す る も の で あ る が 、 年 齢 16

歳 以 上 23 歳 未 満 の 者 を 「 特 定 扶 養 親 族」 と し 、 こ れ ら の 者 に か か る

控 除 額 を 最 も 高 額 に 設 定 し て い る こ と を鑑 み る と 、こ の 年 齢 に あ る 子

供 の 多 額 の 教 育 費 負 担 を 考 慮 し て 設 定 さ れ て い る も の と も 考 え ら れ

る 。そ の た め 、実 際 に は 、扶 養 親 族 の 最 低 生 活 を 保 障 し て い る と い う

よ り も 、 教 育 費 控 除 的 性 格 を 擁 し て い る も の と い え る 。  

「 配 偶 者 控 除 」と は 、納 税 者 と 生 計 を 一 に し て お り 、年 間 合 計 所 得

金 額 が 38 万 円 以 下 で あ る 配 偶 者 を 納 税者 が 有 す る 場 合 、 そ の 納 税 者

の 総 所 得 金 額 か ら 38 万 円 を 控 除 す る も の で あ る 。 老 人 控 除 対 象 配 偶

者 で あ る 場 合 に は 、 控 除 額 は 48 万 円 と な る （ 法 83、 2① 三 十 三 ）。  

「 配 偶 者 特 別 控 除 」と は 、納 税 者 と 生 計を 一 に す る 配 偶 者 で 、年 間

合 計 所 得 金 額 が 38 万 円 を 超 え 76 万 円 未 満 で あ る も の を 納 税 者 が 有 す

る 場 合 に 、配 偶 者 の 年 間 合 計 所 得 金 額 に応 じ て 、3 万 円 か ら 38 万 円 の

控 除 が 認 め ら れ て い る も の で あ る （ 法 83 の 2）。 し か し 、 納 税 者 の 年

間 合 計 所 得 金 額 が 1000 万 円 を 超 え る 場 合 に は 、 こ の 規 定 の 適 用 は な

い 。2003 年 度 ま で は 、控 除 対 象 配 偶 者 を有 す る 納 税 者 に も 配 偶 者 特 別

控 除 が 認 め ら れ て い た が 、2004 年 度 か らは 、配 偶 者 控 除 の 上 乗 せ 部 分

に つ い て は 廃 止 さ れ て い る 。 現 行 の 人 的控 除 を 図 に 表 す と 図 1－ 1 に

よ う に な る 。  
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図 1－1 その１ 人的控除の現状 

 
出所：税制調査会『少子・高齢社会における税制のあり方』2003 年、50 頁。 
 

 その 2 配偶者特別控除廃止部分 

 

 

 

出所：樋口美雄、西崎文平、川崎暁、辻健彦『配偶者控除・配偶者特別控除制度に

関する一考察』内閣府政策統括官 景気判断・政策分析ディスカッション・ペーパ

ー、2001 年、24 頁、図表１、一部修正。 

 

前 述 し た よ う に 、人 的 控 除 は 、本 人 お よび 家 族 に つ い て 担 税 力 を 減

殺 す る 部 分 を 政 策 的 に 非 課 税 と し て い るも の で あ る 。本 人 お よ び 家 族

に つ い て 担 税 力 を 減 殺 す る 要 因 は 個 々 に よ り 様 々 で あ る 。そ れ ら を 一

廃止 
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つ 一 つ 控 除 す る こ と は 不 可 能 で あ る 。個 人 的 事 情 を 所 得 控 除 に 反 映 さ

せ る こ と の 危 険 性 に つ い て 、 水 野 教 授 は 、「 所 得 税 が 個 人 の 総 合 的 担

税 力 の 標 識 で あ り 、個 人 的 事 情 を 斟 酌 で き る と い う こ と か ら き て い る

の で あ る が 、個 人 的 事 情 を 斟 酌 す る こ と は 、か え っ て 教 育 費 控 除 や 寒

冷 地 控 除 な ど に ま で 拡 大 さ れ る お そ れ があ る の で 、所 得 控 除 の も つ も

と も と の 概 念 の あ い ま い さ が 、課 税 ベ ース を 侵 食 す る こ と に な り か ね

な い 危 惧 が あ る 6」と 指 摘 し て い る 。人 的控 除 に つ い て も 同 様 の こ と が

い え る 。し た が っ て 、家 族 の 最 も 核 と なる 本 人 、配 偶 者 、一 定 の 扶 養

親 族 に つ い て の み 控 除 を 認 め て い る と 考え ら れ る 。最 大 公 約 数 部 分 に

の み 人 的 控 除 を 適 用 さ せ る と い う 考 え 方は 、公 平・中 立 の 観 点 か ら も

妥 当 な も の で あ る と い え る 。  

し か し な が ら 、 問 題 は 、 人 的 控 除 と し て 、 基 礎 控 除 、 配 偶 者 控 除 、

扶 養 控 除 の 3 つ の 控 除 を 置 く こ と が 、現 在 の わ が 国 の 状 況 に 照 ら し 合

わ せ て 妥 当 で あ る か ど う か 、と い う こ とで あ る 。配 偶 者 控 除 に つ い て

は 、 2005 年 6 月 の 税 制 調 査 会 基 礎 問 題 小 委 員 会 で は 、「 結 婚 に よ り 担

税 力 が ど の よ う な 影 響 を 受 け る の か は 個 々 の 世 帯 に よ っ て も 区 々 で

あ り 、一 律 に 論 ず る こ と は で き な い 。税 制 に お い て 、夫 婦 を 担 税 力 と

い う 面 で の 配 慮 が 必 要 な 関 係 と 一 方 的 に 位 置 付 け る こ と に は 疑 問 が

あ る 。配 偶 者 の 存 在 が 納 税 者 本 人 の 担 税力 を 減 殺 さ せ て い る と の 考 え

方 に つ い て は 、夫 婦 の あ り 方 や 配 偶 者 の家 事 労 働 の 経 済 的 価 値 も あ る

こ と 等 か ら 、 改 め て 検 討 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 現 行 制 度 の 下 で は 、

配 偶 者 は 、そ の 就 労 の あ り 方 を 決 め る に あ た っ て 、パ ー ト ナ ー の 税 負

担 に 及 ぶ 影 響 を 考 慮 に 入 れ ざ る を 得 な い場 合 が あ り 、配 偶 者 の 就 労 に

対 す る 中 立 性 と い っ た 面 で も 矛 盾 が 生 じ て い る 。女 性 の 就 労 が 増 加 し
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て い る 中 、配 偶 者 が 仕 事 を す る か 、ま たど の 程 度 の 所 得 を 稼 得 す る か

は 、本 来 パ ー ト ナ ー の 税 負 担 と は 離 れ て決 せ ら れ る べ き 問 題 で あ ろ う

7」 と そ の 問 題 点 を 指 摘 し て い る 。  

 そ し て 、 も う １ 点 、「 二 重 控 除 の 問 題 」 が あ る 。 例 え ば 、 片 稼 ぎ 夫

婦 A と 共 稼 ぎ 夫 婦 B の 両 者 が い る と する 。夫 婦 A に お け る 妻 甲 の 給 与

年 収 は 103 万 円 以 下 と し 、一 方 、夫 婦 B に お け る 妻 丁 の 給 与 収 入 は 配

偶 者 特 別 控 除 対 象 額 の 141 万 円 を 超 え るも の と す る 8。こ の 場 合 に お い

て 、 夫 婦 A と 夫 婦 B の そ れ ぞ れ に 適 用 さ れ る 人 的 控 除 は 図 1－ 2 の よ

う に 表 さ れ る 。夫 婦 B で は 、家 族 構 成 員１ 人 に つ き 1 つ の 人 的 控 除 が

適 用 さ れ て い る の に 対 し て 、夫 婦 A で は、妻 甲 に 2 つ の 人 的 控 除 が 適

用 さ れ て い る こ と が わ か る 。つ ま り 、片 稼 ぎ 夫 婦 と 共 稼 ぎ 夫 婦 の 間 で 、

租 税 制 度 の 中 立 性 が 保 た れ て い な い の で あ る 。  

 

図 1－2 片稼ぎ夫婦と共稼ぎ夫婦の取扱いの差異 

     

1993 年 11 月 の 政 府 税 制 調 査 会 の 答 申 で は 、既 に こ の 問 題 を 、「 基 礎

控 除 の 二 重 取 り の 問 題 」 と し 、 明 確 に 言 及 し て い る 。「 二 重 控 除 の 問

基礎控除 基礎控除

妻丁 夫丙 

夫婦B（共稼ぎ）の場合 

給与所得控除

65万円 

基礎控除 

配偶者控除 

基礎控除

配偶者控除 

妻甲 夫乙 

給与所得控除

65万円 

夫婦A（片稼ぎ）の場合 

給与所得控除 

65万円 
給与所得控除 

65万円 
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題 」 と は 、 家 族 間 （ 例 え ば 夫 婦 間 ） に お い て 、「 一 定 額 以 下 の 所 得 を

有 す る 配 偶 者 な ど は 自 ら は 基 礎 控 除 の 適 用 を 受 け て 課 税 関 係 を 生 じ

な い 一 方 で 、納 税 者 の 所 得 税 が 計 算 上 、さ ら に 配 偶 者 控 除 等 の 適 用 が

受 け ら れ る こ と と な り 、そ の 意 味 で い わ ば ２ つ の 人 的 控 除 を 享 受 す る

こ と に な っ て い る と い う 問 題 9」 を い う 。 さ ら に 、 前 述 の 2005 年 の 政

府 税 制 調 査 会 に お い て も 、「 就 業 し て い る 配 偶 者 で あ っ て も 、 所 得 が

一 定 額 以 下 で あ れ ば 自 ら は 基 礎 控 除 の 適 用 を 受 け て 課 税 関 係 が 生 じ

な い 。 そ の 一 方 で 、 パ ー ト ナ ー が 配 偶 者 控 除 の 適 用 を 受 け る こ と で 、

夫 婦 で 二 重 に 控 除 を 享 受 す る と い う 問 題 が 生 じ て い る 。」 と 、 や は り

二 重 控 除 を 問 題 視 し て い る 10。  

ま た 、わ が 国 で は 、配 偶 者 控 除 創 設 時 か ら 、配 偶 者 控 除 は 扶 養 控 除

よ り も 常 に 高 い 金 額 で 設 定 し て き て い る（ 表 1－ 1）。1975 年 以 降 、配

偶 者 控 除 額 と 扶 養 控 除 額 は 同 じ に な っ た も の の 、 1987 年 の 配 偶 者 特

別 控 除 の 創 設 に よ り 、再 び 、配 偶 者 に 対す る 控 除 額 が 扶 養 者 に 対 す る

も の よ り も 高 く 設 定 さ れ る よ う に な り 、現 在 に 至 っ て も そ の 状 況 は 続

い て い る 。わ が 国 で は 、税 制 上 、配 偶 者 は 他 の 者 と は 異 な る 特 別 な 存

在 と し て 扱 わ れ て い る こ と が わ か る 。 そ の 結 果 、 図 １ － 2 の 片 稼 ぎ 夫

婦 A と 共 稼 ぎ 夫 婦 B の 間 に 、税 制 上 の 取 扱 の 差 異 が で て し ま っ て い る

の で あ る 。  
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表 1-1 人的控除の推移 

 
   出典：日本総合研究所調査部税制研究会『配偶者控除のあり方と少子化・子育て

対策～望まれる一体化的視点からの見直し～』2007 年、7 頁、一部修正。 

 

３  ま と め  

現 在 に 至 る ま で の わ が 国 税 制 に お け る 人 的 控 除 と は 、本 人 お よ び そ の

家 族 に つ い て 、 所 得 の う ち そ こ ま で は 課 税 さ れ な い 金 額 の 一 部 で あ り 、

そ の 内 容 は 、そ の 時 々 の 社 会 状 況 お よ び 財 政 状 態 に 適 合 さ せ な が ら 、憲

法 25 条 の 生 存 権 お よ び 国 の 生 存 権 保 障 義 務 を 実 現 す る も の で あ り 、 現

行 の 制 度 で は 、片 稼 ぎ 世 帯 と 共 稼 ぎ 世 帯 の 税 制 上 の 取 扱 い に つ い て 、中

立 性 を 欠 い て い る と い う 問 題 点 が あ る こ と が わ か っ た 。そ の 理 由 は 、専

業 主 婦 の 妻 を 優 遇 す る 租 税 政 策 に あ る 。  

で は 、な ぜ そ の よ う な 税 制 を 構 築 す る よ う に な っ た の か 。ま ず は 、所

得 税 の 歴 史 を 検 討 す る こ と に よ り 、 そ の 理 由 を 明 ら か に す る 。  

 

一般
控除対象配偶者が
いない場合の１人目

50,000(15歳以上）
30.000(15歳未満）
50,000(15歳以上）
33,750(15歳未満）
50,000(15歳以上）
46.300(13歳以上）
38,000(13歳未満）

1967 145,000 67,500 80,000 147,500
1968 157,500 77,500 80,000 157,500
1972 200,000 140,000 150,000 200,000
1975 260,000 260,000 260,000 260,000
1977 290,000 290,000 290,000 290,000
1983 300,000 300,000 300,000 300,000
1984 330,000 330,000 330,000 330,000
1989 350,000 350,000 350,000 350,000
1995 380,000 380,000 380,000 380,000

70,000

107,750

117,500

単位（円）

1961

1963

1964

90,000

103,750

108,800

70,000

70,000

90,000

扶養控除

年度 配偶者控除 基礎控除
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8 本論文では、配偶者控除等対象者のほとんどが妻の側であることを受け、配偶者控除等対

象者を妻とし、その控除の適用を受ける者を夫とした。 
9 政府税制調査会『平成５年度の税制改正に関する答申』1993 年 12 月、6 頁。ここでいう

「二重取り」の問題は、税調でも述べられているように、「一定額の所得を有する配偶者」、

いわゆるパートとして働いており年間収入金額が 103 万円以下である者について問題と

なっている。本論文において人的控除の二重取りの問題について述べるときには、この

者を取り上げて述べている。 
10 本稿は人的控除について論じているため、給与所得控除についてはふれないこととする。

給与所得控除の意義は、①給与所得の必要経費としての控除、②資産所得や事業所得と

比べた担税力の弱さの調整、③申告納税所得と源泉徴収される給与所得との所得捕捉率

の格差の調整、である。給与所得控除は、①の意味からすれば、所得控除ではないこと

になるし、給与所得者であれば、正社員、非正社員といった雇用形態にかかわらず、給

与所得にかかる最低年間費用を 65 万とし、その分を控除しているものであり、人的控除

とは性質を異にするものであるからである。 
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第 2 章  配 偶 者 控 除 等 創 設 の 歴 史  

 

1 明 治 期  

わ が 国 に お い て 所 得 税 が 創 設 さ れ た の は 1887 年 で あ る 。所 得 税 導

入 の 主 な 理 由 と し て は 、 次 の ２ つ が 挙 げ ら れ る 。 １ つ 目 は 、 農 業 者

と 商 工 業 者 と の 間 ま た は 富 裕 階 級 と 貧 困 階 級 の 間 の 税 負 担 の 不 均 衡

を 是 正 す る た め で あ る 。 明 治 維 新 以 降 、 租 税 の 新 設 改 廃 が 多 く 行 わ

れ た が 新 税 と し て 有 力 な も の は な く 、 当 時 の 政 府 の 租 税 収 入 の 8 割

以 上 は 、依 然 と し て 地 租 と 酒 造 税 が 占 め て い た 1 。そ の た め 、あ ら ゆ

る 職 業 や 階 級 を 通 じ て 負 担 が 公 平 な も の に な る 税 制 が 強 く 望 ま れ て

い た 。 ２ つ 目 は 、 当 時 、 清 国 と 軍 事 的 に 緊 張 関 係 に あ っ た わ が 国 で

は 、 清 国 と の 戦 争 に 備 え て の 軍 事 費 が 必 要 で あ っ た こ と で あ る 。 地

租 と 酒 造 税 の 負 担 は 既 に 相 当 な も の で あ り 、 そ れ ら の 税 率 を さ ら に

引 き 上 げ る こ と は 困 難 で あ っ た 。 こ れ ら の 理 由 に よ り 、 ま だ 諸 外 国

で も 新 し い 制 度 で あ っ た 所 得 税 を 創 設 す る こ と と な っ た の で あ る 2。  

初 の 所 得 税 法 は 全 文 29 条 か ら な る 簡 易 な も の で あ り 、年 収 300 円

以 上 か ら 3 万 円 以 上 ま で の 5 段 階 に 分 け 、 １ ％ か ら ３ ％ ま で の 累 進

課 税 制 度 を 採 っ て い た 。 ま た 、 第 １ 条 に 「 凡 ソ 人 民 ノ 資 産 又 は 営 業

其 他 ヨ リ 生 ス ル 所 得 金 高 一 箇 年 三 百 円 以 上 ア ル 者 ハ 此 税 法 ニ 依 テ 所

得 税 ヲ 納 ム ヘ シ  但 同 居 ノ 家 族 ニ 属 ス ル モ ノ ハ 総 テ 戸 主 ノ 所 得 ニ 合

算 ス ル モ ノ ト ス 3」 と あ る よ う に 、 世 帯 単 位 課 税 と な っ て い た 。 課 税

所 得 金 額 の 計 算 上 、 納 税 者 の 人 的 控 除 は 一 切 考 慮 さ れ な か っ た 。 所

得 税 導 入 時 に お い て は 、 配 偶 者 、 つ ま り 妻 お よ び そ の 他 の 扶 養 者 に

対 す る 控 除 は 、 全 く 盛 り 込 ま れ て い な か っ た の で あ る 。  
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2 大 正 期  

第 １ 次 世 界 大 戦 勃 発 の 前 年 で あ る 1913 年 に 行 わ れ た 改 正 で は 、さ

ら な る 財 源 確 保 の た め に 、 従 来 の 単 純 累 進 税 率 に 代 わ り 、 超 過 累 進

税 率 が 適 用 さ れ る こ と に な っ た 。こ れ は 前 回 の 1899 年 の 改 正 で 所 得

が 第 1 所 得 （ 法 人 所 得 ）、 第 2 所 得 （ 公 社 債 の 利 子 ）、 第 3 所 得 （ 個

人 所 得 ） と 分 類 さ れ た が 、 そ の 第 3 所 得 に つ い て 行 わ れ た も の で あ

る 。 1,000 円 以 下 2.5％ か ら 10 万 円 超 22％ に 至 る 超 過 累 進 税 率 が 定

め ら れ 、1,000 円 以 下 の 所 得 に つ い て は一 定 額 を 控 除 し て 間 接 累 進 を

行 い 累 進 の 階 級 を 精 密 な も の に し た 。  

ま た 、 1899 年 の 改 正 で は 、 第 3 所 得 は 、 さ ら に 、 資 産 、 勤 労 、 資

産 勤 労 協 働 の 3 種 に 分 け ら れ た 。 1913 年 の 改 正 で は 、 こ の 中 の 勤 労

所 得 に 関 し て 10 分 の 1 を 控 除 す る 制 度（ 勤 労 所 得 控 除 ）を 創 始 し た 。

こ れ は 、 勤 労 所 得 は 資 産 性 の あ る 所 得 に 比 べ て 担 税 力 が 弱 く 、 何 ら

か の 調 整 が 必 要 で あ る と の 考 え 方 か ら 設 け ら れ た も の で あ り 、 現 在

の 給 与 所 得 控 除 の 始 ま り で あ る 。 金 子 宏 教 授 は こ の 制 度 を 「 所 得 税

制 度 に よ う や く 社 会 政 策 的 要 素 が 加 味 さ れ る よ う に な っ た こ と を 意

味 す る 4」 も の と し て 、 一 定 の 評 価 を 与 え て い る 。  

  大 正 期 に お け る も う 1 つ の 重 要 な 改 正 が 1920 年 の 改 正 で あ る 。第

1 次 世 界 大 戦 終 了 後 、 わ が 国 に お い て も 、 欧 米 諸 国 の 戦 後 の 社 会 思

想 の 推 移 に 対 応 で き る 課 税 制 度 を 整 備 す る こ と を 目 的 と し て 、 第 3

所 得 全 般 に つ い て の 改 正 が 行 わ れ た 。  

  ま ず 、 税 率 が さ ら に 細 か く 改 正 さ れ た 。 前 回 の 1918 年 の 改 正 で

1,000 円 以 下 3％ な い し 20 万 円 超 30％ と な っ た も の が 、さ ら に 、800

円 以 下 0.5％ な い し 400 万 円 超 36％ と な り 、21 段 階 に 分 類 さ れ る よ

う に な っ た 。  
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  次 に 、 勤 労 所 得 控 除 に 関 し て は 、 勤 労 所 得 を 従 来 は 含 ま れ て い な

か っ た 賞 与 、 年 金 、 恩 給 等 を こ れ に 含 め る も の と し た 上 で 、 第 3 所

得 金 額 が 12,000 円 以 下 の と き は そ の 10 分 の 1 を 、 6,000 円 以 下 の

と き は そ の 10 分 の 2 を 控 除 対 象 額 と した 。そ れ ま で は 一 律 全 て の 納

税 者 に つ い て 10 分 の １ の 控 除 を 認 め てい た の を 、高 額 所 得 者 に つ い

て は 、 勤 労 所 得 控 除 を 廃 止 し 、 そ の 分 低所 得 者 の 控 除 を 拡 大 し た 。  

  1920 年 改 正 に お け る 最 も 重 要 な 改 正 が 、扶 養 家 族 に 対 す る 人 的 控

除 を 採 用 し た こ と で あ る 。 こ れ ま で の 所 得 税 法 に は 納 税 者 の 人 的 事

情 は 一 切 考 慮 さ れ て い な か っ た が 、 こ の 改 正 に お い て 初 め て 「 扶 養

家 族 控 除 」 の 制 度 が 設 け ら れ た の で あ る 。 第 3 所 得 金 額 が 3,000 円

以 下 （ 勤 労 所 得 控 除 後 ） の 場 合 に お い て 、 そ の 年 4 月 1 日 に お い て

18 歳 未 満 も し く は 60 歳 以 上 の 者 ま た は 障 害 者 の 家 族 が あ る と き は 、

こ れ ら の 者 1 人 に つ き 、所 得 1,000 円 以 下 の 場 合 は 100 円 、 2000 円

以 下 の 場 合 は 70 円 、 3,000 円 以 下 の 場 合 は 50 円 を 控 除 す る と い う

も の で あ っ た 。  

  こ の 人 的 控 除 の 要 点 と し て 、 次 の 2 点 を 挙 げ る こ と が で き る 。 1

つ は 、 こ の 控 除 を 受 け る こ と が で き る 者 は 低 所 得 者 に 限 ら れ て い る

こ と で あ り 、 も う １ つ は 、 控 除 対 象 者 に は 配 偶 者 は 含 ま れ て い な い

と い う こ と で あ る 。控 除 の 対 象 と な る 者 は 、18 歳 未 満 の 者 、60 歳 以

上 の 者 、障 害 者 に 限 定 さ れ て お り 、配 偶者 は 入 っ て い な い 。つ ま り 、

年 少 者 、 高 齢 者 、 障 害 者 の み を 非 稼 得 能 力 者 と し て 認 め て お り 、 こ

れ ら 以 外 の 者 、 配 偶 者 は 稼 得 能 力 者 と し て 認 識 さ れ て い る こ と が わ

か る 。  

こ の 改 正 と 同 年 に わ が 国 初 の 国 勢 調 査 が 行 わ れ て い る が 、 そ れ に

よ る と 、 当 時 、 全 就 業 者 の 48.6％ が 、 女 性 に つ い て は 62.4％ が 第 1
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次 産 業 に 従 事 し て い て お り 、 そ の 中 で も 60％ 強 の 女 性 が 農 業 に 従 事

し て い た 5。  農 家 で は 夫 婦 共 働 き が 通 常 で あ る こ と か ら 、 配 偶 者 が

控 除 対 象 に な ら な か っ た こ と は 容 易 に 推 測 で き る 。  

 

3 昭 和 期  

 

（ １ ）  第 2 次 世 界 大 戦 ま で  

1931 年 の 満 州 事 変 勃 発 、翌 年 の 満 州 国 成 立 等 に よ り 、わ が 国 は そ れ

ま で 以 上 に 軍 事 費 の 確 保 に 迫 ら れ る こ と と な っ た 。 戦 時 下 に 即 し た 、

ま た 近 代 国 家 建 設 に 向 け て の 税 法 を 創 設 す る た め に 、 1939 年 に 官 民

の 権 威 者 か ら 成 る 税 制 調 査 会 を 設 置 し た。 そ の 翌 年 1940 年 、 こ の 調

査 会 の 試 案 を 基 礎 と し た 税 制 法 案 が 提 出さ れ 、こ の 改 正 に よ っ て 、所

得 税 を 国 税 体 系 の 中 心 と す る よ う 、所 得税 法 の 構 成 を 根 本 的 に 改 組 し

た 。  

そ の 中 で 最 も 大 き な 改 変 の １ つ は 、従 来の 総 合 課 税 方 式 に 併 せ て 分

類 課 税 方 式 が 採 用 さ れ た こ と で あ っ た 。各 種 所 得 間 の 負 担 均 衡 を 図 る

た め に 所 得 を 性 質 に よ り 分 類 し 、そ れ ぞ れ の 担 税 力 に 応 じ て 税 率 に 差

を 設 け る 必 要 性 か ら 、所 得 が 、不 動 産 所 得 、配 当 利 子 所 得 、事 業 所 得 、

勤 労 所 得 、山 林 所 得 、退 職 所 得 の 6 つ に分 類 さ れ 、そ れ ぞ れ 分 類 課 税

さ れ る こ と と な っ た 。こ の 改 正 に よ り 、分 類 課 税 に お い て 勤 労 所 得 控

除 の 課 税 範 囲 を 拡 大 し 、総 合 課 税 に お い て 勤 労 所 得 控 除 の 比 率 を 下 げ

た た め 、低 所 得 者 層 へ の 負 担 が 増 大 し た。こ れ は 、財 源 確 保 が 急 務 で

あ っ た こ と 及 び 負 担 の 均 衡 を 図 る こ と か ら 行 わ れ た 。  

一 方 、 こ の 税 制 実 現 に 向 け て 、 低 所 得 者 層 の た め の 税 負 担 軽 減 措

置 も 同 時 に 行 わ れ た 。そ の １ つ が 扶 養 控 除 対 象 者 に 配 偶 者 を 含 め る こ
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と で あ っ た 。 当 時 の 所 得 税 法 第 26 条 に 「 本 法 ニ 於 イ テ 扶 養 家 族 ト ハ

当 該 所 得 ヲ 有 ス ル 者 ノ 同 居 ノ 妻 竝 ニ 同 居ノ 戸 主 及 家 族 中 年 齢 18 歳 未

満 若 ハ 60 歳 以 上 又 ハ 不 具 廃 疾 ノ 者 ヲ 謂フ 」 と 、 妻 も 扶 養 家 族 に 含 め

る こ と が 明 記 さ れ て い る 。  

表 向 き の 理 由 は 公 平 な 課 税 制 度 を 支 え る た め の 負 担 軽 減 策 で あ っ

た が 、こ の 政 策 の も う １ つ の 目 的 は 、実は 戦 時 下 の 家 庭 の 維 持 に あ っ

た 。大 正 デ モ ク ラ シ ー に よ り 少 し ず つ 認め ら れ て い た 女 性 の 社 会 進 出

に 歯 止 め を か け 、家 庭 の 維 持 の た め に 女 性 を 主 婦 業 に 専 念 さ せ る ね ら

い が あ っ た 。  

事 実 、こ の 翌 年 1941 年 に「 生 め よ 殖 や せ よ 運 動 」を 掲 げ た『 人 口

政 策 確 立 綱 項 』 6が 施 行 さ れ た 。 こ の 第 4 章 が 「 人 口 増 加 ノ 方 策 」 で

あ り 、そ の 方 法 と し て「 出 生 増 加 ノ 方 策」と「 死 亡 減 少 ノ 政 策 」の 2

つ に 分 け て 国 策 と し て の 人 口 増 加 対 策 が 述 べ ら れ て い る 。「 出 生 増 加

ノ 方 策 」 に は 、「 出 生 ノ 増 加 ハ 今 後 ノ 十 年 間 ニ 婚 姻 年 齢 ヲ 現 在 ニ 比 シ

概 ネ 三 年 早 ム ル ト 共 ニ 一 夫 婦 ノ 出 生 数 平 均 五 児 ニ 達 ス ル コ ト ヲ 目 標

ト シ テ 計 画 ス 」ま た「 女 子 ノ 被 傭 者 ト シテ ノ 就 業 ニ 就 キ テ ハ 二 十 歳 ヲ

超 ユ ル 者 ノ 就 業 ヲ 可 成 抑 制 ス ル 方 針 ヲ 採 ル ト 共 ニ 婚 姻 ヲ 阻 害 ス ル ガ

如 キ 雇 傭 及 就 業 条 件 ヲ 緩 和 又 ハ 改 善 セ シム ル 如 ク 措 置 ス ル コ ト 」と あ

る 。 女 性 は 20 歳 を 過 ぎ た ら 働 く こ と を や め 早 く 結 婚 し て 平 均 5 人 の

子 供 を 生 む べ き 、と 明 確 に 記 さ れ て い る。ほ か に も 、結 婚 や 結 婚 斡 旋

の 奨 励 、多 子 家 族 へ の 物 資 優 勢 配 給 や 表 彰 な ど が 掲 げ ら れ て お り 、実

際 こ れ ら が 実 践 さ れ て い た こ と が 当 時 の 新 聞 に 記 事 と し て 多 く 掲 載

さ れ て い る 7。  

さ ら に こ の 綱 項 に は 、「 扶 養 家 族 多 キ 者 ノ 負 担 ヲ 軽 減 ス ル ト 共 ニ 独

身 者 ノ 負 担 ヲ 加 重 ス ル 等 租 税 政 策 ニ 就 キ 人 口 政 策 ト ノ 関 係 ヲ 考 慮 ス
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ル コ ト 」と 租 税 政 策 を 人 口 増 加 の た め に使 用 す る こ と を は っ き り と 述

べ て い る 。妻 は こ の 人 口 増 加 政 策 の た め に 子 を で き る だ け 多 く 生 み 育

て る と い う 役 割 が 与 え ら れ た こ と に よ り 、18 歳 未 満 ま た は 60 歳 以 上

の 者 等 と 新 た に 区 別 さ れ る こ と と な っ た の で あ る 。そ の 結 果 、こ の 法

改 正 か ら 配 偶 者 は 稼 得 能 力 者 か ら 外 さ れた の で あ る 。  

そ の 後 、第 2 次 世 界 大 戦 中 は 増 税 が 繰 り 返 し 行 わ れ 、扶 養 控 除 も 扶

養 家 族 数 の 多 い 家 族 税 負 担 を 軽 減 す る 措 置 が 採 ら れ て い っ た 。  

 

（ ２ ）  第 2 次 世 界 大 戦 後 か ら 1950 年 代 ま で  

終 戦 後 の 1947 年 (昭 和 22 年 )の 改 正 で は 、民 主 主 義 社 会 に ふ さ わ し

い 制 度 へ の 改 組 が 実 施 さ れ た 。申 告 納 税 制 度 の 導 入 、総 合 所 得 課 税 制

度 の み の 採 用 (分 離 課 税 廃 止 )、個 人 単 位 に よ る 課 税（ 世 帯 合 算 課 税 の

廃 止 ） が そ の 主 な も の で あ る 。  

連 合 国 最 高 司 令 官 の 要 請 に よ り 編 成 さ れ た シ ャ ウ プ 税 制 使 節 団 の

勧 告 に 基 づ い て 施 行 さ れ た の が 1950 年 （ 昭 和 25 年 ） の 改 正 で あ る 。

こ こ で は 、総 合 累 進 課 税 の 考 え 方 を 強 力に 推 進 す る 一 方 で 、基 礎 控 除

等 の 既 存 の 控 除 を 充 実 さ せ 、 医 療 費 控 除 、 不 具 者 控 除 等 を 新 設 し て 、

所 得 税 に 社 会 政 策 的 考 慮 を 大 幅 に 加 え るよ う に し た 8。  

公 平 性 を 最 重 要 視 し て い た シ ャ ウ プ 勧 告 で は 、 扶 養 控 除 に つ い て 、

独 身 者 と 家 族 の 多 い 者 と の 間 に お け る 税 制 負 担 の 差 を 従 来 よ り も 大

き く 設 定 す る べ き で あ る と し 、そ れ ま で の 1 人 に つ き 1,800 円 の 税 額

控 除 か ら 12,000 円 の 所 得 控 除 に 改 め た。  

扶 養 控 除 は 、 第 3 所 得 の 時 代 に は 所 得控 除 で あ っ た の が 、 1940 年

の 改 正 で 税 額 控 除 に 改 変 さ れ た の で あ るが 、こ こ で 再 度 所 得 控 除 に 戻

る こ と と な っ た 。所 得 控 除 方 式 に す る こ と に よ り 独 身 者 と 家 族 の 多 い
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者 と の 間 に お け る 税 制 負 担 額 に 差 が つ く 根 拠 と し て は 、改 正 理 由 の 中

に 次 の よ う に 記 さ れ て い る 9。「 税 額 控 除 方 式 に よ る と き は 、累 進 税 率

の 結 果 そ の 控 除 税 額 を 所 得 金 額 に 換 算 し た 控 除 額 は 順 次 減 少 す る こ

と に な る が 、 一 律 に 12,000 円 の 控 除 を 行 う こ と に す る と 、 こ の よ う

な 適 用 税 率 の 差 異 に 基 く 控 除 額 の 変 化 を 来 す こ と は な い の で あ

る 。・ ・ ・ 1 例 を 挙 げ れ ば 、 独 身 者 で ある 甲 と 扶 養 親 族 5 人 を 有 す る

乙 と が 、 そ れ ぞ れ 20 万 円 の 給 与 所 得 に (マ マ )有 し て い た 場 合 、 従 前

の 税 法 で は 甲 の 負 担 税 額 が 47,500 円 、乙 の 負 担 税 額 が 40,300 円 で あ

っ た の が 、改 正 税 法 で は 、基 礎 控 除 、税 率の 改 正 と も 相 ま つ て (マ マ )、

甲 の 負 担 税 額 は 40,500 で あ る の に 対 し 乙 の 負 担 税 額 は 22,600 円 と な

り 、 負 担 の 開 き に 一 層 の 差 が つ い て き た わ け で あ る 。」 単 身 者 よ り も

扶 養 家 族 を 持 つ 者 を 優 遇 す る 税 制 を 目 標 と し て い た こ と が よ く 表 れ

て い る 。  

こ の 改 正 に お い て は 、所 得 税 全 般 に 個 人単 位 課 税 が 導 入 さ れ た も の

の 、扶 養 家 族 の 所 得 に つ い て は 、従 来 ど お り 世 帯 合 算 課 税 が 採 ら れ た

こ と か ら も 、シ ャ ウ プ 勧 告 で は 、家 族 優 遇 政 策 が 念 頭 に お か れ て い た

こ と が わ か る 。シ ャ ウ プ 使 節 団 の 本 国 ア メ リ カ で は 、こ の 時 代 、夫 と

子 供 の 世 話 に 専 念 す る 専 業 主 婦 こ そ が 理 想 的 な 妻 で あ っ た 。シ ャ ウ プ

使 節 団 も そ の こ と に つ い て 何 の 疑 い も 持 た ず に い た こ と は 当 然 の こ

と で あ っ た と 言 え る 。 1940 年 の 改 正 で 与 え ら れ た 専 業 主 婦 と し て の

｢妻 ｣の 役 割 は 、 こ こ で も 変 わ る こ と な く 引 き 継 が れ て い っ た 。  

し か し な が ら 、 翌 年 1941 年 の 改 正 に お い て 、 例 外 的 に 世 帯 合 算 課

税 と な っ て い た 資 産 所 得 及 び 扶 養 家 族 の 所 得 に つ い て も 世 帯 合 算 課

税 を 廃 止 し 、所 得 税 す べ て に つ い て 個 人単 位 課 税 を 採 用 す る こ と に な

っ た 。資 産 所 得 及 び 扶 養 家 族 の 所 得 に つい て は 、同 世 帯 間 に お け る 資
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産 の 譲 渡 に よ る 税 負 担 軽 減 を 防 止 す る た め に 世 帯 合 算 課 税 を 採 用 し

て い た が 、 1947 年 に 創 設 さ れ た 贈 与 税 制 度 に よ り 、 こ の 問 題 は 解 決

で き る こ と 、ま た 一 部 に 世 帯 合 算 所 得 税を 残 す こ と に よ る 制 度 の 煩 雑

さ を 考 え 、 す べ て 個 人 単 位 課 税 に す る こ と に し た の で あ る 10。  

1952 年 の 改 正 に よ っ て「 専 従 者 控 除 」が 認 め ら れ る よ う に な っ た 。

事 業 所 得 者 と 生 計 を 一 に す る 親 族 が 当 該事 業 に 従 事 し て い る 場 合 、当

該 事 業 か ら 受 け る 給 与 は 、そ の 当 人 で はな く 事 業 主 の 所 得 と し て み な

さ れ て い た 。こ れ は 税 負 担 軽 減 を 図 る こと を 防 止 す る た め で あ っ た が 、

家 業 に 従 事 し た 場 合 と 他 の 職 業 に 従 事 し た 場 合 と で 給 与 の 支 給 に 差

が あ る の は 不 合 理 で あ る と の 理 由 か ら 、青 色 申 告 者 に 限 り 、5 万 円 を

限 度 と し て 、家 族 専 従 者 に 支 払 っ た 給 与は 必 要 経 費 と し て 控 除 す る こ

と と し た の で あ る 。た だ し 、配 偶 者 及 び 18 歳 未 満 の 者 に つ い て は 、｢雇

用 関 係 を 推 定 す る こ と は 実 情 に 副 わ な い 11｣と の 理 由 で 、こ の 控 除 の 対

象 と な る 「 家 族 専 従 者 」 か ら は 排 除 さ れた 。  

翌 年 の 改 正 で は 、 専 従 者 に 15 歳 以 上 の 者 を 含 む こ と と し た が 、 こ

れ は 、 18 歳 以 上 の 者 、 つ ま り 高 等 学 校 卒 業 程 度 以 上 の 者 を 専 従 者 と

し て い た の を 、中 学 校 卒 業 程 度 の 者 も 専 従 者 と し た こ と に よ る 。配 偶

者 に つ い て は 加 え る べ き と の 要 望 も 強 か っ た が 、妻 に つ い て は 家 事 に

従 事 す る 場 合 と 事 業 に 従 事 す る 場 合 と の区 別 が 困 難 で あ る た め 、専 従

者 に 加 え ら れ な か っ た 。 し か し 、 1954 年 の 改 正 に お い て 、 青 色 申 告

制 度 を 普 及 さ せ る た め 、青 色 事 業 所 得 者の 専 従 者 控 除 の 範 囲 を 拡 大 し

て 配 偶 者 を 含 め る こ と と な っ た 。  

 

（ 3）  配 偶 者 控 除 創 設 時 （ 1960 年 代 ） か ら 配 偶 者 特 別 控 除 創 設 時  

      （ 1987 年 ） ま で  
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1961 年 の 改 正 で 、配 偶 者 控 除 が 扶 養 控 除 か ら 独 立 し て 創 設 さ れ た 。

主 な 理 由 と し て は 、次 の 2 つ が 挙 げ ら れ る 。1 つ 目 は 、課 税 単 位 の 問

題 で あ る 。当 時 の 欧 米 諸 国 の ほ と ん ど が 夫 婦 合 算 課 税 を 採 用 し て お り 、

わ が 国 で も そ の 採 用 に つ い て 検 討 が お こ な わ れ た 。し か し な が ら 、合

算 課 税 は 税 制 を 複 雑 化 し て し ま う 等 と の 理 由 に よ り 現 行 制 度 を 維 持

す る の が 望 ま し い と 判 断 さ れ 、そ の 代 わ り と し て「 配 偶 者 控 除 」を 創

設 す る こ と と な っ た 。2 つ 目 は 、専 従 者 控 除 と の バ ラ ン ス を と る た め 、

つ ま り サ ラ リ ー マ ン 世 帯 と 自 営 業 世 帯 の 公 平 性 を と る た め で あ る 。こ

の 点 に つ き 、政 府 税 制 調 査 会 は 次 の よ う な 説 明 を し て い る 12。「 配 偶 者

控 除 の 創 設 は 、給 与 所 得 者 を 含 む 多 く の納 税 者 に 広 く 減 税 の 利 益 を 及

ぼ し 、専 従 者 控 除 の 拡 充 に よ り 、事 業 所 得 者 が 受 け る 減 税 と の 差 を 薄

め る 実 際 的 効 果 を 持 っ て い る 。… 家 計 と企 業 の 分 離 が あ い ま い な 白 色

申 告 者 に 対 し て も 一 定 の 外 形 的 基 準 に よ り 専 従 者 所 得 を 認 め る こ と

は 、事 業 所 得 者 の 家 族 の 家 事 労 働 の 部 分に ま で 控 除 を 認 め る 危 険 と 事

業 に 従 事 し た 正 当 の 労 働 報 酬 が 控 除 さ れ な い 危 険 と の 双 方 の 可 能 性

を 持 つ と 同 時 に 、給 与 所 得 者 の 家 庭 か らみ れ ば 、そ の 家 族 こ と に 主 婦

の 家 事 労 働 と の 関 係 が 微 妙 な 関 係 と な る 。配 偶 者 控 除 の 創 設 は 、配 偶

者 に つ い て こ の 点 に 対 す る 安 全 弁 的 な 機 能 を 果 た し 、事 業 所 得 者 と 給

与 所 得 者 の 双 方 に と っ て 実 質 的 公 平 を もた ら す こ と が 期 待 さ れ る 。」  

し か し な が ら 、こ こ に は 矛 盾 点 が 見 ら れる 。そ れ は 、公 平 を 保 つ 主

体 を 妻 で は な く 、そ の 相 手 の 配 偶 者 に して い る 点 で あ る 。配 偶 者 控 除

は 夫 の 給 与 所 得 か ら 控 除 さ れ る の で あ って 、妻 の 給 与 所 得 か ら で は な

い 。専 従 者 控 除 は 配 偶 者 自 身 が 所 得 を 得た 上 で 夫 の 事 業 収 入 か ら 費 用

と し て 控 除 す る も の で あ る 。つ ま り 、こ れ ら 二 つ の 控 除 は 根 本 的 に 異

な る も の で あ り 、 比 較 す る こ と 自 体 に 無 理 が あ る と 言 え る 。  
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一 方 、概 念 的 な 点 か ら も 配 偶 者 控 除 の 創 設 が 必 要 と さ れ た 。扶 養 控

除 は 、 1953 年 の 改 正 か ら 扶 養 す る 人 数 に 応 じ て 控 除 額 を 区 分 し て き

て い る が 、 ほ と ん ど の 場 合 、 最 初 の 扶 養 家 族 は 妻 で あ っ た 13。  主 た

る 扶 養 控 除 対 象 者 が 配 偶 者 で あ っ た に も か か わ ら ず 、｢扶 養 控 除 ｣と 呼

ば れ て い る の も 問 題 視 さ れ た 。 な ぜ な ら 、 妻 と は ｢単 な る 扶 養 親 族 で

は な く 、家 事 、子 女 の 養 育 等 家 庭 の 中 心と な つ て (マ マ )夫 が 心 お き な

く 勤 労 に い そ し め る た め の 働 き を し て おり 、そ の 意 味 で 夫 の 所 得 の か

得 に 大 き な 貢 献 を し て い る ｣者 で あ る の だ か ら 、 扶 養 親 族 と 見 る の は

不 当 で あ る か ら で あ る 14。  こ の こ と か ら 、 こ の 配 偶 者 控 除 創 設 の 考

え 方 の 根 本 に は 、「 税 法 上『 妻 の 座 』」を 認 め 、妻 の 役 割 を よ り 一 層 明

確 に す る と い う 、「 妻 の 座 確 保 」 政 策 が あ っ た こ と が は っ き り と わ か

る の で あ る 。  

1987 年 、 配 偶 者 特 別 控 除 が 創 設 さ れ た 。 そ の 理 由 と し て 、 次 の 2

点 が 指 摘 さ れ る 。 １ つ は 、 1980 年 代 こ ろ か ら 発 生 し た パ ー ト 問 題 解

消 の た め で あ る 。パ ー ト 問 題 と は 、配 偶者 控 除 の 適 用 に は 本 人 の 所 得

額 に 上 限 が 設 け ら れ て い た こ と に よ り 、そ の 所 得 が 上 限 を 超 え る と 税

引 き 前 収 入 が 増 え て も 世 帯 の 可 処 分 所 得（ 夫 婦 合 算 可 処 分 所 得 ）が 減

少 す る と い う 現 象 が 一 部 発 生 し 、こ れ に よ り 収 入 が 上 限 額 を 超 過 し な

い よ う に 妻 が 就 業 調 整 を 行 う よ う に な っ た こ と を い う 。そ こ で 、配 偶

者 に 所 得 が あ る 場 合 と な い 場 合 と の 間 の 所 得 税 及 び 個 人 住 民 税 負 担

の バ ラ ン ス を 回 復 す る と と も に 、配 偶 者 の 収 入 状 況 に 応 じ て 世 帯 と し

て の 税 負 担 が 滑 ら か に 変 化 す る よ う に 、配 偶 者 に 所 得 が あ る 場 合 に は

そ の 所 得 に 応 じ て 配 偶 者 控 除 、配 偶 者 特 別 控 除 又 は 扶 養 控 除 の 額 を 調

整 す る 仕 組 み を 導 入 し て パ ー ト 問 題 の 解 決 す る よ う に し た 。  

2 つ 目 は 、「 2 分 2 乗 制 」 導 入 の 代 用 と し て 創 設 さ れ た と い う こ と
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で あ る 。「 2 分 2 乗 制 」 と は 、 夫 婦 の 所 得 を 合 算 し た も の を 2 分 の 1

に し 、そ の 額 に た い す る 税 額 を 2 倍 す る制 度 を い う 。事 業 所 得 者 が 青

色 事 業 専 従 者 給 与 の 支 払 い を 通 じ て 、実 際 上 は 夫 婦 間 で 所 得 分 割 が 行

わ れ て い る た め 、事 業 所 得 者 と サ ラ リ ー マ ン 世 帯 と の 均 衡 を は か る た

め に 、 2 分 2 乗 制 の 採 用 が 検 討 さ れ た 。し か し 、 2 分 2 乗 制 で は 、 配

偶 者 の 有 無 に よ る 税 負 担 の 変 動 が 大 き くな り す ぎ る 上 、高 額 所 得 者 ほ

ど 有 利 に な り 、ま た 共 働 き 世 帯 よ り 片 働き 世 帯 や パ ー ト 主 婦 世 帯 の 方

が 有 利 に な る 。 そ の た め 、 女 性 の 社 会 進 出 を 阻 む 恐 れ が あ る と さ れ 、

採 用 さ れ な か っ た 。妻 の 内 助 の 功 を さ ら に 評 価 す る た め と い う 表 向 き

の 理 由 と と も に 、サ ラ リ ー マ ン 世 帯 の 減 税 を 目 的 と し て 2 分 2 乗 制 に

代 わ っ て 、 配 偶 者 特 別 控 除 が 創 設 さ れ た の で あ る 15。 い ず れ に せ よ 、

本 音 と し て は 、 こ の 減 税 政 策 は 、 こ の 2 年 後 の 1989 年 の 消 費 税 の 導

入 に よ り 、高 額 所 得 者 に 比 べ 低 額 所 得 者は そ の 負 担 が 大 き く な る ム チ

政 策 に 備 え た ア メ 政 策 で あ っ た と 考 え られ る 16。  

し か し な が ら 、 配 偶 者 特 別 控 除 は 、 2004 年 の 改 正 に よ り 一 部 が 廃

止 さ れ た 。財 務 省 は 廃 止 理 由 を ホ ー ム ペ ー ジ に て 次 の よ う に 述 べ て い

る 17。「 日 本 で は こ れ ま で た び た び 減 税 が行 わ れ て お り 、日 本 の 所 得 税

は 各 国 と 比 べ て 、非 常 に 低 い 水 準 に な っ て い る 。配 偶 者 特 別 控 除 の よ

う な 特 別 な 控 除 が 新 し く で き た り 、控 除の 額 が 増 え た り し た こ と が 原

因 の 一 つ で あ る 。ま た 、配 偶 者 特 別 控 除が『 就 業 の 選 択 に 対 し て 中 立

的 で な い 』と い う 意 見 も あ る 。ま た 、配 偶 者 控 除 と 配 偶 者 特 別 控 除 を

足 す と 最 大 で 76 万 円 と な り 、 本 人 の 控 除 38 万 円 、 子 供 の 控 除 38 万

円 に 比 べ て 、配 偶 者 の 控 除 だ け 大 き く な っ て お り 、税 制 と し て バ ラ ン

ス が と れ な い か ら 」 で あ る 。 一 方 、 配 偶 者 特 別 控 除 の 問 題 点 と し て 、

配 偶 者 の プ ラ イ バ シ ー の 侵 害 が 挙 げ ら れ て い た 。こ の 控 除 を 受 け る た
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め に は 、夫 の 年 末 調 整 の 際 に 妻 の 所 得 を申 告 し な け れ ば な ら な い か ら

で あ る 。ま た 、そ の 時 の 妻 の 収 入 も 未 確定 な の で 税 務 行 政 を 複 雑 な も

の に し て い た 。こ れ ら の 点 を 考 慮 し た 結 果 、一 部 廃 止 に 至 っ た の で あ

る 。  

 

4  ま と め  

配 偶 者 控 除 等 の 創 設 の 歴 史 的 経 緯 を 検 証す る こ と で 、元 来 、妻 も 扶

養 家 族 の 1 人 で あ り 、他 の 扶 養 義 務 者 と同 等 の 存 在 で あ っ た の が 、世

界 大 戦 体 制 に 向 け て お こ な わ れ た「 生 め よ 殖 や せ よ 」政 策 の も と 、妻

を 家 庭 内 に 留 ま ら せ 、子 供 を 産 み 育 て るこ と に 専 念 さ せ る た め に 、配

偶 者 控 除 等 を 創 設 し た こ と が わ か っ た 。 さ ら に 、「 生 め よ 殖 や せ よ 」

の 時 代 で は な く な っ た 第 2 次 世 界 大 戦 後 に お い て も 、税 法 上 、配 偶 者

が 特 別 な 存 在 と し て 取 り 扱 わ れ て き た が 、 そ の 理 由 が 、「 妻 の 座 」 に

一 定 の 評 価 を 与 え る た め で あ っ た こ と も 明 ら か に な っ た 。  

つ ま り 、 配 偶 者 控 除 等 の 存 在 理 由 は 、 ① 「 生 め よ 殖 や せ よ 」 政 策 、

②「 妻 の 座 確 保 」政 策 に あ る と い え る 。租 税 政 策 は 社 会 的 政 策 で あ る

以 上 、租 税 政 策 は 社 会 情 勢 の 変 化 に 柔 軟に 対 応 す べ き も の で な け れ ば

な ら な い 。  

で は 、こ れ ら の 政 策 は 現 代 社 会 に 適 合 し た も の で あ ろ う か 。次 章 に

お い て 、わ が 国 の 家 族 形 態 の 変 化 を 分 析し 、そ の 後 、そ の 分 析 結 果 を

も と に 、配 偶 者 控 除 等 の 現 代 に け る 適 合性 に つ い て の 検 討 を お こ な う 。 

 

                                                   
1 明治 19年の租税収入の内訳は、地租 43,282千円（67.2％）、酒造税 11,744千円（18.2％）、

その他 9,435 千円（14.6％）となっている。大蔵省主税局調査課『所得税・法人税制度史

草稿』1955 年 3 月、2 頁。 
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2 当時、所得税が採用されていた諸外国は、イギリス（1798 年）、スイス(1840 年)、アメ

リカ（1862 年）、イタリア（1864 年）、セルビア（1884 年）、オーストラリア（南オ

ーストラリア州）（1884 年）である。大日本帝国憲法がまだ公布されず（公布は 1889
年）立憲政治が確立されていなかったわが国が、これらの国に続いて所得税を導入した

ことはかなり急進的な政策であったといえる。同上書、1 頁。 
3 同上書、2 頁。  
4 金子宏『租税法（第 10 版）』、弘文堂、2005 年、55 頁。 
5 総務省統計局ホームページ「人口の労働力状態，就業者の産業・職業」 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2000/kako/roudou/zuhyou/ro04.xls（2006 年 1月

31 日訪問） 

6 閣議決定『人口政策確立綱項』1941 年 1 月 22 日。 

http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt00302.htm （2006 年 1 月 31 日訪問）以

下この綱項に関する引用はすべてこの資料からのものである。 
7 朝日新聞「結婚資金、国が貸します」1941 年 4 月 8 日、大阪毎日新聞「子宝家庭の子四

百十八人に学資進呈」1941 年 7 月 26 日など。 
8 金子・前掲注 5、64 頁。 
9 大蔵省主税局調査課・前掲注 1、237 頁。扶養控除を所得控除にする案は 1948 年(昭和 23

年)の改正においても議論されていた。しかし、所得控除にすると高額所得者は累進税率

の関係から低額所得者に比べて税額において多額の控除を受けることとなるため、徴収

額が大幅に減少すること及び低額所得者には著しく不利になることから、この時点では

適当ではないとされ、見送られていた。 
10 同上書、306 頁。 
11 同上書、348 頁。 
12 税制調査会『当面実施すべき税制改正に関する答申（税制調査会第一次答申）及びその

審議の内容と経過の説明』1960 年 12 月、48 頁。 
13 同上書、447 頁。 
14 同上書、45 頁。 
15 2 点とも、税制調査会『税制の抜本的見直しについての答申・報告・審議資料総覧』1986

年 10 月 28 日、37－40 頁参照。 
16 配偶者特別控除の対象者を夫の所得(合計所得金額)が一千万円以下である者、としてい

ることからも、対象は高額所得者以外の者であることがわかる。 
17 財務省ホームページ

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/contents/05/body.html（2006 年 1 月 31
日訪問） 
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第 3章   家 族 形 態 の 変 化  

 

わ が 国 の 社 会 制 度 は 、 家 族 を 基 礎 単 位 と し て 成 立 し て い る 。 雇 用

シ ス テ ム 、 社 会 保 険 、 年 金 制 度 、 そ し て 税 制 の す べ て が 、 サ ラ リ ー

マ ン の 夫 と 専 業 主 婦 の 妻 、 子 供 2 人 程 度 か ら な る 「 標 準 世 帯 」 を 前

提 と し て 構 築 さ れ て い る 。  

「 家 」 制 度 が 戦 後 の 憲 法 と 民 法 に よ っ て 制 度 上 は 廃 止 さ れ 、 現 行

の 民 法 と 戸 籍 法 に よ っ て 新 た な 家 族 像 が 創 り 出 さ れ た 。 父 権 を 中 心

と す る 戸 主 と そ の 下 に お け る 家 族 と い っ た 三 世 代 の 大 家 族 を 想 定 し

て い た の が 従 来 の 家 制 度 の 家 族 像 で あ っ た が 、 現 行 法 の 家 族 像 は 同

等 の 地 位 に あ る 夫 婦 と そ の 間 に 生 ま れ た 未 成 熟 の 子 ど も か ら 構 成 さ

れ る 近 代 的 小 家 族 と な っ た 。  

と こ ろ が 、 こ の 「 家 」 制 度 廃 止 は 、 個 人 を 「 家 」 か ら 解 放 す る も

の と は な ら な か っ た 。 父 権 中 心 の 家 族 か ら 夫 婦 中 心 の 家 族 を 生 み 出

し 、「 家 」に 従 っ て い た「 嫁 」は「 妻 」と い う 立 場 を 得 て 夫 に 従 う こ

と と な っ た の で あ る 1。そ の 結 果 、既 婚 女 性 の 専 業 主 婦 化 が 進 み 、第

2 次 世 界 大 戦 以 降 は 、「 標 準 世 帯 」を 念 頭 に お い た 社 会 が 形 成 さ れ て

い っ た 。  

し か し 、現 在 で は 、「 標 準 世 帯 」は も は や 標 準 で は な く な っ て き て

お り 、 わ が 国 の 家 族 形 態 は 大 き な 変 化 を 見 せ て い る 。 ま ず は 、 そ の

変 化 に つ い て 検 証 し 、 現 在 の 家 族 形 態 の 実 態 を 明 ら か に し た 上 で 、

配 偶 者 控 除 等 の 存 在 意 義 に つ い て 検 討 す る 。  

 

１  女 性 の 主 婦 化  
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 第 2 次 世 界 大 戦 後 、 わ が 国 で は 、 女 性の 社 会 進 出 が 進 ん だ 、 と 言

わ れ て き た 。 戦 後 は 、 働 く 女 性 が 増 え 、 専 業 主 婦 で あ る 女 性 の 比 率

が 減 少 し て き て い る 、 と い う の が 大 方 が 抱 く 戦 後 の 女 性 に 関 す る イ

メ ー ジ で あ ろ う 。果 た し て そ れ は 事 実 で あ ろ う か 。図 3－ 1 は 、女 子

労 働 力 率 の 長 期 変 動 を 表 し た も の で あ る 。 こ れ を み る と 、 戦 前 に お

い て は 、 主 な 欧 米 諸 国 と 比 べ て 、 日 本 の 女 子 労 働 力 率 は 圧 倒 的 に 高

か っ た こ と が わ か る 。  

 

 図 3－1 女子労働力率の長期変動（1990－1995 年） 

   

    出所：経済企画庁『国民生活白書(平成 9 年版)』大蔵省印刷局、1997、24 頁。図 1

－1－16 

落 合 恵 美 子 教 授 は 、 そ の 理 由 と し て 、 当 時 の 欧 米 諸 国 で の 家 族 構

成 は 、 核 家 族 が 中 心 で あ っ た の に 対 し て 、 わ が 国 で は 、 3 世 代 が 同

居 す る 大 家 族 が 中 心 で あ っ た こ と を 指 摘し て い る 2。当 時 の 日 本 で は 、

労 働 就 業 者 の 半 分 以 上 が 農 業 に 携 わ っ て い た 。 大 家 族 で は 、 母 親 、

姑 、 姉 妹 等 か ら 家 事 や 育 児 の 援 助 を 受 け る こ と が で き 、 妻 は 夫 と と
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も に 、 田 畑 に 出 て 働 く こ と が 可 能 で あ っ た 、 と い う わ け で あ る 3。  

と こ ろ が 、 第 1 次 世 界 大 戦 後 の 好 景 気 に よ り 、 急 速 に 産 業 化 が 進

み 、 産 業 構 造 が 大 き く 変 化 し た 。 農 業 社 会 が 急 速 に 工 業 社 会 へ と 変

革 を 遂 げ て い く 中 で 、 工 業 化 の 発 展 を 担 う サ ラ リ ー マ ン が 大 量 に 生

み 出 さ れ た 。 こ の 「 新 中 間 層 」 の 誕 生 に よ り 、 職 場 と 家 庭 が 明 確 に

分 離 さ れ た の で あ る 。 そ の 結 果 、 妻 は 仕 事 を 家 庭 に 集 中 す る よ う に

な っ て い っ た 。 こ の よ う に し て 「 専 業 主 婦 」 が 誕 生 し た の で あ る 。  

妻 が 外 で 収 入 を 得 る こ と を や め 、 無 給 の 専 業 主 婦 と な る に は 、 夫

の 収 入 の み で 一 家 の 生 活 を ま か な え る と い う 条 件 が 必 須 に な っ て く

る 。 明 治 期 に こ の 条 件 を 満 た す こ と が で き た の は 、 官 吏 や 一 部 の 上

層 の 会 社 員 の み で あ っ た 。 と こ ろ が 、 大 正 期 に な る と 、 会 社 員 や 工

場 労 働 者 が 除 々 に 収 入 を 増 や す よ う に な り 、 昭 和 初 期 に は 官 吏 、 教

員 、 公 務 員 、 工 場 労 働 者 の す べ て が 、 こ の 条 件 を 満 た す よ う に な っ

て い っ た 4。  

産 業 構 造 が 転 換 し た こ と に よ り 、 従 来 、 農 家 や 自 営 業 者 を 中 心 と

し て い た 社 会 か ら 、 雇 わ れ る 者 、 つ ま り 、 サ ラ リ ー マ ン を 中 心 と す

る 社 会 へ と 大 き く 変 化 し た 。 こ の 変 化 に よ っ て 生 ま れ た の が 専 業 主

婦 だ っ た の で あ る 。 今 世 紀 初 期 に 誕 生 し た 専 業 主 婦 は 、 戦 後 、 ま す

ま す そ の 層 を 大 き く し て い く 。 次 項 に お い て 、 そ の 経 緯 を 詳 し く み

て い く こ と に す る 。  

 

2 家 族 形 態 の 画 一 化  

 産 業 構 造 変 革 の 視 点 か ら 、 主 婦 の 誕 生 を 分 析 し た が 、 今 度 は 、 人

口 動 態 の 視 点 か ら 、専 業 主 婦 が 大 衆 化 し た こ と つ い て 述 べ て み た い 5。 
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 ま ず 、わ が 国 の 合 計 特 殊 出 生 率 の 推 移（ 図 3－ 2）を み る こ と に す

る 。こ の 図 か ら 、わ が 国 の 合 計 特 殊 出 生 率 は 、 1950 年 代 前 半 に お い

て 急 激 に 減 少 し 、 そ の 後 、 1966 年 の 丙 午 の 年 を 除 く と 、 1950 年 代

半 ば か ら 1970 年 代 半 ば ま で の 約 20 年 間 、ほ ぼ 2 .0－ 2 .2 で 非 常 に 安

定 し て い る 。で は 、こ の 50 年 代 前 半 の出 生 率 の 急 激 な 減 少 と そ の 後

の 安 定 は 何 に よ っ て も た ら さ れ た も の であ る の で あ ろ う か 。  

 

図 3－2 合計特殊出生率の推移 

 
出 所 ： 社会実情データ図録 

http : / /www2. t t cn .ne . jp /~honkawa/1550.h tml（ 2006 年 8 月 30 日

訪 問 ）  

 

（ 1） 50 年 代 前 半 の 出 生 率 の 急 激 な 減 少   

表 3－ １ は 、 既 婚 女 性 の 出 生 年 代 別 産 児 数 を 表 し た も の で あ る 。
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こ の 表 に よ る と 、明 治 時 代 に お い て は 、女 性 一 人 当 た り の 平 均 出 生 児

数 が 多 く 、昭 和 に 入 っ て か ら は そ れ ま で の 半 分 近 く に ま で そ の 数 が 減

っ て い る の が わ か る 。平 均 出 生 児 数 の み検 討 す る と 、そ の 数 が 減 少 し

て い る こ と し か 見 え て こ な い が 、実 際 の出 生 児 数 を 細 か く 見 る と 、全

く 違 っ た 一 面 が 明 ら か に な る こ と が わ かる 。  

 

表 3－１ 既婚女性の出生年代別産児数 

出生児数 

女性の出生年 
0 人 1 人 2 人 3 人 

4 人以

上 

平均出

生児数

1890 年以前（明治 24年以前） 11.8 6.8 6.6 8.0 66.8 4.96 

1891－1895（明治 24－28） 10.1 7.3 6.8 7.6 68.1 5.07 

1896－1900（明治 29－33） 9.4 7.6 6.9 8.3 67.9 5.03 

1901－1905（明治 34－38） 8.6 7.5 7.4 9.0 67.4 4.99 

1911－1915（明治 44－大正 4） 7.1 7.9 9.4 13.8 61.8 4.18 

1921－1925（大正 10－14） 6.9 9.2 24.5 29.7 29.6 2.86 

1928－1932（昭和 3－7） 3.6 11.0 48.0 29.0 9.4 2.33 

1933－1937（昭和 8－12） 3.6 10.8 54.2 25.7 5.7 2.21 

1938－1942（昭和 13－17） 3.6 10.3 55.0 25.5 5.6 2.20 

1943－1947（昭和 18－22） 3.8 8.9 57.0 23.9 5.0 2.18 

 出所：落合恵子『21 世紀家族へ（第 3 版）』有斐閣選書、2004 年、55 頁。 

 

 明 治 時 代 に お い て は 、 女 性 一 人 当 た りの 平 均 出 生 児 数 が 4 人 以 上

と い う の が 過 半 数 を 占 め て い る も の の 、 同 時 に 、 全 く 子 供 を 産 ん で

な い 既 婚 女 性 も 約 1 割 も い た の で あ る 。と こ ろ が 、1928－ 1932、1933

－ 1937 年 生 ま れ 、 つ ま り 、 昭 和 ヒ ト ケ タ 生 ま れ の 女 性 に つ い て は 、

そ の 過 半 数 の 出 生 児 数 は 2 人 に 減 少 す る 。 4 人 以 上 子 供 を 産 む 女 性

は 一 気 に 減 っ て い く の と 同 時 に 、 出 生 児 数 0 人 の 既 婚 女 性 も 大 き く
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減 少 し て い っ た 。 こ の 年 代 の 女 性 の 半 数 以 上 が 、 産 み 育 て る 子 供 を

2 人 に し て い っ た の で あ る 。  

そ の 大 き な 理 由 と し て は 、2 つ 挙 げ るこ と が で き る 。1 つ 目 は 、戦

争 終 結 直 後 の 人 口 激 増 に 対 処 す る た め に ト ッ プ ダ ウ ン に よ り お こ な

わ れ た 人 口 政 策 で あ る 。 敗 戦 直 後 、 極 度 の 食 糧 難 か つ 就 職 難 と い っ

た 問 題 を 抱 え て い た 日 本 へ 、 戦 地 に 赴 い て い た 男 性 が 一 挙 に 引 き 上

げ て き た 結 果 、 日 本 の 人 口 は 急 増 し た 。 さ ら に 、 戦 争 直 後 は ベ ビ ー

ブ ー ム が 起 こ る の が 通 常 で あ り 、 第 2 次 世 界 大 戦 後 、 米 国 や フ ラ ン

ス と 同 様 に 、 わ が 国 に お い て も ベ ビ ー ブ ー ム が 起 こ っ た 。 こ れ が

1947 年 か ら 1969 年 ま で 続 き 、 こ の 時 期に 誕 生 し た 人 々 が 、 い わ ゆ

る 「 団 塊 の 世 代 」 で あ る 。 そ の た め 、 わ が 国 は 、 そ れ ま で の 「 産 め

よ 殖 や せ よ 」 政 策 か ら 計 画 出 産 を 推 奨 す る 政 策 へ と 、 従 前 と は 正 反

対 の 人 口 政 策 変 換 を 採 っ た の で あ る 。  

こ の 人 口 抑 制 政 策 に 大 き く 貢 献 し た も の が 、 官 民 を あ げ て の 家 族

計 画 政 策 の 普 及 で あ っ た 。 ベ ビ ー ブ ー ム 期 、 避 妊 に つ い て の 知 識 不

足 お よ び 避 妊 用 器 具 や 薬 品 が 入 手 困 難 で あ っ た こ と 等 の 理 由 に よ り 、

望 ま な い 妊 娠 が 多 く 存 在 し た た め 、 非 合 法 の ヤ ミ 中 絶 が 大 幅 に 増 え

た 。 そ の 結 果 、 ヤ ミ 中 絶 に よ る 死 亡 、 あ る い は 後 遺 症 と い っ た 問 題

が 出 て く る よ う に な っ た 。 こ の よ う 劣 悪 な 状 況 か ら 母 体 を 守 る た め

に 、 1948 年 に は 優 生 保 護 法 が 施 行 さ れた 。優 生 保 護 法 と は 、女 性 の

妊 娠 、 出 産 と い っ た 機 能 を 保 護 す る こ と を 目 的 と し 、 不 妊 手 術 と 人

工 妊 娠 中 絶 を 行 う 条 件 、 避 妊 具 の 販 売 や 指 導 に つ い て 定 め た 法 律 で

あ る 。 こ の 法 律 の 施 行 に よ り 、 人 工 妊 娠 中 絶 手 術 を 受 け る こ と が 容

易 に な っ た 。さ ら に は 、翌 1949 年 の 同 法 改 正 に よ り 、身 体 的 理 由 の
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み な ら ず 、 経 済 的 理 由 か ら も 人 口 妊 娠 中 絶 手 術 を 受 け る こ と が で き

る よ う に な っ た た め 、 人 工 中 絶 率 は 、 ピ ー ク 時 の 1955 年 に は 117

万 件 に も な っ た （ 図 3－ 3）。 政 府 が 「 受 胎 調 節 実 地 指 導 員 制 度 」 を

導 入 し て 、 受 胎 調 節 の 技 術 的 専 門 家 と し て 訓 練 さ れ た 助 産 婦 、 保 健

婦 、 看 護 婦 等 を 草 の 根 的 に 各 家 庭 に 派 遣 し 、 家 族 計 画 の 普 及 に 努 め

た こ と に 加 え 、 家 族 計 画 政 策 は 、 企 業 ベ ー ス 、 民 間 団 体 ベ ー ス で 広

く 国 民 に 浸 透 し て い っ た こ と が 、 人 口 抑 制 政 策 を 短 期 間 に お い て 成

功 さ せ た 要 因 で あ る と 考 え ら れ て い る 6。  

 

図 3－3 人工中絶率 

  

出 所：国際協力機構『第二次人口と開発援助研究 －日本の経験を活かした人口

援助の新たな展開－』2003 年、75 頁。 
 

戦 後 、 過 半 数 の 女 性 の 一 人 当 た り 出 生 児 数 が 2 人 に な っ た 2 つ 目
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の 理 由 は 、「 子 供 」の 誕 生 で あ る 。こ の点 に つ い て 、落 合 教 授 は 次 の

よ う な 分 析 を お こ な っ て い る 。 従 来 の 農 業 社 会 の 子 だ く さ ん の 家 庭

で は 、 子 供 は 貴 重 な 労 働 力 で も あ っ た 。 そ れ が 、 国 が 産 業 化 し 、 多

く の 日 本 人 が サ ラ リ ー マ ン 化 し て い き 、 子 供 の 労 働 力 と し て の 意 味

は 次 第 に 薄 れ て い っ た の で あ る 。 そ し て 、 戦 後 直 後 、 政 府 に よ っ て

打 ち 出 さ れ た 家 族 計 画 政 策 に よ り １ 家 庭 に お け る 子 供 の 数 は ほ ぼ 2

人 と 減 少 し て い っ た 。 そ こ で 、 夫 の サ ラ リ ー マ ン 化 に つ れ 、 子 供 と

同 様 に 農 作 業 か ら 開 放 さ れ た 妻 、 そ し て 子 供 に は 自 由 な 時 間 が で き

る よ う に な っ た 。既 述 の 優 生 保 護 法 は 、母 体 保 護 の 目 的 と も う 1 つ 、

「 優 生 上 の 見 地 か ら 不 良 な 子 孫 の 出 生 を 防 止 す る 7」、 つ ま り 、 病 気

や 障 害 を も っ た 子 供 が 生 ま れ て こ な い よ う に す る 、 と い う 目 的 も あ

っ た 。 そ の 影 響 を 受 け 、 企 業 が そ の 従 業 員 に 対 し て 実 施 し た 家 族 計

画 指 導 で は 、 家 計 の 安 定 、 健 康 の 増 進 を 実 行 し 、 子 供 の 教 育 に 力 を

要 れ 、 さ ら に 教 養 を 高 め て 文 化 的 な 生 活 を 送 る こ と を 目 標 と し た の

で あ っ た 8。  

 

（ 2） 出 生 率 の 安 定 期  

上 記（ 1）の よ う な 社 会 状 況 の も と 、各 家 庭 が 責 任 を も っ て 優 生 な

「 子 供 」 を 育 て る と い う 概 念 が 広 く 浸 透 し て い っ た の で あ る 。 そ れ

と 同 時 に 、 そ の 仕 事 を す る の は 、 母 で あ り 、 妻 と は 、 外 で は 仕 事 を

せ ず 、 す べ て の 時 間 を 費 や し て 子 育 て を お こ な う 者 、 と の 認 識 が で

き あ が っ た 。 政 府 が 、 片 稼 ぎ の 夫 婦 子 2 人 世 帯 を 「 標 準 世 帯 」 と 設

定 し た の も 、 こ の 点 に 大 き く 依 拠 し て い る こ と は 明 ら か で あ る 。 こ

の よ う に し て 、 少 な い 人 数 の 子 供 を 、 専 業 主 婦 と し て 、 優 生 な 子 に
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育 て あ げ て こ そ 一 人 前 の 女 性 、 妻 で あ る 、 と の ス テ レ オ タ イ プ 的 な

考 え 方 が 常 識 と し て 成 立 し て い っ た の であ る 。  

「 標 準 世 帯 」 こ そ が 家 族 と し て の 一 般 常 識 で あ る か の よ う に 、 こ

の 家 族 概 念 は 国 民 に 広 く 強 く 浸 透 し 、「標 準 世 帯 」の 形 態 は 、そ の 後

し ば ら く 続 い く 。 こ の こ と に よ り 、 わ が 国 の 出 生 率 は 安 定 し た 。 こ

の 1950 年 代 前 半 の 出 生 率 の 急 激 な 減 少以 降 、出 生 率 が 安 定 し た 状 況

を 、落 合 教 授 は 、「 少 子 化 」か つ 、家 族形 態 の「 画 一 化 」が 進 ん だ と

表 現 し て い る 9。農 業 社 会 か ら 産 業 社 会 へ と 変 化 す る 中 で 、女 性 の 主

婦 化 が ど ん ど ん 進 み 、 女 性 は 主 婦 に な る も の 、 と い う 1 つ の 概 念 が

一 般 化 す る よ う に な っ て い っ た 。 そ れ と 同 時 に 、 産 む 子 供 の 数 も 2

人 、 多 く て も 3 人 と す る ス タ イ ル が 、 も う 1 つ の 画 一 化 さ れ た イ メ

ー ジ と し て 、 着 実 に 広 が っ て い っ た の で あ る 。  

以 上 の 検 討 か ら 、 一 般 的 に 常 識 と と ら え ら れ て い る 「 標 準 世 帯 」

と し て の 家 族 の あ り 方 は 、 戦 後 と い う 非 常 に 特 殊 な 状 況 の 中 で 、 突

然 出 て き た 考 え 方 で あ る こ と が わ か る 。 図 3－ 1 で 既 に み た よ う に 、

「 標 準 家 族 」形 態 は 1970 年 代 半 ば 頃 ま で 約 20 年 間 続 い た が 、長 い

歴 史 の 中 で 考 え る と 、わ ず か 20 年 と い う ご く 短 い 期 間 に し か す ぎ な

い 。歴 史 的 観 点 か ら す る と 、「 標 準 家 族」は 、特 殊 な 形 態 で あ っ て 常

識 で は な い こ と に 我 々 は で き る だ け 早 く 気 付 く 必 要 が あ る 。 な ぜ な

ら ば 、 こ の 特 殊 な 状 況 は 、 現 在 で は 崩 壊し て き て い る か ら で あ る 。  

  

3  個 人 単 位 の 社 会 へ  

1970 年 代 半 ば ま で の わ が 国 に お け る 家 族 形 態 の 画 一 化 を 支 え た の

は 、 産 業 構 造 の 変 化 に 加 え 、 兄 弟 姉 妹 の 数 の 多 さ で も あ っ た 。 昭 和
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前 半 生 ま れ の 世 代 に は そ れ 以 前 と は 大 き く 異 な る 人 口 学 的 特 徴 が あ

っ た 。 兄 弟 姉 妹 が 多 い の に も か か わ ら ず 、 そ の 全 員 が 成 人 に な る ま

で 育 っ た の は 、こ の 世 代 が 初 め て で あ った 。そ の た め 、こ の 世 代 は 、

子 育 て や 親 の 介 護 に 兄 弟 姉 妹 の 助 け を 借 り る こ と が で き た の で あ る

10。こ れ こ そ が 、わ が 国 が 、戦 後 、子 育て や 親 の 介 護 に 関 す る 政 策 を

重 視 し て こ な か っ た に も か か わ ら ず 、 現 在 声 高 に 言 わ れ て い る 子 供

の 養 育 、 親 の 介 護 問 題 が こ の 時 期 に 表 に 出 て こ な い で 済 ん で い た 原

因 で あ る 。  

と こ ろ が 、こ の 昭 和 初 期 の 次 世 代 、「 標 準 世 帯 」で 育 っ た 団 塊 の 兄

弟 姉 妹 の 数 は 、 ほ と ん ど が 2 人 の みで あ る 。 彼 ら の 世 代 が 子 育 て を

す る 時 期 に は 、 彼 ら の 親 世 代 の よ う な 兄 弟 姉 妹 の 助 け 合 い を 期 待 す

る こ と が 難 し く な っ た の で あ る 。 落 合 教 授 は 、 わ が 国 で は 、 本 来 の

意 味 で の 核 家 族 化 が 、 こ の 時 期 か ら 始 ま っ た と 解 し て い る 。  

兄 弟 姉 妹 同 士 間 で の 子 育 て 、 親 の 介 護 の 助 け 合 い が 不 可 能 と な っ

た 場 合 、 政 府 等 の 支 援 が な け れ ば 、 子 供 の 養 育 、 親 の 介 護 問 題 が 表

面 化 し て く る こ と は 、 容 易 に 予 想 が つ く 。 子 育 て 、 親 の 介 護 を 妻 1

人 に 担 わ せ る 社 会 制 度 し か 存 在 し な い わ が 国 に お い て は 、1970 年 半

ば 以 降 、 出 生 率 は 下 が る 一 方 に な っ て い っ た の で あ る 。 一 方 、 経 済

面 で は 、 高 度 経 済 成 長 期 で あ っ た 60 年 代 と は 異 な り 70 年 代 以 降 、

経 済 成 長 は 失 速 し て い っ た 。 夫 の 収 入 は 不 安 定 に な り 、 家 計 を 助 け

る た め 、 妻 も パ ー ト に 出 始 め る よ う に な っ て い っ た 。 そ の 結 果 、 少

し ず つ 、 共 稼 ぎ 夫 婦 が 増 え て い く よ う に な っ た の で あ る （ 詳 細 は 第

4 章 ）。  

か つ て は 扶 養 、 被 扶 養 者 と い う 関 係 の 夫 婦 が ほ と ん ど で あ っ た の



 

 37 

が 、 非 常 に ゆ っ く り で は あ る が 、 し か し な が ら 確 実 に イ コ ー ル パ ー

ト ナ ー シ ッ プ の 関 係 を 持 つ 夫 婦 が 増 え て き て い る こ と は 確 か で あ る 。

伊 田 広 行 教 授 は 、「 個 人 で は な く カ ッ プ ル （ 夫 婦  /  家 族 ） が 社 会 ・

生 活・経 済 の 単 位 と な っ て い る 社 会 」を「 カ ッ プ ル・家 族 単 位 社 会 」

と 呼 び 、 そ こ で は 、 男 性 が 単 位 の 代 表 と さ れ 、 女 性 は 扶 養 さ れ る 者

と し て 「 シ ャ ド ー 化 」 し て し ま う 、 と 説 明 し て い る 。 一 方 、 今 後 の

社 会 は 「 シ ン グ ル 単 位 社 会 」 で あ り 、 個 人 が 社 会 ・ 生 活 ・ 経 済 の 単

位 と な り 、「 性 差 や 結 婚 と い う も の が 1 人 の 人 間 を 見 る 上 で 無 関 係 に

な る 社 会 」 に な っ て い く と 述 べ て い る 11。  

社 会 が 家 族 単 位 か ら 個 人 単 位 に な る と い う こ と は 、 家 族 を 持 つ も

つ 者 が 減 り 、 1 人 暮 ら し が 増 加 す る と い う こ と を 意 味 し て い る の で

は な い 。従 来 同 様 、「 標 準 家 族 」の 中 で生 活 し て い く 者 も 多 く 存 在 す

る 。 し か し 、 そ れ は 個 々 の 人 生 の 選 択 の 結 果 で あ り 、 そ の 選 択 を 常

識 と 考 え る の は 時 代 に 全 く 合 っ て い な い 。 従 来 の よ う に 家 族 が 社 会

の す べ て の 単 位 の 基 礎 と 考 え て 、 国 家 政 策 に 取 り 組 む 時 代 は 終 焉 し

た 、 と い う こ と で あ る 。  

個 人 単 位 社 会 へ の 移 行 は 、 個 人 単 位 社 会 に す べ き で あ る 、 と い っ

た も の で は な く 、 既 に 起 こ っ て い る も の で あ り 、 我 々 １ 人 １ 人 が 、

そ の 現 実 を し っ か り と 受 け 止 め な く て はな ら な い 。事 実 、民 法 で は 、

夫 婦 別 姓 や 、 5 年 間 の 事 実 上 別 居 に よ る 離 婚 の 認 可 等 、 労 働 基 準 法

の 女 子 保 護 規 定 撤 廃 、 男 女 雇 用 機 会 均 等 法 の 強 化 等 、 家 族 単 位 と し

て 制 定 さ れ て い た 法 律 が 個 人 単 位 へ と 改 正 さ れ て き て い る 。税 制 も 、

当 然 そ う あ る べ き で あ る 。  
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4  ま と め  

戦 後 、わ が 国 で は 、働 く 女 性 が 増 え 、専 業 主 婦 の 割 合 が 減 っ た と い

わ れ て い る が 、実 際 に は 、女 性 は 社 会 進 出 し て い な か っ た 。逆 に 、画

一 化 し 、み な 主 婦 化 し た の で あ っ た 。こ れ は 、戦 後 の わ が 国 の 産 業 構

造 の 変 化 お よ び 非 常 に 特 殊 な 人 口 学 的 条件 の も と 、わ ず か の 期 間 に 起

こ っ た 、稀 有 な 家 族 形 態 で あ っ た の で ある 。専 業 主 婦 と は 、こ の 特 殊

な 時 期 に の み 出 現 し た 特 殊 な 存 在 で あ っ た こ と が 明 ら か と な っ た 。  

こ の 特 殊 的 な 状 況 が 消 失 し 、 家 族 単 位 か ら 個 人 単 位 へ と 移 行 し た 現

代 に お い て は 、個 々 の 自 立 は 、も は や 理 想 論 で は な く 、現 実 問 題 と し

て 必 至 と な っ て い る も の な の で あ る 。そ の よ う な 時 代 に お い て 、配 偶

者 控 除 等 は ど の よ う な 意 義 を も つ の で あ ろ う か 。次 章 で は 、配 偶 者 控

除 等 の 現 代 に お け る 適 合 性 を 検 証 す る 。  

 
                                                   
1 松室猛「『人権』問題と『男女共同参画』『ジェンダーフリー』を考える」二水会定例講演

資料、2005 年 3 月、http://www.wombat.zaq.ne.jp/matsumuro/Genderfree.htm （2006

年 11 月 26 日訪問）、利谷信義「戸籍制度の役割と問題点」『ジュリスト』有斐 閣 、1059

号、1995 年 1月、12－19 頁。 
2 落合恵美子『21 世紀家族へ』第 3版、有斐閣選書、2004、27 頁。 
3 わが国において国勢調査が始まった1920年では、全就業者のうち54％が第一次産業（51％

が農業従事者）に就いており、女性に限った場合は、62％（61.7％が農業従事者）とな

る。ちなみに、2000 年の第一次産業従事者割合は 5％となっている。総務省統計局「国

勢調査結果の時系列データ」http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2000/6.htm （2006

年 11 月 26 日訪問）。このデータが第 1 次世界大戦後のものであることを考えると、第一

次産業従事者の割合は、明治期にはさらに大きかったことが推測される。 
4 千本暁子「日本における性別役割分業の形成―家計調査をとおして」荻野美穂・落合恵美

子他と共著『制度としての＜女＞』平凡社、1990 年、187－228 頁。 
5 この論は落合恵美子教授の次の内容を参照している。落合、前掲注 2、50－114 頁。 
6 国際協力機構『第二次人口と開発援助研究 －日本の経験を活かした人口援助の新たな展

開－』2003 年、91 頁。 
7 優生保護法第 1 条 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L156-old.html 
8 国際協力機構、前掲注 7、88 頁。 
9 落合、前掲注 2、57 頁。 
10 同上書、91－96 頁。 
11 伊田広行『性差別と資本制―シングル単位社会の提唱』啓文社、1995 年、9 頁。 
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第 4章    配 偶 者 控 除 等 の 存 在 意 義 の 希 薄 化  

 

1  「 生 め よ 殖 や せ よ 」 政 策 の 適 合 性  

ま ず 、「 生 め よ 殖 や せ よ 」 政 策 が 、 わ が 国 の 現 状 に 適 合 し て い る 政

策 で あ る か ど う か に つ い て 検 討 す る こ と に す る 。  

現 在 、 わ が 国 で は 少 子 化 問 題 が 声 高 に 叫 ば れ て い る 。 平 成 17 年 の

合 計 特 殊 出 生 率 は 1.25 と 過 去 最 低 水 準と な っ て い る 。 前 章 で 提 示 し

た 図 3－ 2 を み る と 、 わ が 国 の 合 計 特 殊 出 生 率 は 年 々 大 き く そ の 水 準

を 下 げ て き て い る こ と は 明 ら か で あ る 。  

 少 子 化 対 策 と し て 人 口 を 増 や す べ き と い う 意 見 が 正 し い か ど う か

の 議 論 は 別 に す る と し て 、わ が 国 で は 、現 在 、こ の 事 実 を 踏 ま え 、人

口 増 加 策 を 国 家 政 策 の 1 つ に 掲 げ て い る。政 府 税 制 調 査 会 に お い て も 、

そ の 流 れ を 受 け 、 少 子 化 対 策 に 向 け て の 税 制 の 実 現 を 目 指 し て い る 。

実 際 、 2003 年 6 月 の 政 府 税 制 調 査 会 の答 申 は 「 少 子 ・ 高 齢 社 会 に お

け る 税 制 の あ り 方 」 と い う タ イ ト ル で 発 表 さ れ て い る 。  

 で は 、「 生 め よ 殖 や せ よ 」政 策 は 、人 口 増 加 に 役 立 つ の で あ ろ う か 。  

答 え は 否 で あ る 。今 日 ま で 配 偶 者 控 除 等が 存 在 し て い る の に も か か わ

ら ず 、少 子 化 は 急 激 に 進 ん で い る こ と から 、そ の 答 え は 明 ら か で あ ろ

う 。第 2 章 で 検 証 し た よ う に 、こ の 政 策は 、第 2 次 世 界 大 戦 初 期 に 人

口 増 加 政 策 と し て 、扶 養 義 務 者 か ら 配 偶者 を 切 り 離 し て 独 立 さ せ 、女

性 の 役 割 を 、子 供 を 産 み 育 て る こ と に 限 定 さ せ る 目 的 を も っ て 、生 み

出 さ れ た も の で あ る 。  

現 在 に 至 る ま で の 間 で 、こ の 政 策 が 効 果を 発 し た 時 期 が 2 回 あ っ た 。

１ 回 目 が 、こ の 政 策 が と ら れ た 直 後 で ある 。こ こ で 、さ ら に 年 代 を 遡
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っ た 1880 年 か ら の 合 計 特 殊 出 生 率 の 推 移 を 提 示 し た い （ 図 4－ 1）。  

 

図 4－1 合計特殊出生率の長期的推移 

 

 

出所：落合恵美子『21世紀家族へ（第 3版）』有斐閣選書、2004 年、52 頁。図 3－1。 

 

こ の 図 か ら 、「 生 め よ 殖 や せ よ 」政 策 を おこ な っ た 1940 年 か ら 1950

年 に か け て 、合 計 特 殊 出 生 率 が ず ば 抜 け て 高 く な っ て い る こ と が わ か

る 。こ の 時 期 は 爆 発 的 に 人 口 が 増 加 し 、政 府 の 思 惑 通 り の 結 果 を も た

ら す こ と に 成 功 し た の で あ る 。当 時 、第 2 時 世 界 大 戦 初 期 と い う 非 常

に 緊 迫 し た 戦 時 下 の も と 、わ が 国 で は 軍 国 主 義 が 採 ら れ て い た 。個 人

の 権 利 や 自 由 が 否 定 さ れ て い た こ の 時 代に お い て 、国 家 政 策 に 背 く こ

と は 至 難 の 業 で あ っ た で あ ろ う こ と は 容 易 に 想 像 が つ く こ と で あ る 。

こ の 政 策 は 、非 常 に 特 殊 な 状 況 下 で 作 ら れ た も の で あ り 、当 時 と は 全

く 異 な る 民 主 主 義 の 現 代 に お い て 、国 民の 生 き 方 を 画 一 化 し よ う と す

る 政 策 は 、憲 法 の 国 民 の 自 由 と 権 利 を 奪う も の で あ り 、時 代 に そ ぐ わ
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な い 政 策 で あ る と 言 わ ざ る を 得 な い 。事 実 、戦 後 一 貫 し て 、配 偶 者 控

除 等 に よ る 専 業 主 婦 優 遇 政 策 が 採 ら れ て き て い る の に も か か わ ら ず 、

1960 年 前 後 か ら 1980 年 頃 ま で の 一 定期 間 を 除 き 、子 供 の 数 は 激 減 す

る 一 方 で あ る 。  

こ の 1960 年 前 後 か ら 1980 年 ご ろ ま で の 一 定 期 間 が 、2 回 目 の「 生

め よ 殖 や せ よ 」 政 策 の 成 功 時 期 で あ る 。図 3－ 1 か ら も 見 て と れ る よ

う に 、こ の 時 期 の 出 産 率 は 、ほ ぼ 横 ば いを 続 け て お り 、出 産 率 が 増 加

し た と い う よ り も 安 定 し て い た 時 期 で ある 、と い え る 。そ の 理 由 は 前

章 で み た と お り で あ る 。  

配 偶 者 控 除 等 が 存 在 し て い て も 少 子 化 は 進 ん で い る 。つ ま り 、子 供

を 生 み 育 て る た め に 専 業 主 婦 化 す る 女 性 を 支 援 す る 配 偶 者 控 除 等 の

存 在 は 、少 子 化 を 食 い 止 め る 力 を 持 っ てい な い の で あ る 。こ の こ と か

ら 、出 生 率 と 配 偶 者 控 除 等 の 存 在 に は 関 係 が な い こ と が わ か る 。出 生

率 の 動 向 は 、実 際 に は 、社 会 環 境 の 変 化に 大 き く 依 存 し て い る の で あ

る 。  

そ の 証 拠 と し て 、 男 女 共 同 参 画 会 議 少 子 化 と 男 女 共 同 参 画 に 関 す る

専 門 調 査 会『 少 子 化 と 男 女 共 同 参 画 に 関す る 社 会 環 境 の 国 際 比 較 報 告

書 』 (以 下 、 男 女 共 同 参 画 会 議 と い う )が 分 析 し た 、 社 会 環 境 と 出 生 率

の 関 係 を 紹 介 し た い 。 男 女 共 同 参 画 会 議 で は 、 OECD 加 盟 国 30 か 国 の

う ち 1 人 当 た り GDP が 1 万 ド ル 以 上 で ある 24 か 国 を 、1980－ 2000 年

の 合 計 特 殊 出 生 率 の 変 化 率 、 2000 年 の 合 計 特 殊 出 生 率 の 水 準 、 お よ

び 、 2000 年 の 女 性 労 働 力 率 の 水 準 に より 、 5 タ イ プ に 類 型 化 し た 。  

ま ず 、24 か 国 を 、合 計 特 殊 出 生 率 が 上 昇し た 国（ タ イ プ A：ア メ リ

カ 、ノ ル ウ ェ ー 、デ ン マ ー ク 、フ ィ ン ラ ン ド 、オ ラ ン ダ 、ル ク セ ン ブ
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ル ク ）と 低 下 し た 国 に 分 類 し た 。さ ら に 、合 計 特 殊 出 生 率 が 低 下 し た

国 を 2000 年 の 合 計 特 殊 出 生 率 が 24 か 国 の 平 均 以 上 で 合 計 特 殊 出 生 率

の 減 少 率 が 18 か 国 の 平 均（ 20％ ）未 満 の 国（ タ イ プ Ｂ 1：ア イ ス ラ ン

ド 、ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 、オ ー ス ト ラ リ ア、フ ラ ン ス 、ベ ル ギ ー 、イ ギ

リ ス ）、 2000 年 の 合 計 特 殊 出 生 率 が 24 か 国 の 平 均 未 満 で 、 合 計 特 殊

出 生 率 の 減 少 率 が 18 か 国 の 平 均 （ 20％ ） 未 満 の 国 （ B2： ス ウ ェ ー デ

ン 、 ス イ ス 、 カ ナ ダ 、 ド イ ツ 、 オ ー ス ト リ ア ）、 2000 年 の 合 計 特 殊 出

生 率 が 24 か 国 の 平 均 以 上 で あ り 、合 計特 殊 出 生 率 の 減 少 率 が 18 か 国

の 平 均 （ 20％ ） 以 上 の 国 （ C１ ： ア イ ル ラ ン ド ）、 2000 年 の 合 計 特 殊

出 生 率 が 24 か 国 の 平 均 未 満 で あ り 、合 計 特 殊 出 生 率 の 減 少 率 が 18 か

国 の 平 均（ 20％ ）以 上 の 国（ C2:  ポ ル ト ガ ル 、韓 国 、日 本 、ギ リ シ ャ 、

ス ペ イ ン 、 イ タ リ ア ） に 分 類 し た 。  

さ ら に 、男 女 共 同 参 画 会 議 は 、Ⅰ .  仕 事 と 生 活 の 両 立 可 能 性（ 1 .  適

正 な 労 働 時 間（ 過 度 の 労 働 時 間 で は な い こ と ）、2．働 き 方 の 柔 軟 性 ）、

Ⅱ ． 子 育 て 支 援 の 充 実 度 (１ ． 地 域 の 子 育 て 費 用 の 軽 減 、 2． 子 育 て 費

用 の 軽 減 、3．家 族 に よ る 支 援 )、Ⅲ ．ラ イ フ ス タ イ ル 選 択 の 多 様 性（ １ ．

家 庭 内 役 割 分 担 の 柔 軟 性 、 2．社 会 の 多 様 性 寛 容 度 、 3．雇 用 機 会 の 均

等 度 ）、 Ⅳ ． 若 者 の 自 立 可 能 性 、 Ⅴ ． 社 会 の 安 全 安 心 度 、 に よ り 、 社

会 環 境 指 数 を 分 析 し て い る 。 そ の 結 果 、タ イ プ Ａ 、 Ｂ 1、 Ｂ 2、 Ｃ 1 の

数 か 国 と わ が 国 の 社 会 環 境 を 比 較 す る と 、ほ ぼ す べ て の 項 目 に お い て 、

わ が 国 の 社 会 環 境 指 数 が 低 い こ と が わ か る （ 図 4－ 2）。  
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       図 4－2 タイプＡ、Ｂ1、Ｂ2、Ｃ1 に属する国とわが国の社会環境指数の比較 

  タ イ プ A 

   

   
 タ イ プ B１  

 
 タ イ プ B2 

 
出所：男女共同参画会議 少子化と男女共同参画に関する専門調査会『少子化と男女共

同参画に関する社会環境の国際比較報告書』2005 年、32－34 頁。 
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タ イ プ A お よ び B に 属 す る 国 で は 、 1970 年 以 降 、 子 育 て に か か る

費 用 を 直 接 的 に 軽 減 さ せ る た め の 施 策 を採 っ て き て い る 。イ ギ リ ス や

オ ラ ン ダ で は 、70 年 代 に 、配 偶 者 を 含 め た 家 族 全 体 を 対 象 と す る 扶 養

控 除 や 手 当 か ら 子 供 を 対 象 と し た も の へ、カ ナ ダ で は 、90 年 代 に 、税

額 控 除 か ら 手 当・ 給 付 へ と 政 策 変 換 を 行っ て き た 。そ の 一 方 、出 産 や

子 育 て に 伴 う 機 会 費 用 を 下 げ る た め の 両 立 支 援 策 と し て 、保 育 と 働 き

方 に 関 す る 施 策 を み て い る 。 保 育 に つ い て は 、 福 祉 か ら サ ー ビ ス へ 、

支 援 対 象 層 の 拡 大 等 の 動 き が み ら れ 、働き 方 に つ い て は 、育 児 休 暇 に

関 し て 、制 度 の 導 入 、休 業 給 付 の 導 入 、父 親 の 育 児 休 暇 の 権 利 を 認 め

る 動 き の ほ か 、賃 金 や 待 遇 に 関 す る 男 女差 の 解 消 や パ ー ト と フ ル タ イ

ム の 格 差 解 消 、労 働 時 間 の 短 縮 や 多 様 な働 き 方 を 認 め る こ と に よ る ワ

ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス の 推 進 等 の 動 き が み ら れ る 。  

男 女 共 同 参 画 会 議 は 、こ れ ら の 動 き が 、タ イ プ A の ア メ リ カ 、フ ィ

ン ラ ン ド の よ う に 、一 方 は 、民 間 の 自 由市 場 ベ ー ス の 子 育 て 支 援・雇

用 政 策 を 採 用 し 、他 方 は 、公 的 な 施 策 を中 心 と し た 政 策 を 採 用 す る と

い っ た 具 合 に 、全 く 異 な っ た 社 会 保 障 シ ス テ ム を 採 用 し て い る に も か

か わ ら ず 、社 会 環 境 指 数 に よ り 示 し た 場 合 、ど ち ら も 同 様 に 、多 様 な

ラ イ フ ス タ イ ル の 選 択 が 可 能 な 社 会 と な っ て い る 点 に も 注 目 し て い

る 1。  

タ イ プ A、 B 諸 国 は 、 多 様 な ラ イ フ ス タ イ ル に 対 応 で き る 環 境 作 り

に 邁 進 し て 続 け て お り 、そ の 結 果 、女 性労 働 力 率 が 上 昇 し 、出 生 率 も

上 昇 し た の で あ る （ 図 4－ 3）。 男 女 共 同 参 画 会 議 も 、 図 4－ 3 に つ い

て 、「 出 生 率 と 労 働 力 率 の 間 に 固 定 的 な 関 係 が あ る の で は な く 、 双 方

に 影 響 を 及 ぼ す 社 会 環 境 が 介 在 し 、 そ うし た 社 会 環 境 の 変 化 が 、 2 変
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数 の 相 関 関 係 に 変 化 を も た ら し た と 推 測さ れ る 」と の 分 析 を し て い る

2。換 言 す れ ば 、多 様 な ラ イ フ ス タ イ ル に向 け て の 社 会 環 境 の 変 化 が な

け れ ば 、 出 生 率 を 上 げ る こ と は 難 し い と い え る 。  

 

  図 4－3  OECD 加盟 24 か国における合計特殊出生率と女性労働力率（15－64 歳） 

 
出所：男女共同参画会議 少子化と男女共同参画に関する専門調査会『少子化と男女

共同参画に関する社会環境の国際比較報告書』2005 年、4 頁。 
 

と こ ろ が 、 わ が 国 の 社 会 環 境 は 固 定 化 し た ま ま で あ る 。 そ の 結 果 、

タ イ プ A、B 諸 国 と 比 較 す る と 女 性 労 働 力 率 も 出 生 率 も 伸 び て い な い

の で あ る 。少 子 化 を 防 ぐ た め に 必 要 な こと は 、子 育 て の た め に 女 性 を

家 庭 に 留 め さ せ 専 業 主 婦 と さ せ る 「 生 め よ 殖 や せ よ 」 政 策 で は な く 、

男 女 共 に 働 き な が ら 子 育 て を し や す い 環 境 を 整 備 し 、多 様 な ラ イ フ ス

タ イ ル の 選 択 が 可 能 な 社 会 環 境 を 作 り あげ る こ と で あ る 。  
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以 上 の こ と か ら 、「 生 め よ 殖 や せ よ 」 政 策 と し て の 配 偶 者 控 除 等 の

存 在 意 義 は な い と い う こ と が で き る 。  

 

2 「 妻 の 座 確 保 」 政 策 の 適 合 性  

も う 1 つ の 配 偶 者 控 除 等 の 創 設 理 由 で ある「 妻 の 座 確 保 」政 策 に つ

い て 、そ の 適 合 性 を 検 討 す る 。図 4－ 4 に 示 さ れ る よ う に 、現 在 で は 、

「 妻 の 座 」を 確 保 さ れ る べ き 対 象 で あ る 専 業 主 婦 数 が 、確 実 に 減 少 し

て き て い る 。そ の 理 由 は 、前 章 に お い て詳 し く 述 べ た と お り 、社 会 状

況 の 変 化 に よ り 、 家 族 形 態 の 多 様 化 が 進 み 、「 標 準 世 帯 」 の 数 が 急 速

に 減 っ て き て い る た め で あ る 。  

 
図 4－4 専業主婦数の変移 

 
 出所：内閣府『国民生活白書(平成13年版)―家族の暮らしと構造計画－ 説明資料 』、

2001 年、6頁、図 1。 

 

60 年 代 、 70 年 代 、 80 年 代 に お い て は 、 既 婚 女 性 の 約 35％ 、 ピ ー ク

時 の 80 年 に は 40％ 弱 が 専 業 主 婦 で あっ た 。「 標 準 世 帯 」 こ そ が 家 族
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で あ る と 、国 民 の 間 で 画 一 さ れ た 考 え 方が 強 く 浸 透 し て い た こ の 時 代

に お い て は 、少 数 の 子 供 を し っ か り と 育て 上 げ 、家 庭 を 守 る と い う 妻

の 役 割 に は 、一 定 の 評 価 を 与 え て し か るべ き で あ っ た こ と は 十 分 に 理

解 で き る こ と で あ る 。  

し か し な が ら 、 バ ブ ル 経 済 が 崩 壊 し た 90 年 代 前 半 以 降 、 共 働 き 世

帯 の 数 は 、夫 と 専 業 主 婦 か ら な る 世 帯 の数 を 上 回 る よ う に な り 、2000

年 に 入 っ て か ら は そ の 差 は 徐 々 に 開 き つつ あ る （ 図 4－ 5）。  

 
図 4－5 共働働き世帯の割合 

 

出所：内閣府「男女共同参画白書（平成 17 年版）」、2004 年、70 頁、第 1－2－15 図。 

 

こ こ で 、こ の 統 計 に お け る 雇 用 に は パ ート も 含 ま れ て い る と い う こ

と に 注 目 し た い 。女 性 の 雇 用 形 態 に お け る パ ー ト と 正 社 員 の 比 率 を み

て み る と 、 パ ー ト の 比 率 が 年 々 増 加 し てい る こ と が わ か る （ 図 4－ 6）

3。 パ ー ト と し て 働 く 理 由 と し て は 、「 家 計 の 足 し に す る た め 」 と 「 生
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活 を 維 持 す る た め 」が 圧 倒 的 に 多 く 、ほ と ん ど の 女 性 が 経 済 的 理 由 に

よ り パ ー ト と し て 働 い て い る こ と が わ か る （ 図 4－ 7）。  

 
図 4－6 女性の雇用形態におけるパートと正社員の比率 

 
出所：総務省統計局「就業構造基本調査」2005 年。 
h t tp : / /www.mhlw.go . jp /houdou /2005 /03 /h0328 -7a .html  
 
 
図 4－7 パートとして働く理由 

 

 出所：21 世紀職業財団『パートタイム労働者実態調査結果概要』、2005 年。 

 

社 会 状 況 の 変 化 に つ れ て 、家 族 形 態 も大 き く 変 化 し て き た 。そ も そ
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も 家 族 の 中 で 夫 の み が 家 計 を 支 え る と い う の は 、日 本 の 近 年 の 歴 史 に

お い て 、 第 2 次 世 界 大 戦 後 の 20、 30 年 間 ほ ど の 非 常 に 僅 か な 期 間 に

起 き た 特 殊 な 現 象 で あ っ た の で あ る 。そ の こ と を 考 慮 す る と 、現 代 に

お け る 家 庭 の あ り 方 は 、本 来 あ っ た 姿 に戻 っ た に 過 ぎ な い と も い え る 。 

経 済 の さ ら な る グ ロ ー バ ル 化 に 伴 う 企 業間 競 争 激 化 の 中 、夫 の 雇 用

は ま す ま す 不 安 定 な も の と な り 、今 後 、共 働 き 世 帯 数 は さ ら に 増 加 し

て い く こ と が 容 易 に 予 測 さ れ る 。 そ の 時 代 に お い て 、「 妻 の 座 」 を 満

喫 で き る の は 、一 部 の 富 裕 層 に 限 ら れ る で あ ろ う 。多 く の 国 民 に と っ

て は 、「 妻 の 座 」 は 陳 腐 化 し た 概 念 で あ る と い わ ざ る を え な い 。 し た

が っ て 、「 妻 の 座 確 保 」 政 策 の た め の 配 偶 者 控 除 等 の 存 在 意 義 は 希 薄

化 し て い る と い え る 。  

 

３  配 偶 者 控 除 等 の 現 行 の 問 題 点  

そ れ で は 、現 代 に 適 さ な い 配 偶 者 控 除 等 が い ま だ 存 在 し て い る こ と

に よ る 問 題 、お よ び 配 偶 者 控 除 等 が 今 後も 維 持 さ れ る こ と で 起 こ り う

る 問 題 と し て 、 ど の よ う な こ と が あ る の か 。  

ま ず は 、配 偶 者 控 除 等 の 適 用 状 況 に つ い て 検 証 す る 。配 偶 者 控 除 適

用 状 況 の 推 移 （ 図 4－ 8） を み る と 、図 4－ 4 の 専 業 主 婦 の 数 の 減 少 に

伴 っ て 、配 偶 者 控 除 の 適 用 者 数 も 当 然 の こ と な が ら 徐 々 に 減 っ て き て

い る の が わ か る 。  
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図 4－8 配偶者控除等適用状況の推移 

 
出典：日本総合研究所『配偶者控除のあり方と少子化・子育て対策～望まれる一体

的視点からの見直し～』、2002 年、11 頁。 

  

し か し な が ら 、専 業 主 婦 の 減 少 度 合 い に比 べ る と 、配 偶 者 控 除 等 適

用 者 数 の 減 少 度 合 い は 緩 や か に な っ て いる 。こ れ は 、専 業 主 婦 に は パ

ー ト と し て 働 い て い る 者 が 含 ま れ て い ない た め で あ る 。専 業 主 婦 数 と

配 偶 者 控 除 等 適 用 者 数 の 差 は 、共 働 き 世 帯 で は あ る も の の 妻 の 年 収 が

103 万 円 未 満 で あ り 、 配 偶 者 控 除 等 を 受け て い る 世 帯 の 数 を 表 し て い

る こ と に 起 因 し て い る と 思 わ れ る 。つ まり 、配 偶 者 控 除 等 を 受 け る た

め に 年 収 又 は 労 働 時 間 を 調 整 す る こ と 、い わ ゆ る「 103 万 円 の 壁 」が 、

現 在 に お い て も 、 根 強 く 残 っ て い る こ と の 表 れ で あ る と い え る 。  

そ の 裏 づ け と し て 、 図 4－ 9 を 提 示 し たい 。 こ れ は 、 既 出 の 財 団 法

人 21 世 紀 職 業 財 団 が 、 2001 年 と 2005 年 に 、 パ ー ト タ イ マ ー の 年 収

又 は 労 働 時 間 の 調 整 の 有 無 と そ の 理 由 に つ い て 調 査 し た 結 果 で あ る 。

こ の 調 査 に よ る と 、年 収 又 は 労 働 時 間 の調 整 を し て い る パ ー ト タ イ マ

ー の 割 合 は 、2001 年 は 22 .6％ で あ っ た の が 、2005 年 に は 32 .5％ と な
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り 、 わ ず か 4 年 の 間 に 約 10 ポ イ ン ト も 増 加 し て い る こ と が わ か る 。  

さ ら に 、そ の 調 整 理 由 を 同 調 査 か ら み て み る と 、配 偶 者 控 除 等 の 適

用 を 受 け る た め に 調 整 を し て い る 者 が ほ と ん ど で あ る こ と が 明 ら か

と な っ て い る（ 図 4－ 10）。ま た 、企 業 の 配 偶 者 手 当 も 税 制 の 配 偶 者 控

除 等 を 基 礎 と し て 規 定 さ れ て い る こ と を 考 慮 す る と 、配 偶 者 控 除 等 が 、

他 の 調 整 理 由 に 比 べ て 、パ ー ト タ イ マ ーの 就 業 調 整 の 最 大 の 理 由 で あ

り 、そ の 影 響 は 、就 業 調 整 を し て い る 者の ほ ぼ 全 員 に 及 ん で い る と い

え る 4。つ ま り 、 103 万 円 の 壁 は 、近 年 に お い て 、従 来 よ り も さ ら に 大

き な 壁 と な っ て い る の で あ る 。  

 

図 4－9 年収の調整または労働時間の調整の有無（複数回答） 

0

14.2

35

28.1

22.6

1.5

6.2

30.1

29.6

32.5

0 10 20 30 40

無回答

わからない

調整の必要がない

関係なく働く

調整している

(%)

2005年

2001年

 

  出所：21 世紀職業財団『パートタイム労働者実態調査結果概要』、2005 年、第 63 表。 
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図 4－ 10  年収を調整する理由（複数回答） 
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会社の都合により雇用保険、厚生年金等の加入要件に該当しないようにしているため

正社員の所定労働時間の3/4以上になると健康保険、厚生年金等に加入しなければならないか

ら

労働時間が週の所定時間20時間以上になると雇用保険に加入しなければならないため

一定額（130万円）を 超えると配偶者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはずれ、自分で健

康保険等に加入しなければならなくなるから

一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当がもらえなくなるから

一定額を超えると配偶者の税制上の配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除控除が少なくなる

から

自分の所得税の非課税限度額（103万円）を超えると税金を支払わなければならないから

(%)  

  出所：21 世紀職業財団『パートタイム労働者実態調査結果概要』、2005 年、第 64 表。 

 

こ の よ う な 就 業 調 整 に つ い て 、労 働 省 婦 人 局 が 出 し た『 働 く 女 性 の

実 情（ 平 成 5 年 版 ）』で は 、「 就 業 調 整 は 、パ ー ト タ イ ム 労 働 者 自 身 の

収 入 を 低 位 に と ど め る 原 因 の 1 つ と な っ て い る だ け で な く 、職 場 が 繁

忙 期 で あ っ て も 休 む こ と に よ っ て 他 の 労 働 者 に 業 務 が し わ 寄 せ さ れ 、

企 業 内 に お い て パ ー ト タ イ ム 労 働 者 全 体 が 当 て に で き な い 労 働 者 と

み ら れ る と い う 結 果 を 招 い て い る の の みな ら ず 、社 会 的 に も パ ー ト タ

イ ム 労 働 を 補 助 的 労 働 と し て 認 識 さ せ る 原 因 の 1 つ と も な っ て い る 5」

と の 指 摘 が な さ れ て い る 。  

わ が 国 の パ ー ト タ イ ム 労 働 者 の 置 か れ て い る 状 況 を み て み る と 、他

国 と 比 較 し て 、フ ル タ イ ム 労 働 者 と の 賃 金 格 差 が 非 常 に 大 き い こ と が
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わ か る（ 図 4－ 11）。さ ら に 加 え て 、わ が国 に お け る フ ル タ イ ム 労 働 者

と パ ー ト タ イ ム 労 働 者 の 賃 金 格 差 は 年 々 大 き く な っ て い る 。（ 図 4－

12）。 つ ま り 、 わ が 国 に お け る パ ー ト タ イ ム 労 働 者 の 地 位 は 非 常 に 低

く 設 定 さ れ て い る の で あ る 。そ の 結 果 、パ ー ト タ イ ム 労 働 者 の ほ と ん

ど を 占 め る 女 性 の 賃 金 は 一 家 の 家 計 の 補 助 的 な 稼 ぎ に し か な っ て い

な い の で あ る 。こ の こ と が 、男 性 に 比 べ て 、女 性 の 社 会 的 地 位 が 低 い

も の に 甘 ん じ さ せ ら れ て い る 大 き な 原 因の 1 つ と な っ て お り 、配 偶 者

控 除 等 は 、性 別 分 業 や 性 別 役 割 を 支 え てき て い る 制 度 と な っ て い る の

で あ る 。 以 上 の こ と か ら 、「 妻 の 座 」 を 確 保 さ せ て い る 配 偶 者 控 除 等

の 存 在 は 、女 性 の 社 会 進 出 の 妨 げ に な っ て い る 、と 結 論 付 け る こ と が

で き る 。  

 
図 4－11 フルタイム・パートタイムの賃金格差の国際比較 

 
 

  出所：国民生活審議会総合企画部会『雇用・人材・情報化委員会報告 働き方とライ

フスタイルの変革―ITを活かして多様な選択肢の実現を―』2002年、3頁。 
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図 4－12 フルタイム・パートタイム労働者の賃金格差の推移 

 
  出所：国民生活審議会総合企画部会『雇用・人材・情報化委員会報告 働き方とライ

フスタイルの変革―ITを活かして多様な選択肢の実現を―』2002年、3頁。 

 

配 偶 者 控 除 等 の 存 在 に よ り 引 き 起 こ さ れ て い る も う 1 つ の 問 題 点 は 、

現 行 制 度 は 、富 裕 層 を 優 遇 す る 結 果 を もた ら し て お り 、税 制 が 果 た す

べ き 所 得 再 分 配 が 機 能 し て い な い 点 で ある 。図 4－ 13 そ の 1 は 、配 偶

者 控 除 等 適 用 者 の 給 与 階 層 の 内 訳 と そ れ ぞ れ の 給 与 階 層 が 給 与 所 得

者 全 体 の う ち ど の く ら い か の 割 合 を 占 め て い る の か を 同 時 に 表 し た

も の で あ る 6。こ れ に よ る と 、配 偶 者 控 除等 の 適 用 者 の 多 く は 、わ が 国

の １ 世 帯 平 均 所 得 で あ る 580 万 円（ 図 4－ 14）よ り も 多 い 階 層 で 多 数

の 世 帯 に お い て 適 用 さ れ て い る 。年 間 給 与 所 得 が 800 万 円 以 上 の 世 帯

で は 、半 数 以 上 の 世 帯 に お い て 配 偶 者 控 除 等 が 適 用 さ れ て お り 、年 間

給 与 所 得 が 1000 万 円 以 上 の 世 帯 に お い て は 、そ の 適 用 割 合 は 約 65％

に も 上 っ て い る 。所 得 が 多 く な れ ば な る ほ ど 、適 用 者 数 は 増 加 し て い
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る 。  

そ の 一 方 で 、給 与 所 得 者 全 体 の う ち の 各 給 与 階 層 の 占 め る 割 合 を み

て み る と 、平 均 所 得 の 約 600 万 円 以 下 で全 体 の 60％ を 占 め て お り（ 図

4－ 14）、 給 与 所 得 者 の 半 数 以 上 が 100 万 円 か ら 500 万 円 の 所 得 に 集

中 し て い る 。 さ ら に 、 図 4－ 13 そ の 1 に よ れ ば 、 こ の 100 万 円 か ら

500 万 円 の 所 得 階 級 に お い て は 、 配 偶 者 控 除 等 の 適 用 者 数 が 非 常 に 少

な い 。  

こ れ ら の デ ー タ か ら 、配 偶 者 控 除 は 高 所得 者 を 優 遇 す る 機 能 を 果 た

し て い る こ と が わ か る 。つ ま り 、配 偶 者 控 除 等 の 恩 恵 を 受 け て い る の

は 、相 対 的 に は 、富 裕 層 が 多 く 、低 所 得 者 層 に つ い て は 、本 来 所 得 分

配 さ れ る べ き 者 で あ る に も か か わ ら ず 、配 偶 者 控 除 等 の 制 度 に よ る 恩

恵 を 受 け て い る 者 は 少 な い 結 果 と な っ て い る の で あ る 。こ れ は 、少 し

で も 多 く の 生 活 費 を 必 要 と す る 低 所 得 者 層 に お い て は 、配 偶 者 控 除 等

の 適 用 を 受 け る た め に 、妻 の 年 間 収 入 や労 働 時 間 を 調 整 す る 余 裕 な ど

は な い こ と に 起 因 し て い る と 思 わ れ る 。結 果 的 に 、富 裕 層 を 優 遇 す る

制 度 と な っ て お り 、配 偶 者 控 除 等 は 所 得分 配 機 能 を 阻 害 し て い る の で

は な い か 、 と 考 え る こ と が で き る 。  

図 4－ 13 そ の 1 と 同 様 の 図 を 、 配 偶 者 控 除 が 創 設 さ れ た 頃 の 1963

年 の デ ー タ を も と に 作 成 し た も の が 図 4－ 13 そ の 2 で あ る 。 1963 年

と 2005 年 の 図 を 比 較 す る と 、 給 与 階 層 別 配 偶 者 控 除 適 用 者 割 合 を 表

す 棒 グ ラ フ と 給 与 所 得 者 全 体 に 占 め る 当 該 給 与 階 級 者 割 合 を 表 す 折

れ 線 グ ラ フ の 差 が 、現 在 で は 、配 偶 者 控 除 創 設 時 よ り も 、さ ら に 大 き

く な っ て き て い る こ と が わ か る 。こ れ は 、富 め る 者 と そ う で な い 者 と

の 所 得 格 差 を よ り 一 層 大 き な も の に し て い る こ と を 証 明 し て い る と
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い え る 。今 日 、わ が 国 に お け る 大 き な 問 題 点 の 1 つ と し て 格 差 社 会 が

顕 著 に な り つ つ あ る こ と が 挙 げ ら れ て いる が 、こ の 制 度 を 維 持 し て い

く と 、所 得 に よ る 格 差 が さ ら に 広 が っ て い く こ と が 懸 念 さ れ る の で あ

る 。  

 

図 4－13 給与階層別にみる配偶者控除等適用者と給与所得者全体に当該給与階級
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出所：国税庁『平成 17 年分税務統計から見た民間給与の実態―国税庁民間給与実

態統計調査結果報告―』により作成 
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その 2 1963 年 
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出所：国税庁『昭和 38 年分税務統計から見た民間給与の実態―国税庁民間給与実

態統計調査結果報告―』により作成 
 
 
図 4－14 平成 17 年度所得金額階級別世帯数の相対度数分布 

 
 

 出所：厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室「平成 17 年国

民生活基礎調査の概況」2006 年、7頁。 
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４  ま と め  

 以 上 の 検 討 か ら 、配 偶 者 控 除 等 は わ が 国 の 現 状 に は 適 し て い な い こ

と 、 配 偶 者 控 除 等 の 存 在 に は 、 1 つ は 、女 性 の 社 会 進 出 が 妨 げ ら れ て

い る こ と 、そ し て も う 1 つ は 、所 得 再 分 配 機 能 を 果 た し て お ら ず 、富

裕 層 に と っ て 優 遇 的 な 制 度 と な っ て い る た め 、さ ら な る 格 差 社 会 を 引

き 起 こ す 可 能 性 が あ る こ と 、の 2 つ の 問 題 点 が あ る こ と が 明 ら か と な

っ た 。で は 、こ の 問 題 を 解 決 す る た め に人 的 控 除 制 度 は ど う あ る べ き

で あ ろ う か 。 次 章 で は 、 そ の 解 決 案 に つ い て 筆 者 の 提 案 を 開 陳 す る 。 

 

                                                   
1 同上書、76 頁。 
2 男女共同参画会議 少子化と男女共同参画に関する専門調査会『少子化と男女共同参画に

関する社会環境の国際比較報告書』2005 年、71 頁。 
3 パート形態で働く女性が増えている理由としては、「自分の都合の良い時間（日）に働き

たい」（50％）、「勤務時間・日数が短い」（31.2％）、がトップにあげられている。しかし、

その次に多い理由に「家事・育児の事情で正社員として働けない」（14％）、「正社員とし

て働ける会社がない」（21.1％）があり、企業側の雇用が、国内のバブル経済崩壊及び経

済のグローバル化により企業間競争が正社員よりも派遣社員やパートタイマーとして女

性を雇用するケースが増えてきていることとも関連していると思われる。アンケート結

果は

ht tp : / /www.j iwe .or. jp / j yoho / chosa /h1709_part t ime /ko j in2 .html#6 
に よ る 。  

4 図 4－10 から社会保険料の支払い要件である 130 万円の壁も、確実に存在していること

が明らかである。配偶者控除等の廃止については、公的年金の第 3 号被保険者に関する

制度の見直しとともに行われることが、女性の社会進出の壁を撤廃する上で不可欠であ

ることは明らかである。 
5 労働省婦人局編『働く女性の実情（平成 5 年版）』大蔵省印刷局、1993 年、60 頁。 
6 課税最低限に年間収入金額が達しない者には配偶者控除等の適用はないことも、低所得者

層における配偶者控除等の適用者数が少ない理由の 1 つであり、図 4－13 にはこれらの

者は含まれていない。 
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第 5 章  今 後 の 人 的 控 除 の あ り 方  

 

1  人 的 控 除 整 理 の 3 つ の 類 型  

人 的 控 除 を 理 論 的 に 整 理 す る 場 合 、次 の 3 つ の 類 型 に 分 け る こ と が

で き る 。① 基 礎 控 除 、配 偶 者 控 除 、扶 養控 除 の 3 つ に 分 類 す る 。② 配

偶 者 控 除 を 廃 止 し 、基 礎 控 除 と 扶 養 控 除の 2 つ に 集 約 す る 。③ 配 偶 者

控 除 及 び 扶 養 控 除 を 廃 止 し 、 人 的 控 除 を基 礎 控 除 の み に す る 。  

実 際 、 こ の 分 類 方 法 は 、 政 府 税 制 調 査 会が 2002 年 6 月 に 発 表 し た

『 あ る べ き 税 制 の 構 築 に 向 け た 基 本 方 針 』（ 以 下 、『 基 本 方 針 』） に お

い て も 、 人 的 控 除 整 理 の 考 え 方 と し て 紹 介 さ れ て い る 1 (図 5－ 1)。  

 

図 5－1 人的控除整理の考え方 

 

出所：政府税制調査会『資料（所得税関係）』2002 年 9月。5 頁。 

 

現 行 で は 、扶 養 に よ る 担 税 力 の 減 殺 に 配 慮 す る と い う 観 点 か ら 、①

の よ う な 分 類 を 基 本 と し 、 配 偶 者 控 除 お よ び 扶 養 控 除 の そ れ ぞ れ に 、
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配 偶 者 特 別 控 除 、 特 定 扶 養 控 除 を 設 定 し、 70 歳 以 上 の 者 に つ い て は 、

そ れ ぞ れ 老 人 配 偶 者 控 除 、老 人 扶 養 控 除と し て 控 除 額 を 通 常 よ り も 高

く 設 定 し て い る （ 図 1－ 1）。 特 定 控 除 、 つ ま り 図 1－ 1 の 表 で の 飛 び

出 て い る 部 分 を 廃 止 し 、人 的 控 除 を 、最も 基 礎 的 な 3 つ の 控 除 、基 礎

控 除 、配 偶 者 控 除 、お よ び 扶 養 控 除 の みと す る 、と い う 考 え 方 で あ る 。  

② の 考 え 方 は 、基 本 的 に は 本 人 の 基 礎 控 除 の み と す る と の 考 え 方 に

基 づ く も の で あ る 。つ ま り 、妻 の 年 収 が 103 万 円 未 満 の 場 合 に は 、当

人 の 基 礎 控 除 に 加 え 、そ の 者 の 配 偶 者 で あ る 夫 か ら 配 偶 者 控 除 分 を 減

額 す る こ と が で き る と い う 、人 的 控 除 の二 重 控 除 を 排 除 す る と い う も

の で あ る 。換 言 す れ ば 、原 則 と し て 、夫は 本 人 の 基 礎 控 除 の み が 適 用

と な り 、扶 養 親 族 が い れ ば 、例 外 と して そ れ ら の 者 の 扶 養 負 担 分 に つ

い て 控 除 を 受 け る こ と が で き る 、 と い う こ と に な る 。  

扶 養 控 除 に つ い て も 、配 偶 者 控 除 と 同 様に 、当 人 の 基 礎 控 除 に 加 え 、

そ の 者 の 扶 養 者 か ら 扶 養 控 除 分 を 減 額 す る こ と が で き る と い う 、人 的

控 除 を 二 重 に 適 用 し て い る と い う 問 題 が あ る 。 そ れ に も か か わ ら ず 、

配 偶 者 控 除 の み を 廃 止 対 象 と す る 理 由 に つ い て 、『 基 本 方 針 』 で は 、

次 の よ う に 説 明 し て い る 2。「 成 人 は 自 ら 就 労 し て 所 得 を 稼 得 し 、 自 ら

に 基 礎 控 除 を 適 用 す る 可 能 性 を 持 つ た め 、こ れ を 扶 養 す る 者 に つ い て

扶 養 控 除 の 適 用 を 認 め な い 。し か し 、児 童 及 び 老 齢 の 親 族 に つ い て は 、

就 労 す る 機 会 も 乏 し く 、自 ら に 基 礎 控 除を 適 用 す る 可 能 性 が 少 な い こ

と か ら 、 扶 養 控 除 と し て 取 り 込 む 。」  

今 日 、 特 に 2000 年 以 降 、 就 職 も 進 学 も せ ず 職 探 し も し な い 、 あ る

い は で き な い 15－ 34 歳 の 者 で あ る ニ ート の 数 が 急 増 し て い る 3。彼 ら

の ほ と ん ど が 扶 養 控 除 対 象 者 と な っ て い る 事 実 を 受 け 、『 基 本 方 針 』
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で は 、 扶 養 控 除 対 象 者 を 児 童 及 び 老 齢 の 親 族 の み に 対 象 を 限 定 す る 、

と し て い る と 思 わ れ る 。 こ の 点 に つ い て は 、 2005 年 6 月 の 政 府 税 制

調 査 会 に お い て も 、「 ニ ー ト の 若 者 や 成 人 を 、 乳 幼 児 や 児 童 な ど と 同

様 に 扱 う こ と は 適 当 で は な い 」と の 判 断か ら 、扶 養 控 除 適 用 者 に 年 齢

制 限 を 設 け る べ き と の 判 断 を 示 し て い る 4。 つ ま り 、 ② の 考 え 方 で は 、

人 的 控 除 は 基 礎 控 除 と 年 齢 制 限 を 設 け た扶 養 控 除 の 2 つ と な る 。  

③ の 考 え 方 は 、② を さ ら に 徹 底 さ せ 、配 偶 者 控 除 の み な ら ず 、扶 養

控 除 も 廃 止 し 、 本 人 の 基 礎 控 除 の み 適 用 を 認 め る と い う も の で あ る 。

人 的 控 除 に お け る 二 重 控 除 を す べ て 撤 廃し 、人 的 控 除 を 本 人 の 基 礎 控

除 の み と す る 案 で あ る 。『 基 本 方 針 』 で は 、 配 偶 者 控 除 及 び 扶 養 控 除

を 廃 止 す る 一 方 、児 童 の 扶 養 に つ い て 税 額 控 除 を 設 け る 、と し て い る 。 

筆 者 の 考 え る 案 は 、③ の よ う に 、配 偶 者 控 除 、扶 養 控 除 の 両 控 除 を

廃 止 し 、人 的 控 除 は 基 礎 控 除 1 つ に 集 約さ せ る と い う も の で あ る 。で

は 、な ぜ ② で は な く ③ を 推 奨 す る の か につ い て 、次 項 で 詳 し く 述 べ る

こ と に す る 。  

 

2  人 的 控 除 に 関 す る 提 案  

（ １ ）  扶 養 控 除 廃 止 の 根 拠  

 前 章 ま で 検 証 し て き た よ う に 、「 産 め よ 殖 や せ よ 」政 策 お よ び「 妻

の 座 」確 保 政 策 と し て 存 在 し て い る 配 偶者 控 除 等 は 、現 代 に お い て

は そ の 存 在 意 義 は ほ と ん ど な く な っ て い る 。 し た が っ て 、 筆 者 は 、

配 偶 者 控 除 等 は 廃 止 す べ き で あ る と 考 え る 。  

 扶 養 控 除 に つ い て は 、論 理 的 に 考 え れば 、二 重 控 除 と な る 配 偶 者

控 除 を 廃 止 す る の で あ れ ば 、同 じ 二 重 控 除 で あ る 扶 養 控 除 も 、や は
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り 、廃 止 に す る べ き で あ る 。し か し な がら 、扶 養 控 除 対 象 者 で あ る

児 童 と 配 偶 者 控 除 対 象 者 で あ る 妻 を 比 べ る と 、両 者 に は 決 定 的 な 違

い が あ る こ と が わ か る 。前 者 は 、年 齢 的 な 理 由 等 か ら 、自 ら 働 い て

報 酬 を 得 る こ と が 不 可 能 な 立 場 に い る 者 で あ る 。そ の 一 方 、後 者 は 、

通 常 は 、働 く こ と が 可 能 で あ り 、就 業 す る か 否 か は あ く ま で も そ の

者 ま た は そ の 家 族 の 意 思 の 決 定 の 結 果 で あ る 。選 択 の 余 地 が あ る か

な い か の 差 は 大 き く 、こ れ ら 2 つ の 控 除を 同 様 の 概 念 で と ら え る こ

と に は 無 理 が あ る 。  

 筆 者 が 扶 養 控 除 も 廃 止 す べ き と 考 え る理 由 は 、他 に あ る 。そ れ は 、

扶 養 控 除 適 用 者 の 実 態 で あ る 。 図 5－ 2 は 、 諸 控 除 の 所 得 階 層 別 適

用 者 割 合 を 表 し た も の で あ る 。配 偶 者 控 除 等 と と も に 、扶 養 控 除 も

収 入 の 多 い 家 庭 ほ ど 適 用 割 合 が 高 い こ と が わ か る 。 1 年 間 の 収 入 が

700 万 円 以 上 の 家 庭 で は 、 半 分 以 上 の 家 庭 が 扶 養 控 除 を 適 用 し て い

る 。と こ ろ が 、平 均 年 間 収 入 で あ る 400 万 円 の 階 層 で は 、扶 養 控 除

の 適 用 を 受 け て い る 数 は 25％ に も 満 た ず 、４ 人 に １ 人 が 適 用 を 受 け

て い る か 否 か と い う の が 現 状 で あ る 。保 険 料 控 除 や 、住 宅 借 入 金 等

特 別 控 除 に 比 べ る と 、年 収 が 増 え る に つ れ て グ ラ フ の カ ー ブ が 急 上

昇 し て お り 、高 所 得 者 層 と 低 所 得 者 層 間 の 所 得 格 差 を 一 層 大 き な も

の に し て い る の で あ る 。配 偶 者 控 除 等 と 同 様 に 、扶 養 控 除 も 所 得 分

配 機 能 は 全 く 果 た し て お ら ず 、公 平 な 制 度 と は な っ て い な い の で あ

る 。  
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図 5－2 諸控除の所得階層別適用者割合 

 

 出所：内閣府政策統括官『政策効果分析レポート 2002』財務省印刷局、2002 年、

32 頁。図表 2－1。 

 

 し か し な が ら 、既 述 し た よ う に 、扶 養控 除 は 、働 く こ と が 不 可 能

な 者 の 生 活 保 護 と し て 存 在 し て い る 制 度で あ る 。そ の 制 度 を 廃 止 す

る こ と は 、成 年 者 と 未 成 年 者 間 の 公 平 性 を 欠 く こ と に な る 。つ ま り

扶 養 さ れ る 必 要 が あ る 者 の 保 護 の た め に 、扶 養 控 除 に 代 わ る 制 度 が

必 要 と な っ て く る 。以 下 に お い て 、そ の代 替 案 を 具 体 的 に 検 討 す る

こ と に す る 。ま ず は 、第 2 項 に お い て 先 行 研 究 に み る 代 替 案 を 整 理

し 、 第 3 項 で 筆 者 の 考 え る 代 替 案 を 提 示し た い と 思 う 。  
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（ ２ ）  先 行 研 究 に み る 代 替 案  

 人 的 控 除 を 基 礎 控 除 1 つ に す る と い う案 は 、財 務 財 団 労 働 問 題 リ

サ ー チ セ ン タ ー の 委 託 を 受 け て 、 1995 年 に お こ な わ れ た 「 女 性 の

能 力 発 揮 促 進 の た め に 税 制 の あ り 方 研 究 会 」（ 座 長 ・ 金 子 宏 教 授 、

メ ン バ ー ： 中 里 実 教 授 、水 野 忠 恒 教 授 、増 井 良 啓 教 授 、神 野 直 彦 教

授 、辻 山 栄 子 教 授 、八 代 尚 弘 教 授 ）に おい て 、提 案 さ れ て い る 5。こ

の 研 究 会 の 合 意 点 と し て 、 次 の 内 容 が 提 言 さ れ て い る 。「 現 行 税 制

は 基 本 的 に は 制 度 上 、性 別 に よ る 取 扱 い の 差 は な い も の の 、男 性 が

主 た る 家 計 の 維 持 者 で あ る こ と が 多 く 、女 性 が 主 に 家 事 、育 児 等 家

庭 内 の こ と を 担 っ て い る 場 合 が 多 い と い う 実 態 と 家 事 労 働 へ の 非

課 税 、累 進 税 制 の 採 用 等 の 結 果 、配 偶 者 控 除 、同 特 別 控 除 の 存 在 に

よ り 女 性 の 就 業 調 整 等 の 問 題 が 生 じ て い る 点 は 否 め な い こ と に つ

い て 認 め た 上 で 、研 究 会 と し て は 、① 妻 の 就 労 形 態 の 相 違 に よ っ て

家 族 の 間 で 税 負 担 が 異 な る シ ス テ ム は 改 め る べ き で あ る こ と 、

② ・・・ 一 定 額 以 下 の 所 得 を 有 す る 配 偶者 等 は ・・・ 二 つ の 人 的 控

除 を 享 受 す る こ と に な っ て い る と い う 問 題 は 無 視 し 得 な い 者 で あ

る と い う 2 点 に つ い て 合 意 し た 。」 そ の 結 果 、 人 的 控 除 の あ り 方 と

し て「 現 在 の 基 礎 控 除 、配 偶 者 控 除 、扶 養 控 除 の 区 別 を 廃 止 し 、す

べ て の 人 に 同 額 の 基 礎 控 除 を 適 用 す る 方 向 で 検 討 を 進 め る こ と 6」を

指 摘 し て い る 。  

 さ ら に 、同 研 究 会 で は 、人 的 控 除 を 基 礎 控 除 の み に し た 場 合 、家

族 構 成 員 の う ち 所 得 の な い 者 、ま た は 所 得 が 基 礎 控 除 額 を 下 回 る 者

と の 差 額 は 他 の 所 得 の あ る 家 族 構 成 員 に 移 転 す る と い う 、「 移 転 的

基 礎 控 除 制 度 」の 導 入 に つ い て も 検 討 す べ き で あ る 、と 述 べ て い る 。 
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こ の 制 度 つ い て は 、 次 項 に お い て 詳 し く説 明 を す る 。  

 こ の 研 究 会 の ほ か 、 近 年 で は 、 2005 年 に 近 畿 税 理 士 会 が 発 表 し

た 『 平 成 18 年 度 税 制 改 正 に 関 す る 意 見書 』 の 中 で 、 基 礎 控 除 に 一

本 化 す る 人 的 控 除 案 を 提 示 し て い る 。配 偶 者 控 除 等 お よ び 扶 養 控 除

を 廃 止 す べ き 理 由 と し て 、や は り 、二 重控 除 の 問 題 と 家 族 世 帯 類 型

や 世 帯 に お け る 就 労 形 態 の 多 様 化 を あ げ て い る 。 ま た 、「 家 計 が 世

帯 単 位 で あ る こ と を 考 慮 し て 、基 礎 控 除 の 全 額 を 本 人 か ら 控 除 し き

れ な い 場 合 の そ の 控 除 し き れ な か っ た 金 額 は 、生 計 を 一 に す る 他 の

親 族 か ら 控 除 す る こ と も 検 討 す べ き で ある 。」と 、同 意 見 書 に お い

て も 、 移 転 的 基 礎 控 除 制 度 の 創 設 が 提 案さ れ て い る 。  

さ ら に 、同 意 見 書 で は 、一 本 化 し た基 礎 控 除 を 、所 得 控 除 で は な

く 税 額 控 除 と す る こ と の 検 討 の 必 要 性 に つ い て も 言 及 し て い る 。

「 人 的 控 除 は 所 得 控 除 で あ る た め 、適 用税 率 に よ り 税 負 担 へ の 影 響

が 異 な っ て お り 、 基 礎 控 除 が 与 え る 税 負 担 の 格 差 だ け で も 最 大

140,600 円 と な っ て い る 。そ の た め 基 礎控 除 に つ い て は 所 得 控 除 で

は な く 税 額 控 除 と す る こ と も 検 討 が 必 要で あ る 。こ の 場 合 の 控 除 し

き れ な か っ た 控 除 税 額 に つ い て は 生 計 を 一 に す る 他 の 親 族 の 所 得

税 額 か ら 控 除 し 、そ れ で も な お 控 除 し きれ な い 控 除 税 額 に つ い て は

還 付 す る こ と と す る 。こ れ に よ り 、所 得控 除 の 場 合 の よ う に 適 用 税

率 に よ る 格 差 が 生 じ な く な り 、所 得 の 少 な い 者 に も 効 果 を 与 え る こ

と が で き る も の と な る 。7」と し 、所 得 格 差 に よ り 不 公 平 性 を で き る

だ け 排 除 す る た め 税 額 控 除 と し 、そ の 上 で 、移 転 的 基 礎 控 除 制 度 を

導 入 す べ き と し て い る 。  
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（ ３ ）  筆 者 案     

筆 者 も 移 転 的 基 礎 控 除 制 度 を 導 入 す べ き と 考 え て い る 。こ こ で 、移

転 的 基 礎 控 除 制 度 に つ い て 説 明 し た い 。 こ の 考 え は 、「 移 転 可 能 な 控

除 制 度 （ trans ferable  a l lowances）」 と し て 、 1986 年 に イ ギ リ ス の グ

リ ー ン ペ ー パ ー （ Green  Paper） の 中 で 提 案 さ れ た も の で あ る 。 グ リ

ー ン ペ ー パ ー は 、イ ギ リ ス 政 府 の 基 本 方 針 を 示 す も の で あ っ て 、1986

年 は 「 個 人 課 税 の 改 革 （ The  Re form of  Personal  Taxat i on）」 と い う

タ イ ト ル で 発 表 さ れ た 。長 年 、イ ギ リ スは 、妻 の 所 得 を 夫 の 所 得 と み

な す 合 算 課 税 制 度 を 採 用 し て い た 。し かし 、イ ギ リ ス 政 府 の 機 会 均 等

委 員 会 （ Equal  Oppor tuni t ies  Commiss i on） が 、 1980 年 に 、 夫 婦 合

算 課 税 制 度 は 性 に よ る 差 別 的 制 度 で あ り 、そ れ を 根 本 か ら 改 革 す る に

は 、個 人 を 課 税 単 位 と し て 扱 う ほ か は ない と い う 基 本 方 針 を 発 表 し た 。 

1986 年 の グ リ ー ン ペ ー パ ー で は 、 こ の 機 会 均 等 委 員 会 の 基 本 方 針 に

し た が っ て 、個 人 課 税 制 度 へ の 移 行 を 促 進 す べ き と の 勧 告 を 出 し た の

で あ る 。  

税 制 に お け る 夫 婦 完 全 平 等 を 実 現 す る た め に 、夫 婦 合 算 課 税 制 度 を

廃 止 す べ き と し 、人 的 控 除 に つ い て も 、夫 の 所 得 に 認 め ら れ る 特 別 な

人 的 控 除 を 廃 止 し 、夫 と 妻 の ど ち ら に も平 等 に 適 用 さ れ る 基 礎 控 除 の

み と す べ き 、と の 提 言 が な さ れ た 。加 え て 、同 グ リ ー ン ペ ー パ ー で は 、

夫 婦 間 に お け る 控 除 の 譲 渡 制 度（ fu l ly  trans ferable  a l lowance）を 推

奨 し て い る 。夫 婦 そ れ ぞ れ の 所 得 状 況 に柔 軟 に 対 処 で き る よ う に 、夫

婦 間 で 自 由 に 控 除 を 譲 渡 す る こ と を 認 め る 制 度 の 導 入 を 提 案 し た の

で あ る 8。  

わ が 国 の 人 的 控 除 に こ の 制 度 を 取 り 入 れ た 場 合 、 図 5－ 2 の よ う に
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な る 。例 え ば 、妻 の 年 間 給 与 収 入 が 85 万 円 の 場 合 、そ の う ち 65 万 円

が 給 与 所 得 控 除 と し て 控 除 さ れ 、 残 り の 20 万 円 は 基 礎 控 除 と し て 控

除 さ れ る 。現 行 の 制 度 で は 、こ の 妻 が 本 来 適 用 す る こ と が で き る 基 礎

控 除 額 38 万 円 の う ち 18 万 円 分 が 使 わ れ な い ま ま に な る 。し か し 、移

転 可 能 な 控 除 制 度 を 採 用 す る と 、そ の 控 除 し き れ な か っ た 妻 の 基 礎 控

除 額 18 万 円 を 夫 に 移 転 さ せ 、 夫 の 収 入か ら そ の 分 を 控 除 す る こ と が

可 能 と な る 。「 女 性 の 能 力 発 揮 促 進 の た め に 税 制 の あ り 方 研 究 会 」 で

は 、 こ の 制 度 を 「 移 転 的 基 礎 控 除 制 度 」と 仮 称 し た の で あ る 。  

 

図 5－2 移転的基礎控除制度 

 

 

実 際 、オ ラ ン ダ 、デ ン マ ー ク で は 、夫 婦間 に お い て こ の 制 度 が 認 め

ら れ て い る 。こ の 制 度 の 利 点 は 、暦 年 1 人 1 回 と 限 っ て い る た め 、現

行 で お こ な わ れ て い る よ う な 基 礎 控 除 の 二 重 取 り の 問 題 を 解 決 す る

こ と が で き る 点 に あ る 。  

 

夫    妻 

   65万円 

（給与所得控除）

   65万円 

（給与所得控除）

20万円 
38万円

18万円 

控除しきれなかった 

基礎控除額 

18万円
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筆 者 は 、こ の 移 転 的 基 礎 控 除 制 度 を 、夫 婦 間 の み な ら ず 、扶 養 親 族

間 に も 適 用 す べ き で あ る と 考 え る 。例 え ば 、夫 、妻 、子 供 2 人 か ら 成

る 家 族 で あ れ ば 、 人 的 控 除 額 の 家 族 の 合 計 は 38 万 円 ×４ 人 で 152 万

円 と な る 。こ の 考 え 方 で は 、夫 婦 が 共 働き か 、片 働 き か 、子 供 が 扶 養

対 象 者 か 否 か と い っ た こ と は 一 切 関 係 な く 、単 純 に 、一 人 当 た り の 基

礎 控 除 額 ×家 族 の 構 成 員 数 と し て 、 家 族の 基 礎 控 除 額 合 計 額 が 算 出 さ

れ る 。全 国 民 が 暦 年 1 回 同 額 の 基 礎 控 除 の 適 用 を 受 け る こ の 制 度 で は 、

多 様 化 し た 家 族 形 態 お よ び 個 人 の ラ イ フ ス タ イ ル に 対 し て 中 立 性 を

確 保 す る こ と が で き る 。  

金 子 教 授 が 解 す る よ う に 、人 的 控 除 が 所 得 の う ち 本 人 お よ び そ の 家

族 の 最 低 限 度 の 生 活 を 維 持 す る の に 必 要な 部 分 で あ り 、担 税 力 を も た

な い と さ れ る も の で あ る な ら ば 、す べて の 国 民 に 対 し て 、１ 人 に つ き

１ 回 、同 じ 額 の 控 除 額 が 与 え ら れ 、そ の部 分 は 確 実 に 確 保 さ れ る べ き

も の で あ る 。し た が っ て 、控 除 し き れ な か っ た 基 礎 控 除 額 が あ る 場 合

に は 、そ の 控 除 し き れ な か っ た 金 額 を 、他 の 同 一 生 計 家 族 の 所 得 か ら

控 除 す る こ と が で き る 、と す る の は 憲 法的 見 地 か ら い っ て も 適 当 で あ

る と い え る 。  

「 女 性 の 能 力 発 揮 促 進 の た め に 税 制 の あ り 方 研 究 会 」 に お い て も 、

控 除 の 移 転 を 夫 婦 間 の み で は な く 、家 族間 で 可 能 と す る と し て い る が 、

移 転 先 に つ い て は 、家 族 の 中 で 最 も 所 得の 多 い 者 、と 限 定 さ れ て い る

9。実 際 に は 、他 の 家 族 構 成 員 の 基 礎 控 除の う ち 控 除 し き れ な か っ た 分

を 使 用 す る の は 、そ の 家 族 の 中 で 最 も 所 得 の 多 い 者 で あ る こ と が ほ と

ん ど で あ ろ う 。し か し な が ら 、移 転 先 を最 も 所 得 の 多 い 者 と 限 定 し て

し ま う と 、所 得 が 最 も 多 い の に も か か わら ず 、医 療 費 控 除 や 住 宅 控 除
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の 適 用 を 受 け た 結 果 、 他 の 家 族 構 成 員 の 所 得 を 下 回 る よ う な 場 合 に 、

不 都 合 が 生 じ る こ と と な る 。本 来 、控 除し き れ な い 部 分 は そ の 者 に 帰

属 す る 権 利 な の で あ る ゆ え 、移 転 さ せる 者 を 決 め る の も 、そ の 者 の 権

利 で あ る か ら で あ る 。し た が っ て 、恣 意的 と い う 批 判 は あ る か も し れ

な い が 、控 除 し き れ な か っ た 分 を ど の 家 族 構 成 員 に 移 転 さ せ る か は 任

意 と し た ほ う が よ い と 、筆 者 は 考 え る 。現 行 制 度 に お い て も 、そ の よ

う に し て い る し 、任 意 と し た ほ う が 、現 実 的 で 、か つ 妥 当 的 で あ る か

ら の で あ る 。そ の 代 わ り 、移 転 は 1 人 に の み 行 う も の と し 、控 除 の 移

転 先 を 複 数 に 分 け る こ と は し な い 。移 転者 を 複 数 に す る と 、計 算 、行

政 事 務 と も に 複 雑 に な る か ら で あ る 。  

ま た 、近 畿 税 理 士 会 の 意 見 書 お よ び 政 府税 制 調 査 会 の 提 案（ ③ ）で

は 、人 的 控 除 を 基 礎 控 除 の み と し 、基 礎控 除 を 税 額 控 除 と す る と の 案

が 出 さ れ て い る 。し か し 、税 額 控 除 で は、納 税 額 が な け れ ば 控 除 対 象

に は な り 得 な い と い う 問 題 が 出 て く る 。換 言 す れ ば 、本 人 の 所 得 が 課

税 最 低 限 に 達 し て い な け れ ば 減 税 と な る こ と は な い と い う こ と で あ

る 。 基 礎 控 除 と は 、 繰 り 返 し 述 べ て い る と お り 、 憲 法 25 条 に の っ と

っ て 、国 民 そ れ ぞ れ の 生 活 水 準 に か か わ ら ず 、す べ て の 国 民 に 平 等 に

与 え ら れ た 生 活 保 障 部 分 で あ る 。 こ の 点 を 考 慮 す る と 、 基 礎 控 除 は 、

税 額 控 除 で は な く 、現 行 同 様 に 所 得 控 除に す べ き で あ る と す る の が 筆

者 の 考 え で あ る 。  

前 述 し た よ う に 、扶 養 控 除 は 、配 偶 者 控 除 と は 性 格 を 異 に し 、自 ら

の 能 力 で は 生 活 す る こ と が で き な い 者 の 生 活 を 保 護 す る た め の も の

で あ る た め 、扶 養 控 除 を 廃 止 し た 代 わ りに 、別 の 方 法 で こ れ ら の 者 を

保 護 す る 必 要 が あ る 。筆 者 は 、手 当 で その 保 護 を お こ な う の が 最 も 良
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い と 考 え る 。 図 5－ 2 で み た よ う に 、 配 偶 者 控 除 等 お よ び 扶 養 控 除 は

共 稼 ぎ を 必 要 と し な い 世 帯 で 主 に 適 用 さ れ て い る 。扶 養 控 除 が 扶 養 の

た め の 費 用 と し て 使 わ れ て い な い と い う 税 金 の 無 駄 が 生 じ て い る の

で あ る 。そ こ で 、こ の 控 除 分 を 、実 際 に子 育 て 支 援 を 必 要 と し て い る

世 帯 に 、児 童 手 当 と し て 回 す よ う に す れ ば 、そ の よ う な 無 駄 を 無 く す

こ と が 可 能 と な る 。諸 外 国 の 状 況 を み て も 、扶 養 控 除 は 、所 得 控 除 か

ら 税 額 控 除 へ 、そ し て 現 在 で は 、先 進 国 の 多 く の 国 で 、税 額 控 除 か ら

児 童 手 当 へ と 制 度 が 移 行 し て い る 。そ の趣 旨 は 、子 供 は 次 世 代 を 担 う

重 要 な 社 会 的 存 在 で あ り 、子 育 て 支 援 は、各 家 族 の み で お こ な う も の

で は な く 、国 家 全 体 で 行 う べ き も の と いう こ と に あ る 。こ の 概 念 が 徹

底 し て い る ス ウ ェ ー デ ン や フ ラ ン ス で は出 生 率 の 上 昇 に 成 功 し 、同 じ

ヨ ー ロ ッ パ 内 で も 、ド イ ツ や ス ペ イ ン の よ う に 、子 育 て は 各 家 庭 の 問

題 と し た 政 策 を 採 っ た 国 で は 、日 本 同 様に 出 生 率 の 上 昇 は み ら れ な い

ま ま で あ る 。わ が 国 で も 、配 偶 者 控 除 、扶 養 控 除 を 廃 止 し 、児 童 手 当

に し 、税 金 の 用 途 が よ り 明 確 に な る シ ステ ム を 構 築 す べ き で あ る 。以

上 の べ た 案 を 図 に す る と 図 5－ 4 の よ う に な る 。  

 

図 5－4 人的控除に関する筆者案 

 

基礎控除 

＋

手当で対処 

＋ 

 
控除は1人1回。 つまり  控除額＠1人 × 家族の数 

  例） 夫・妻・子2人 38万円(現行の基礎控除額）×４＝152万円 
額の見直し必要
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「 女 性 の 能 力 発 揮 促 進 の た め に 税 制 の あり 方 研 究 会 」で は 、女 性 と

税 制 に つ い て 、有 識 者 695 名（ 女 性 400 名 、男 性 295 名 ）に 調 査 を お

こ な っ て い る (図 5－ 5 )。そ れ に よ る と 、配 偶 者 特 別 控 除 が 導 入 さ れ た

に も か か わ ら ず 、実 際 に は 就 業 調 整 が 行わ れ て い る こ と に つ い て 、「 配

偶 者 控 除・ 配 偶 者 特 別 控 除 の 制 度 を 廃 止し て 、代 わ り に 、例 え ば 基 礎

控 除 の 引 き 上 げ な ど 増 税 に な ら な い よ う な 別 の 仕 組 み を 設 け る 」 が

76 .1％（ 女 性 で は 81.3％ ）と 抜 き ん で て い る 。こ の こ と か ら も 、人 的

控 除 を 基 礎 控 除 1 つ に し 、移 転 的 基 礎 控 除 制 度 を 実 現 さ せ る こ と が 望

ま れ て い る こ と が わ か る  

 

図 5－5 就業調整が行われていることについての考え方 

5.3

8.9

8.9

76.1
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その他

配偶者控除をもっとPRすれば就業調整は減る。

配偶者控除・配偶者特別控除の額を引き上げれば

良い

配偶者控除などは廃止し、基礎控除の引き揚げ等別

の仕組みを設ける

(%)

 
 出所：女性の能力発揮促進のための税制のあり方研究会『女性の能力発揮促進のため

の税制のあり方研究会報告書』、労働問題リサーチセンター、1995 年、144 頁、図 2。 
 

人 的 控 除 を 基 礎 控 除 に 一 本 化 し た 場 合、現 在 、配 偶 者 控 除 等 ま た は

扶 養 控 除 等 の 適 用 を 受 け て い た 者 に と っ て は 、控 除 額 が な く な る 分 だ

け 増 税 に な る （ 図 5－ 6）。 し か し な が ら、 両 控 除 廃 止 に よ る 税 負 担 増
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加 者 の 多 く は 高 額 所 得 者 で あ る （ 図 5－ 7）。 児 童 手 当 に す る こ と で 、

よ り 徹 底 し た 所 得 分 配 を お こ な う こ と が 可 能 と な る の で あ る 。  

 
図 5－6 妻の所得が 0 円または 38 万円の場合の控除額の違い 

 

出 所 ： 田中康男「所得控除の今日的意義―人的控除のあり方を中心として―」『税務

大学校論叢』税務大学校、第 48 号、2005 年、93頁。 

 

図 5－7 各控除廃止時の税負担増加額（年収階級別 1 人当たり） 

 

出所：内閣府政策統括官『政策効果分析レポート 2002』財務省印刷局、2002 年、37

頁。図表 2－5。 

妻　 夫 妻　 夫 妻　 夫
配偶者控除 0円 38万円 0円 38万円 0円 0円
基礎控除 38万円 38万円 0円 38万円 38万円 38万円
計 38万円 76万円 0円 76万円 38万円 38万円
合計

妻の所得が38
万円の場合

妻の所得が38
万円の場合

妻の所得が0円
の場合

現行 改正案

76万円76万円114万円
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3 ま と め  

人 的 控 除 を 基 礎 控 除 の み と し た 上 で 、移 転 的 基 礎 控 除 制 度 を 導 入 し 、

他 は 手 当 で 対 処 す る と い う 制 度 を 目 標 と し て 、段 階 を 踏 み な が ら 、制

度 改 革 し て い く の が 最 良 の 方 法 だ と 思 わ れ る 。ま ず は 、配 偶 者 控 除 等

を 段 階 的 に 廃 止 す る 。元 来 の 扶 養 控 除 制度 が そ う で あ っ た よ う に 、配

偶 者 と 扶 養 者 と を 分 け て 考 え ず に 配 偶 者 を 扶 養 者 に 含 め 、配 偶 者 控 除

等 を す べ て 廃 止 す る 。次 に 、扶 養 控 除 に 年 齢 制 限 等 の 条 件 を 設 け 、徐 々

に 手 当 へ 以 降 し て い く 。そ し て 、最 終 的 に は 扶 養 控 除 も 廃 止 し 、扶 養

を 必 要 と す る 者 へ の 対 処 は 手 当 て に 集 約さ せ る よ う に す る 。  

こ の 制 度 で は 、配 偶 者 控 除 お よ び 扶 養 控 除 に つ い て 人 的 控 除 の 二 重

控 除 問 題 が 解 決 さ れ る 。そ の 上 、こ の 制 度 は 、個 々 の ラ イ フ ス タ イ ル

に 対 す る 中 立 性 を 保 つ こ と が 可 能 で あ る と と も に 、よ り 効 果 の 高 い 所

得 分 配 を 期 待 で き る 公 平 性 の 高 い 制 度 で も あ る と い え る の で あ る 。  

                                                   
1 政府税制調査会『あるべき税制の構築に向けた基本方針』2002 年 6 月、7－8 頁。 
2 同上書、8 頁。 
3 ニートの人数は、2000 年に入ってから急激に増加している。総務省「労働力調査」にお

ける「通学」、「家事」以外の無業者数によると、2004 年のニート数は 64 万人（2004 年）

おり、年齢別内訳は、10 万人（15－19 歳）、18 万人（20－24 歳）、19 万人（25－29 歳）、

18 万人（30－34 歳）となっている。税法が予定している扶養対象の子供の年齢は、通常

の場合、特定扶養控除対象の上限年齢の 23 歳であろうことを考慮すると、その対象外で

ある 25歳以上 34歳以下で扶養控除対象となっている者が約 37万人も存在していること

になる。日本労働組合総連合会『2006 年度 連合の重点政策』2005 年、4 頁。 
4 『扶養控除に年齢制限、ニートなど対象外 政府税調方針』読売オンライン 2005 年 6

月 7 日。  
5 女性の能力発揮促進のための税制のあり方研究会『女性の能力発揮促進のための税制のあ

り方研究会報告書』労働問題リサーチセンター、1995 年、128－141 頁。 
6 同上書、140－141 頁。 
7 近畿税理士会『平成 18 年度税制改正に関する意見書』2005 年、9 頁。 
8 小石侑子「イギリスにおける夫婦への課税―夫婦合算課税から個人単位課税へ―」人見康

子、木村弘之亮編『家族と税制』弘文堂、1998 年、76－77 頁。イギリスでは 1988 年の

改正以降、少しずつ夫婦間での控除の譲渡が認められていった。 
9 女性の能力発揮促進のための税制のあり方研究会、前掲注 5、141 頁。 
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お わ り に  

 

2004 年 に 来 日 し た タ ル ヤ・ハ ロ ネ ン フィ ン ラ ン ド 大 統 領 は 、来 日 直

前 の イ ン テ ビ ュ ー で 、「 す べ て の 男 女 に 教 育 を 施 せ ば 、 男 性 だ け の 国

の 2 倍 の 競 争 力 が 持 て ま す 。貧 富 の 差 な く 教 育 を 施 せ ば 、そ れ だ け 今

競 争 力 が 高 ま り ま す 。・ ・ ・ グ ロ ー バ ル 競 争 の な か で も 『 福 祉 社 会 』

は 『 重 荷 』 で は な く 、『 資 源 』 な の で す 1」 と フ ィ ン ラ ン ド の 技 術 開 発

力 の 高 さ の 秘 訣 を 説 明 し た 。女 性 の 力 も存 分 に 活 用 す る こ と が 国 力 の

高 さ に つ な が る と い う 最 た る 実 例 と い え る 。  

わ が 国 に お い て も 、今 後 は 人 口 減 少 に よる 労 働 力 不 足 が 大 き な 問 題

と な っ て く る 。現 役 世 代 で 働 く こ と の でき る 人 は 、男 女 を 問 わ ず 、就

業 す る の が 最 も の ぞ ま し い と い わ れ る 社 会 に な っ て く る で あ ろ う 。否

が 応 に も 、イ コ ー ル パ ー ト ナ ー シ ッ プ の時 代 は や っ て き て い る の で あ

る 。結 婚 し て 専 業 主 婦 を 選 ぶ の も 、共 稼 ぎ 夫 婦 に な る こ と を 選 ぶ の も 、

あ る い は 結 婚 し な い の も そ の 選 択 者 の 自 由 で あ る 。し か し な が ら 、選

択 し た ラ イ フ ス タ イ ル に よ っ て 、納 税 額 に 差 が で る よ う な 税 制 は 適 当

で は な い 。税 制 は 、ど の ラ イ フ ス タ イ ルに つ い て も 中 立 の 立 場 を 崩 し

て は な ら な い の で あ る 。  

昨 今 、男 性 の 非 結 婚 率 も 年 々 増 加 し て い る 。女 性 側 か ら の み な ら ず 、

男 性 側 か ら み て も 、配 偶 者 控 除 等 は ラ イフ ス タ イ ル の 選 択 に 対 し て 中

立 性 を 欠 く も の で あ る 。実 際 に 、そ の 控 除 は 夫 に 適 用 さ れ る か ら で あ

る 。税 制 は 公 平 で あ る と と も に 、中 立 で な け れ ば な ら な い 。税 は 国 民

の お 金 で あ る 限 り 、国 民 の コ ン セ ン サ スが 得 ら れ な い 政 策 に 使 わ れ る

こ と が あ っ て は な ら な い か ら で あ る 。  
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い か な る ラ イ フ ス タ イ ル の 選 択 に も 中 立で あ る た め に は 、人 的 控 除

は 最 終 的 に は 基 礎 控 除 の み と す る の が 最 善 策 で あ る と 考 え る 。し か し

な が ら 、ま ず は 、存 在 意 義 が 既 に 希 薄 化 し て い る 配 偶 者 控 除 等 を 廃 止

す べ き で あ る 。そ の こ と に よ り 、１ 人 １人 が 新 た に 働 き 方 、個 々 の ラ

イ フ ス タ イ ル に つ い て 考 え 直 す き っ か けに も な り 、そ れ が 、わ が 国 の

活 性 化 に も つ な が る と 強 く 思 う 。  

 
                                                   
1 朝日新聞朝刊 2004 年 10 月 20 日、8 頁。 
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