
１. はじめに

個人所得税は, 個人の租税負担能力 (以下, 担税力) に応じて賦課される租税であり, 現在

税制の中軸をなす｡ 所得とは, 収入から必要経費を差し引いたものである｡ 個人が得るさまざ

まな所得を総合して総所得が算定され, それに対して累進税率が適用される｡

ただし, 個人もしくは世帯としての最低生活費を保障するために, 基礎的な人的控除のほか,

生活上やむを得ざる事情により発生した費用に対する配慮として医療費控除, 雑損控除等が行

われる｡ また, 特定の種類の行為を促進するために, 補助金的な意味で税制上の措置が行われ

ることがある｡ これらの措置としては, 所得控除と税額控除のどちらか, もしくは両方の手段

がとられる１)｡ さらに, １つの所得に同種の租税が多重に賦課されるのを回避するために, 税

額控除が行われることもある２)｡

税額控除は, 税額控除額が本来の納税額を上回った場合, 差額を還付するものと還付しない

ものに分けられる｡ とくに前者は, 社会政策的な意味を含む給付 (家計補助金) の意味で設け

られることがある｡ 本稿では, カナダにおいて社会保障給付の手段, そのなかでも児童扶養支

援策, 雇用促進策, 消費型付加価値税の逆進性対策等の目的で導入されている還付型税額控除

(�������������������) について検討したい｡
２. 児童扶養支援

(１) 児童扶養支援における還付型税額控除

カナダにおいて, 児童扶養支援は第一義的には州の所管事項である｡ 連邦は, 州・準州に

｢カナダ社会移転｣ (���������������������以下, ���) という事実上使途自由のブロッ
ク補助金を交付するなかで, 保育・幼児教育などに対する財源保障の意味をも含めている｡
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１) この論点は別稿で論じたい｡ さしあたり, 本稿５－ (１) 及び脚注��)���) の文献を参照せよ｡
２) 法人所得税と個人所得税の二重課税を一部調整する配当控除, 外国における活動から発生した所得

に対する二重課税を回避する外国税額控除などが, これにあたる｡
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また, 連邦が所得税制などを通じて行う児童扶養支援策も多様である３)｡ 第１は, 個人所得

税における扶養控除である｡ ����年に児童扶養控除が導入され, 第２次大戦中を除いて所得控
除の形で運営されていたが, ����年に他の人的控除とともに非還付型税額控除 (�����������������������) に転換された｡ その税額控除制度は����年にいったん廃止されたものの, ����年
に税額控除として再び導入された｡ ����年の所得に対する課税については, ��歳未満の扶養家
族１人当たり������カナダドル (以下, ドル) の税額控除を受けられる｡ これによる����年度
の個人所得税の減収は７億�����万ドルと推計されている４)｡ しかし, これは非還付型税額控

除なので, 個人所得税を納めていない低所得者には効果が及ばない｡

なお, 子を保育所に預ける, 幼児教育プログラムに参加させる等の費用に対する支援策もあ

る｡ 具体的には, それらの保育費について, 保護者１人家庭の場合は保護者本人が, 保護者２

人家庭の場合は原則として２人のうち純所得が低い方が, 保育費控除 (�������������������������) を所得控除の形で申請することができる｡ 控除の限度額は７歳未満の子について
は�����ドル, ７～��歳の子について�����ドルであり, また控除額が勤労所得等の３分の２を
超えることは認められない｡ ����課税年についてみると, ���万�����件の控除が申告され, ��
億�����万ドルの所得控除が認められたが, 申告件数のうち����％は女性による申告であった５)｡

これによる����年度の個人所得税の減収は７億�����万ドルと推計されている６)｡

第２は, 児童手当の給付である｡ ����年に創設された ｢家族手当｣ (����������������
[��]) は, 所得の多寡を問わない普遍主義的な給付であったが, ����年には高所得世帯への
給付減額措置が導入され, ����年には制度自体が廃止された｡ ところが, ����年, 連邦は ｢普
遍的保育手当｣ (�������������������������[����]) を導入した｡ これは６歳未満の子
をもつ親に子１人当たり月額���ドルを給付する制度であり, 所得制限は付されていない｡ ま
た, 受給額に対しては個人所得税が課される｡

第３は, 個人所得税の還付型税額控除の形をとる給付である｡ ����年, 連邦は ｢児童税額控
除｣ (��������������[���]) を導入した｡ その時点では, 非還付型の児童税額控除, 家
族手当および還付型の児童税額控除の三者が併存したことになる｡ しかし, 上で述べたとおり����年には前二者が廃止され, ���も ｢カナダ児童税給付｣ (���������������������
[����]) に改組された７)｡ 連邦は, ����が子をもつ貧困世帯の減少, 低所得世帯の所得増
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３) 尾澤 (����) 及び池上 (����) ��～��ページを参照せよ｡
４) �������������������������(����) �����‒��による｡
５) ������������������������������������‒���������������������������[�����������]
(�������������������������������) �����������による｡ なお, 申告により適用申請さ
れた子の数は���万�����人であった｡

６) �������������������������(����) �����‒��による｡
７) 池上 (����) ��～��ページを参照せよ｡ なお, 山下 (����) ��ページも����を紹介している｡
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加等, 所得再分配に大きく貢献したと評価している８)｡����は, 所得制限が付された還付型の児童税額控除であり, その現金給付部分は非課税
所得となる｡ 対象となる子は��歳未満であり, 税額控除＝給付の金額 (以下, 給付額) は世帯
構成により異なる｡ たとえば, 子１人をもつ世帯についてみると, 表１及び図１に示したよう

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��
表１ カナダ児童税給付の ｢基礎給付｣ [����年７月～����年６月｡ １世帯当たり年額 (カナダドル)]

子の数 最高給付額 所得制限

１人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の２％減額 (所得�������ドル以上は給付額ゼロ)
２人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の４％減額 (所得�������ドル以上は給付額ゼロ)
３人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の４％減額 (所得�������ドル以上は給付額ゼロ)
４人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の４％減額 (所得�������ドル以上は給付額ゼロ)
５人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の４％減額 (所得�������ドル以上は給付額ゼロ)
注：１) ｢基礎給付｣ の最高給付額は, 子１人当たり�����ドル｡ ただし, ３人目以上の子１人につき��ドルが加算

される｡
２) 所得制限の基準となる ｢所得｣ は ｢世帯調整純所得｣ (����年分)｡ その定義は本文参照｡
３) 子６人以上をもつ世帯については, 記述を省略した｡

資料：���������������������������������������(��������������������������������������������������������) (���������������� ������������������) (�������������������������������)����の記述及び��������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������������[����年��月９日参照]) により作成｡

図１ カナダ児童税給付のしくみ [����年７月～����年６月｡ (カナダドル)]

注：１) 基礎給付及び付加給付の最高給付額, 減額率及び給付額がゼロになる世帯調整純所得額 (Ｘ及びＹ) の数
値については, 表１及び表２を参照せよ｡

資料：筆者作成｡

８) �������������������������(����) �����‒��による｡
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に, ����の中心となる ｢基礎給付｣ (������������) は, ����年現在, 年額�����ドルであ
る｡ 給付額は, ｢世帯調整純所得｣ (�����������������������) ������ドルを超える額の
２％ずつ削減され, 世帯調整純所得�������ドル以上になると給付額はゼロになる｡ 子２人を
もつ世帯の場合, 基礎給付は２倍の�����ドルとなるが, ２人以上の子がいる世帯への給付額
は世帯調整純所得������ドルを超える額の４％ずつ削減されるので, 子１人世帯と同じく世帯
調整純所得�������ドル以上になると給付額はゼロになる｡ また, ３人目以上の子には１人��
ドルが上乗せ給付されるため, 給付額ゼロになる世帯調整純所得額は子１人当たり������ドル
ずつ増えていく｡ すなわち基礎給付は, 中・高所得世帯もある程度の給付を受ける｡����年, 連邦と州・準州は ｢全国児童給付｣ (��������������������[���]) 制度の創
設で合意した９)｡ これをうけて����年, 連邦は, ����について, 低所得世帯向けの ｢付加給

付｣ (������������������������������[����]) を導入した｡ たとえば, 子１人をもつ
世帯の����は, ����年現在, 年額�����ドルであるが, 世帯調整純所得������ドルを超える
額の����％ずつ給付額が減少し, 世帯調整純所得������ドル以上になると給付額はゼロになる｡
２人目の子に対する給付は年額�����ドルだが, 子２人をもつ世帯については世帯調整純所得������ドルを超える額の��％ずつ給付額が減少するため, 子１人をもつ世帯とほぼ同じく世帯
調整純所得������ドル以上になると給付額はゼロになる｡ ３人目以上の子に対する最高給付額
はそれぞれ年額�����ドルであるが, 子３人以上をもつ世帯については世帯調整純所得������
ドルを超える額の����％ずつ給付額が減少する｡ そのため, 子３人をもつ世帯についてもほぼ
同じく世帯調整純所得������ドル以上になると給付額はゼロになる｡ ただし, 給付額がゼロに
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９) 税制及びサービス給付における独自性をとくに重視するケベック州は, ���に参加していない｡

表２ カナダ児童税給付の ｢付加給付｣ [����年７月～����年６月｡ １世帯当たり年額 (カナダドル)]
子の数 最高給付額 所得制限

１人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の����％減額 (所得������ドル以上は給付額ゼロ)
２人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の����％減額 (所得������ドル以上は給付額ゼロ)
３人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の����％減額 (所得������ドル以上は給付額ゼロ)
４人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の����％減額 (所得������ドル以上は給付額ゼロ)
５人 �����ドル 所得が������ドルを超える分の����％減額 (所得������ドル以上は給付額ゼロ)
注：１) ｢付加給付｣ の最高給付額は, １人目の子は�����ドル, ２人目の子は�����ドル, ３人目以上の子は１人に

つき�����ドル｡
２) 所得制限の基準となる ｢所得｣ は ｢世帯調整純所得｣ (����年分)｡
３) 子６人以上をもつ世帯については, 記述を省略した｡

資料：���������������������������������������(��������������������������������������������������������) (���������������� ������������������) (�������������������������������)�����‒��の記述及び��������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������������[����年��月�日参照]) により作成｡

���������������������������������������������������������������



なる世帯調整純所得は子４人ならば������ドルとなり, そこからは子が１人増えるたびに�����
ドルずつ増えていく｡ その内容を整理したのが表２及び図１である｡

さらに, 障害をもつ��歳未満の子のいる世帯については, ｢障害児童給付｣ (����������������������[���]) があり, 年額�����ドルが給付される｡ ����給付額がゼロになる世帯調整
純所得を超えると, 該当児童１人の世帯は超過額の２％, ２人以上の世帯は超過額の４％, そ

れぞれ給付が減額される｡

所得制限が付された還付型税額控除を考える際に重要なのは, 所得の指標となる ｢世帯純所

得｣ (���������������) である｡ 世帯純所得は, 本人と配偶者 (実質的配偶者も含む) の

純所得 (���������) を合計したものであり, 純所得とは ｢総所得｣ から ｢控除｣ を差し引

いたものである��)｡ ｢総所得｣ とは, 給与所得, 社会保障給付 (公的年金, 社会扶助, 雇用保

険, 労災給付等), 金融所得 (配当, 利子, キャピタルゲイン (ただし半額) 等), 事業所得,

不動産所得, 私的年金等を合計したものであり, 総合所得に近い｡ また ｢控除｣ されるのは,

公的年金保険料, 私的年金積立金, 児童扶養費, 障害者控除, 転居費, 養育費, 労働組合費,

専門家団体会費, 投資関連費, 特定事業投資損失, 鉱業投資費, 雇用関連特定経費, 聖職者住

居費, 一定の手数料, 過去の所得や社会保障給付の返還分等であるが, いずれも制限すなわち

控除限度額が設定されている｡

ただし, 社会政策的な意図を有する還付型税額控除の場合, 子育て支援等を重視する視点に

基づき, 世帯純所得から����及び ｢障害者貯蓄登録制度｣ (�������������������������������[����]) からの所得を差し引いた世帯調整純所得が所得の指標として用いられている
のである｡

(２) CCTB の適用実績

連邦による����年度の児童向け給付は���億�����万ドルであるが, そのうち税額控除＝還付
すなわち����は��億�����万ドルであり, これは連邦総支出の���％にあたる｡ また, これは
５年前の����年度��億�����万ドルと比較して����％増加しており, さらに����は����の��億�����万ドルを大きく上回る��)｡����の適用実績を, より詳しく検討してみたい｡ 表３に掲げたのは, 資料が入手可能な����年７月～����年６月の適用状況である｡ この年度は, ����課税年の状況に基づき, 基礎給
付は子１人�����ドルとされたが, ３人目以上の子には��ドル, ７歳未満の子には���ドルの上
乗せ給付があった｡ ただし, 世帯調整純所得������ドルを超える額について, 子１人の世帯で
は���％ずつ給付が削減され, 子２人以上の世帯では４％ずつ給付が削減された｡ また, ����

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��

��) ｢課税所得｣ の場合, さらに控除が行われる｡��) ���������������������������������������������������‒�������������(��������������������������������������������������) ����������������による｡
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は, １人目の子�����ドル, ２人目の子�����ドル, ３人目以上の子�����ドルであった｡ ただし,
世帯調整純所得������ドルを超える額について, 子１人世帯は����％, 子２人世帯は����％,
子３人以上の世帯は����％ずつ, それぞれ給付額が削減された��)｡
表３に示したように, ����の適用を受ける世帯の半数以上が世帯純所得������ドル未満で

あり, その階層が総給付額の８割を受け取っていた｡ 所得制限が付されているため, 子１人当

たり給付額, １世帯当たり給付額とも所得が増えるにしたがって減少しており, ����が児
童扶養支援とともに所得再分配の役割を有していたことが示されている｡ ただし, 世帯純所得������ドル以上であっても, 子が３人以上いれば給付を受けることができた｡
(３) ｢税額控除＝現金給付｣ をめぐる連邦と州・準州の関係���の一環としての����の導入は, それまで州が行っていた低所得世帯の児童向け給付
にとって代わる意味もあった｡ すなわち, 州は����の金額の範囲内で児童のいる低所得世
帯への社会扶助を減額し, それによる財源を当該世帯への新たな給付や保育・医療補助サービ

スに充当することとされたのである｡ これは, 連邦は現金給付, 州はサービス給付, という分

担が明確化する方向を示すものであるが, 州によっては社会扶助減額分を新規サービス給付な

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

��) �������������(����) ������‒�を参照せよ｡

表３ カナダ児童税給付の所得階層別適用状況 [����年７月～����年６月]
世帯純所得

適用を
受ける
子の数
(千人)
Ａ

適用を
受ける
世帯数
(千世帯)
Ｂ

総給付額
(百万カナ
ダドル)

Ｃ

適用世
帯当た
りの子
の数 (人)
Ａ／Ｂ

子１人当
たり平均
給付額

(カナダドル)
Ｃ／Ａ

１世帯当
たり平均
給付額

(カナダドル)
Ｃ／Ｂ������ドル未満 ����� ����� ����� ���� ����� �����������ドル以上 ������ドル未満 ��� ��� ��� ���� ����� �����������ドル以上 ������ドル未満 ��� ��� ��� ���� ��� �����������ドル以上 ������ドル未満 ��� ��� ��� ���� ��� �����������ドル以上 ������ドル未満 ��� ��� ��� ���� ��� ���������ドル以上 ������ドル未満 ��� ��� ��� ���� ��� ���������ドル以上 ������ドル未満 ��� �� �� ���� ��� ���������ドル以上�������ドル未満 �� �� �� ���� ��� ����������ドル以上 �� �� � ���� ��� ���

合 計 ����� ����� ����� ���� ����� �����
注：１) ����の基礎給付と����の給付額及び所得制限の内容については, 本文２－ (２) を参照せよ｡
資料：�������������������������������������������������������������������������� (�����������)�(�����������������������������������������) ������により作成｡
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どに活用しない例もあった��)｡
ただし, 多くの州は現在も, 子育て支援を目的とする還付型税額控除を行っている｡ そのう

ちカナダ歳入庁 (�������������������) が事務を執行しているのは, アルバータ州, ブ
リティッシュ・コロンビア州, ニュー・ブランズウィック州, ニューファンドランド・アンド

・ラブラドル州, ノヴァ・スコシア州, オンタリオ州, ノースウェスト準州, ヌナヴト準州及

びユーコン準州であり, その内容を整理したのが表４である｡ いずれも定額給付だが, 世帯所

得が一定水準を超えると給付額は減少する｡ 給付額も, またそれが減少しはじめる所得額も州

ごとに異なる｡ さらに, 子の数が増えた場合に下の子に対する給付額が増える州と減る州とに

分かれている｡ そして, その他の州も児童扶養支援を目的とする独自の給付を行っている��)｡
なお, アルバータ州については, ����の基礎給付についても, 連邦と州の合意のうえ,

児童の年齢により給付額に差をつける独自の制度がとられている��)｡
このように, 児童扶養支援を第一義的には州の所管事項とするカナダでは, 全国的制度につ

いても州ごとの独自性が認められるのである｡

３. 低所得労働者の支援

(１) 労働問題に関する憲法上の権限配分

カナダにおいては, 労使関係は基本的に州の所管事項であり, 失業も第一次大戦以前は個人

の問題だと考えられてきた｡ しかし, ����年代以降は州・地方財政における失業者救済�労働
訓練の支出が増大し, とくに世界大恐慌は州・地方財政の財政危機を招いた｡

連邦は, ����年に失業保険・労働条件改善等を含む資本主義への連邦政府介入を強化する方
針を掲げた｡ ところが, その関連法は当時の憲法にあたる英領北アメリカ法 (����������������������[���法]) に違反するとの判決が, ���法解釈の最高権限を持っていたイギ
リス枢密院司法委員会によって下された��)｡ その後, ローウェル＝シロワ報告をうけて, ����
年には���法が改正され�失業保険は連邦の所管となった��)｡ 現在の憲法解釈では, 財政支
出等を通じた所得保障プログラムは, 連邦・州双方が憲法上の権限をもつ, とされている��)｡

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��

��) ��������(����) ������‒���を参照せよ｡��) ただし, 本稿ではそれらに詳しくふれない｡ �����������(����) ������‒��を参照せよ｡��) ����年７月～����年６月については, ｢基礎給付｣ のうち他州で年額�����ドルとされている部分が,
アルバータ州では７歳未満�����ドル, ７～��歳�����ドル, ��～��歳�����ドル, ��～��歳�����ドル
とされている｡��) ����～��年代における州・地方財政の状況については, 池上 (�����) ��～��ページを参照されたい｡��) ローウェル＝シロワ報告の策定及びその後の制度改革の経緯については, 池上 (�����) を参照さ
れたい｡��) ����(����) ��������������‒���を参照せよ｡
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実際, 連邦はそれぞれの州・準州との間で個別に協定を結び, 州・準州が連邦の補助金を受

けて, あるいは連邦と共同で, 就労支援プログラムを展開している��)｡

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��
表４ カナダ歳入庁が事務を取り扱っている州・準州の児童扶養支援給付の概要

[����年７月～����年６月｡ １世帯当たり年額 (カナダドル)]
州・準州 名称 内容

アルバータ
州

アルバータ勤労家族税
額控除
(��������������������������������) １人目の子���ドル, ２人目の子���ドル, ３人目の子���ドル, ４人目の子���ド

ルを給付｡ ただし最高給付額は, �����ドルもしくは勤労所得 (�����ドルを超え
る場合) の８％のうち低い方を限度とする｡ また給付は, 世帯調整純所得が������
ドルを超える分の４％減額する｡

ブリティッ
シュ・コロ
ンビア州

ブリティッシュ・コロ
ンビア家族手当
(�������������) ｢基礎家族手当｣ は, 世帯調整純所得と子の数に基づいて給付 (子１人当たり最

高額は�����ドル)｡ またそれに付加される ｢勤労所得給付｣ は, １人目の子���
ドル, ２人目の子��ドル, ３人目以上の子１人につき���ドル｡ ただし付加分は,
勤労所得が�����ドルを超えると減額され, ������ドル以上では給付されない｡
また世帯調整純所得が������ドルを超える場合も減額する｡

ニュー・ブ
ランズウィ
ック州

ニュー・ブランズウィ
ック児童税給付
(���������������������������) ｢基礎給付｣ は子１人当たり���ドルであるが, 世帯調整純所得が������ドルを

超えると減額される｡ また勤労所得が�����ドルを超える世帯には ｢勤労所得付
加給付｣ があり, 勤労所得������ドルに達すると１世帯当たり���ドル (最高額)
が給付されるが, ������ドルを超えると減額され, ������ドル以上では給付され
ない｡

ニューファ
ン ド ラ ン
ド・アンド
・ラブラド
ル州

ニューファンドランド
・アンド・ラブラドル
児童給付
(�����������������������������������) ｢児童給付｣ は, １人目の子���ドル, ２人目の子���ドル, ３人目の子���ドル,

４人目以上の子１人につき���ドル｡ ただし, 世帯調整純所得が������ドルを超
えると, 給付は減額される｡ また, １歳未満の子がいるとともに世帯調整純所得
の要件を満たす場合, 月額��ドルの ｢母子滋養付加給付｣ を給付する｡

ノヴァ・ス
コシア州

ノヴァ・スコシア児童
給付
(����������������������) ｢児童給付｣ は, １人目の子���ドル, ２人目の子���ドル, ３人目以上の子１人

につき���ドル｡ ただし, 世帯調整純所得が������ドルを超えると給付は減額さ
れ, ������ドル以上では給付されない｡

オンタリオ
州

オンタリオ児童給付
(�������������������) ｢児童給付｣ は, 子１人につき�����ドル｡ ただし, 世帯調整純所得が������ド

ルを超えると給付は減額される｡

ノースウェ
スト準州

ノースウェスト準州児
童給付
(��������������������������������) ｢児童給付｣ は, 子１人につき���ドル｡ また, 勤労所得�����ドルを超える世帯

には, 子１人をもつ世帯���ドル, 子２人以上をもつ世帯���ドルの ｢勤労者付加
給付｣ があるが, それは世帯調整純所得が������ドルを超えると減額される｡

ヌナヴト準
州

ヌナヴト児童給付
(�������������������) ｢児童給付｣ は, 子１人につき���ドル｡ また, 勤労所得�����ドルを超える世帯

には, 子１人をもつ世帯���ドル, 子２人以上をもつ世帯���ドルの ｢勤労者付加
給付｣ があるが, それは世帯調整純所得が������ドルを超えると減額される｡

ユーコン準
州

ユーコン児童給付
(�����������������) ｢児童給付｣ は, 子１人につき���ドル｡ ただし, 世帯調整純所得が������ドル

を超えると給付は減額される｡

注：１) 給付額算定の対象となる ｢子｣ としては, ほとんどの場合��歳未満の者が想定されている｡
２) 本表では, カナダ歳入庁が事務を取り扱っていない州のプログラムについては記述していない｡

資料：���������������������������������������(��������������������������������������������������������) (���������������� ������������������) (�������������������������������)�����‒��及びブリティッシュ・コロンビア州ウェブサイト (������������������������������������������������������������������������������ [����年��月９日参照]) により作成｡��) �����������(����) �������‒��
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(２) 還付型税額控除としての勤労所得税給付����年, 連邦は低所得労働者向けの支援策の一環として ｢勤労所得税給付｣ (��������������������[����]) を導入した��)｡ これは, 勤労所得が一定額以上の者について, 世帯調
整純所得が一定額以下であれば所得税額控除を行い, 控除額が納税額より多ければ差額を給付

する還付型税額控除である｡ これは, 公的扶助を受けていた貧困者が職について勤労所得を得

た場合, 公的扶助を受けられなくなって所得増が相殺されるために就労意欲が削がれる ｢貧困

の罠｣ を回避するための制度として設けられた��)｡����の規模は, 導入された����年度は４億�����万ドルであったが, 世界経済危機への対
策の一環として����年度予算において制度が大幅に拡充されており, ����年度の規模は��億�����万ドルと推計されている��)｡
ただし, ����も全国一律の制度ではない｡ ����年現在, アルバータ州, ブリティッシュ

・コロンビア州, ヌナヴト準州及びケベック州を除く７州・２準州では, 図２に示したように,

単身者の場合, 勤労所得が年額�����ドルを超える額の��％が税額控除つまり給付される｡ 勤
労所得が�����ドルに達してからは, 給付額は���ドルで横ばいとなる｡ さらに, 世帯調整純所
得が������ドルを超えるとその超過額の��％ずつ給付額が削減され, 世帯調整純所得������ド
ル以上では給付額がゼロになる｡

またこれらの州では, 家族世帯者の場合, 勤労所得が年額�����ドル超で, かつ世帯調整純
所得������ドル未満のものについて最高�����ドルが, それぞれ税額控除つまり給付される｡
より具体的にみると, 勤労所得が�����ドルを超える額の��％が給付される｡ ただし上限額は
単身者の場合とは異なり, 勤労所得が�����ドルに達したところで給付額は�����ドルで横ばい
となる｡ さらに, 世帯調整純所得が������ドルを超えるとその超過額の��％ずつ給付額が削減
され, 世帯調整純所得������ドル以上では給付額がゼロになる｡
これに対して, アルバータ州, ブリティッシュ・コロンビア州, ヌナヴト準州及びケベック

州は, 表５に示したとおり, 単身者・家族世帯者とも, 最高給付額, 給付を開始する勤労所得

額, 給付の増額率, 給付減額を開始する世帯調整純所得額及び給付の減額率について, それぞ

れ独自の数値を設定している｡ とくにケベック州の場合, 家族世帯者がさらに配偶者と子の有

無によって区分されている｡ 低所得者の勤労意欲を促進する内容であること, 連邦の政府支出

を増加させないこと, 受給者に最小限の給付額を保障すること及び連邦プログラム全体との整

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��

��) 基本的な����に加えて, 障害をもつ低所得労働者については ｢勤労所得税障害者付加給付｣

(������������������������) がある｡ ����年現在, その最高給付額 (年額) は, ブリティッシ

ュ・コロンビア州では���ドル, ヌナヴト準州では���ドル, ケベック州では���ドル, その他の州・
準州では�����ドルである｡ ただし, それについて, 本稿では詳しくはふれない｡��) �������������������������(����) �����‒��を参照せよ｡��) ������������������(����) ������������������������������(����) �����‒��によ
る｡
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合性がとれていることなどを条件として, 各州が, 最高給付額を変更する, あるいは給付対象

となる所得水準を変更する, という独自性が認められているのである��)｡
また, ����の給付開始を判断する基準は勤労所得であるが, 給付減額の基準は世帯調整

純所得である｡ これは勤労所得以外の所得が多い世帯が給付対象となることを回避するためで

ある｡����は, 労働者一般に適用される ｢雇用保険｣ (�������������������) とは異なり,
低所得労働者への経済援助であるとともに, その勤労促進をはかる政策といえる｡ アメリカの

｢勤労所得税額控除｣ (���������������������) も同様の性格をもっている｡ ただし����は, 連邦制度それ自体のなかで各州の独自性を広く認めている点で, ｢大きな州政府｣��)
をもつカナダの制度としての特色が表れている｡

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

��) �������������������������(����) �����‒�����) 池上 (�����) ���ページ｡

図２ 勤労所得税給付のしくみ [����年 (カナダドル)]

注：１) ニュー・ブランズウィック州, ニューファンドランド・アンド・ラブラドル州, ノヴァ・スコシア州, マ
ニトバ州, オンタリオ州, プリンス・エドワード・アイランド州, サスカチュワン州, ノースウェスト準州
及びユーコン準州に適用される数値 (����年��月現在示されている年額) を示した｡ その他の州・準州につ
いては, 表５を参照せよ｡

資料：筆者作成｡
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４. 消費型付加価値税の逆進性対策

(１) カナダにおける一般売上税

カナダでは, ����年, 連邦が一般売上税に係る抜本的改革として, それまでの製造者売上税
を廃止し, それに代えて ���������������������(���) というインボイス方式をとる
税率７％の消費型付加価値税を導入した｡ ����年代末から����年代中盤までみられた連邦財政
収支の黒字基調を反映して, ���の税率は����年に６％へ, さらに����年には５％へと引き

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��
表５ 勤労所得税給付の最高給付額及び所得制限の基準 [����課税年]

(単位：カナダドル, ％)

世
帯
構
成

居住している州
最高
給付額

給付が
開始さ
れる勤
労所得

給付の
増額率

最高給付
額に達す
る勤労所
得

給付減額が
始まる世帯
調整純所得

給付の
減額率

給付額ゼロ
になる世帯
調整純所得

単
身
者

ニュー・ブランズウィック州,
ニューファンドランド・アン
ド・ラブラドル州, ノヴァ・ス
コシア州, マニトバ州, オンタ
リオ州, プリンス・エドワー
ド・アイランド州, サスカチュ
ワン州, ノースウェスト準州,
ユーコン準州

��� ����� (���) ����� ������ (���) ������
アルバータ州 ����� ����� (���) ����� ������ (���) ������
ブリティッシュ・コロンビア州 ����� ����� (���) ������ ������ (���) ������
ヌナヴト準州 ��� ����� (��) ������ ������ (��) ������
ケベック州 �������� ����� (�����) ����� ��������� (���) ���������

家
族
世
帯

ニュー・ブランズウィック州,
ニューファンドランド・アン
ド・ラブラドル州, ノヴァ・ス
コシア州, マニトバ州, オンタ
リオ州, プリンス・エドワー
ド・アイランド州, サスカチュ
ワン州, ノースウェスト準州,
ユーコン準州

����� ����� (���) ����� ������ (���) ������
アルバータ州 ����� ����� (���) ������ ������ (���) ������
ブリティッシュ・コロンビア州 ����� ����� (���) ������ ������ (���) ������
ヌナヴト準州 ����� ����� (���) ������ ������ (��) ������
ケベック州

夫婦のみ �������� ����� (�����) ������ ��������� (���) ���������
親１人と子 ������ ����� (���) ����� ��������� (���) ���������
夫婦と子 ������ ����� (��) ������ ��������� (���) ���������

注：１) 給付開始を判断する基準は｢勤労所得｣であるが, 給付減額の基準は｢世帯調整純所得｣である｡
資料：�������������������������������������������(�������������������������������) �������, 及び��������������������������������������������(����) �������������������������������(������������������������������������������������������[����年��月��日参照]) か

ら算出して作成｡
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下げられて, 現在に至っている｡

これに対して, 州・準州はそれぞれ一般売上税に関して独自の政策をとっている｡

① ５州が, ���と課税ベースを ｢調和｣ させた付加価値税である ｢調和型売上税｣ (�������������������[���]) を賦課している｡ そのうちニューファンドランド・アンド・
ラブラドル州, ノヴァ・スコシア州, ニュー・ブランズウィック州及びオンタリオ州は州税

率を８％, ブリティッシュ・コロンビア州は州税率を７％としている｡ ���については,
カナダ歳入庁が徴収事務を行っている｡

② ケベック州は, ���込みの価格に独自の付加価値税 (税率���％) を賦課している｡
③ プリンス・エドワード・アイランド州は, ���込みの価格に小売売上税 (税率��％) を
賦課している��)｡

④ マニトバ州及びサスカチュワン州は, ���抜きの価格に小売売上税 (税率はマニトバ州

７％, サスカチュワン州５％) を賦課している｡

⑤ アルバータ州, ユーコン準州, ノースウェスト準州及びヌナヴト準州は, 一般売上税を賦

課していない｡

このように, 課税ベース・税率とも多様な一般売上税が併存しているのである��)｡
(２) 取引対象・主体によって異なる課税方式を用いる逆進性対策

一般的に, 低所得者は高所得者と比較して消費性向が高い｡ そのため, 比例税率をとる一般

売上税は所得に対して逆進性をもつ｡ 本稿では, 消費型付加価値税である��� (及び���)
がもつ逆進性への対策としてとられる還付型税額控除について検討するが, それに先立ち, 商

取引の対象・主体によって異なる課税方式を用いた逆進性対策にふれておく｡

(ａ) ゼロ税率���において, 基礎的食料品, 農水産物, 処方箋付き医薬品, 医療機器等は, 輸出取引と
同様に, ゼロ税率財 (���������������) とされる｡ その対象となる財の売上に係る仕入れ
については, 仕入税額控除を行うことができるため, それらの財は関係事業者等に負担を負わ

せることなく, 本体価格のみで消費者に販売される｡ 生活必需品をゼロ税率とすれば, それは���のもつ逆進性をある程度緩和するといわれる｡ 基礎的食料品のゼロ税率による���の負
担軽減は, ����年度には��億�����万ドルと推計されている��)｡
なお, 州・準州政府による財・サービスの購入は, すべてゼロ税率とされる｡ それは, カナ

ダの����年憲法第���条が ｢カナダもしくは州に属する土地もしくは財産は課税されない｣ と

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

��) ���に課される州税を名目税率に加えた場合, 同州における州税の実効税率は����％となる｡��) 制度は, ����年��月現在のものである｡ なお, カナダにおける連邦・州を通じた一般売上税の歴史
については, 池上 (�����) ��～��ページを参照されたい｡��) �������������������������(����) �����‒��による｡
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規定しているからである��)｡ 州・準州が行う公共サービスは国民生活に必要不可欠であるから,
それを享受する国民の負担は軽減されることになる｡

(ｂ) 非課税���において, 家賃, 医療・歯科サービス, 金融, 福祉, 公営交通, 教育, 中古住宅譲渡
等は, 非課税財 (�����������) とされる｡ それらは, 金融等を除けば, 生活必需品あるい
は社会政策的にみて消費を妨げるべきでない財・サービスである｡ ただし, ゼロ税率取引とは

異なり, その対象となる財の売上に係る仕入れについて, 仕入税額控除を行うことはできない｡

そのため, 事業者はそこに含まれる前段階までの税額を自ら負担するか, もしくは本体価格に

上乗せして消費者に販売することになる｡ 後者の場合, 消費者の負担軽減割合はゼロ税率と比

較して低いといえる｡

なお, 免税事業者 (免税点は������ドル) による販売も, 非課税と同様の効果をもつ｡
(ｃ) 還付制度���の逆進性を緩和する政策の一環として, 地方政府・公益事業など公益性の高い特定の
団体が財・サービスを購入した際に支払った税について, その全部もしくは一部を還付する政

策 (����������) がとられている｡ それにより, それらの取引主体は低い税率を適用され
たことになり, そのサービスを利用する国民の負担が軽減されることになる｡

具体的には, ①市町村については, 還付率���％であり, 実効税率はゼロとなる｡ ②大学に
ついては, 還付率��％であり, 実効税率は����％となる｡ ③学校については, 還付率��％であ
り, 実効税率は���％となる｡ ④病院については, 還付率��％であり, 実効税率は����％とな
る｡ ⑤認定を受けた���については, 還付率��％であり, 実効税率は���％となる｡ ⑥連邦
は, 学校, 大学, 図書館及び慈善団体が購入した書籍については, ���を還付する｡
(ｄ) 評価

特定の財・サービスにゼロ税率もしくは軽減税率を適用する制度, あるいは特定の取引主体

を対象とする還付制度は, 生活必需品・日用品, 公共性の強い団体等を対象とするので, 広く

国民一般に利益があるように見える｡ しかし, これらの制度については, 多くの論点がある｡

第１に, ゼロ税率もしくは軽減税率は, 財・サービス同士の間の相対価格を変更する｡ 生活

必需品についても, 消費量が固定されているわけではなく, 人によって消費に対する欲求も異

なる｡ そのため, 他の財・サービス消費との間で選択の余地がある限り, 税率の変化は消費者

の行動に対してさまざまな影響を及ぼす, という意味で非中立的である｡ また, それにより消

費者の選択に多様な変化がみられる場合には, 同程度の金額の消費を行うものに対して同額の

租税負担を求めることができなくなる｡

なお, 州・準州や市町村が行う公共サービスのなかには, もちろん住民にとって選択の余地

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��

��) ����(����) �������������を参照せよ｡

����������������������������������������������������������������



なく共同消費するサービス (治安, 防災, 道路, 環境, 衛生等) や, 生存権を保障するために

必要不可欠なサービス (医療, 福祉, 義務教育等) もある｡ しかし, 選択的なサービス (スポ

ーツ・文化施設, 交通機関等) や特定産業の振興策といった場合, ���が軽減されているこ
とがその政策対象分野をより優遇することにもつながる｡

州・準州政府による購入をゼロ税率としているのは上述の理由によるが, 市町村への還付率

は従来�����％だったものが, ����年に���％還付へと大幅に拡充された｡ その背景には, ����
年代に連邦・州が財政再建のために市町村への補助金を大幅に削減するとともに市町村への事

務移管を進めたために, 社会資本整備の遅延やサービス悪化が生じた, という事情があった｡

連邦は����年以来財政黒字を続けたため, その ｢配当｣ の一環として, また地球環境対策の一
部として公共交通機関, 上下水道, エネルギー, 廃棄物処理等の社会資本整備を支援するため

に, ���の���％還付を実行したのである��)｡
第２に, ゼロ税率, 非課税, 還付制度等, 特定の財・サービスや取引主体に優遇措置を適用

すれば, 税収は減少する｡ ���についてみると, ����年度のゼロ税率適用による減収見込み��億�����万ドルだけでも, 決算における���収入���億�����万ドル��) の����％に当たる｡ こ
れらによる減少分を補うためには, ���の税率引き上げ, その他の税目に係る増税, もしく
は他の施策に係る経費縮減が必要になる｡

第３に, どの財・サービス及び取引主体を優遇するか, 裁量の余地が大きい｡ もちろん財政

民主主義の下で, それらは法令で規定される｡ しかし, 何が生活必需品なのか, 人によって評

価は異なる｡ たとえば, 基礎的食料品はゼロ税率であるが, スナック類, 炭酸飲料, 酒類, 自

動販売機販売品, ケータリング食料品等は課税される｡ また, 飲食店における食事及びファー

ストフード店における店内飲食可能な程度の食料品も課税される｡

第４に, ゼロ税率もしくは非課税を適用される財・サービスについては, 取引の数量・金額

が制限されているわけではない｡ したがって, 高所得者もそれらの購入額に応じて軽減措置の

適用を受ける｡ 負担軽減の絶対額については, むしろ高所得者のほうが大きいケースも出てく

るので, 逆進性が緩和される度合いは低くなる｡

このように, 取引対象・主体によって異なる課税方式を用いる逆進性対策には限界がある｡

(３) 還付型税額控除を用いる逆進性対策

そこで考えられるのが, 還付型税額控除を用いる逆進性対策である｡ カナダでは, カーター

報告でもその検討が行われていたが��), 制度が導入されたのは, 製造者売上税が賦課されてい

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

��) 池上 (�����) ���ページを参照されたい｡��) ���������������������������������������������������‒����(��������������������������������������������������)��������������による｡ なお, これは, 連邦政府に
よる納付額及び���控除額を控除する前の金額である｡��) 池上 (�����) ��～��ページを参照されたい｡
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た����年度の予算で, 売上税額控除 (��������������) が設けられたのが始まりである｡
その後, ����年の���導入に伴い, ���控除と改称された��)｡
(ａ) ���控除の内容���控除の内容を示したのが表６及び図３である｡ ���控除は, 個人所得税の中で, ���
負担を軽減する目的で, 税額控除を行うものである｡ これは世帯単位の制度であり, 適用希望

者が申告する形をとる｡ ����年 (同年７月～翌年６月) の１年間における基本額は�大人 (��
歳以上) ���ドル, 子 (��歳以下) ���ドルである｡ なお, ��歳以上の単身者が親と同居してい
る場合も, その人は独立した単身者世帯として取り扱われる｡���控除には所得制限が付されている｡ ����年についてみると, 前年すなわち����年の世

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��

��) ���に参加している州の場合, ｢���控除｣ (���������) と呼ばれるため, 連邦政府の文書で
は ｢�������控除｣ (�������������) と記されることがあるが, 本稿では ｢���控除｣ を用
いる｡ なお, 筆者は����年における ���控除の内容を簡潔に紹介・検討したことがある (池上

(����))｡ また, 金子 (����), 西中 (����), 片山 (����) ��～��ページ, 谷川 (����) ���～���ペ
ージも, ���控除の概要を紹介している｡

表６ GST控除の金額 [����年７月～����年６月]
世帯
構成

人数 ���控除額の変化 [１世帯当たり年額 (カナダドル)]
大人 子

[世帯調整純所得 (カナダドル)]� ⇒ ����� ⇒ ������⇒ ������ ⇒ (税額控除は所得増分の５％減額)
単身者 １人 ０人 ���ドル 所得増分の

２％増額
���ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)

１人親
世帯

１人

１人 ���ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
２人 ���ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
３人 ���ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
４人 �����ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
５人 �����ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)

夫婦
世帯

２人

０人 ���ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
１人 ���ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
２人 ���ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
３人 ���ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
４人 �����ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)
５人 �����ドル 減額 (所得������ドル以上は控除額ゼロ)

注：１) 所得制限の基準となる ｢所得｣ は ｢世帯調整純所得｣ (����年分)｡
２) 子６人以上をもつ世帯については, 記述を省略した｡

資料：���������������������������������(��������������������������������������������) (���������������� ������������������) (�������������������������������) �����‒��により
作成｡
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帯調整純所得が������ドルを超えていた場合, その超過額に５％を乗じた額だけ税額控除が減
額される｡ 税額控除額がゼロになる所得水準 (図３のＸ, Ｙ) は, 表６に示した通り, 世帯構

成によって異なるが, ほとんどの場合, 世帯調整純所得が������～������ドル台である｡ その

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��
図３ GST控除のしくみ [����年７月～����年６月 (カナダドル)]

注：１) 連邦と州が ｢調和型売上税｣ (������������������) の協定を結んでいる場合, ｢���控除｣ (���������) と呼ばれるが, 本図では, 全国共通部分である連邦税のみを取り扱うので, ���控除と記す｡
資料：筆者作成｡
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意味で, ���控除は低・中所得世帯を対象とする制度といえる｡ とくに���控除額が個人所
得税納付額を上回る, もしくは低所得もしくは貧困世帯の場合, 差額は還付される｡

単身世帯については, 世帯調整純所得が�����ドルを超えた分の２％, 最高���ドルを付加控
除として加算する措置がとられている｡ これは勤労促進の要素をもつ点で����と類似して
いるが, このしくみは���控除の形になった当初からとられてきたものである｡ なお, １人
親世帯についても同様の措置がとられていたが, ����年からは付加控除分が世帯調整純所得ゼ
ロの世帯から満額 (����年の場合, ���ドル) 控除されている｡ これに, １人親世帯の１人目
の子だけについて控除額を大人と同額 (����年の場合, ���ドル) とする措置を加えることに
より, 表６に示したように, １人親世帯と夫婦世帯は子の数が同じであれば控除額も同一にな

る｡ その意味では, １人親世帯の事情に配慮する姿勢がみられるともいえる｡

(ｂ) ���控除の推移と適用実績���の総税収は, 表７に示した通り, ����年度の���億�����万ドルから����年の���億�����
万ドルへ����％増加した｡ ところが, ２度にわたる税率引き下げと世界経済危機のために,����年度は���億�����万ドルへと����年度からみて����％減少している｡ これに対して, 連邦
政府自身の財・サービス購入に係る���は年間��億ドル前後で大きな変動はない｡ また, ���
控除は控除額の引き上げに伴って��億ドル台を漸増し, ����年度は��億�����万ドルとなった｡
それが���総税収に占める割合は����年度まで低下したが, その後は総税収の減少ともあい
まって上昇し, ����年度は����％となっている｡���控除の適用実績を, より詳しく検討したい｡ 表８は, ����と同じく, 資料が入手可
能な����年７月～����年６月の適用状況である｡ この年は, ����年の世帯構成及び世帯調整純
所得に基づき, 控除額は大人���ドル, 子���ドルとされた｡ 世帯調整純所得が������ドルを超

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��
表７ GST税収の推移

(単位：百万カナダドル, ％)

年度 総税収
控除

純税収
連邦政府納付分 ���控除������������������������������������

������(�����)������(�����)������(�����)������(�����)������(�����)������(�����)������(�����)������(�����)������(�����)
����� (���)����� (���)����� (���)����� (���)����� (���)����� (���)����� (���)����� (���)����� (���)

�����(����)����� (���)����� (���)����� (���)����� (���)����� (���)�����(����)�����(����)�����(����)
������(����)������(����)������(����)������(����)������(����)������(����)������(����)������(����)������(����)

注：１) 本表の ｢総税収｣ には, ゼロ税率, 非課税, 還付制度による減収分は含まれない｡
資料：�����������������������������������������������(����������������������������������������������各年度版), �������������������������により作成｡
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えていた場合, その超過額の５％税額控除が減額された｡ 単身者については, 調整純所得が�����ドルを超えた分の２％, 最高���ドルを付加控除された｡
この年, ���控除の適用件数は���万�����件であり, この年の個人所得税申告総数�����万�����件 (うち課税のある申告は�����万件) の����％にあたる｡ ���控除適用件数の����％に

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��
表８ GST控除の適用件数と１件当たり金額 [����年７月～����年６月]
[世帯構成別]

世帯構成
人 数 適用件数

(千件)
１件当たり金額
(平均｡ カナダドル)大 人 子

単身者 １人 ０人 ����� ���
１人親世帯 １人

１人 ��� ���
２人 �� ���
３人以上 �� ���

夫婦世帯 ２人

０人 ����� ���
１人 ��� ���
２人 ��� ���
３人以上 ��� ���

合 計 ����� ���
[所得階層別]

世帯純所得

適用件数
(千件)

１件当たり金額
(平均｡ カナダドル)

単身者
１人親
世帯

夫婦
世帯

合 計 単身者
１人親
世帯

夫婦
世帯

合 計

無所得もしくはマイナス ��� � �� ��� ��� ��� ��� ��������ドル未満 ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��������ドル以上������ドル未満 ����� �� �� ����� ��� ��� ��� ���������ドル以上������ドル未満 ����� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���������ドル以上������ドル未満 ����� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���������ドル以上������ドル未満 ��� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���������ドル以上������ドル未満 ��� �� ��� ����� ��� ��� ��� ���������ドル以上������ドル未満 ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���������ドル以上 �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���
合 計 ����� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ���

うち ������ドル未満 ����� ��� ����� ����� ��� ��� ��� ���
資料：��������������������������������������������������������������������������(�����������)�(�����������������������������������������) �����により算出して作成｡
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あたる���万件は単身者であったが, そのうち��歳未満のものが���万人, ��歳以上のものは���
万人であった｡ また, 所得階層別にみると, ���控除の適用を受けた世帯のうち純所得������
ドル未満層が���万�����件と全適用世帯の����％を占めたが, それは全申告数の����％にあた
る｡ また, 単身世帯では純所得������～������ドル層, １人親世帯と夫婦世帯では純所得������
ドル未満層が, それぞれほぼ満額の控除を受け, とくに１人親世帯は���ドル前後の控除を受
けていた｡

(ｃ) 州レベルの一般売上税負担軽減策としての税額控除

一般売上税を賦課している州のなかにも, それがもつ逆進性の対策として還付型税額控除を

行っているケースがある｡ そのうち, カナダ歳入庁が事務を取り扱っているものを整理したの

が表９である｡

連邦と���の協定を結んでいる５州のうち, ニューファンドランド・アンド・ラブラドル
州, ノヴァ・スコシア州, オンタリオ州及びブリティッシュ・コロンビア州の税額控除はカナ

ダ歳入庁が事務を執行しているが, 表９に示した通り, それぞれ制度の内容は異なる｡ また,

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��
表９ カナダ歳入庁が事務を取り扱う州の一般売上税負担軽減策としての税額控除

[����年７月～����年６月]
州 名称 内容

ニューファ
ン ド ラ ン
ド ・ ア ン
ド・ラブラ
ドル州

ニューファンドランド・
アンド・ラブラドル���
控除
(�����������������������������������������������) ��歳以上��ドル, ��歳未満��ドルの���控除を行う｡ ただし, 世帯調整純所

得が������ドルを超えると, 超過額の５％, 控除が減額される｡
ノヴァ・ス
コシア州

ノヴァ・スコシア生活支
援税額控除
(�����������������������������������) １世帯 (単身, 夫婦とも) 当たり���ドル及び子 (��歳未満) １人当たり��ド

ルの生活支援税額控除を行う｡ これは, ���の負担を緩和する意味を含んで
いる｡ ただし, 世帯調整純所得が������ドルを超えると, 超過額の５％, 控除
が減額される｡

オンタリオ
州

オンタリオ売上税額控除
(���������������������) 家族構成員１人当たり���ドルの売上税額控除を行う｡ ただし, 単身者では世

帯調整純所得が������ドルを超えると, 家族世帯では世帯調整純所得が������
ドルを超えると, それぞれ超過額の４％, 控除が減額される｡

ブリティッ
シュ・コロ
ンビア州

ブリティッシュ・コロン
ビア���控除
(�����������) 家族構成員１人当たり���ドルの���控除を行う｡ ただし, 単身者では世帯

調整純所得が������ドルを超えると, 家族世帯では世帯調整純所得が������ド
ルを超えると, それぞれ超過額の４％, 控除が減額される｡

サスカチュ
ワン州

サスカチュワン低所得税
額控除
(�������������������������������) 大人１人当たり���ドル (１世帯２人まで), 子１人当たり��ドル (１世帯２人

まで) １世帯当たり最高���ドルの税額控除を行う｡ ただし, 世帯調整純所得
が������ドルを超えると控除が減額され, 純所得������ドル以上の世帯は控除
額ゼロとなる｡

注：１) 本表では, カナダ歳入庁が事務を取り扱っていない州のプログラムについては記述していない｡ また, カ
ナダ歳入庁が事務を取り扱っているプログラムのなかでも, 消費税負担軽減を直接の目的としないもの (����� �������������������������������������������������������������������) については
記述していない｡

資料：���������������������������������(��������������������������������������������) (���������������� ������������������) (�������������������������������������‒��により
作成｡
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カナダ歳入庁が取り扱うのは���に参加している州の事務だけではない｡ 独自に小売売上税
を賦課しているサスカチュワン州の低所得税額控除もカナダ歳入庁が事務を執行しているが,

これも一般売上税負担軽減という性格を含んでいる｡

(ｄ) ���控除の評価
還付型税額控除を用いて消費型付加価値税の逆進性対策を行うことをどのように評価すべき

か｡ 論点を整理してみたい｡

第１に, ���控除は, その名称にかかわらず, ���の内容を直接修正するものではなく,
実際には個人所得税制度の一部である｡ これは消費の内容を問わない現金給付なので, ゼロ税

率・非課税等とは異なり, 消費者の財・サービス購入に係る選択に介入しない, という意味で

中立的である｡

第２に, ���控除が実際の消費金額を問わない点については批判もある｡ すなわち, ���
控除に消費税額控除という性質をもたせるためには, 低所得者に生活必需品の購入額を申告さ

せて, その分を還付すべきだ, あるいは個人所得・世帯構成・年齢構成等の指標を使って世帯

の年間消費額を推計し, 低所得者に限ってその一定割合を控除すべきだ, 等の提言もみられた

のである��)｡ しかし, 所得・世帯構成等から年間消費額を推計しても, やはりそれは推計に過
ぎず, 厳密な意味での消費税額控除とは異なる｡ また, 低所得者に生活必需品の購入額を申告

させて還付手続きを行おうとしても, 納税コストがかかり過ぎる｡ 要するに, ���控除は,
世帯構成とその純所得を指標とする低・中所得世帯補助金である｡

第３に, ���控除は定額の税額控除ではあるが, 世帯調整純所得が一定水準以上になると
逓減する形で所得制限が付されるので, 対象を低・中所得者に限定することができ, また還付

型なので, 個人所得税を納めていない低所得者にも恩恵が及ぶ｡

ただし, ���控除額の推移をみると, 問題もあることがわかる｡ 表10に示したように, 売
上税額控除は����年には大人１人��ドルだったが, 控除額は順次引き上げられて��), ���控
除に転換された時点では���ドルになった｡ 物価上昇を考慮に入れても���倍に増額されたので
ある｡ しかし, 控除額等について, ����年までは消費者物価上昇率が３％を超える分だけ増額
する, という部分的物価スライド制がとられた｡ ����年以降, 消費者物価指数が対前年３％を
超えて上昇したことはない｡ そのため, 大人���ドル, 子���ドルの控除額は����年から����年
まで据え置かれた｡ それにより, 表10に示したとおり, 控除額は実質的には ｢����年���ドル
⇒����年���ドル｣ と���％引き下げられて, 低所得者対策は後退した｡ この背景には, ����年
に進歩保守党政権が財政再建策として部分的物価スライド制を導入し, 財政危機が����年代前
半に深刻化すると, ����年に自由党が政権を握った後も厳しい財政再建を強いられた, という

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

��) �����������������(����) ������‒���を参照せよ｡��) 大人１人当たりの売上税額控除額は ｢����年��ドル⇒����年��ドル⇒����年���ドル⇒����年���ド
ル｣ と引き上げられた｡
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事情がある��)｡ 財政再建が達成された後, 個人・法人を通じた所得課税軽減が打ち出された����年度予算において, ���控除についても完全物価スライド制が実施された��)｡ これによ
り, ����年代に入ると控除額は物価上昇に応じて引き上げられた｡ しかし, 実質的にみると,����年の控除額は����年と同水準であり, ����年の控除額と比較して１割少ないという状況は
変わっていない｡ このように, 物価スライド制が不完全な形で行われれば, 低所得者対策が弱

体化することもあり, その影響は現在も残っている｡

なお, ���の税率を７％から５％へ段階的に引き下げた際, ���控除の金額は引き下げら
れなかった｡ 連邦政府はこれを, 年間約��億ドルの低・中所得者向け購買力拡大策であると主
張している��)｡ これは実質的には, 減税による低・中所得者の購買力拡大を政府が ｢吸収｣ し

なかった, ということである｡

第４に, 対象となる所得階層を拡大し, 税額控除額を引き上げれば, それだけ純税収は減少

する｡ 現状でも���控除は���総税収の��％を超えており, それを拡大すれば何らかの増

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��

��) 池上 (����) ��～��ページを参照されたい｡��) �������������������������(����) �����‒��による｡��) ������������������(����) ����による｡

表10 GST 控除額の推移

年
大人

(カナダドル)

子
[��歳以下]
(カナダドル)

消費者
物価指数

実質額 [����年基準]
(カナダドル)

大人 子�������� ����� ���� �������� ����� �������������������� ������������ ������������ ���������������� ������������ ������������������������ ��������� ��������� ��������������� ��������� ���������
注：１) ���導入前の����年及び����年は売上税額控除 (��������������) の数値｡

２) 単身者・１人親は, 付加分 (子１人分と同額) が加算される｡ ただし, 単身者は,
所得が一定水準を超える場合のみ (����年までは１人親も同様)｡
３) １人親世帯の１人目の子については, 金額が大人と同額となる｡
４) 消費者物価指数 (����年＝���) は年平均｡ ただし, ����年は��月の数値｡
５) ｢控除額｣ 等は, ����年までは消費者物価上昇率が３％を超える分だけ増額するこ
とになっていたが, ����年からは完全物価スライド制となった｡

資料：�����������������������������������������(����������������������������������������������各年度版), ��������������������������������������� (���������������������������������各年度版), ����������������������������������������(���������������������������������������������������������) [����年��月��日参照]) により作成｡
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税もしくは他の施策に係る経費縮減が必要になるのは, ゼロ税率, 非課税, 還付制度の場合と

同様である｡

以上のように, 還付型税額控除は, 消費型付加価値税の逆進性対策として優れている面もあ

るが, それ自体も問題を抱えていることがわかる｡

５. 還付型税額控除の評価

では, 児童扶養支援策, 雇用促進策, 消費型付加価値税の逆進性対策等, さまざまな目的で

導入されている還付型税額控除��) について, 全体を通じた評価を試みる｡
(１) 基礎的生活費に配慮する政策としての正当性

カナダでは, ����年以降, 個人所得税において, 基礎的な人的控除や医療費控除等も含めて,
基礎的生活費に対する配慮を税額控除の形で行っている｡ これは, 所得控除に個人所得税の最

低税率を適用した額を控除する, というのが基本形である��)｡ 基礎的すなわち裁量の余地が乏
しい生活費について, 税制のなかで支援する政策手段として税額控除を用いることは正当であ

り, これは垂直的公平すなわち所得再分配の原則にも適合的である��)｡ そのなかでも, 基礎的
生活費への配慮を生活支援の一環ととらえれば, 低・中所得者への減税と現金給付とは連続線

上にある｡ そうだとすれば, 所得税を納めていない低所得者にも恩恵が及ぶ還付型税額控除は,

とくに効果的である｡

(２) 税額控除額の水準と所得制限――所得再分配と特定行為の促進

基礎的生活費への配慮を低・中所得者への減税及び現金給付に結びつける場合, 税額控除額

の水準とともに所得制限の有無が論点となる｡
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��) 現行の連邦所得税制においては, それらの他に, 還付可能型医療費付加税額控除 (����������������������������������) がある｡ これは, ｢�����ドル｣ または ｢『障害者補助控除額』 と
『世帯医療費のうち�����ドルまたは個人純所得の３％の少ない方を超える分』 の合計額の��％｣ の少
ない方を税額控除＝給付するものである｡ この制度は, 自分の勤労所得�����ドル以上の場合のみ適
用され, また給付額は, 世帯調整純所得が������ドルを超える分の５％減額されるため, 世帯調整純
所得が������ドルを超えると給付はゼロになる｡ この制度は, 個人所得税に設けられている非還付型
の医療費税額控除にさらに加えて, 低所得かつ高額医療費に苦しむ勤労世帯への援助策として行われ
ている｡ その総額は, ����年度については, １億�����万ドルと推計されている (��������������������������(����) �����‒��)｡��) この点については, 基礎的生活費は担税力 (������������) に含まれないのだから, 限界税率を
適用する前に課税所得を決める段階で所得控除 (�������������������) すべきだ, との批判もあ
る (�����������������(����) �����‒��������������(����) ������‒���)｡ この点について
は別稿で検討したい｡��) �������(����) �����‒��������������������(����) ������‒�������‒�������������������(����) ������‒����������(����) ������‒���等は, この視点に基づく議論である｡
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もちろんカナダには, 普遍主義すなわち所得制限が付されず, かつ保育の形態を問わない児

童手当である����のような給付もある｡ 税制そのものが累進性をもっていれば, 普遍主義
的な定額給付も再分配機能をもつ｡ しかし, カナダの所得再分配政策を特徴づけるのは, 選別

主義すなわち所得制限の付された給付及び消失型かつ還付型の税額控除である｡ 本稿で取り上

げた����, ����, ���控除だけでなく, 公的年金の ｢１階｣ 部分, すなわち ｢基礎年金｣

に当たる ｢老齢保障給付｣ (��������������[���]) についても, ����年から所得制限が
付されている｡

所得制限を伴う給付及び消失型の還付型税額控除は, 所得再分配の重点化であると同時に,

普遍主義から公的扶助への後退ともいえる｡ その代替案としては, 給付を普遍主義的に行うか

わりに, 給付額を個人所得税の課税対象に含めるという手段があり, そうすれば高所得者向け

給付の相当部分を取り戻すことができる｡ ただしその場合, 税率の累進度を相当高くする必要

がある｡

重要なのは, 税額控除もしくは給付の減額が始まる所得水準および減額の程度である｡ 所得

制限が厳しくなって制度の適用者が減少すれば, 非適用者が国民の多数派となり, その制度自

体への支持が弱まる可能性もある｡ それは普遍主義的な ｢大きな政府｣ を避けようとする自由

主義推進論と親和的である｡ 逆に所得制限が緩和されれば, 普遍主義的な制度に近づく｡

また, 低・中所得者に対象を絞った施策であることと, 特定の行為を促進することとは異な

る｡ 所得制限の付いた還付型税額控除は低・中所得者向けの施策であるが, そのうち����
及び家族世帯向け���控除は無所得者から満額適用される｡ それに対して, ����及び単身
者向け���控除の付加分は, 一定水準以上の所得がある場合のみの逓増型税額控除という性
格を合わせもち, 無所得者には適用されない｡ 後者は, アメリカの����と同様に, 貧困者の
勤労促進という性格をもつ｡

税額控除額は, 制度を拡充するため, もしくは物価上昇に応じて, 引き上げられる｡ しかし,����年代のように部分的物価スライド制がとられれば��), 実質的に税額控除額が目減りして,
政策が後退する｡ さらに, ���控除を拡充すれば純税収の減少を補うための財源確保が必要
になるが, これは他の施策により経費増大もしくは税収減少が生じる場合と同じであり, 必ず

しも���の税率引き上げという枠の中で処理する必要はない｡
(３) 所得の総合的捕捉

還付型税額控除における所得制限を考える際に重要なのは, その指標となる世帯調整純所得

である｡ さきに述べたように純所得は ｢総所得－控除｣ であり, 世帯の純所得から����及

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��

��) ���控除だけでなく, ����も����～����年は金額が据え置かれた (基礎給付は年額�����ドルに
据え置かれた)｡ これらが低所得者支援を後退させたことについては, ������(����), ������������������(����) を参照せよ｡
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び����に係る所得を差し引いたのが世帯調整純所得である｡ とくに重要なことは, ｢総所得｣
が給与所得, 金融所得, 事業所得, 不動産所得, 社会保障給付, 私的年金等を合計した総合所

得に近い内容をもつことである｡

カナダの所得税制は包括的所得税を原則としており, その前提として ｢社会保険番号｣

(���������������������) が用いられて, 個人もしくは世帯単位の所得を総合的に把握す
ることができるようになっている｡ そのことを前提としてはじめて所得制限が意味をもつとい

える｡

(４) 税務行政の規模

個人もしくは世帯の所得を総合的かつ捕捉漏れのないように把握するには, 番号制度だけで

なく, もちろん, 税務執行体制の充実が不可欠である｡ そこで最後に, カナダにおける税務行

政の規模にふれておく｡

カナダ歳入庁は, 連邦の国家歳入相 (�������������������������) の指揮下にあり,
連邦税の徴収に係る事務を執行するとともに, 連邦と州・準州が個別的に結ぶ租税徴収協定に

基づく州税関連事務をも執行している｡ 本稿で取り上げている���, 売上税額控除, 児童扶
養支援給付はその例であるが, 州が賦課する個人所得税及び法人所得税についてもカナダ歳入

庁が事務を執行する例が多くみられる��)｡ ただし, 州・準州は単に徴税を委託しているだけで
はなく, 理事会メンバー��人のうち��人を州・準州が指名するという形で, 運営にも関与して
いる｡����課税年についてみると, カナダの人口は�����万人であったが, そのうち確定申告者が�����万人, すなわち����％に当たる｡ また��歳以上に限ってみると, 人口�����万人に対して
確定申告者が�����万人, すなわち����％に当たる��)｡ これは, 低所得者もしくは無所得者で
あっても, 個人所得税の申告を行わなければ����, ����, ���控除等の還付を受けられ
ないからである｡ これに対して, 日本における����年分の確定申告者は�����万人であり, こ
れは人口１億�����万人の����％に過ぎない��)｡ また����年度現在, 日本の国税庁職員数は������
人であるが��), カナダ歳入庁の職員数は������人である��)｡ 日本の人口はカナダの���倍である

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年��

��) 個人所得税についてはケベック州を除く９州・３準州の税を, 法人所得税についてはケベック州と
アルバータ州を除く８州・３準州の税を, それぞれカナダ歳入庁が徴収している｡��) 人口 (����年７月１日現在の推計人口) は, �������������������������������������������������������������������������������(����������������������������) �����確定申告者
数 (����課税年) は ������������������������������������‒ ���������������������������
(�����������) (�������������������������������) �����������による｡��) 確定申告者数は 『第���回国税庁統計年報 (平成��年度版)』 ��ページによる｡��) 『国税庁レポート����』 ７ページによる｡��) ����������������������� ����������������������������‒���������による｡
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から, 人口１人当たりで計算するとカナダの職員数は日本の���倍となる｡ 還付型税額控除を
持たず, また年末調整で手続きが終わる者も多い日本とカナダでは, 税務行政事情が大きく異

なることがわかる｡

６. おわりに

個人所得税における基礎的生活費への配慮を生活支援の一環ととらえれば, 低・中所得者へ

の租税負担軽減と現金給付とは連続線上にある｡ したがって, 個人所得税を納めていない低所

得者にも恩恵が及ぶ還付型税額控除は効果的な政策手段といえる｡

日本においても, 還付型税額控除を所得税における社会保障給付及び消費税の逆進性対策に

活用したいとの問題提起が行われている��)｡ ただし, 本稿で確認したとおり, これらの制度を
導入しようとすれば, そこには検討すべき論点が数多くある｡

第１に, 施策の対象を低・中所得者に絞るために所得制限を付せば, 税額控除の減額が始ま

る所得水準および減額の程度が問題となる｡ 厳しい所得制限を設ければ公的扶助という色彩が

濃くなり, 制度の適用を受けない者が国民の多数派となって, 制度自体への支持が弱まる可能

性がある｡

第２に, 生活支援のみを目的として税額控除を無所得者から満額適用するか, それとも����及び単身者向け���控除の付加分のように一定水準以上の所得がある場合のみの逓増
型税額控除という部分を作って貧困者の勤労促進という性格をもたせるか, という選択がある｡

この点は, 制度の目的に依存する｡

第３に, 児童扶養支援, 低所得労働者支援, 消費税の逆進性軽減といった制度の目的を達成

するだけの税額控除の水準を確保できるかが問題となる｡ また, 制度を拡充しようとすれば純

税収の減少を補うための財源確保, すなわち他の施策に係る経費削減もしくは何らかの増税が

必要になる｡ なお, 完全物価スライド制の実施も課題となる｡ その点が不十分であれば ｢隠れ

た政策後退｣ が生じる｡

第４に, 所得の総合的把握が必要不可欠である｡ カナダと異なり, 金融所得等に分離課税を

行い, また所得の捕捉率にも問題がある日本では, 誰が税額控除の対象となるべき低所得者か

不明だからである｡ そのためには, 番号制度の導入, 税務執行の強化とともにカナダの ｢世帯

調整純所得｣ のように各種所得を最大限合算したうえで必要な控除を行い, 総合的所得を把握

してから所得制限を適用する必要がある｡

第５に, 還付型税額控除を導入すれば, 無所得者も含めて, 所得税申告が急増する｡ 税務行

政の大幅な拡充が必要になる｡ 仮に����年時点でカナダと同様に日本の人口の����％が確定申

カナダの個人所得税における還付型税額控除 ��

��) ｢平成��年度税制改正大綱――納税者主権の確立へ向けて｣ (閣議決定｡ ����年��月��日) 第３章－
２－ (１) －④, 第３章－６は ｢給付付き税額控除｣ 導入の検討を行うと述べている｡
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告を行えば, 確定申告者は約�����万人と４倍に増加する｡ また, カナダ歳入庁の職員数を日
本／カナダの人口比に応じて���倍すれば, 約��万人に達する｡ 税務の電子化等による効率化
があるとしても, それが税務行政の拡大をどれだけ抑制するかは不明である｡

もちろんこれらは, 必要な政策を実施するためのコストともいえる｡ 生活支援対象の確定,

制度の水準確保, 財源対策, 所得の総合的把握, 確定申告の大幅増大, それぞれについて評価

の分かれる論点が山積しているのである｡

参考文献����������(����) ������������������������������������������������������������������������������������������������� (����) ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����) �������������������������������������������������������������������������������� (�����) �������������������(��������������������������������������������������������) (���������������� ������������������)���������������������������(�����(�) ������)��������������������(�����) ��������������������������������������������������(������(�) ������)��������������������(�����) �������������(��������������������������������������������) (���������������� ������������������)���������������������������(������(�) ������)�����������������������������������(����) �����������������������������������������������������������������������������������������������
(����) �����������������������������������������������������������������‒����������������������������(����) �������������������������������������������������������������������������������������������(����) �����������������������������������������������������������������������������(����������)��������������������������(����) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������(����) ���������������������������������������������������������������������������������������(�������)�
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ンシャル・レビュー』 第��号 (����年第６号), ��～��ページ｡
池上岳彦 (�����) ｢財政連邦主義の変容｣ 新川敏光編 『多文化主義社会の福祉国家――カナ

ダの実験』 ミネルヴァ書房, ���～���ページ｡
池上岳彦 (�����) ｢両大戦間期におけるカナダの財政連邦主義｣ 『立教経済学研究』 第��巻第

１号, ��～��ページ｡
池上岳彦 (�����) ｢一般売上税をめぐる政府間関係と政策形成過程――日本とカナダの比較

分析｣ 神野直彦・池上岳彦編 『租税の財政社会学』 税務経理協会, ��～��ページ｡
池上岳彦 (�����) ｢現代カナダ財政連邦主義の原点――ローウェル＝シロワ報告をめぐって｣

『立教経済学研究』 第��巻第１号, ��～��ページ｡
池上岳彦 (����) ｢カナダにおける地方消費税の逆進性に関する検討｣ 『納税者に分かり易い地
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～��ページ (報告書本文及び研究会報告資料 [����年��月５日])｡
尾澤恵 (����) ｢カナダの連邦児童給付制度の展開と日本への示唆｣ 『海外社会保障研究』 第���

号, ��～��ページ｡
片山信子 (����) ｢カナダの��� (財貨サービス税) にみる税制改革と国民の理解｣ 『レファ

レンス』 第��巻第７号 (通巻第���号), ��～��ページ｡
金子洋一 (����) ｢カナダの���控除の概要｣ 森信茂樹編 『給付つき税額控除』 中央経済社,���～���ページ｡
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