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　In　thiS　study 　il　is　tried 　 to 　cQmparc 　thc　fami且y　income　 and 　 expe 皿diture　of 　dua1−income　 house−

ho聖dS（in　which 　both　husband　and 　wife 　are 　working ）wi 山 出 ose 　of 　onc ・income　households （in　wh 五ch

only 　one 　person　is　working ）．　 The 　da 【a　or 　this　 study 　are 　 on 　 the　 resu ！こs　of
‘’The 　Fami 且y　 Income

and 　Expendi 吐urc 　Survey’，　by　the　Statistics　Bureau 　of 　Prime　Minister
’
s　OMce ．　 The 　meth 〔〕d　of

comparing 　the　two 　is　the　test　of 　significant 　diHferences，　t−tcst．
　 The 　results 　of 　the　tests　are 　as 　f｛＞Ilows；

　（1）　Thc 　current 　incomc 　in　dua！−income 　households　is　more 　than 　that 　in　one −income　house−

holds．　 Refbrring　to　the　income　or 　household　 hcad，　 the 　income　in　duaレincome　hou ヨeholds 　is

less　than 　that　in　one ・income　households．

　（2）　The 　current 　expenditure 　and 　the 　disbursements　other 　than 監he　expcnditure 　in　dua1−incQme

housoho苴ds　 are 　 more 　than 　those 　in　 one ・income 　households．　 As　 a　 special 　feature，　 expenditures

for　the　cultur 討 1ifヒ and 　fbr　1he 　conveniences 　 enlarge 　undcr 　the 　inHuencc　of 　the　housewives　 going
to　work ．
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　1． 緒　　1

　本研究は，専業主婦世帯 と共働 き世帯の 家計収支 の 実

態を 比較 ・分析す る こ とを 目的とす る．こ れ らの 世帯に

関す る 家計研 究 に つ い て は，調査 の 困難性 もあ っ て ， こ

れ ま で 必ず し も十 分 な研究が 進め られ て い る とは い い が

た い ．

　両世帯の 家計収支 デー
タ を提供す る 調 査 報告 と して は

労働者 の 生 活実態 を 明 らか に した 国 民 春闘共 闘会議 に よ

る家計調査
1）

の なか に み られ る もの がい ち早 く，昭 和 50

年か ら その 調査結果が 報告 されて い る。こ こ で の 調査時

期 は 艮0 月 の 1 ヵ 月，調査対象世帯 は，首都圏居 住 の 組

合員世帯 で，一
般世帯約 350世帯，共働き世帯に つ い て

は 約 30 世帯 とな っ て い る ．

　他方，総務庁統計局 の 『家計調査年報』 に お い て は ，

昭 和 53 年か ら全 国 ・核家族 ・勤労者世帯 の 年平 均 家計

に つ い て 有業人 員別 の 調査結 果 が 公表 さ れ，昭和 54年

以降の もの に つ い て は，有業人員 2 人 を 「夫婦」 と 「そ

の 他 」 に 分 け た 集計 も行 わ れ て い る．そ の 集計世帯数
2｝

は ， 昭和 62年 で 有業人員 1 人 2，217 世 帯，2 人 「夫婦」

が 且，2且9 世帯で あ り，同調査報告に よ っ て，専業主婦世

帯 と共働き世帯の 家計に つ い て か な り詳細 で 信頼性 の あ

る比較 デー
タ が 得 られ る よ うに な っ た とい え よ う．なお，
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総務庁 の 『全国消費実態調査報告』もまた ，昭和 M 年，

59年 に つ い て 妻の 就労形態別 の 家計収支の 集計結果を

ま とめ て お り，「rg　7 巻特定世帯編」に 収録 されて い る．

　
一

方，婦人労働 の 実情 は，昭和 62 年 の 婦人労働 力率

で 48，6％
3）

で あり， 雇用者に 限 っ て み た場合，そ の 割

合 は わずか ずつ なが ら時系列を追 っ て 着実に 伸 び続けて

い る．また ，既 婚 者 の 就労率 は 昭 和 58 年以降 5 割を超

え て い る とい う実態 で あ る，さ らに ，こ う した 傾向は，

国際婦人年以降の 女性意識とそれに 伴 う家族意識の 変化，

女性就労諸条 件の 整備，国民経済 に お け る 女性労働力へ

の 期待等 の 諸要因が 重な るなか で ， 先進主要諸国 の 例 に

み られ る よ うな 水準に 向け てか な りの テ ン ポ で 進む こ と

が 予想 され よ う．

　その 意味 で ，共働 き世帯 の 家計の 特質を専業主婦世帯

の そ れ と比 較 し て 明 らか に し て お くこ とは ， 個 人 ・
家族

の 生 活 設計 に と っ て 必 要 で あ る だ けで な く， 今後 の 共働

き世帯 の 増加 に 伴 う適切 な施 策の 対応 を 促すた め に も重

要 で あ る とい え よ う．

　そ の た め に は ，先に 掲げた よ うな近年明 らか に され つ

つ あ る，専業 主 婦世帯 と共働 き世帯 の 家計収支 デ ー
タ を

積極的に 活用 し，統計的な 処理 に よ っ て，よ り精緻な比

較分析を行 う必要が あ る と思わ れ る，

　両世帯 の 家計の 比較分析は，前述 の 調査報告の なか に

み られ る もの の ほ か に ，そ れ らの デ ータ に 基づ くも の と

して 昭 和 56 年版 の 『国民生 活白書』
4）

，
『労働白書』

5，，居

城 ・伊藤 に よ る論文
6，

等があ り，そ れぞれ の 立場 か ら有

用 な 分析結果を 示 して い る．しか しな が ら， そ れ らは い

ず れ も ク ロ ス セ ク シ ョ ン デ ータ に 基づ く金額，構成比 の

比率分析 を お もな 内容 と して い る もの で あ り， 近年 の 全

般的な両世帯の 家計収支の 相違点をとら える とい う意味

で は，十分な もの とは い えな い よ うに 思わ れ る．

　そ こ で ，本 研究 で は ，両 世帯 の 家計収支に つ い て ， 近

年 の 可 能 な 限 り連続 した デ ータ を 資料 と して 用 い
， そ れ

らに 基 本 的な統計 解析 お よ び多変量 解析 を施す こ と に よ

っ て，両 世帯の 家計に 関す る 客観的か つ 一
般的な結論を

求 め よ うと した，以下 ， 具体的な方法に つ い て 述べ る．

　2．　資料および方法

　本研究で 用 い た 資料は ，先掲 の デー
タ の うち総務庁統

計局 『家計調査年報』 に お け る全 国核家 族勤 労 者 世 帯

「有業人員別 1 世帯当た り年平均 置か 月間 の 収入 と支出」

に 基 づ くもの で あ る，同調 査 の 有業人 員別 の 集計結果が

昭和 53 年 以 降公 表 さ れ て い る 点 に つ い て は す で に 述 ぺ

た が，その 後昭和 55年 に 収支分 類項 目の 改正 が 行 わ れ

10

て い る の で ，本研究で は 昭和 55年以降昭和 62年に 至 る

ま で の 新分頬に 基づ く同資料を用 い る こ とに した．また ，

こ の うち有業人員 且人の 世帯を専業主婦世帯， 有業人 員

が 2 人で 「夫婦」 の 世帯を共働き世帯 として デー
タ を作

成した，それぞれの デ
ー

タ は 昭和 62年基準 の 実質値に

換算
奉

し，物価変動に よる 影響を排除した とこ ろ の 近年

の 両 世帯 の 家計収支 の 全般的な 動向に つ い て比 較 ・分 析

す る こ とに し た ，

　分析 は ，第 1に 両 世 帯の 家計収 支各項 目の 実数値に 基

づ く有意差検定 ・構成比 に 基づ く同 検定 を行 い ， 第 2 に

収入 と支出の 関係を比較す るた め の 相関分析 ， 第 3 に 消

費支出の 所得弾力性 の 算定，第 4 に 消費構造の 比較を行

うた め の 因子分析，ク ラ ス タ ー分析を実施した が，本報

で は 第 1の 分析 に つ い て の み 報告す る こ とに す る．

　 こ こ で の 有意差検定に は ∫検定を用 い た ．すな わ ち，

　　　　　　　 t＝（x 一μ）／s／v
／肩

（diは 両世帯 の 差 の 平 均，　 S は 両世 帯 の 差 の 標準偏差）

に お い て ，p＝O の 仮説 を た て ，こ れ を 棄却す るた め の

危険率を有意水準とし て 明 らか に し た もの で あ る．

　3．　　結果お よび 考察

　（D 実数値 に 基づ く有意差検定

　1）　家計収支 の 比較

　専業主婦世帯と共働き世帯 の 家計収支の 比 較 に つ い て

は じめ に実数に 基づ く有意差検定 の 結果か ら報告す る こ

とに す る．

　収入面 か ら両 世帯の 家計を 比較した 結果は 表 1−1 の と

お りで ある．収入総額は 昭 和 55年〜62年の 間，常 に 専

業主 婦世帯 よ り も共働き世帯の ほ うが高く，0，1％ の 水

準で有意差が認め られ る こ とが 明らか で あ る．昭和 62

年の 実質値に 基づ く 1 ヵ 月間 の 収入総額 の 8 年間の 平均

値は 専業 主 婦世 帯 で 670，329円 （う ち実収入 393，746 円），

共働 き世帯で 746，171 円 （うち実収入 455，213円 ）で あ

り，そ の 差 の 平均 75，842 円は 専業 主 婦 世帯 の 同 額 の

1L3 ％ に あ た る もの で あ る．す な わ ち，共 働 き世 帯は

専業主婦世帯 の 約 1割大きい 家計規模を もつ とい え よ う、

そ こ で ， 収入総額を構成 す る実収入，実 収 入 以外 の 収

入 ， 繰入 金の 三 つ の 側面が どの よ うで あ るか に つ い て 比

較 して み る と， 実収入 お よび繰入金は収入総額と同様に

0，1％ の 水準で 共働 き世帯 の ほ うが 專業主婦世帯 よ り高

い の に 対 し，実収入以外 の 収入ICは 有意差 が 認め られな

い ．それぞれ の 内訳に つ い て み て み る こ とに す る．

（Il2）

‡
該 当年 次 の 消 費 者 物 価 指 数 （全国 ・総 合）に 基 づ き ，

　 昭 和 62年 基 準 値 に デ フ レ ート した もの で あ る．
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表 H ．実数 に 基づ く有意差検定 （家計収入）

項 目

平 均　（円）

専業 主 婦
　　　　 　共働き世帯
　 世 帯

あ 5 t
有 意 水 準

専 業 主 婦 　 共 働 き

　世 帯　　 世帯

収　 　入 　　総　　額

　笑　　　収　　　入

　 　経 　 常 　 収 　 入

　 　 動 め 先 収 入

　 　 　 世 帯 主 収 入

　　　　 定 期 収 入

　　　　 臨 時 収 入

　　　　 賞　 　 与

　　　 妻 の 収 入

　 　 　 他 の 世 帯 員

　　 事 業 ・内 職収 入

　 　 　 事 業 収 入

　 　 　 内 職 収 入

　 　 他 の 経 常 収 入

　 　 　 財 産 収 入

　 　 　 社 会 保 障 給 付

　 　 　 仕 送 　り 金

　　 特　別　収 　入

　　　 受　 贈 　 金

　 　 　 そ 　 の 　 他

　実 収 入 以 外 の 収 入

　 貯 　 金　 引　 出

　 保 　 険 　 取 　 金

　 土 地 家屋 借 入 金

　 他 の 借 入 金

　 月　　 　　　 賦

　 掛　 　　 　　 買

　 有 価 証 券 売 却

　 財 　 産　 売 　 却

　 そ 　 　 の 　 　 他

繰 　　　入 　　　金

670，329　　　 746，171

393，746　　　　455，213

384，757　　　　446，244

375，293　　　　431，512

375，293　　　　340．189

290，439　　　　265，792

　 6，
702　　　　　　6，796

78，152　　　　　67，601

　 　 0 　　　91
，
018

　 　 0　 　　 　 305

　 2，57苴　　　　　且1，283

　 1，582　　　　　　3，062

　 　989 　　 　 8，22L

　6，893　　　　　3，449

　 1
，
453　　　　　　置，095

　5，138　　　　　　2，204
　 　302　 　 　 　 150

　8，990　　　　　　8，969

　5，712　　　　　　5，
535

　3，278　　　　　　　3，434

187，702　　　　188，869

170，334　　　　161，719

　 1，354　　　　　　2，
059

　3，872　　　　　　7，962

　且，116　　　　　且，791

　 5，224　　　　　　7，046

　3，922　　　　　　4，210

　1，055　　　　　　1， 177

　 386　　　 2，375

　 440　 　　 　 530

88，8B1　　　　 且02，0B9

十 75
，
841．6

十 61，467．0

十 61．487．4

十 56，219．8
− 35，103．4
− 24，646，8

　 　 十％ ．1
− 10，551，1

十91，018．4

　 十 304．9
十 8，716．6

十 1，480．5

十 7
，
231．4

− 3．444．3
　

− 358．3
− 2，934．1

　
− 151，6

　 　 − 20．4

　
一

董77．1

　 十 156．3
十 1，166．　8
− 8，614，1

　 十 704．8

十　4，　089．5

　 十 675．〇
十 1

，
82L9

　 十288．　6

　 十 121，3
十 1，　988．　9

　 　 十 89．8

十 13，207．9

11，759．2　　　十 17．0639

5，117．8　　　　十 Sl．7764

5，314，9 　　十 30．6082

7，367，5　　　十 20．1893

4
，
676．5　　　

− 19．8600

3，02L5 　　　
− 21．5814

　 647．0　　　　十 〇．3849

2，620，6 　 　
− 10．6524

6
，
154．0　　　十 39，且311

　 155．且　　　　 十 5，2014

1，382．9　　　十 16，6670

　 361．6　 　十 10．8328
1

，
419．置　　　十 13．4818

1，30LO 　　
− 7．0041

　 359．0　　　　− 2．6405

1，403．6　　　
− 5．5307

　 66．0　　　　− 6．0779

　 640，8　　　− 0．0841

　 356，杢　　　　
一1，3148

　 460，5 　　　十 〇．8978

9，678，7　　　　十 〇．3189

3，855，2　　　
− 5．9117

　 484．6　 　 十 3．　8480

4，279．1　　　　十 2．5285

　 385．9　　　　十 4．6283
　 930，2　　　　十 5．1820

　 455．6 　　　十 1．6762

　 584，5　　　　十〇．5489

4，290．6 　　　
一トL2264

　 183，3　　　　 十 1．2958

2，154．7　　　 十 16．2179

寧串寧

率寧寧

串寧寧

申 ホ 寧

串

串串串

寧串串

寧寧串

串零章

寧串串

零串寧

廓＊●

寧廓串

串＊

寧 寧 串

寧ホ寧

象孝寧

串串

串

串

串

寧

串

串廓事

hi： 両 世 帯 の 差 の 平 均 ，　 s ： 差 の 標 準 偏 差．差 は （共 働 き世 帯 一専 業 主 婦 世 帯 ）で 算 出 し た ．有意水 準 は ＊： 5 ％ ，

＊＊： 1 ％，＊＊ ＊ ： 0．量％ で あ ら わ し各項 目の 収 入 額 が 相対 的 に 多 い と 判 断 さ れ た 世 帯 に 印 を付 し た ．

　実収入 の 内訳に つ い て，まず勤 め 先収入か ら考察 して

み よ う．勤 め 先収入 の 総額は ， 実収 入 と同様，専業主 婦

世帯 よ りも共働 き世帯 の ほ うが 多い の で あ るが ， うち世

帯 主 収 入 は 逆 に 時系列 を通 し て 0．1 ％ の 水準 で 専業主 婦

世帯の ほ うが多く， そ の 差額 の 平均 は 35，103 円 とな っ

て い る．す な わ ち，共働 き世帯で は 妻 の 収入 が世帯主収

入の 少 な さ を補い ， 世帯に よ り多くの 勤め 先収 入 をもた

ら して い る と考 え られ る．妻 の 収入は 昭和 62年 基準 の

実質値 に 基づ く平均 で 1ヵ 月あた り 91，018円 で あ り，

名 目値 で み る と昭和 55 年で 70，534 円で あ っ た もの が，

昭和 62年に は 97，773円 とな っ て お り， 着実に 伸 び 続け

て い る こ とが 理解 され る．

　 こ の ほ か ， 全 体 と して 少額 で は あ るが，事業 ・内職 収

入 は 専業主婦世帯 よ り世帯主収入 の 少 ない 共働 き世帯の

ほ うが多く，また 他の 経常収入 は 相対的 に 世帯主 収入 の

大 きい 専業 主 婦世 帯 の ほ うが 多 い ．
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　続 い て 実収入 以 外の 収入 の 内訳 をみ てみ よ う．実収 入

以外 の 収 入 の 総額に つ い て，両世 帯 の 間 に 有意差がみ ら

れな い 点 に つ い て は すで に 述 ぺ た が，内訳をみ る と，こ

の 点 に 両世 帯の 特徴があ らわ れ て い る こ とが わ か る，す

なわ ち ， 実収入以外 の 収 入 の 大部分 を 占め る貯金引出は

O．1％ の 水 準で 専業主 婦世帯 の ほ うが 共働き世帯 よ り多

くな っ て い る．これ は 専業主 婦世帯の 実収入 の 相対的 な

少な さを補 うた め の 手段 と し て貯金引出が用 い られ るた

め と理解され よ う．他方，保険取金お よ び借 入 金，月賦

に つ い て み る と全体 と し て 少額 で あ る が，共働 ぎ世 帯 の

ほ うが 専業主 婦世帯 よ り多 い，した が っ て，保険の 利用

や ク レ ジ ッ ト ・カ
ー

ドお よび月賦に よ る 信用 買い は 総 じ

て 共 働 き世 帯の ほ うが 多 い とい え そ うで あ る．

　2）　家計支出 の比較

　両 世 帯 の 家計支 出各項 目 の 有意差検定 の 結 果は 表 1−2

の とお りで あ る，

　 支出総額 は 収入総額 に つ い て 述 べ た とお り，0．正％ の

水準 で 共 働 き世 帯 の ほ うが 専業主 婦世帯 よ り多 く，こ れ

を 実支出 ， 実支出以外 の 支出．繰越 金 の 三 つ の 側面か ら

み る と，そ れ ぞ れ O．1％， 1％，0．1％ の 水 準で 同様 に

共働 き世帯の ほ うが 多 い こ とが 理 解 され る．

　 実支出の うち消費支出は，実支出と同様，0，艮％ の 水

準で 共働き世帯の ほ うが 多く，その 内訳をみ る と各項 目

に 異な る特徴が み られ る．消費支出 畳0費目に つ い て み

る と， 近年の 全般的 な傾向と して 専業主婦世帯の ほ うが

支出 が 多い と判断 され る 費目は 住居，保健 医 療で あ り，

食料，家 具
・家事用 品 ， 被服 お よび 履物 ， 交通通信，教

育，教養娯楽，そ の 他の 消費支出は い ず れ も共働 き世帯

の ほ うが 多 く，光熱 ・水道 に は 有意差は 認め られな い．

　 さ らに，各項 目の 小分類項 目に つ い て み る と， 専業主

婦世帯 の ほ うが多い と判断 された 住居費 の うち で は ， 家

賃地 代が同様 の 結 果 を示 して お り，住居 費 の 差 は両世帯

の 持ち家率の 差に も関連がある と考え られ る．ま た，保

健医 療費で は 家族 医療費負担に か か わ る 保健医療サ ービ

ス に 対 す る支出 に 両 世 帯の 違 い が あ らわ れ て い る よ うで

あ る．次に ，共働 き世帯の ほ うが多い と判断 され た 費 目

に つ い て ，そ の 内訳をみ る こ とに す る．食料費 で は 穀類 ，

魚介類，調理 食品，酒 類，外食な どが 食料費 と同様 に 共

働き世帯で よ り多い の に 対 し，逆に 乳卵類 ， 野菜 ・ 海草

は 専業主婦世帯 の ほ うが 多い とい う結果 で ある．した が

う て 両世帯 の 食生活に 関す る支出の 特徴 を 相 対的 に 比

較 ・考察す る な らば，共働 き世帯で は，日本 の 伝統的食

品，お よ び食生活 の 利便を高め るた め の 支出が志向され ，

他 方，専業 主婦世帯で は ，良質 の タ ン パ ク源 で あ る 卵や

12

乳 製 品，ビ タ ミ ン 摂取に 有用 な野菜に 対す る支出が 大 ぎ

くなる傾向が あ り，健康に 対す る食生活上 の 配慮が うか

が え る．家具 ・家事用品で は ，生活の 充実度に 関係す る

と思 わ れ る 耐久財や 装備品等へ の 支出は 共 働 き世 帯 で 相

対的 に 多 く，雑貨や 消耗品へ の 支出は む し ろ 専業主婦世

帯の ほ うが多い こ とが 明 らか で あ る．さ らに 被服 お よび

履物費の 内訳を み る と， 既製品 とし て の 被服類に 対す る

支出は 全面的に 共働 き世帯 の ほ うが多い こ とが理解され

る．ま た 生 活の 豊か さや 文化 度 に 関連す る と思わ れ る教

育費，教養娯楽費に つ い て も， 書籍 ， 他 の 印刷物を除 く

す べ て の 小分類項目で ， 共働 き世帯の ほ うが 支出が 多 い

とい う結 果 で あ る．交通 通 信費の うち で は ， 自動車等関

係費は 共働き世帯の ほ うが 多 く， それ以外 の もの に つ い

て は 専業主 婦世帯 の ほ うが 多い ．すなお ち，共働 ぎ世帯

で は 移動 の 便宜 や 時間 の 節約 を は か る た め の 交通手段 と

し て マ イ カ
ー

の 利用度が 相対的に 高く，主 婦 の 在宅時間

の 長い 専業主婦世帯で は通信費が大 きくな りや す い と考

え られ る．加 え て ，両世帯 で 有意差 の み られ なか っ た 光

熱
・水 道費に つ い て は ，

ガ ス 代 は 専業主婦世帯 の ほ うが

多い の ｝こ対 し，電気代 は共働 き世帯の ほ うが 多く，使用

が簡 便 で 安全 性 の 高い 家電 製品 は，共働 ぎ世帯で よ り多

く利用 され て い る と考 え られ る．

　非消費支出に つ い て は，総額で は 両世帯 の 間 に 有意差

は 認め られ な い が，そ の 内訳をみ る と，個 々 の 項 目に は

有意差があ る，すなわ ち，税金は専業主 婦世帯の ほ うが

多 く，社会保障費等は 共働 き世帯の ほ うが多 い とい う結

果 で あ るが，こ の 点に つ い て は，共働 き世帯 の 勤 め 先収

入 に は 非課税の 妻の パ ー
ト収入が 含 まれ て い るた め で あ

る と思お れ る．

　 他 方，実 支出 以 外 の 支 出 の 内 訳に つ い て み る こ とに す

る，実収入 以外 の 収入 に お け る貯金引出 は先 に み た とお

り，専業主婦世帯 の ほ うが 多か っ た の で あ る が，実支出

以外の 支出に お け る貯金は 逆 に 1％の 危険率 で共働き世

帯の ほ うが 多 くな っ て い る．した が っ て 共働き世帯 の ほ

うが 相対的 に 家計収支 に ゆ と りが あ る と考え られ ， さ ら

に 保険掛金 が O．1％ の 水準 で 共働 き世帯 の ほ うが 多い こ

と もあ わ せ て と らえ る と，将来に 対す る家庭経済の 設 計

とい う点 に おい て共働 き世帯 の ほ うが よ り計画的な対応

が で きてい る よ うに 推察され る。また，借金返済，月賦

払い に つ い て共働き世帯の ほ うが多い こ とは，実収入 以

外の 収入で 考察した とお り，同世帯 の 信用買 い の 利用頻

度 の 高 さを示唆す る もの と思われる．

　 （2）構成比に 基づ く有意差検定

　一
部 の 収 支項 目に つ い て，さ らに 構成比 に 基づ く同検
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表 1−2．実数に 基づ く有意差検定 （家計支出）

項 目
平 　 均 （円）

話 ∫ t
有 意 水 準

専業 主 婦
　 　 　 　 共 働 き世 帯
　 世 帯

専業 主 婦 　 共働 き
世 帯　 　 世 帯

支

実

出

支

総

消 　 費 　 支

食

住

光

穀

魚

肉

乳

野

果

油

菓

調

飲

酒

外

介

　 卵

菜 ・海

脂 ・調 味

　 子

理 　 食

家 　 賃 　 地

設 備 修 繕 ・維

電

ガ

他

水

熱
・水

　 気

　 ス

の 　 光

　 道

額

出

出

料

類

類

類

類

草

物

料

類

品

料

類

食

居

代

持

道

代

代

熱

料

家 　 具 ・家 事 用 品

財

品

類

貨

品

ス

物

服

服

類

類

類

服

類

ス

久

備

　
耗

・

履

　
斯

　

ぜ

耐

　

　

雑

消

［

ぴ

　

　

冖

　

糸

被

　

サ

鷺
具

事

麗
撹

着

詑
物

隴

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヤ

　

　

　

　

　

　

月

　

　

　

　

　

　

を

家

室

寝

家

家

家

月

和

洋

シ

下

生

他

履

被

　

　

　

　

　

　

被

謝

鵬

螂

塒

櫑
刪

 

硼

柳

鵬

 

鰤

期

槲

跚

躙

娚

躅

捌

 

柵

細

矧

鐙

鬻
 

鯲

鰯

柵

…

蠶
刪

嬲

跚

鵬

柵

購

鵬

蹴

既

黛

駄

z

ら

q
翫

乳

翫

虫

幺

數

鳳

u
瓦

乳

臥

臥

臥

Lz

玩

翫

LL

乳

馬

凪

乳

呂

L

L

幺

L

鶴

謂

親

豐
柵

謡
側

韆

盗

壗

嬲
蠍

畿

鬻

鬻

鬻
跚

鑑

蠶

譫

鶚

課

騰

蹴

瓢

微

竃

軌

λ

題

＆

翫

翫

街

臥

幺

竃

蛾

域

軌

先

職

ユ

臥

L2H4

−

−

Z
−

別

−

83

−

−

2
−

価

溢

」

」

鴻

つ

つ

」

3

』

護

』

つ

β

5

渇

』

鴻

恐

β

653

』

31

謁

4330044543

−

45

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

崩
司

蠶
…

鞠

贐

驚

謂

蠍

聯

讒
即

鯲
蠶

藩

黷

嬲

翻
蠶

靄

螺
網

幵

叔

規

＋

　

　

　

　

　

　

　

　

＋

：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
＋

　
＋

209144

且

98258459986654189009

−

923701214721

鑿
鬣
鶚

裟
鬢
鑿

懲
鴨

鑿
嶽

馨
囂

霧
盤
謹

10

」

2

且

1  

 

 

跚

鰤

備

 

瀏

弸

讎

繖

鰤

 

 

 

蜥

測

臘

 

 

欄

瞞

跚

 

 

臨

 

躅

鯔

嬲

棚

噛

瞞

欟

蠍

跏

欄

柵

槻

勲

帯

柵

櫑

班

備

骨

崛

鴫

性

紬

椅

紬

湘

繊

桾

磁

織

→

伍

畦

冊

繊

且

一
燈

冊

骨

舩

性

略

覗

冊

鴨

惜

囎

鴨

桝

繊

竹

冊

略

串零ホ

率寧

率＊＊

＊＊＊

串 ＊ 準

＊ホホ

申事寧

率 寧串

＊

串

＊ 噛 索

率申＊

ホ率傘

率＊準

串＊＊

串 ＊

ホ＃

串寧曝

＊ ＊ 雫

1 串＊

＊率 ＊

＊

寒

写

＊

＊

寧

零 寧 喰

＊宰 寧

＊＊ 寧

申ホ 掌

率ホ 事

＊零串

＊寧＊

定 を 行 っ た 結果 が表 2−1か ら表 2−3 で あ る．実 数 の 検 　 　表 2−1 よ り，実 収 入 以外 の 収 入 は 構 成 費 で み た 場 合，専

定結果 と異な る傾向を示 し た 点を 中心 に 述ぺ る と，まず　　業 主 婦世帯 の ほ うが そ の 割合の 高い こ とが 理解され る．
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表 1−2．（つ づき）

項 目

平 　 均 （円）
諏 5 t

有 意 水 準

専 業主 婦
　　 　　 共働き世 帯
　 世 帯

専業 主 婦　 共働 き
　世 帯　 　 世 帯

保 　 健 　 医 　 療

　 医 　 　 薬 　 　 品

　保健医療用品 ・器具

　 保 健 医 療 ナ ーピ ス

交 　 通 　 通 　 信

　交 　 　 　 　 　 通

　 自 動 車 等 関 係 費

　通 　 　 　 　 　 信

教 　 　 　 　 　 　 　育

　授 　 業　 料　 等

　教科 書 ・学 習 参 考 書

　 補 　 習 　 教 　 育

教 　 養 　 娯　 楽

　教 養 娯 楽 用耐 久財

　教 養 娯 楽 用 品

　書籍
・他 の 印 刷 物

　教 養 娯 楽 サ ービ ス

そ の 他 の 消 費 支 出

諸

二

交

仕

非　 消

勤

他

社

雑

　 つ 　 　か

　　 際

　 送　 り

　 費　 支

労 　所 　 得

　 　 の

会　 保 　障

費

い

費

金

出

税

税

費

　 他 の 非 消 費 支 出

実 支 出 以 外 の 支 出

　貯 　 　　 　　　 　　金

　保 　 　険 　 　掛 　 　金

　 土 地 家 屋 借 金 返 済

　他 　の 　借 金 返 済

　月　 　 　 賦 　 　 　 払

　掛　 　 　 買　 　 　 払

　有 価 証 券 購 入

　財 　 　産 　 　購 　 　入

　 そ 　 　 　 の 　 　 　 他

繰 　 　 　 越　 　 　 金

　 7，053　　　　　　6，165　　　　　　　　モ
　1，277　　　　　　1，315

　 1，354　　　　　　1，325

　4，493　　　　　　3，526
25，871　　　　　28，708

　6，ig6　　　　　　6，094

14，265　　　　　17，820

　 5，432　　　　　　4，795

且1，137　　　　　ユ4，523

　 8，1i2　 　 且0，758

　 503　 　 　 　 729

　2，225　　　　　　3，035
24，657　　　　　26，879

　3，246　　　　　　　4，052

　4
，
971　　　　　 5

，
480

　4，223　　　　　　4，257

11，908 　 　 13，　091

67，988　　　　　78，388
12，295　　　　　15，710
27，688　　　　　28，873

23
，
538　　　　　25，

875

　5，134　　　　　7，930

62，
721　　　　　63，316

19， 199　　　　　18，476

17
，
283　　 15，702

25，881　　　　　28，648

　 358　 　 　 　 490

254，887　　　　282，732
187，876　　　　且97，264

21，497　　　　2先557
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5 ： 両 世帯 の 差 の 平均 ，
s ： 差 の 標 準 偏 差．差 は （共働 き世 帯

一
専業主婦世帯 ）で 算出 した ．有 意 水 準 は 1 ： 5 ％，

1 ＊ ： 1 ％ ，
＃ ＊； O．1％ で あ ら わ し各 項 目の 支 出 額 が 相 対 的 に 多 い と 判断 さ れ た 世 帯 に 印 を 付 し た．

また支出面で は，表 2−2 よ り実支出に 関す る支出の 割合　　　さ らに ， 表 2−3 よ り，消費支出の 内訳を構成比 で みる

が，専業主婦世帯で よ り高い こ とが明 らか で ある．　　　　 と，専業主婦世帯は 共働き世帯に 比ぺ ，食料，住居，光
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表 2−1．構成比に 基づ く有意差検定 （収入総額： 100％）

項 目

平 均 　（％）
5 5 t

有 意 水 準

専 業主 婦
　世 帯

共 働 き世 帯
専業 主 婦　 共働き
　世 帯　　　世 帯

実 　　　収　　　入

実 収 入 以 外 の 収 入

繰　　　入 　　　金

58．927

．813
．4

61．125

．lI3

，8

十 2．3
− 2．7
十 〇．4

O．60

．90
．4

十 9．　8677
− 7．5934
十 2．　9125

辱‡●

零ホ寧

盈 両世帯 の 差 の 平均 ，
s ： 差 の 標 準 偏差．差 は （共働き世 帯

一
専業主 婦世 帯） で 算出 しte．有意水 準 は 串： 5％，

＊＊： 且％，＊＊申： O．1％ であ らわ し各項 目の 構 成 比 が 相対 的 に 高 い と 判断 され た 世 帯 に 印 を 付 した ．

表 2−2．構成比tc薀つ く有意差検定 （支出総額： 且00％）

項 目

平 均 　（％） 一
2 5 t

有 意 水 準

専 業 主 婦

　 世 帯
共 働 き世 帯

専 業 主 婦 　 共 働 き

　世 帯 　　　世 帯

実 　　　支　　　出

　消　 費　 支 　 出

　非 消 費 支 出

実 支 出 以 外 の 支出

繰　　　越　　　金

49．240

，09

，337

，814

．1

47．839

，48

，537

．7
且4．5

一1，4
− O．6
− 0．9
− 0，1
十 〇，4

0，50
．50

．32

，00

．9

一6，8299
− 2．9179
− 8，2065
− 0，1897

十 1，1167

ホ 寧 ホ

章

串癖串

」 ： 両 世 帯 の 差 の 平均 ，
5 ： 差 の 標 準 偏 差．差 は （共 働 き世 蔵

一専 業 主 婦 世 帯） で 算出 した．有 意 水 準 は ■ ： 5％，
＊＊： 1 ％，紳 ＊： 0．1 ％ で あ ら わ し 各項 目の 構 成 比 が 相 対 的 に 高 い と 判断 され た 世 帯 に 印 を 付 した ．

表 2−3．構成比 に 基 づ く有意差検定 （消費支出： 100％）

項 目

平 均 　（％）
あ 5 t

有 意 水 準

専業主 婦
　世 帯

共働 き世帯
専業主 婦 　 共 働 き

　世 帯　 　　世 帯

料

居
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贔

物

療

信

育

楽

出

　

用

履

水

事

び

医

通

・

家

よ

熱

恥

お

健

通

　

　

服

　

支

娯

黻畆
　

の

食

住

光

家

被

保

交

教

教

そ

26．75
．75

．74

，16

．92

．69

．74

，29

．225

．5

25．94
．85

．24

，07

．22

．19

．84

．99

．226
．8

一
〇．7

− O．　9
− 0，5
− 0．1

十 〇．3
− 0．5
十 〇，1

十 〇．8
− O．且

十 且．3

0．30
．20

．10

．20

．20

．10

．60

．4030

．8

一6．1691
一

置0．5140
− 17．5729
− 1．7833

十 5．　0360
− 11．4717

十 〇，5且25

十 5，4944
− 0，4602
十 4．3827

串ホ寧

零寧事

寧 寧 亭

串 ホ “
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聯“寧

ホ事

壽： 両 世 帯 の 差 の 平 均，5 ： 差 の 標 準 偏 差．差 は （共 働き世 帯
一

専業主 婦世 帯）で 算 出 した ．有意 水 準 は ＊ ： 5 ％，

＊ ＊ ： 1％，艸 ＊： 0．1％ で あ ら わ し各項 目 の 構 成 比 が 相対 的 に 高 い と 判 断 され た 世 帯 に 印 を 付 し た．

熱 ・水道 ， 保健医療の 各項 目支出の 割合が 高 く， 被服 お

よび 履物，教育，その 他 の 消費支出の 割合が 低い とい う

結果で あ る．した が っ て ， 総 じて ， 必 需性 の 強い 費 目の

構成比は 専業主婦世帯 の ほ うが 高 く， 選択性の 強い 費目

の 同比は 共働き世帯の ほ うが高 い と考え られ る．これ ら

の 結果を先に み た 実数値 の 有意差検定結果 とあわ せ て と

（117）

らえ る と， 次の よ うで あ る，

  共働き世帯の ほ うが実数値 ， 構成比 と も 多 い 費

　　　目 ：被 服 お よび 履物，教 育，そ の 他 の 消 費支 出

  共働き世帯の ほ うが実数値は多く，構成 比 は少な

　　 い 費目 ： 食料

  共 働 き世帯の ほ うが 実数値 は 多 く，構成比に は 有
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　　　意差が認 め られない 費目 ： 家具 ・家事用品，交通

　　　通信，教養娯楽

  共働き世帯の ほ うが実数値，構成比 とも少ない 費

　　　目 ： 住居，保健医療

　  実数値 に 有意差 は 認め られず ， 構成比は 共働き世

　　　帯 の ほ うが低い 費目 ： 光熱 ・水道

　し た が っ て，絶対 的 に も相 対 的 に も共 働 き世 帯の ほ う

が 支出 が 多い 費 目， あ る い は絶対的に は共働 き世帯 の ほ

うが 支出が 多 く相対 的に は 有意差が認 め られない 費 目は ，

随意性 が 高 く生 活 の 充実や 発展 に か か わ る 費 目で あ る と

考え られ る、逆に ， 住居，保健医療な どの 生活の 基礎的

支出は 絶対的に も相対的に も専業主婦世帯で よ り支出が

多 くな っ て お り，こ の こ とは 同世帯 の 総額 と し て の 収入

が 相対的 に 少な い こ とに よ る もの と推察 される，あわ せ

て，共 働 き世 帯 の ほ うが 外食費を 含む食料費支出の 絶対

額 は 多 く，相対 的 に み た 場 合 の エ ソ ゲ ル 係数 が低 い と い

う実態 は ， 同世帯 の 生活の 豊か さをうか が わせ る もの で

あ る よ うに 思 わ れ る，

　4． 饗　　約

　専業主 婦 世 帯 と共 働 き世帯の 家計収支に つ い て 8 年間

の データ を昭和 62年基準に デ フ レ ー トし，各項 目 に 対

して t 検定 に 基づ く有意差検定を行 っ た 結果，以下 の 諸

点が 明 らか と な っ た．

　（D 実数値で 比 較 した 場 合，収入 面 で は 実収入 お よ び

繰 入 金，支出面 で は 実支出，実支出以外 の 支出，繰越金

と も共働 き世帯 の ほ うが多 く，家計収支 の 規模は 全体的

に 共働き世帯 の ほ うが 大きい ．収入 総額 の 両世帯 の 格 差

は ，専業主婦世帯の 同額の 1割強に あた る．

　（2）構成比 で み た 場合，収入総額 に 占め る 実収入 以外

の 収 入，お よび支出総額 に 占め る実支出の 割合 が 専業主

婦 世 帯で よ り高く，収支 の バ ラ ソ ス とい う点 で は ，専業

主婦世帯 の ほ うが 相対的に ゆ と りが 少 な い と判 断 され る．

　（3）実収入の な か で は，世帯主 収 入 は 専業 主婦世帯 の

ほ うが 平均 で約 3万 5 千円多い が，共働 き世帯 に お ける

平均約 9 万円 の 妻の 収入 は 世帯 主収入 の 相対的な少な さ

を 補 い
， 勤め 先収 入 全体で は 共働 き世帯 の ほ うが 多 い と

い う結果を もた らして い る．

　（4）消費支出お よ び 非消費支出に つ い て は，実数値 で

み る と，前老は 共働き世帯の ほ うが多 く， 後者に は有意

差 が 認め られ な い ．他方，構成 比 で み る と支出総額 に 占

め る消費支出，非消費支出の 割合は と もに 専業 主婦世帯

の ほ うが 多 く，同世帯 で は，家 計 に お け る生 活費や 税金

の 負担 が 相 対 的 に 大 き い こ とが 明 らか で あ る．

　（5）消費支 出 の 内訳に つ い て 実数値 と構成比 を 合わ せ

て み る と，総して，随意性 の 高い 費目に 対す る支出は 共

働 き世帯 の ほ うが 多 く，生活の 基礎的支出は 専業 主 婦世

帯の ほ うが多い ，また共働き世帯のほ うが食料費支出の

絶対額は 多い に もか か わ らず エ γ ゲ ル 係数が 低 い とい う

結果 よ り，同 世 帯 の 生 活の 豊 か さが うか が え る，

　 （6）実収 入 以外の 収 入，お よび実支出以外 の 支出に つ

い て は ，貯 金 引出 は 専業 主婦世帯の ほ うが 多 い の に 対 し，

貯金 は 共働 き世帯の ほ うが 多 く，こ の 点 か ら も両 世 帯 の

家計 の ゆ とりの 違い が 明 らか で あ る，また，保険の 利用

や信用買 い に 関す る収支 は ，共働 き世帯の ほ うが 多い ．

　な お，本報の
一

部 は，平成元年度 日本家政学会第 41回

大会 に お い て 発表 した．

　　　　　　　　 引　用．文　献

D 国 民春闘 共 闘 会議： 低迷 す る 労 働者 の 生 活
一 5 年間

　 の 家 計 の 推 移 〈 1974 年 か ら 1978 年 へ 〉
一，労 働経

　 済 社，東 京，5 （皇979）

2）総 務 庁統 計局 ： 家計調 査 年報　昭 和 62 年，大蔵省

　 印刷 局，東 京，224 （19B8）

3）労働省婦人 局： 婦人 労 働 の 実 情　昭 和 63年版 ， 大

　 蔵 省印 刷 局，東 京，付 1 （1988）

4）経 済 企 画 庁： 国 民 生 活 白 書　昭 和 56 年版，大蔵 省

　 印 刷 局，東 京，50〜51 （1982）

5）労 働 省： 労 働 白 書　昭 和 56年 版 ，大 蔵 省 印 刷 局，
　 東 京，207〜215 （1982）

6）居 城 舜 子，伊 藤 セ ツ ： 立 川短 大紀要 ， 15， ll （且982）

16 （118）

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


