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第２ 章 各国の事例 

 

第１ 節 スウェ ーデン王国（ Ki ngdom of  Sweden）  

 

 
 

■ 基礎データ 1（ 2019 年）  

 

面積     約 45 万㎢ 

総人口    10, 327, 589 人（ SCB 2020a）  

首都     スト ッ ク ホルム 

言語     スウェ ーデン 語 

宗教     福音ルーテル派が多数 

労働力率   64. 6％（ I LO 2020a）  

失業率    6. 8％（ I MF 2020）  

Ｇ Ｄ Ｐ         約 5, 309 億ド ル（ I MF 2020）  

１ 人当たり 名目Ｇ Ｄ Ｐ  51, 400 ド ル（ I MF 2020）  

実質Ｇ Ｄ Ｐ 成長率   1. 3％（ I MF 2020）  

 

■ はじ めに 

  

スウェ ーデンでは、 1930 年代から 子ども の福祉を重視し た家族政策を導入し 、 また労働

者の生活と 雇用の安定に向けて積極的な労働市場政策を 講じ てき た国である 。 女性に関わ

る国際的なラ ンキングの中で、し ばし ば目にするこ と も 多く 、例えば世界経済フ ォ ーラ ムが

2021 年に公表し た「 Gl obal  Gender  Gap Repor t  2021」 によると 、 ジェ ンダー・ ギャ ッ プ指

数（ Gender  Gap I ndex： GGI ） については、 対象の 156 か国中５ 位である。 米誌Ｕ Ｓ ニュ ー

ズ＆ワールド レ ポート と ペン シ ルベニア大学ウォ ート ン 校が発表し た「 The 2020 Best  

Count r i es」 の報告では、「 子育てし やすい国ラ ンキング」 ２ 位にラ ンク イ ンし ている。 近年

の合計特殊出生率は、 相対的に高めで推移し ており 、 2019 年は 1. 70（ SCB 2020a） である。

スウェ ーデンで特に注目すべき 点は、 1970 年代における家族政策改革によっ て、 世界で初

めて、父親にも 育児休業取得の権利と 育児参加ができ る機会を 与える等、父親の育児休業の

                                                   
1 「 面積・ 首都・ 言語・ 宗教」 は、 外務省， 2019，「 スウェ ーデン王国（ Ki ngdom of  Sweden） 基礎データ 」， 外務省ホー

ムページ，（ 2020 年 10 月８ 日取得， ht t ps: //www. mof a. go. j p/mof aj /ar ea/sweden/dat a. html ） を参考に記載。  

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/sweden/data.html
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取得を積極的に推進し てき たこ と である。  

一方日本では、 男性の家事・ 育児関連時間１ 時間23分に対し 、 女性は７ 時間34分（ 総務省

「 平成28年社会生活基本調査」） と 、 女性の家事・ 育児の負担が大き く 、 男性の育児休業取

得率も 12. 65％と 依然低い状況にある（ 厚生労働省「 令和２ 年度雇用均等基本調査」）。 女性

の労働力率は、 出産や育児で仕事を辞め、 30代を中心に労働力率が下がるいわゆる「 Ｍ字カ

ーブ」 を描いており 、 年々回復傾向にあるも のの、 いまだ「 Ｍ字」 の形を呈し ている（ 総務

省「 平成27年国勢調査」 ） 。 特に神奈川県については、 カ ーブの底の値、 深さ と も 全国最下

位と なっ ている。 民間事業所の女性管理職の割合は8. 2％（ 神奈川県「 令和２ 年度神奈川県

男女共同参画推進条例に基づく 届出結果」 ） と なっ ており 、 女性の就業継続支援のみなら ず

キャ リ アアッ プ支援も 重要課題と なっ ている。  

本節では、年齢にかかわら ず女性の労働力率が高く 、父親の育児休業取得率も 高いスウェ

ーデンについて、 女性が仕事と 家庭生活を 両立する ための取組やキャ リ アアッ プができ る

環境整備の方法を 探る。  

 

■ 節の構成 

 

スウェ ーデンの女性―日本と の比較の視点から  

１  国や自治体の諸制度   

（ １ ） キャ リ アを 中断せず働き 続けるための取組 

ア 男女共同参画社会に向けた取組の歴史的変遷 

イ  ジェ ンダー平等施策  

ウ 現行育児休業制度  

（ ア） 制度概要 

ａ  出産休暇（ 母親休暇）  

ｂ  育児休暇（ 全日両親休暇・ 部分両親休暇）  

ｃ  看護休暇制度（ Ｖ Ａ Ｂ ）   

ｄ   10 日休暇（ かつての父親休暇）   

（ イ ） 男性の育児休業制度利用促進のための取組 

エ 両立・ 子育て支援関連施策 

オ 介護者支援 

カ  再就職支援 

（ ２ ） キャ リ アアッ プするための取組 

ア スウェ ーデンにおけるキャ リ ア形成 

イ  リ カ レント 教育 

ウ 職業教育訓練 

エ 女性管理職・ 女性役員の割合 



35 

２  企業等の取組 

（ １ ） Ａ Ｂ Ｂ の事例  

（ ２ ） Ｓ Ｃ Ａ の事例  

（ ３ ） Ｉ Ｋ Ｅ Ａ の事例 

 

■ スウェ ーデンの女性―日本と の比較の視点から  

 

スウェ ーデン の女性たちは多様な生き 方を 選択でき る環境にある が、 女性たち に共通し

ているこ と は、 就労可能な年齢層のほと んどが仕事を 持っ ている、 と いう こ と である。 年齢

階級別労働力率は、図１ －１ に見ら れるよう に、女性のカ ーブは男性のカ ーブに近似し てお

り 、子育て期にも 労働力率が下がら ない「 台形型」 を 描いている。日本の女性のカ ーブは「 Ｍ

字カ ーブ」 を描き、 Ｍ字の底である 35～39 歳の労働力率は 75. 0％であるが、 スウェ ーデン

の女性は 90. 7％と 高い。 こ のこ と から 、 女性も ラ イ フ コ ースを 通じ て仕事を 継続さ せてい

るこ と が分かる。 スウェ ーデンの第１ 子出産の平均年齢が 2019 年： 29. 63 歳（ SCB 2020b）

であり 、日本の 2019 年： 30. 7 歳（ 厚生労働省 2020） と 大き く 変わら ないにも かかわら ず、

初めて妊娠・ 出産を経験する 人の多い年齢層でも ８ 割以上が働き 続けているこ と になる。  

なおスウェ ーデン では、 ほと んどの夫婦が共働き であり 、 2018 年の０ 歳から 14 歳の子ど

も を 持つ世帯のう ち、 両親がフ ルタ イ ムで働いている割合は 71. 7％（ OECD 2019） である。

日本でも 共働き 世帯数は年々増加し ており 「 平成 29 年就業構造基本調査」 によると 、 その

割合は 48. 8％、 神奈川県では 46. 3％（ 総務省統計局 2018） であるが、 夫婦と も にフ ルタ イ

ムで働いている割合は少ない。  
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図１ －１  性別・ 年齢階級別労働力率（ 2019）  

 

  

（ 出典） I LOSTAT Dat abace に基づき かなテラ スが作成。  

 

図１ －２ に示すよ う に、 15～74 歳の就業者のう ちパート タ イ ム労働者2の割合は女性の方

が多く 、 2019 年において男性 14. 5％、 女性で 29. 1％と 男女で開き がある。 全体と し て女性

の割合は徐々に減少し てき ているも のの、 男性のパート タ イ ム労働者は増加傾向にある。  

その要因の一つと し て、 男性の育児休業取得の増加により 多様な働き 方が認めら れてき た

こ と が考えら れる 3（ 福島 2012）。  

一方で、 表１ －３ によると 、 特に１ ～５ 歳の子ども のいる女性は、 子ども の数が多いほど

パート タ イ ム労働者の割合が高い。 ３ 人以上の子ど も がいて末子が１ ～２ 歳の女性では

43％、３ ～５ 歳の女性では 40％がパート タ イ ム労働を 選択し ている。子ども が０ 歳の間は、

後述する 育児休業制度を 利用し ていると 思われるため、 他の年齢に比べてパート タ イ ム労

働者は少ない。男性は子ども の数や末子の年齢にかかわら ず、パート タ イ ム労働者の割合は

                                                   
2 スウェ ーデンの労働時間法は週 40 時間が法定限度であるが、 スウェ ーデンの労働力調査は労働時間を週１ ～19 時間、

週 20～34 時間、 週 35 時間以上の３ 段階のカ テゴリ ーに分けている。 こ こ では、 労働時間が週 34 時間以下の労働者を

パート タ イ ム労働者と みなす。  
3 パート タ イ ム労働者には正規・ 非正規両方の労働者が含まれる。 正規のパート タ イ ム労働者には、 後述する育児休業

制度の中の部分両親休暇を取得し ている者も 含まれる。  
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10％前後にと どまっ ており 、スウェ ーデンにおいても 女性が労働時間を 調整し 、育児の負担

が主に女性にかかる状況は続いていると 言える。  

なお、 スウェ ーデンでは「 パート タ イ ム労働」 は必ずし も「 雇用の不安定性」 を意味し な

い（ 福島 2012）。と いう のも 、 労働者は各々の契約時間数に応じ てフ ルタ イ ムかパート タ イ

ムか区分さ れるため、非自発的パート タ イ ム労働者はそれほど多く 存在し ない。さ ら にパー

ト タ イ ムから フ ルタ イ ムへの転換は、 契約時間数の見直し や交渉によ っ て比較的容易であ

る。  

 

図１ －２  就業者に占めるパート タ イ ム労働者（ 労働時間は週 34 時間以下の者）  

の割合の推移（ 2005～2019 年）  

 

 

（ 出典） SCB「 Labour  For ce Sur veys（ LFS）」 に基づき かなテラ スが作成。  
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表１ －３  16 歳以下の子ども のいる男女（ 20－64 歳） の働き 方 

末子年齢・ 子ども の人数別（ 2019）  

 

（ 出典） SCB「 Women and men i n Sweden 2020」 に基づき かなテラ スが作成。  

 

図１ －４ の示す男女別賃金格差4は、フ ルタ イ ムの従業員の格差を 示し ており 、日本 23. 5％、

スウェ ーデン 7. 1％、Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ 平均 12. 6％と なっ ている。日本と スウェ ーデンでは約３ 倍の

差がある こ と が分かる。  

し かし スウェ ーデンは今なお職種によ る男女の偏り はあり 、 女性が多い職種の代表的な

例と し ては、看護助手や介護助手、保育士、就学前学校教諭5、小学校教諭等が挙げら れる。

こ れら はいずれも 、 基本的にコ ミ ュ ーン（ 地方自治体にあたる） が直接供給し てき た教育や

                                                   
4  男女の中位所得の差を男性中位所得で除し た数値。  
5 「 就学前学校」 と いう １ 歳～５ 歳児を対象と する最も 一般的な保育所で働く 教諭。 就学前学校では、 国の「 就学前学校

学習指導要領」 に基づく 教育が行われる。  

子ども の数

子ども の年齢

１ 人

０ 歳 84 16 91 9

１ ～２ 歳 70 30 90 10

３ ～５ 歳 61 39 91 9

６ ～10歳 68 32 88 12

11～16歳 74 26 94 6

２ 人

０ 歳 74 26 91 9

１ ～２ 歳 62 38 87 13

３ ～５ 歳 64 36 92 8

６ ～10歳 71 29 93 7

11～16歳 75 25 96 4

３ 人またはそれ以上

０ 歳 66 34 - -

１ ～２ 歳 57 43 89 11

３ ～５ 歳 60 40 91 9

６ ～10歳 70 30 91 9

11～16歳 66 34 - -

女性 男性

（ ％）

フ ル

タ イ ム

パート

タ イ ム

フ ル

タ イ ム

パート

タ イ ム
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福祉サービ スの仕事である 。 女性の多い職種は同時に平均賃金が低い職種でも ある （ 木下 

2016）。  

スウェ ーデンにおける「 賃金・ 待遇格差」 及び「 同一価値労働・ 同一賃金」 が議論さ れる

時には、パート タ イ ム労働者と フ ルタ イ ム労働者間の賃金格差、待遇格差と いう 観点ではな

く 、 主に男女間の賃金格差是正と いう 観点から 議論さ れる。 スウェ ーデンにおける「 同一価

値労働・ 同一賃金」 に対する取組は、 1979年に世界で初めて制定さ れた「 男女雇用機会均等

法」 から 始まる。 し かし 、 より 厳格に行われるよう になるのは、 2000年に改正さ れた平等法

に、賃金差別に関する禁止条項や、異なる仕事をし ている男女間あるいは異なる雇用契約に

基づく 従業員の賃金格差が存在し ているかどう かの調査（ 賃金調査） の条項が明確に規定さ

れてから である。 同法の改正に伴い、 オンブズマンによっ て、 何を も っ て「 同一価値労働・

同一賃金」 と 判断するのか判断するための指標（ 判断基準） である 職務評価モデルが開発さ

れ、 そのモデルを 基礎に労働者間の賃金格差が正当化でき る も のである かどう かを 判断す

るこ と が可能と なっ た（ 福島 2012）。  

 

図１ －４  男女における賃金格差（ 2018）  

 

 

（ 出典） OECD Dat a「 Gender  wage gap」 に基づきかなテラ スが作成。  

 

表１ －５ について、 2019年のスウェ ーデン の就業者における １ 人当たり の平均年間総実

労働時間は日本と 比べると 200時間程度差がある。 表１ －６ のと おり 、 長時間労働者の割合

はスウェ ーデン、 日本と も に年々減少し ているが、 ２ か国間の差は大き い。 日本は全体の労

働時間が長く 、男性の長時間労働も あるために、子育て期の女性がフ ルタ イ ムで働く こ と は
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難し く 、 女性が就業する場合は短時間でし か働けない人も 多い。  

 

表１ －５  １ 人当たり 平均年間総実労働時間の推移（ 2015～2019 年）  

（ 時間）  

 

注） フ ルタ イ ム労働者、  パート タ イ ム労働者を含む。  

※常用労働者 5 人以上の事業所が対象。  

（ 出典） OECD Dat abase に基づきかなテラ スが作成。  

 

表１ －６  長時間労働者の割合の推移（ 2015～2019 年）  

                                    （ ％）  

 

注） こ こ でいう 長時間と は、 I LOSTAT Dat abace の労働時間別就業者統計において、 本表掲載国に共通する最長の区分

である週 49 時間以上を指す。 原則、 全産業、 就業者（ パート タ イ ムを含む） が対象。  

（ 出典） 総務省統計局「 労働力調査」 及び I LOSTAT Dat abace に基づき かなテラ スが作成。  

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

 日本※ 1,719 1,714 1,709 1,680 1,644

 スウェ ーデン 1,466 1,478 1,467 1,466 1,452

 日本※ 1,734 1,724 1,720 1,706 1,669

 スウェ ーデン 1,418 1,432 1,419 1,419 1,406

就業者

被雇用者

2015 2016 2017 2018 2019

 日本 20.8 20.1 20.6 19.0 18.3

 スウェ ーデン 7.3 7.1 6.8 6.6 6.5

 日本 29.5 28.6 29.4 27.3 26.3

 スウェ ーデン 10.1 9.9 9.4 9.1 8.8

 日本 9.5 9.1 9.3 8.5 8.3

 スウェ ーデン 4.2 4.1 3.9 3.8 4.0

男女計

男性

女性
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スウェ ーデンでは、労働時間法で、 法定労働時間は週40時間以内、 残業時間４ 週で48時間

以内、 年間200時間以内と 規定さ れている（ 高橋保幸 2012）。 日頃から 残業はせず定時に仕

事を 切り 上げ、 有給休暇も 完全消化が原則である。 自身や子ども の病気で休む時は、それぞ

れそのための休暇を取得すればよく 、 有給休暇を あてるこ と はない（ 木下 2016）。 また、 有

給休暇法により 年間最低５ 週間（ 国家公務員は６ 週間） の休暇付与が定めら れている（ 高橋

美恵子 2019）。 内閣府が2010年、 日本、 韓国、 アメ リ カ 、 フ ラ ンス、 スウェ ーデンにおける

20～49歳の男女を 対象に実施し た「 少子化社会に関する国際意識調査」 のデータ 分析による

と 、 雇用者に付与さ れている年次有給休暇日数は、 同５ か国中スウェ ーデンが一番多く （ 年

間平均25. 8日）、 また取得率も 極めて高い（ 84. 3％）。 日本は、 有給休暇日数の長さ ではフ ラ

ンス（ 23. 4日） に次ぎ14. 1日だが、 取得率は47. 1％と ５ か国中最も 低い（ 内閣府 2010）。 つ

まり 、スウェ ーデンでは労働時間が相対的に短い傾向にあり 、生活全体に時間的なゆと り が

生まれやすいこ と から 、 仕事と 家庭の両立を し ながら 働く 女性の就労を 促す効果を 持っ て

いると 言える。  

また、 業種・ 職種によるがフ レ ッ ク スタ イ ム制を 導入し ている企業も 多く 、 時間外労働分

は貯めておき 、 他の日の労働時間を減ら すあるいは休暇（ 代替休暇） と し て取得するこ と も

可能である（ 高橋美恵子 2018）。  

主に家事・ 育児・ 介護などを 指す無償労働（ アンペイ ド ・ ワーク ） については、 スウェ ー

デン統計局によると 、 女性は平日１ 日平均 3. 5 時間、 週末１ 日平均 4. 32 時間、 男性は 2. 6

時間、 3. 82 時間を費やし ている。 未就学児がいる家庭では、 女性が週当たり 39. 9 時間に対

し 、 男性は 32. 3 時間である。 活動別に見ると 、 20～64 歳の無償労働時間のう ち家事の時間

は、 女性の 12. 37 時間に対し 、 男性は 7. 23 時間であり 、 家事は女性の方が多く 担っ ている

こ と が分かる（ SCB 2020d）。  
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１  国や自治体の諸制度 

   

（ １ ） キャ リ アを 中断せず働き 続けるための取組 

 

ア 男女共同参画社会に向けた取組の歴史的変遷 

スウェ ーデン の本格的な家族政策の導入は、 1930～34年にかけて合計特殊出生率が極度

に落ち込み、当時のヨ ーロ ッ パにおいて最低水準と なっ たこ と が契機と なっ た。少子化によ

る将来の人口減少を案じ たミ ュ ルダール夫妻（ グンナル・ ミ ュ ルダール、 アルヴァ ・ ミ ュ ル

ダール） は、 著書「 人口問題の危機」（ 1934年） において、 多く の社会政策の提言を 行い、

こ の著書を中心に、 人口問題への対処と し ての社会政策（ 特に家族政策） の形成が進んだ。

1935年５ 月にはスウェ ーデン 政府による、グンナル・ ミ ュ ルダールを 中心と し た王立人口問

題委員会が設置さ れ、性教育を含む家庭生活における教育の実施、当時禁止さ れていた避妊

具の使用許可及び普及、就学前教育制度や公的保育所の施設建設などが協議さ れた。また、

関連し て家族政策も 議論さ れ、 多子家族の住宅環境や女性の出産・ 育児休暇の整備、子ども

の養育負担のコ スト を 社会化するための給付が提案さ れ、 1937年に出産休暇（ 母親休暇） 、

1948年に児童手当が戦後の福祉国家の発展と と も に実現さ れていっ た（ 浅井 2019） 。  

1935 年から 徐々に回復し た合計特殊出生率は、戦後から 1960 年代にかけて安定し て推移

し ていたも のの、 経済成長により 女性の労働市場への進出が始まると 、 平均寿命の延伸、女

性のラ イ フ スタ イ ルの変化等により 晩婚化が進み、 その結果 1960 年代半ばから 出生率が低

下し た。 1960 年代に入り 、 社会における男女平等を 実現し よう と する動き が高まり 、 1971

年には、 それまでの既婚女性の就業を 抑制し ていた夫婦合算（ 世帯単位） 課税を 個人単位に

変更し た。 こ の制度改革によ っ て、 共働き 家族の方が税金が安く なり 、 世帯収入も 増え、 女

性も 付加年金の権利も 持つよ う になっ た。さ ら には、標準的な家族モデルが会社員の夫と 専

業主婦の妻と いう 「 男性稼ぎ主モデル」 から「 男女共働き モデル」 へ移行するこ と を促進し

た（ 浅井 2019）。  

その後、女性の出産休暇（ 母親休暇） 取得に際し て支給さ れる「 母親給付」（ 1937 年導入）

に代わり 、父母を 対象と する「 両親保険」導入に向けた議論が行われるよう になっ た。また、

男性の家庭への責任を 増やし 女性の就労と 家庭（ 育児・ 家事・ 看護等） の両立を 可能にする

ために、 1975 年に家族支援制度の枠組みを 確立し たが、 こ れは少子化傾向に歯止めをかけ

る効果を 発揮するこ と と なっ た。 当時の家族支援制度の柱は４ つあり 、 ①家族計画（ 経口避

妊薬の解禁と 人工妊娠中絶の女性決定権、 同性カ ッ プルを 法的に事実婚と 認めた）、 ②両親

保険（ 両親休暇取得により 生じ る所得保障と し て両親給付を 支給する。 世界初、 男女両性を

対象と し ている） と 保育所の充実、 ③1948 年に導入さ れた児童手当（ ０ 歳から 16 歳未満の

全児童を 対象にし た）、 ④特別支援（ 事故、 災害、 親の離婚や経済的理由等で失っ た子ども

の生活水準を 補う 目的の支援） である。その後のスウェ ーデンの合計特殊出生率は上下変動

が激し く 、 1980 年代前期の不況で 1. 6 まで落ち たが、 その後回復に向かい 1989～93 年は
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2. 0 を超えた。 政府は出生率低下の打開策と し て 1980 年に「 スピード ・ プレ ミ アム制度」

を 打ち出し た。 こ れは、 24 か月以内（ 1986 年に 30 か月以内に延長） に続けて次子を 出産す

ると 、先に産んだ子ども と 同じ 条件の両親保険が適用さ れるも ので、出生間隔を縮め出生率

を 高める 要因の一つと し て大き な役割を 果たし た（ 詳細は、 表１ －８ で後述）。 また、 複数

の子ども を 一時期に集中し て育児するこ と によ っ て女性の職場復帰を 容易にし たと いえる

（ 谷沢 2012）。  

スウェ ーデン では高度経済成長期における 労働力不足を 、 他のヨ ーロッ パ諸国のよう な

移民の受け入れによる 解消ではなく 、 国内の女性を 労働力と し て迎え入れる こ と を 選択し

た。 こ のこ と がスウェ ーデン における男女平等への取組と 相乗効果を 発揮し たと 考えら れ

る（ 浅井 2019）。  

 

イ  ジェ ンダー平等施策 

2009 年１ 月１ 日より 施行さ れた「 差別法」 は、 それまで存在し た差別禁止に関する 七つ

の法律6を 統合し て成立し 、「 性別」、「 性転換の有無」、「 外見」、「 人種」、「 宗教や信念」、「 年

齢」、「 ハンディ キャ ッ プの有無」、「 性に関する指向」、「 子ども の有無」、「 家族の構成や属性」

等を 理由に差別するこ と を 禁止し ている。その上で、全ての人に同等の権利と 機会が提供さ

れるこ と を推進するこ と が目的であると し ている。加えて、それまでの差別禁止に関する法

律が、 主に労働市場における差別禁止に重点が置かれていたのに対し て、 職場に加えて、学

校、 大学、 店舗、 不動産売買や不動産賃貸の際、 病院、 社会サービ スや社会保険制度を 利用

する際など、いかなる状況においても 差別的な扱いを するこ と を禁止し ている。差別法の特

徴的な点は、 差別が行われていないかどう かを 監視する制度と し て、「 差別オン ブズマン」

の役割が明確に規定さ れている点である。差別オンブズマンの役割は、日本における労働基

準監督署に類似するも のである。 日本において一般的な「 オンブズマン」 と は、 市民団体が

「 いずれの党派にも 加担し ないで、市民の立場から 行政や企業などを監視し よ う 」 と いう 目

的で組織するも のをいう が、スウェ ーデンのオンブズマンは、労働環境庁管轄の国の行政機

関の一つであり 、 職務は全て差別法に基づいて遂行さ れる。 また、 差別オンブズマンは差別

が行われている かどう かを 監視する ばかり ではなく 、 差別禁止是正のための措置を 講じ る

こ と も 規定さ れている（ 福島 2012）。  

 

ウ 現行育児休業制度 

（ ア） 制度概要 

仕事と 子育てを両立するための制度と し て、日本でいう 育児休業制度は、スウェ ーデンで

は両親休暇制度にあたる。両親休暇制度は、労働法上の両親休暇法及び社会保険法上の両親

                                                   
6 ①平等法（ 機会均等法）（ 1991）、 ②出身地域、 宗教、 信条に基づく 雇用差別禁止法（ 1999）、 ③障がいの有無に基づく

雇用差別禁止法（ 1999）、 ④性的指向に基づく 雇用差別禁止法（ 1999）、 ⑤大学生に対する差別禁止法（ 2001）、 ⑥差別

禁止法（ 2003）、 ⑦子ども と 児童に対する差別・ 虐待禁止法（ 2006）  
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保険と いう 二つの法制度に基づいている。 こ の二つの法制度により 規定さ れる 両親休暇は、

【 両親休暇制度】 と【 臨時両親休暇制度】 から なる。 社会保険法上の両親保険は、 休暇取得

中の所得補償と し て、 両親休暇制度のための両親給付と 臨時両親休暇制度のための臨時両

親給付について規定する。  

【 両親休暇制度】 妊娠、 出産、 授乳、 子ども の世話を 理由と する休暇で、 出産休暇（ 母親休

暇）（ 表１ －７ ）、 全日両親休暇・ 部分両親休暇（ 表１ －８ ） がある。  

【 臨時両親休暇制度】 子ども の世話に関し て一時的に必要と さ れる休暇で、 看護休暇（ 表１

－９ ）、 10 日休暇（ かつての父親休暇） がある。  

両親保険の特徴的な点は、「 子ども の最善の利益」（ 子ども が親双方により 養育さ れる 権利）

の実現を 法制度の中心に据えているこ と である（ 西 2014）。  

また、 両親給付の受給は、 個人が国の機関である社会保険庁に申請する手順であるが、行

政手続き のＩ Ｔ 化が進んでいる同国では、 受給者の９ 割がオン ラ イ ン で申請手続き を 行っ

ている（ 高橋美恵子 2018）。  

 

ａ  出産休暇（ 母親休暇）  

出産休暇は、 上述の【 両親休暇制度】 のう ち、 女性のための出産及び授乳に関する全日

休暇である。 休業期間中は、 両親給付が支給さ れる。 なお、 出産休暇日数は育児休暇期間

から 差し 引かれる。  

 

表１ －７  出産休暇（ 母親休暇） 制度概要 

休業期間 
産前産後各７ 週間、 計 14 週間。 う ち産前・ 産後各２ 週間の休業は義務

付けら れている。  

取得要件 なし  

給付の内容 

両親給付と し て所得の約 80％が支給さ れる。 ただし 、 １ 日当たり の上

限は、 952 SEK（ スウェ ーデンク ローナ） 7 

出産前の就労期間（ 連続） が 240 日未満の場合、 または出産前の年間

所得が 117, 590 SEK未満の場合（ 無収入含む）、 日額一律 250 SEKが支

給さ れる。（ 月額約 7, 500 SEK＝約 90, 000 円）  

その他の措置 

妊婦にと っ て危険ある いは不適切と みなさ れる 職務に就いており 、 職

場での配置転換が可能でない場合、 出産予定日の 60 日前から 11 日前

までの休業に対し 、 母親給付と し て、 所得の約 80％を 受給する権利が

保障さ れている。  

（ 出典） 高橋美恵子， 2018，「 第１ 章 スウェ ーデン」『 諸外国における育児休業制度等、 仕事と 育児の両立支援にかか

る諸政策――スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ ス、 アメ リ カ 、 韓国』 197:  17-33 を参考に作成。  

 

                                                   
7 １ SEK≒12. 0 円（ 2020 年９ 月８ 日）  
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ｂ  育児休暇（ 全日両親休暇・ 部分両親休暇）  

育児休暇は、 上述の【 両親休暇制度】 のう ち 、 子ども が 18 か月に達するまで取得するこ

と ができ る全日両親休暇と 、 通常の労働時間を 75％、 50％、 25％、 12. 5％減じ て取得する

こ と ができ る部分両親休暇にあたる。親は、両親給付を 受給するか否かにかかわら ず全日両

親休暇を 取得する権利を有する。部分両親休暇を 取得する場合は、休暇取得期間に応じ 75％、

50％、 25％、 12. 5％の両親給付が受給でき るほか、 両親給付を 伴わない短時間勤務8と の併

用も 可能である。  

 

表１ －８  育児休暇制度（ 全日両親休暇・ 部分両親休暇） 制度概要 

概要 
子ども １ 人につき 18 か月（ １ 年半）。  

う ち 480 日間（ 約１ 年４ か月） は両親給付が支給さ れる 。  

取得要件 なし 。 就労の有無は問われない。  

取得時期 

 

2014 年 

１ 月１ 日 

以降に出生 

付与日数のう ち、 出産予定日の 10 日前（ 出産前は母親のみ対象） から

384 日は子ども が４ 歳に達するまで、残り の 96 日は子ども が 12 歳に達

するまで分割し て取得可。  

2013 年 

12 月 31 日 

以前に出生 

出産予定日の 10 日前（ 出産前は母親のみ対象） から 子ども が８ 歳に達

するまで取得可。  

給付の内容 

最初の 390 日： 休暇前の所得の約 80％が支給さ れる 。  

残り の 90 日： 定額給付（ 日額 180SEK）  

最初の 390 日間は、 出産前の就労期間（ 連続） が 240 日未満の場合、 また

は出産前の年間所得が 117, 590SEK 未満の場合（ 失業者・ 学生含む） でも 、

日額一律 250SEK が支給さ れる（ 月額約 7, 500SEK＝約 90, 000 円）。  

勤めている企業によっ ては独自の上乗せも ある 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 子ども が８ 歳に達するまで（ 小学校１ 年次終了まで）、 労働時間を最大 75％まで短縮でき る（ １ 日８ 時間勤務の場合、

６ 時間勤務）。  



46 

取得条件・ 割当 

 

原則的に 480 日を ２ 分割し 、 両親に 240 日ずつ付与さ れる が、 子ども

の出生時期により 割り 当てに関する条件は異なる。  

出生後１ 年以内に 30 日まで両親が同時に取得でき る（ それぞれへの割

り 当て期間（ 90 日間） から の取得は不可）。  

１ 人年間３ 回まで休暇を分割し て取得可能。  

ひと り 親（ 単独養育者） には 480 日が付与さ れる。  

 

2016 年 

１ 月１ 日 

以降に出生 

最初の 390 日のう ち、 90 日は両親それぞれに割り 当てら れ、 も う 一方

の親への譲渡は不可（ ＝いわゆる 「 父親の月」 と 呼ばれる 割り 当て期

間）。  

2015 年 

12 月 31 日 

以前に出生 

最初の 390 日のう ち、 60 日は両親それぞれに割り 当てら れ、 も う 一方

の親への譲渡は不可（ ＝父親の月）。  

取得方法 
部分両親休暇と し て、 通常の労働時間を 75％、 50％、 25％、 12. 5％減

じ て取得するこ と ができ る。  

第１ 子以降の子

ども にかかる  

特別措置等 

・ スピード ・ プレ ミ アム制度： 第１ 子出産後 30 か月以内に第２ 子を 出産し

た場合、 第２ 子の育児休暇中の給付金が第１ 子の際と 同額と なる 9。  

・ 双子以上の場合、 両親休暇期間は延長と なる 。  

最初の 390 日： 双子 480 日、 三つ子 660 日、 四つ子 840 日まで延長。  

残り の 90 日： いずれも 180 日まで延長。  

（ 出典） 表１ －８ 及び表１ －９ は、 西和江， 2014，「 スウェ ーデンにおける両親休暇制度( 1) ――『 雇用の場と 家庭双方に

おける男女共同参画』 および『 子ども の最善の利益』 の実現」『 比較法雑誌』 48( 1) :  61-96 及び高橋美恵子， 2018，

「 第１ 章 スウェ ーデン」『 諸外国における育児休業制度等、仕事と 育児の両立支援にかかる諸政策――スウェ ーデン、

フ ラ ンス、 ド イ ツ、 イ ギリ ス、 アメ リ カ 、 韓国』 197:  17-33 を参考に作成。  

 

ｃ  看護休暇制度（ Ｖ Ａ Ｂ ）  

子ども の世話に関し て生じ る 一時的に必要と さ れる 休暇の要請に対応する休暇で、 上述

の【 臨時両親休暇制度】 にあたる。 概要は表１ －９ のと おり 。  

  

                                                   
9 スピード ・ プレミ アム制度によっ て、 育児をし ながら 短時間勤務をし ている場合、 第２ 子出産時に通常より 低い所得

と し て換算さ れる両親給付が給付さ れる心配がない。  
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表１ －９  看護休暇制度 

休暇期間 
子ども １ 人につき 、 年間 120 日間。 ただし 後半の 60 日間は病状に関し

て要件が付さ れる。  

取得要件 

子ども が８ か月を 迎えてから 12 歳に達するまで。  

重篤な子ども は 18 歳に達するまで対象。  

育児中のも う １ 人の親が感染症に罹患し た場合や子ども の通院の付き

添いのための取得も 可能。  

取得期間が８ 日以上の場合は、 医師の診断書の提出が必要。  

給付の内容 所得の約 80％が支給さ れる。 １ 時間単位で取得可。  

 

ｄ  10 日休暇（ かつての父親休暇）  

上述の【 臨時両親休暇】 と し て、出産に伴いも う 一方の親は 10 日間の休暇を 取得でき る。

臨時両親給付と し て所得の約 80％が支給さ れる。 出産退院後、 60 日以内に取得が可能であ

る。2012 年に婚姻法の改正によっ て同性婚が承認さ れたこ と で、性別に中立な制度と し て、

「 父親休暇」 から 「 10 日休暇」 と 称さ れるよう になっ た（ 高橋美恵子 2018）。  

 

（ イ ） 男性の育児休業制度利用促進のための取組 

今日では、 権利取得の対象と なる男性労働者のう ち約 80％が休暇を 取得する。 し かし 世

界で初めて父親の育児休業の権利が認めら れたスウェ ーデン でも 、 すぐ に効果が出たわけ

ではない。 両親休暇制度が法定さ れた 1974 年の両親給付の取得率、 すなわち取得日数の男

女比は、 ほぼ女性 100： 男性 0 であっ た（ 西 2019）。 1978 年には社会保険庁が、 重量挙げの

スタ ー選手を 男性の育児休業推進キャ ン ペーン のモデルに起用し 、 乳児を 胸に抱いた姿の

ポスタ ーを作成し て話題を 集めたが、 取得推進には至っ ていない。  

転機と なっ たのは 1990 年代。 スウェ ーデン政府は、 1993 年に子ども を 持つ識者や経営者

の男性を 中心メ ンバーと する ワーキンググループ「 父親・ 子ども・ 仕事生活」 を設置し た。

さ ら に、 1995 年には１ か月間のいわゆる「 父親の月」 が導入さ れるこ と と なっ た。 こ れは

実際には、 480 日の育児休暇のう ち両親いずれにも 付与さ れ、 も う 一方の親に譲渡でき ない

「 割当期間」 を 指す（ 高橋美恵子 2018）。 こ の両親間の譲渡禁止（ パパ・ ク オータ 制度） 施

行で、 女性 90： 男性 10 と なっ た（ 西 2019）。 割当期間は、 2002 年に２ か月間に延長さ れ、

それから 10 年余り を 経て、 2016 年に３ か月へと 引き 上げら れた（ 高橋美恵子 2018）。  

図１ －10 に示すよう に、 2005 年から 2019 年にかけて育児休暇取得日数の男女比は徐々

に近づき 、 2019 年は女性 70： 男性 30 と なっ ている。  
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図１ －10 育児休暇取得日数の男女比の推移（ 1974～2019 年）  

 

 

（ 出典） Försäkr i ngskassanＨ Ｐ に基づきかなテラ スが作成。  

 

両親給付の受給日数の１ 人当たり の平均値を、子ども の年齢別、男女別に示し たも のが表

１ －11 である。 本稿では、 同数値を 育児休暇取得日数と 捉えるこ と と する。 表１ －11 にお

いて、 子ども が３ 歳に達し た時点での親の１ 人当たり の平均取得日数を 2011 年と 2016 年

の５ 年間と で比較すると 、 女性では 292 日から 274 日に減少し ているのに対し 、 男性では

69 日から 85 日へと 増加し ており 、 2016 年の「 父親の月」 の３ か月への引き 上げが影響し て

いると 考えら れる。  

スウェ ーデン政府は 2014 年より 「 フ ェ ミ ニスト 政府」 と 称し 、 スポーツ、 趣味、 成人学

校等の団体や労働組合での男女均等促進のための広報活動を 奨励し 、 そのための支援金を

出し ている。 労働組合においても 、 ジェ ンダー平等の理念の広報活動を 組合員、 特に男性組

合員に向けて行っ ている。その代表的テーマが父親の育児参加に関するこ と である。また、

男性の職場環境が家庭内でのジェ ン ダー平等に大き な影響を 及ぼすと 言われており 、 父親

の育児休業取得率が職場の環境・ 特徴によっ て左右さ れると いう 実証分析も 数多く 存在し 、

その結果は企業団体や組合に通達さ れ、 職場教育において父親の育児参加を 推し 進める理

由の根拠と なり 、 職場環境を し だいにジェ ンダー平等の理念に沿っ たも のへと 変えていく

こ と に役立っ ている（ 谷沢 2012）。  
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表１ －11 両親給付／育児休暇平均取得日数10・ 男女別の推移（ 2011～2019 年）  

 

 

 

（ 出典） Försäkr i ngskassan St at i st i k のデータ に基づき かなテラ スが作成。  

 

エ 両立・ 子育て支援関連施策 

  当初、 両立支援策の一環と し て整備さ れた保育所は、 今では子ども が受ける権利と し て

の公教育の場に「 就学前学校」 と し て位置付けら れている（ 高橋美恵子 2018）。 学校法に基

づいて全てのコ ミ ュ ーンに１ 歳～12 歳の子ども に対し 、 就学前保育と 学童保育の場を提供

する 義務を 課し ている 。 失業中ある いは育児休業中や就学中の親を 持つ子ども に対し ても

就学前学校（ 保育所） に通う 権利が与えら れている（ 高橋美恵子 2016）。 その一方で、 家庭

保育も 重視さ れている。育児休業制度の整備により 、子ども が少なく と も １ 歳に達するまで

は、 両親による家庭保育が前提と さ れるため、 ０ 歳児保育は提供さ れていない。 子ども が病

気の際は、親が仕事を休み自宅で子ども を 看護する仕組みを整えているこ と から 、公的な病

児保育も 整備さ れていない（ 高橋美恵子 2018）。 し かし 、 休日や早朝・ 夜間・ 深夜と いっ た

非典型時間帯保育については公的に整備さ れており 、「 夜間保育所」 と 称さ れる施設保育と   

                                                   
10 １ 日の 3/4、 1/2、 1/4、 1/8 と いう 部分取得はそれぞれ 0. 75、 0. 5、 0. 25、 0. 125 と し て計算さ れたも の。  

男性

子の年齢 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0歳 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02

0.5歳 5.18 6.47 6.50 7.07 7.21 7.49 7.09 7.35

1歳 23.19 25.24 25.61 26.54 26.80 27.78 27.15 27.82

1.5歳 52.15 54.25 55.83 57.20 58.55 60.95 60.68

2歳 60.95 63.10 65.09 66.90 68.77 72.23 71.99

3歳 69.19 71.38 73.72 76.73 79.32 84.69

4歳 75.97 78.20 80.78 93.03 96.14

5歳 82.34 84.57 87.43 98.46

6歳 89.39 91.74 94.65

7歳 98.06 100.37

8歳 112.36

女性

子の年齢 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0歳 7.83 7.71 7.63 6.73 7.99 7.17 7.16 7.42 6.96

0.5歳 123.15 123.30 121.78 118.94 118.58 114.66 116.21 116.13

1歳 223.29 223.48 221.42 215.09 212.51 206.01 208.12 208.57

1.5歳 270.59 269.95 268.46 260.47 257.89 248.26 249.98

2歳 282.08 281.19 279.92 272.24 270.28 260.21 261.77

3歳 292.20 290.99 289.89 284.17 283.64 273.70

4歳 300.01 298.50 297.81 303.83 304.09

5歳 307.04 305.36 305.26 309.80

6歳 314.71 313.35 313.27

7歳 323.81 322.74

8歳 338.73
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子ども の自宅に保育スタ ッ フ が出向く「 自宅保育」 の二つの種類がある（ 高橋美恵子 2019）。 

児童手当は、「 児童手当基本法」 に基づき 1948 年１ 月から 導入さ れ、 16 歳未満の全ての

子ども を 支給対象と し 、 子ども １ 人当たり 月額 1, 250 SEK（ 2019 年現在） 支給さ れている

（ 16 歳以上の子ども には、 高校に通っ ている間（ 20 歳を迎えた春学期まで）、 児童手当と 同

額の「 就学手当」 と し て支給さ れる）（ 高橋美恵子 2016）。 所得制限を 設けず、 父親ではな

く 母親に対し 支払われるも のと さ れ、 こ れは家族への金銭的補助と いう 意味付けではない

こ と を 明確に示し 、 また父親が養育費を 払わない場合にも 備えら れる も のであっ た（ 浅井 

2018）。  

また、家事代行サービ ス利用時、１ 人当たり 支払い額の 50％、年間 25, 000 SEK（ 約 300, 000

円）、 65 歳以上は 50, 000 SEK（ 約 600, 000 円） までの税控除を 受けるこ と ができ る（ 高橋美

恵子 2018）。  

 

オ 介護者支援 

家族介護者への支援は、 介護は社会的に行われる も のと いう 認識から 重要視さ れてこ な

かっ たが、 家族介護者の増加を背景に支援を求める声が高まり 、 1997 年には高齢者等の介

護を する 家族等への支援がコ ミ ュ ーンの努力義務と さ れ、2009 年には義務化さ れた。以来、

コ ミ ュ ーンから 、 掃除、 買い物、 洗濯、 調理等の家事や、 清拭、 シャ ワー、 入浴、 着衣等の

パーソ ナルケア等を 行う 在宅介護サービ ス等が提供さ れている 。 介護を 必要と する 高齢者

であっ ても 、在宅介護サービスを 受けながら 自宅で暮ら し 続けるケースが多く 、９ 割を 超え

る高齢者が在宅で過ごし ている（ 内閣府 2011）。  

在宅介護サービスの頻度は月１ ～６ 回以上まで設定自由である 。 高齢者介護の財源は主

に地方税と 国の補助金が充当さ れ、一部は利用者負担と なる。またコ ミ ュ ーンには高齢者を

介護する 家族や近い親戚、 隣人、 友人等の親族等のサポート も 求めら れる。 支援の形態はコ

ミ ュ ーン によっ て異なるが、 高齢者を 介護する 介護者と し てその親族を 雇用するコ ミ ュ ー

ンも ある （ アニタ ・ ニーベルグ 2018）。  

家族介護者の支援と し てコ ミ ュ ーン が実施し ている のがレ スパイ ト （ 家族介護者のため

の休息） で、 ショ ート ステイ やデイ ケア等がある（ 藤岡 2013）。 子ども が親の介護を 行う 場

合、仕事と の両立が課題になるが、介護者は休暇を 取得する権利と 経済補償を 受ける権利が

付与さ れる。こ の場合、手当を 受け取るこ と のできる日数は要介護者１ 人あたり 100 日まで

と なっ ている（ アニタ ・ ニーベルグ 2018）。  

また、 老親や近親者が重篤になっ た時に、 最長 60 日間の休暇が取得でき る。 そのう ち 45

日間は従前所得の約８ 割が保障さ れる（ 宮本 2009）。  
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カ  再就職支援 

2019年の15歳から 74歳の失業者に占める 女性の割合は、 スウェ ーデン では48. 4％で性別

による差はあまり 見ら れない（ SCB 2020e）。  

図１ －12に示すよ う に、 スウェ ーデン の2019年の長期失業者の全失業者に占める 割合は

12. 1％と 相対的に低い水準と なっ ている。  

つまり 、失業者の９ 割近く は失業期間が１ 年未満であると いう こ と である。こ のこ と は、

スウェ ーデンでは一旦失業状態に陥っ ても 、 多く の失業者は１ 年以内に再就職でき ている

こ と を意味し ている。近年では、グローバリ ゼーショ ンやＡ Ｉ 技術の進展に対応するために

多く の企業や組織が事業の再編と 統合を 余儀なく さ れ、 余剰人員と し て整理さ れた労働者

の再就職を円滑に進めら れた。 その際に重要な役割を 担っ てき たのが、 労働組合、 雇用者団

体、 雇用保障協議会の３ 者のいわゆるソ ーシャ ル・ パート ナーと 、 政府が運営する公共職業

安定所である。スウェ ーデンの労働組合加入率は世界で最も 高い水準にあり 、労働者側が企

業側に対し てより 強い交渉力を有し ている。 また、 賃金、 労働時間、 残業時間、 休暇日数、

年金、解雇、レ イ オフ 等の労働条件や労働環境に関する全ての事項は労使間の交渉によっ て

決定さ れる。労働者の再就職を円滑に進めるこ と に最も 有効であっ たのが、労働協約によっ

て設立さ れた非営利組織の雇用保障協議会によ る再就職支援サービ スである 。 雇用保障協

議会は、 労働者が解雇対象者である こ と を 告げら れてから 失職する までの期間で再就職に

関するサービスを 提供するが、 いわゆる正規雇用（ パート タ イ ム正社員等を 含む） のみが対

象であり 、それ以外の雇用期間の定めのある労働者等は、その多く が労働市場で立場の弱い

労働者であるにも かかわら ず、同協議会の支援対象外である。雇用保障協議会によるサービ

スの対象者と なら ない労働者や、解雇通知期間内に再就職でき なかっ た労働者、職業訓練が

必要なブルーカ ラ ー労働者は、公共職業安定所が再就職支援を 行う こ と と なる が、同所によ

る支援は、 一般的に失職し てから の支援になる 11（ 福島 2019）。  

また失業者に対し ては、職業安定庁が学校や非営利組織、民間企業から 適切な訓練プログ

ラ ムを購入し 、 特定のニーズを持つ失業者（ 移民、 障がい者、 失業の危機にある就業者等）

に提供し ている（ 高橋保幸 2012）。  

  

                                                   
11 公共職業安定所への登録により 社会扶助（ いわゆる生活保護） を受給するこ と ができ る仕組みに関連し ている。  
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図１ －12 失業期間が１ 年以上の長期失業者の全失業者に占める割合の推移 

（ 1990～2019 年）  

 
（ 出典） OECD「 Long-t er m unempl oyment  r at e」 に基づき かなテラ スが作成。  
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（ ２ ） キャ リ アアッ プするための取組 

 

ア スウェ ーデンにおけるキャ リ ア形成 

スウェ ーデンは、 日本のよう な終身雇用制でなく 、 公務員も 含めて、 転職や中途採用はご

く 普通のこ と である（ 木下 2016）。 こ う し た雇用の流動性が高い労働市場で、 人々のキャ リ

アも 形成さ れていく 。  

労働市場の流動化の背景と し て、1950年代に提唱さ れた、生産性の低い企業から 高い企業

に、労働力を移動さ せつつ雇用保障を 実現する、と いう 積極的労働市場政策が次第に受容さ

れていっ たこ と が挙げら れる 。 こ う し た方法を 可能にし たのは、 第１ に、 労働者が一つの職

場にし がみつく のではなく 、 将来性のある 職場に移る こ と を 利益と 考える労働組合運動の

考え方の大き な転換があっ たから である。第２ に、戦後スウェ ーデンで成立し た雇用庁によ

り 、 新し い職場についてのアド バイ スから 子ども の転校の世話に至る まで労働者が大き な

不利益を 被るこ と なく 職場を 変えていく 見通し が生まれた。第３ に、生産性が低く 利潤が上

がっ ていない企業を 淘汰する 狙いで、 労働力移動を 促進する 賃金政策と し て同一労働同一

賃金が生まれた12。 こ う し て職を 失っ た労働者を 、 雇用保障と し ての職業訓練で、 生産性が

高い企業へと 移動を促し 、 完全雇用を 目指すのである。加えて、 雇用保障と 密接に連携し た

のが社会保障であり 、人々が就労し 継続的に働く 支援と し て、コ ミ ュ ーンで提供さ れる生涯

教育サービス「 コ ンブク ス」 での学びの提供や、 学習援助金の給付、 教育休暇制度の整備が

なさ れた。大学に進学する 若者も 含めて、高校を卒業し た若者は一度は労働市場に入るこ と

が多い。たと えパート タ イ ムの仕事であっ ても 、そこ で働く こ と を 経験し てから 自分のキャ

リ アを考える。労働市場に出てから 大学に入り 直し たり 、生涯教育や職業訓練を受けたり す

るこ と が比較的容易な仕組みが出来上がっ ているこ と によ っ て、職場を選び、また選び直す

こ と が可能になっ ている（ 宮本 2009） 。  

 

イ  リ カ レント 教育 

スウェ ーデンでは、学ぶ機会が働く 人等様々な立場の人に広く 開かれており 、そこ で得ら

れた知識や技能を 転職等の形で活かすこ と も でき る。 スウェ ーデンでは成人教育が充実し 、

高等学校レベルの教育はコ ミ ュ ーンで提供する「 コ ンブク ス」 で受けるこ と ができ る。 つま

り 、 大都市やその近郊に居住し ていない人でも 、 受講の機会は等し く あるこ と になる。 提供

さ れるプログラ ムを修了する と 、成績も ついて学歴と し て認めら れるため、さ ら なる進学や

転職に利用するこ と も でき る。費用については、コ ミ ュ ーンの提供するプログラ ムも 含め、

大学院まで教育機関の授業料は基本的に無料である（ 木下 2016）。  

20歳未満の学生（ 後期中等教育学校、 コ ンブク スまたは国民高等学校で学ぶ者） には、 学

                                                   
12 雇用主は、 個別の企業がどれだけ利益を上げているかと は無関係に職種ごと に同一の賃金を支払わなければなら ず、

生産性が低く 利潤が上がっ ていない企業は労働コ スト がかさ み苦し く なる。 こ のこ と が同一労働同一賃金が労働力移

動を促す理由である。  
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生助成金、 補足手当、 下宿追加金と いう 形の「 学習給付」 が支給さ れる。 こ の給付は、 特定

の状況下では留学への支給も 可能である。 20歳以上の学生が支給さ れる「 学習補助」 は、 定

額の基礎給付と ローン部分から 成る。 なお、 扶養すべき 子ども がいる者に対し ては、 付加給

付（ 返済義務なし ） がある ほか、 25歳以上で基礎レ ベル・ 中等レベルの普通教育や職業教育

を 受ける 者に対し ても 上乗せ支給（ 返済義務なし ） がなさ れる。 また、 教育訓練休暇法によ

り 過去２ 年以内に連続する ６ か月または合計12か月の勤続を 要件と し て、 労働者には教育

訓練を受けるための休暇が認めら れている。同休暇は無給であるが，教育訓練の内容や期間

について制限はない（ 休暇の時期については一定の範囲で使用者に変更権が与えら れてい

る） 。 また、 休暇が終了し た時点で、 当該労働者は職場に復帰し 、 少なく と も 休暇前と 同等

の賃金・ 処遇を受けるこ と が保障さ れている（ 和田 2016） 。  

直近の高等教育庁報告書（ 2008） によると 、 25 歳以上の社会人学生の人数は男性より 女

性の方が多く 、 特に 30～40 代の学部生の割合が多い。 学部別にみると 、 看護、 福祉、 教育

の学位を 特に女性が多く 取得し ている（ 大岡 2019）。  

 

ウ 職業教育訓練 

スウェ ーデン の職業教育訓練については、 特に性差を 意識し て設定さ れたも のはないと

考えら れる。若年者における職業教育訓練は、中等教育段階にはかなり 高いレ ベルを も っ て

導入さ れており 、 １ 年次に基礎実習、 ２ 年次には応用実習、 ３ 年次には年間 15 週の企業実

習を 行い、 実習期間に企業に認めら れれば、 そこ に卒業後就職するこ と になる（ ２ 年間は実

習生扱いであり 、 最終的に資格を 取っ た後に正規の雇用と なる形態を取っ ている）。 中等教

育修了後は、 高度な理論教育と 実施訓練が組み合わさ れた高等職業教育が用意さ れている。

日本で例えれば専門学校のよ う な位置にあり 、 それら が充分なイ ン タ ーンシッ プ等により

企業への就職につながっ ている（ 高橋保幸 2012）。  

20 代以上の自治体成人教育と し ては、 職業成人教育、 商業ド ラ イ バー向けの教育、 成人

向けの見習い教育がある。 こ のほか、 各自治体の裁量で、 ヘルスケアや製パン、 タ イ ル貼り

等の職業的な専門性についての認定コ ースを提供し ている と こ ろ も ある（ 和田 2016）。  

 

エ 女性管理職・ 女性役員の割合 

図１ －13 に示すよう に、日本の管理職に占める女性の割合は 2015 年から の５ 年間で徐々

に上昇し ているも のの 2019 年で 14. 8％と 、 先進国の中でも 女性の社会進出が遅れている。

一方でスウェ ーデンでは、 2009 年から 30％台後半で推移し 、 2019 年では 40. 3％と 高い数

字である 。  

グローバルな株式指数を提供し ているアメ リ カ 企業ＭＳ Ｃ Ｉ による レポート「 MSCI  Women 

on boar ds:  2019 Pr ogr ess Repor t 」 において示さ れた女性役員比率は図１ －14 のと おり で

ある。 スウェ ーデンでは、 2016 年から ３ 年の間に４ ポイ ント 上昇し 、 2019 年は 39. 6％と ４

割近く を 占めているのに対し 、 日本では 8. 4％と １ 割にも 満たない状況である。  
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他のヨ ーロッ パ諸国では、 フ ラ ンス、 ノ ルウェ ー、 オラ ンダ、 アイ スラ ンド 、 スペイ ン等

が、 上場企業に対し て、 女性役員の割合をあら かじ め一定数に定めて積極的に起用し 、 取締

役会の女性比率を 30～40％に上げる「 ジェ ンダー・ ク オータ 」 を 導入する等の取組事例が

目を 引く が、 スウェ ーデンでは、「 ジェ ンダー・ ク オータ 」 を法律で定めず、「 企業のガバナ

ン ス規定」 と し て、 男女の比率を 同一にする よ う 努力義務と し て呼びかけている （ 岡本 

2018）。  

 

図１ －13 管理的職業従事者※に占める女性の割合の推移（ 2015～2019 年）  

 

 
※総務省「 労働力調査」 では、「 管理的職業従事者」 と は、 就業者のう ち、 会社役員、 企業の課長相当職以上、 管理的公

務員等。 また、「 管理的職業従事者」 の定義は国によっ て異なる。  

（ 出典） 総務省統計局「 労働力調査（ 長期時系列）」 及び I LOSTAT Databace に基づきかなテラ スが作成。  
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図１ －14 MSCI  ACWI  I ndex13 構成企業（ 2, 765 社） における 国別の女性役員比率の推移 

（ 2016～2019 年）  

 

（ 出典） MSCI 「 Women on boar ds:  2019 Progr ess Repor t」 に基づき かなテラ スが作成。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 米 MSCI 社が算出・ 公表する、 世界の株式を対象と し た株価指数をいう 。  
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２  企業等の取組 

 

企業においても 、 従業員の多様な働き 方の奨励や育児休業取得を 促す取組が行われてい

る。 スウェ ーデン の革新的な企業のいく つかは、 ６ 時間勤務、 フ レ キシブルな勤務形態、 家

族及び介護者を対象と する有給休暇等を 導入し ている（ リ ク ルート ワーク ス研究所 2018）。 

高橋美恵子ら がスウェ ーデン 企業３ 社の人事部門管理者を 対象に実施し たヒ アリ ング調

査による と 、 ホワイ ト カ ラ ーの男性社員では、 育児休暇と 有給休暇を合わせて取得し 、 ６ か

月続けて休むのが一般的と なっ てき ている こ と が示唆さ れた。 社員の育児休暇取得に際す

る職場での対応には企業規模による違いも 見ら れる。育児休暇期間が６ か月に及ぶと 、３ 社

いずれでも 代替要員は確保さ れるが、たと えば１ か月程度であれば、企業規模によっ ては、

同僚が補う こ と も あり 得ると いう 。 そのう ちの１ 社では、 管理職の男性が、 ６ か月の間、 週

４ 日育児休暇を取得し 、週１ 日は出社し て働く と いう ケースも あっ た。またも う １ 社では、

男性社長自ら が育児休暇を 分割取得し ていた（ 高橋美恵子 2018）。  

社会保険庁の委託で企業の人事部門を 対象に 2014 年に実施さ れたデジタ ル・ アンケート

調査（ 送付先 3, 000 社のう ち 有効回答数 778 社） によると 、 採用の際、 育児休業取得経験は

有利になる、 と 44％の企業が回答し ている（ För säkr i ngskassan 2014）。  

 

（ １ ） Ａ Ｂ Ｂ の事例14 

ロボッ ト 工学、電力・ オート メ ーショ ン技術等の事業を 展開するエンジニアリ ング最大手

の一つ。 約 100 か国に展開し 、 2015 年 12 月時点での従業員数は約 13 万 5, 000 人。 スウェ

ーデンでは、 30 か所、 8, 950 人が働く 。  

多様な働き 方と キャ リ ア開発 

遠隔地勤務制度によっ て、 １ 週間ある いは一定期間等合意し た日数の在宅勤務を 行える

よう にし たり 、 サバティ カ ル休暇（ 長期勤続者に対し て一定期間長期休暇を 与えら れる） に

よっ て、限ら れた期間、完全に仕事を休んだり 、パート タ イ ム勤務を 選択するこ と も でき る。

育児休暇中の手当の上乗せ支給等により 、 家族を持つ従業員のワーク・ ラ イ フ・ バラ ン スを

支援し ているほか、従業員が無料で利用でき る休暇用保養所、就業時間後のアク ティ ビティ 、

定期健康診断、 スポーツや健康増進のためのコ ース等も 用意さ れている。  

また、 一定期間、別の部門や国で働く 機会も 与えら れ、 スキルや能力の向上に役立てら れ

ている。  

従業員の利益と ビ ジネスニーズを 結びつけるこ と を 目指し 、業績や成長の評価、キャ リ ア

パスについて従業員と ラ イ ン マネージャ ーの間で１ 年に１ 度話し 合いを 行い、 成長のため

のプラ ン に双方が同意する。 さ ら に、 従業員のキャ リ アの可視化のため、 グロ ーバルＨ Ｒ シ

ステムにより 、全ての従業員は自分の能力を管理し 、興味や能力についても 記録するこ と が

                                                   
14 以下を参照。 ABB, 2020, “ ABB HP, ” ( Ret r i eved October  20, 2020,  ht t ps: //gl obal . abb/gr oup/en) 及びリ ク ルート ワ

ーク ス研究所， 2018，「 Wor ks Repor t 2018――フ レキシブル・ ワーク 欧米８ カ 国の働き 方改革（ 政策・ 事例） スウェ ー

デン編」 .   

https://global.abb/group/en
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でき る。  

 

（ ２ ） Ｓ Ｃ Ａ の事例15 

スウェ ーデンの消費者向けパーソ ナルケア製品（ 失禁用製品、 赤ちゃ ん用おむつ、 生理用

品）、 ティ ッ シュ 、 ト イ レ ッ ト ペーパー、 キッ チン タ オル、 ハンカ チ、 ナプキン 等のほか、

出版用紙や木材製品、森林バイ オ燃料等のパルプ・ 紙メ ーカ ー。従業員数は約４ 万 4, 000 人。  

充実し た制度 

主なフ レ キシブル・ ワーク 制度と し て、 交代勤務割増賃金、 フ レ ッ ク スタ イ ム制や在宅勤

務、オフ ィ スでのフ レキシブルなワーク スペースを 採用し ている。育児に対する雇用主拠出

のほか、 子ども 連れでの出社（ 緊急時）、 施設内での保育、 給食・ 授乳、 母親用の部屋等育

児に関する支援も 充実し ている。従業員の健康増進にも 力を入れており 、社内ド ク タ ーや社

内スポーツ施設、 フ ィ ッ ト ネスセンタ ー会費の補助、 還付等福利厚生も 手厚い。  

学びながら 働く  

学生と し て雇用さ れ、 勤務時間の一定の割合で学術研究を 行いながら 働く こ と ができ る。 

 

（ ３ ） Ｉ Ｋ Ｅ Ａ の事例16 

スウェ ーデン発祥で、 ヨ ーロッ パ・ 北米・ アジア・ オセアニアなど世界各地に出店し てい

る 家具量販店。 従業員を 「 協力者」 を 意味する コ ワーカ ー（ co-wor ker ） と 呼称し ている 。

2019 年会計年度（ 2018 年９ 月１ 日から 2019 年８ 月 31 日） 時点の世界各地で働く コ ワーカ

ーの数は 211, 000 人。 フ レ ッ ク スタ イ ム制度、 在宅勤務、 フ レ ッ ク ス休暇、 ジョ ブ・ シェ ア

リ ング、 サバティ カ ル休暇、 手厚く 柔軟性のある育児のための休暇等の導入は、 従業員の可

能性を さ ら に高める機会へと つなげ、 また将来のキャ リ アへの影響も 少なく 安心し て働き

続けるこ と ができ る。  

女性ネッ ト ワーク と 人材育成 

指導的役割を 果たす女性の増加を 図るため、 2013年より「 女性オープンネッ ト ワーク 」 と

いう 女性ネッ ト ワーク を組織し 、 定期的に大会を開催し ている。 研修や論議を 通じ 、参加者

はリ ーダーシッ プについて学び、日本・ アメ リ カ・ イ タ リ ア・ スイ ス等、母国に持ち帰っ て、

大会で得た経験を 業務に活用し ている。また、指導的役割を 果たす女性の増加を 図るため、

「 女性の可能性プログラ ム」 を 実施し ている。 １ 年かけてリ ーダーシッ プ基礎、 文化、 価値

を 学ぶワーク ショ ッ プを行う 。 参加者にはそれぞれ指導役と コ ーチング役が１ 名ずつ就き 、

効果的な成果が出る工夫を 行っ ていると いう 特徴がある。  

                                                   
15 以下を参照。 リ ク ルート ワーク ス研究所， 2018，「 Works Repor t 2018――フ レキシブル・ ワーク 欧米８ カ 国の働き 方改

革（ 政策・ 事例）スウェ ーデン編」及び SCA, 2020,“ SCA HP, ”  ( Ret r i eved Oct ober  20, 2020,  ht t ps: //www. sca. com/en/）． 
16 以下を参照。 I KEA, 2020a, “ I KEA HP, ”  ( Ret r i eved Oct ober  20, 2020,  ht t ps: //about . i kea. com/en) 、 I KEA, 2020b,

“ I KEA Sust ai nabi l i t y Repor t  FY19, ” I KEA HP,  ( Ret r i eved Oct ober  24, 2020,  ht t ps: //newsr oom. i nt er . i kea. com

/publ i cat i ons/al l /br eaki ng-t he-t r end--i kea-repor t s-a-decr ease-i n-cl i mate-f oot pr i nt /s/309a4361-6968-4bda-

8542-a3cbc26dcd6f ) 、 リ ク ルート ワーク ス研究所， 2017，「 スウェ ーデンの『 フ レキシブル・ ワーク 』」 及び田中栄嗣，

2017，「 諸外国における女性活躍推進について――イ ギリ ス、 ド イ ツ、 スウェ ーデンの事例」『 損保総研レポート 』 118.  

https://www.sca.com/en/
https://about.ikea.com/en
https://newsroom.inter.ikea.com
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I KEAは、男女の管理職比率を 50％ずつにするこ と を 目標と し ており 、ほぼ目標を達成し つ

つある。 小売事業全体で、 12のフ ラ ンチャ イ ジーのう ち六つは、 40％以上の女性が管理職に

就いている。  

独自の福利厚生制度 

2013 年から「 Tack! 」 と いう 役職員の年金資産に対し 、 会社が給付金を付与する制度を設

けている 。勤続５ 年を 過ぎた世界中の従業員に対し 、部門・ 地位・ 給与レベルにかかわら ず、

同じ 国で働く 役職員は同じ 額を 受給する こ と ができ る 。 フ ルタ イ ムのコ ワーカ ーと パート

タ イ ムのコ ワーカ ーはどち ら も 正社員で労働時間だけの区別である ため、 パート タ イ ムの

コ ワーカ ーは労働時間に比例し た額を 受給する。また、フ ルタ イ ムと パート タ イ ムの区別な

く 、目標を 達成し た全てのコ ワーカ ーに対し 、給与レ ベルに基づいたボーナスが支払われる

制度も 導入し ている。  

世界中で平等な社会を 目指す 

I KEAのバリ ュ ー（ 価値観） は、 世界中に展開し ている。 イ ンド １ 号店では、 働き に出ると

周囲から 懐疑的な目で見ら れてし まう 女性たち に応募を 促し 、 キャ リ アパスを サポート す

るこ と を 優先し た。 Ｄ Ａ Ｇ Ｉ Ｓ（ ダーギス。 スウェ ーデン 語でデイ ケアの意） と いう 保育プ

ログラ ムや独自の「 育児休暇ポリ シー」 等により 男女と も にワーク・ ラ イ フ・ バラ ンスを推

進し ている。  

また、 I KEA のグループ会社では、 レ ズビアンやゲイ 、 バイ セク シュ アル、 ト ラ ンスジェ

ンダー、 全ての性的指向及びジェ ンダーアイ デンティ ティ ーを 持つ人 （々 Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ ＋） が広

く 社会に受け入れら れるこ と を 目指し て活動し ている 組織と 提携を 結び、 職場や地域社会

における Ｌ Ｇ Ｂ Ｔ ＋の人々に対する 差別への取組に関する 国連行動基準を 共同で作成し 、

賛同し ている。  
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