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出産

予防接種

児童手当

保育所など国民年金加入
保険料の支払い開始 就学

就職

結婚

高齢期 成人期

子ども期

社会保障の仕組みと４つの役割
公的に運営される
保険制度社会保険

病気やけがの際に、負担可能な額で治療を受けた
り、雇用保険で失業手当を受けたりできるなど、
日々のさまざまなリスクから生活を守る

①個人の生活の安定
社会保険料は高給な人ほど多く払う仕組み。富め
る人からそうでない人へ所得が再分配されるので、
格差の緩和や社会の安定につながる

②社会の安定

年金などは、好不況にかかわらず一定の額が給付
されるので、不景気になっても消費が下支えされ
る。社会保障制度を通じた所得の再分配によって
中所得層が厚くなり、彼らの消費がさらなる経済
発展につながる

③経済の安定と発展
核家族の増加や、地域社会の在り方の変化によ
り、家族・コミュニティーだけで行うことが難しく
なった子育てや介護を、公的制度として提供する

④相互扶助機能の代替

お金を集める お金を配分する

例）健康保険、年金、介護保険、雇用保険、
　 労働者災害補償（労災）保険

誰もが社会生活を営める
よう提供する公的支援社会福祉

例）高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉 など

最低限の生活と自立を
サポートする公的支援公的扶助

例）生活保護

保険料

税金

政府など

国民

成人

退職

誰
も
が
自
分
ら
し
く

生
き
る
た
め
の
基
盤

社
会
保
障
は

富
の
再
分
配
の
仕
組
み

　
す
べ
て
の
人
が
安
定
的
な
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
社
会
全
体
で
支
え
合
う

仕
組
み
、
そ
れ
が
社
会
保
障
だ
。
私
た
ち
が

生
き
て
い
く
上
で
は
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
ご
と

に
特
有
の
リ
ス
ク
が
付
き
ま
と
う
。
例
え
ば
、

働
き
盛
り
の
世
代
は
病
気
や
け
が
で
仕
事
が

で
き
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
失
業
す

る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
ま
た
、
子
ど
も
が
生

ま
れ
れ
ば
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
に
悩
む
人

は
多
い
。
老
後
の
こ
と
を
考
え
る
と
生
活
費

や
介
護
の
心
配
は
絶
え
な
い
。

　
個
人
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
に
対

応
し
、
生
涯
の
ど
ん
な
局
面
で
も
生
活
が
立

ち
行
か
な
く
な
ら
な
い
よ
う
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
役
割
を
果
た
す
の
が
、
医
療
保
険

や
雇
用
保
険
、
年
金
、
介
護
保
険
な
ど
の
「
社

会
保
険
」。
一
方
、
ど
ん
な
家
庭
に
生
ま
れ
た

子
ど
も
も
、
障
害
の
あ
る
人
も
、
高
齢
者
も
、

誰
も
が
社
会
生
活
を
営
み
、
自
己
実
現
で
き

る
よ
う
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
・
支
援
を
提
供

す
る
の
が
「
社
会
福
祉
」
だ
。
さ
ら
に
、「
公

的
扶
助
」
は
生
活
保
護
を
通
じ
て
最
低
限
の

自
立
し
た
暮
ら
し
を
支
え
る
。
社
会
保
障
は
、

こ
れ
ら
の
総
称
で
あ
り
、
全
て
の
人
が
自
分

ら
し
く
生
き
ら
れ
る
社
会
を
目
指
す
上
で
欠

か
せ
な
い
。

の
実
現
に
社
会
保
障
制
度
が
果
た
す
役
割
は

大
き
い
。

　
中
村
さ
ん
は
、
社
会
保
障
の
制
度
を
整
え
、

維
持
し
て
い
く
上
の
課
題
を
こ
う
指
摘
す
る
。

「
日
本
と
開
発
途
上
国
と
を
問
わ
ず
、
最
も
難

し
い
の
は
人
々
か
ら
お
金
を
集
め
る
こ
と
で

す
。
社
会
保
障
は
、
国
民
か
ら
お
金
を
集
め

て
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
年
金
な
ど
と
し
て
再
分

配
す
る
シ
ス
テ
ム
な
の
で
、
人
々
が
保
険
料

を
払
い
続
け
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
る
と
い
う

仕
組
み
を
理
解
し
て
も
ら
う
の
が
大
切
で
す
」

　
高
齢
化
が
進
め
ば
、
医
療
費
や
年
金
の
需

要
は
増
え
る
一
方
だ
。
加
え
て
、
お
金
を
払

う
人
に
と
っ
て
は
保
険
料
が
少
な
い
方
が
い

い
が
、
も
ら
う
人
に
と
っ
て
は
、
額
や
サ
ー

ビ
ス
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
助
か
る
と
い
う

特
徴
も
難
し
さ
の
ひ
と
つ
。
こ
う
し
た
中
で

制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、〝
病
気
や

け
が
、
失
業
な
ど
は
い
つ
自
分
の
身
に
降
り

か
か
る
か
分
か
ら
な
い
〞
と
い
う
こ
と
を
一

人
ひ
と
り
が
念
頭
に
置
い
て
、
保
険
料
を
払

い
続
け
る
こ
と
が
大
前
提
な
の
だ
。

　
途
上
国
で
は
、
制
度
以
前
の
課
題
と
し
て
、

そ
も
そ
も
病
院
が
足
り
て
い
な
か
っ
た
り
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
低
か
っ
た
り
す
る
と

い
う
問
題
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
保
障

の
制
度
整
備
と
あ
わ
せ
て
、
医
療
分
野
の
協

力
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
介
護
に
至
っ
て

は
人
の
生
活
や
慣
習
に
介
入
す
る
分
野
で
あ

る
た
め
、
国
ご
と
の
文
化
に
特
に
配
慮
し
な

が
ら
協
力
を
進
め
、
現
地
の
人
々
自
身
が
介

護
の
在
り
方
を
考
え
、
サ
ー
ビ
ス
を
作
っ
て

い
く
こ
と
が
重
要
だ
。

　〝
自
ら
の
手
で
変
え
て
い
く
〞
と
い
う
発
想

は
、
障
害
と
社
会
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で

も
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
障
害
は
人
で
は

な
く
、
社
会
や
環
境
の
側
に
あ
る
も
の
。
障

害
者
自
身
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
て
そ

の
認
識
を
広
め
る
こ
と
で
、
社
会
の
仕
組
み

を
変
え
て
い
く―

―

誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い

社
会
づ
く
り
に
は
、
今
日
、
そ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
２
０
１
５
年
、
国
連
は
国
際
社
会
が
２
０

３
０
年
ま
で
に
達
成
す
べ
き
17
の
目
標
と
し

て
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）」

を
採
択
し
た
。ゴ
ー
ル
１「
貧
困
を
な
く
そ
う
」

と
ゴ
ー
ル
10
「
人
や
国
の
不
平
等
を
な
く
そ

う
」
の
中
に
は
、
貧
困
撲
滅
と
平
等
拡
大
の

手
段
と
し
て
の
社
会
保
障
制
度
の
必
要
性
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
目
指
す
の
は
、〝
誰
一
人
取
り

残
さ
な
い
〞
世
界
の
実
現
だ
。
生
ま
れ
た
国

が
ど
こ
で
あ
れ
、
ど
ん
な
境
遇
で
あ
れ
、
私

た
ち
は
誰
も
皆
、
安
心
し
て
自
分
ら
し
く
暮

ら
す
権
利
を
持
っ
て
い
る
。

　「
世
界
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
保
障
は

18
世
紀
後
半
に
イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た
産
業

革
命
の
産
物
と
い
え
ま
す
」。
そ
う
説
明
す
る

の
は
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
協
力
専
門
員
と
し
て
社

会
保
障
分
野
を
担
当
す
る
中
村
信
太
郎
さ
ん

だ
。「
そ
れ
以
前
の
農
村
社
会
で
は
、
多
く
の

人
が
家
族
で
農
業
や
小
規
模
な
商
工
業
を
営

ん
で
い
ま
し
た
が
、
産
業
革
命
は
人
々
が
雇

用
さ
れ
て
労
働
に
よ
っ
て
賃
金
を
得
る
工
業

社
会
へ
の
変
革
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
近
代
社
会
で
は
、
個
人
や
家
族
の
力

だ
け
で
生
活
の
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
こ
と
は

難
し
く
、
自
立
し
た
個
人
の
生
活
を
守
る
た

め
の
仕
組
み
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
す
」

　
社
会
保
障
が
一
定
程
度
の
工
業
化
が
進
ん

だ
近
代
社
会
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
象
徴
す

る
よ
う
に
、
現
在
、
日
本
は
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
で
社
会
保
障
制
度
整
備
の
協
力
を
多
く
手

掛
け
て
い
る
。
特
に
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

な
ど
で
は
、
日
本
に
も
匹
敵
す
る
速
さ
で
高

齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
年
金
や
介
護
な
ど
の

制
度
・
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
は
急
務
だ
。

　
日
本
の
保
健
・
医
療
分
野
の
協
力
の
特
徴

の
一
つ
に
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ

バ
レ
ッ
ジ
（
Ｕ
Ｈ
Ｃ
）」
の
推
進
が
あ
る
。Ｕ
Ｈ

Ｃ
と
は
、〝
す
べ
て
の
人
が
生
涯
を
通
じ
て
健

康
増
進
・
予
防
・
治
療
・
機
能
回
復
に
関
す

る
基
礎
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
必
要
な
と
き
に

負
担
可
能
な
費
用
で
受
け
ら
れ
る
こ
と
〞。
こ
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社会保障は、一人一人の生涯のさまざまなリスクに社会全体で備える仕組みだ。
日本は社会保障制度の導入や改善を目指す開発途上国に対し、
自国の経験を生かして各国に合った制度の整備を後押ししている。
日本の例をもとに、社会保障の役割を見てみよう。

企業勤めの場合は、
月々の給与から所得税と
保険料が天引きされるんだね

雇用保険に加入しているから、
育児休業給付金も受けられるね

年金のおかげで、
退職後の生活も安心だね

労災保険で国から入院費が
補償されるから助かった

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
支
え
る

医療保険に年金、介護――私たちの暮らしは社会保障に支えられている。
どんな人も、どんなときも安心して暮らせる社会を実現するためには、社会保障の仕組みを知り、

一人ひとりが制度を維持する大切な一員としての自覚を持つことが欠かせない。
社会保障制度を整える協力が、世界の貧困撲滅や不平等の解消につながっている。
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」

　
高
齢
化
が
進
め
ば
、
医
療
費
や
年
金
の
需

要
は
増
え
る
一
方
だ
。
加
え
て
、
お
金
を
払

う
人
に
と
っ
て
は
保
険
料
が
少
な
い
方
が
い

い
が
、
も
ら
う
人
に
と
っ
て
は
、
額
や
サ
ー

ビ
ス
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
助
か
る
と
い
う

特
徴
も
難
し
さ
の
ひ
と
つ
。
こ
う
し
た
中
で

制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、〝
病
気
や

け
が
、
失
業
な
ど
は
い
つ
自
分
の
身
に
降
り

か
か
る
か
分
か
ら
な
い
〞
と
い
う
こ
と
を
一

人
ひ
と
り
が
念
頭
に
置
い
て
、
保
険
料
を
払

い
続
け
る
こ
と
が
大
前
提
な
の
だ
。

　
途
上
国
で
は
、
制
度
以
前
の
課
題
と
し
て
、

そ
も
そ
も
病
院
が
足
り
て
い
な
か
っ
た
り
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
低
か
っ
た
り
す
る
と

い
う
問
題
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
保
障

の
制
度
整
備
と
あ
わ
せ
て
、
医
療
分
野
の
協

力
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
介
護
に
至
っ
て

は
人
の
生
活
や
慣
習
に
介
入
す
る
分
野
で
あ

る
た
め
、
国
ご
と
の
文
化
に
特
に
配
慮
し
な

が
ら
協
力
を
進
め
、
現
地
の
人
々
自
身
が
介

護
の
在
り
方
を
考
え
、
サ
ー
ビ
ス
を
作
っ
て

い
く
こ
と
が
重
要
だ
。

　〝
自
ら
の
手
で
変
え
て
い
く
〞
と
い
う
発
想

は
、
障
害
と
社
会
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で

も
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。
障
害
は
人
で
は

な
く
、
社
会
や
環
境
の
側
に
あ
る
も
の
。
障

害
者
自
身
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
て
そ

の
認
識
を
広
め
る
こ
と
で
、
社
会
の
仕
組
み

を
変
え
て
い
く―

―

誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い

社
会
づ
く
り
に
は
、
今
日
、
そ
う
し
た
ア
プ

ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
２
０
１
５
年
、
国
連
は
国
際
社
会
が
２
０

３
０
年
ま
で
に
達
成
す
べ
き
17
の
目
標
と
し

て
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
）」

を
採
択
し
た
。ゴ
ー
ル
１「
貧
困
を
な
く
そ
う
」

と
ゴ
ー
ル
10
「
人
や
国
の
不
平
等
を
な
く
そ

う
」
の
中
に
は
、
貧
困
撲
滅
と
平
等
拡
大
の

手
段
と
し
て
の
社
会
保
障
制
度
の
必
要
性
が

明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
目
指
す
の
は
、〝
誰
一
人
取
り

残
さ
な
い
〞
世
界
の
実
現
だ
。
生
ま
れ
た
国

が
ど
こ
で
あ
れ
、
ど
ん
な
境
遇
で
あ
れ
、
私

た
ち
は
誰
も
皆
、
安
心
し
て
自
分
ら
し
く
暮

ら
す
権
利
を
持
っ
て
い
る
。

　「
世
界
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
社
会
保
障
は

18
世
紀
後
半
に
イ
ギ
リ
ス
で
起
こ
っ
た
産
業

革
命
の
産
物
と
い
え
ま
す
」。
そ
う
説
明
す
る

の
は
、Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
国
際
協
力
専
門
員
と
し
て
社

会
保
障
分
野
を
担
当
す
る
中
村
信
太
郎
さ
ん

だ
。「
そ
れ
以
前
の
農
村
社
会
で
は
、
多
く
の

人
が
家
族
で
農
業
や
小
規
模
な
商
工
業
を
営

ん
で
い
ま
し
た
が
、
産
業
革
命
は
人
々
が
雇

用
さ
れ
て
労
働
に
よ
っ
て
賃
金
を
得
る
工
業

社
会
へ
の
変
革
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
近
代
社
会
で
は
、
個
人
や
家
族
の
力

だ
け
で
生
活
の
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
こ
と
は

難
し
く
、
自
立
し
た
個
人
の
生
活
を
守
る
た

め
の
仕
組
み
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
す
」

　
社
会
保
障
が
一
定
程
度
の
工
業
化
が
進
ん

だ
近
代
社
会
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
象
徴
す

る
よ
う
に
、
現
在
、
日
本
は
東
南
ア
ジ
ア
諸

国
で
社
会
保
障
制
度
整
備
の
協
力
を
多
く
手

掛
け
て
い
る
。
特
に
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

な
ど
で
は
、
日
本
に
も
匹
敵
す
る
速
さ
で
高

齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
年
金
や
介
護
な
ど
の

制
度
・
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
は
急
務
だ
。

　
日
本
の
保
健
・
医
療
分
野
の
協
力
の
特
徴

の
一
つ
に
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ

バ
レ
ッ
ジ
（
Ｕ
Ｈ
Ｃ
）」
の
推
進
が
あ
る
。Ｕ
Ｈ

Ｃ
と
は
、〝
す
べ
て
の
人
が
生
涯
を
通
じ
て
健

康
増
進
・
予
防
・
治
療
・
機
能
回
復
に
関
す

る
基
礎
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
必
要
な
と
き
に

負
担
可
能
な
費
用
で
受
け
ら
れ
る
こ
と
〞。
こ
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社会保障は、一人一人の生涯のさまざまなリスクに社会全体で備える仕組みだ。
日本は社会保障制度の導入や改善を目指す開発途上国に対し、
自国の経験を生かして各国に合った制度の整備を後押ししている。
日本の例をもとに、社会保障の役割を見てみよう。

企業勤めの場合は、
月々の給与から所得税と
保険料が天引きされるんだね

雇用保険に加入しているから、
育児休業給付金も受けられるね

年金のおかげで、
退職後の生活も安心だね

労災保険で国から入院費が
補償されるから助かった

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
支
え
る

医療保険に年金、介護――私たちの暮らしは社会保障に支えられている。
どんな人も、どんなときも安心して暮らせる社会を実現するためには、社会保障の仕組みを知り、

一人ひとりが制度を維持する大切な一員としての自覚を持つことが欠かせない。
社会保障制度を整える協力が、世界の貧困撲滅や不平等の解消につながっている。
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