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　The　purp 〔  of 　this　study 　iS　according 　to　the　previous　papcr，　In 山』 report 　the　content 　of

our 　researdb 　is　divided　rough 旦y　into　threc ．　Tho 丘rst　one 　is　the　ana1ySiS 　on 　the　correlation 　be。

tween 　incom ¢ and 　expenditure 　of 　thc 　two 　households．　 Thc 　second 　one 　is　tho　ca且cロ1ation　of 出e

score 　on 　the　incomo　elasticity ，　 The 　third 　one 　is　the　analysis 　on 　thc　consumplion 　structures 　 of

the 　two 　as　fbllows　t　Referring　to　ton　major 　expenditures
，
　we 　applied 山 e　facter　aTUIySiS 　and 血 e

clUStcr 　analysis ．
　 The 『esults 　are 　shown 　below ：

　（1）　Regardless　of 　households，　the 　income　of　households　head　has　s量gnificant　phls　correlation

to　the 　current 　expenditure 　and 　the　disbursements　o 山 er 　than 　the　cxpcnditure ．　 While 　the　income

has　significant　minus 　correlation 　to　FoQd　expendituro 　in　onc −income 』ousehold5 ，　it　ha5　no 　cor．

relation 　in　another 　hous　eholdS ．

（2） Th ・ in・・m ・ ・f　wife 　has ・1m・ ・ t・th ・ ・am … π 。1・ ti・ n 　t。 ・xpendi 　tu・e・
　with 　th・ t ・fh 。 u・eh ・「dS

head，

　（3） When 　we 　classify 　ten　major 　expendltures 　into　necessary 　expenditUrts ，
1uxuriou50n 驕

，

and 　lower　ones 　by　the　score 　on 　the 　inco皿 e　dasticity
，
　we 　meeI 　with 　diffcrent　resUltS 　among 　two

householdS　as 　regards 　five　expendit ロ res・

　（4）　In　cach 　household，　we 　find　a　fヒw 　factors　on 　ten　major 　expenditures ：In　onc
−income　hou5e層

hoids，　the　first　principal　compQnent 　can 　be　regarded 　as 　a　life　development　fact叫 thc　seoond 　a5

alife 　 comple 重ion　factor，　 the 　third　as 　a 丘xcd 　 expenditure 　factor．　 In　dua1．income 　hou5ehold3，

the　first　one 　can 　be　regarded 　as 　the 　factor　on 　Iife　development　and 　compl ¢ tion ，　thc　5econd 　as 　a

伽【ed 　expenditure 　factor．

　（5）　Ten 　major 　expenditures 　of 　the　two 　households　are 　cldster −analyzed 　as　fbllows； In　one ・

incomc　households，止 ey 　are 　divided　into　three ；Food　expenditure ，　qoth 　and 　footwear　expenditure ・

and 　the　expendhures 　on 　life　devclopment　and 　completion ．　 In　another 　llou3chold5，　thcy 　a 罵 also

dividcd　into　three ；the　expenditures 　on 　life　development　and 　completion ，　fbted　exp ¢ nditurcs ，　and

occasiona 星expenditure5 ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Rcccived　Deccmber　2，
1989）

Keywordst 　on ← incerne　households専業主婦世帯 ，　dua1−income　households共働き世帯 ，　fam ；ly

income　and 　eXpenditure 家計収支 ，
　cocMcient 　of　correlation 相関係数 ，　income　elasticity 所得弾

力性 ，
analyzing 　consumption 　structure 消費構造分析．
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　 1． 緒　　1

　本報 は，第 1 報の 趣 旨に 基づ き，近年の 鋤労者世帯 に

お け る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 しよ うとする もの で ある．第 且報で は ， そ の 分

析の 第 且過程とし て 両 世帯の 家計収支各項 目の 有意差検

定を行い ， 世帯間の家計収支 の もっ とも基本的 な 相違点

を明らか に した ．

　本報 で は ，さ らに 収支間 の 相関係数，所得弾力性 の 算

出 お よ び 消費支出の 費目間構造 とその 要因に 関す る 比 較

分析 を 行い ，両世帯の 家計 の 構造的 な相違点 につ い て も

考察 して い きた い 。す な わ ち，前報 に み た 単独の 家計収

支項 目 の 比較分析に 対して，項 目間 の 相互関係 とい う視

点か ら比較分析を進め る こ とにす る．と くに ， 家計に お

け る収入面と支出面 の 関係が世帯間 で どの よ うに 異なる

か を 明 らか に す る と ともに ， 生活実態が も っ と も具体的

に 反映 し て い る と思わ れ る 消費支出に 注目し て，10費目

に み る相互関係が世帯 に よ っ て どの よ うな 違 い を み せ る

か に つ い て 検討した ．

　なお，第 1 報，お よ び 本報 で 得られた 知見を 合わ せ て ，

主婦就労 の 家計に 及ぼす影響 に つ い て総括す る．

　2． 資料および方法

　資料 は 第 1報 で述ぺ た とお り、 昭和 55年 か ら昭和 62

年まで の 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 且世帯当た り年平均 1 ヵ 月

間 の 収入 と支出」 に 基づ くもの で ， それ ぞれの デ
ータ は

昭和 62 年基準の 実質値 に 換算 し て 用 い た．

　分析 は 第 1に，両世帯 に つ い て 特定 の 収 入 項 目 と 全支

出 項 目 との 相関係数を算定 し，収支の 相関関係が世帯間

で どの よ うに異な るか を 明 らか に す る こ とに した．収 入

項 目に は 主 た る実収入 である世帯主収入 と ， うち定期収

入お よび賞与 ， 実収 入 以外の 収入 の 大部分を 占め る貯金

引出， 共働き世帯で は 妻の 収 入 を 加えて そ れ ぞ れ 全 支出

項 目 との 相関係数 の 算定を試み た．しか しな が らそれぞ

れ の 世帯に お い て ，世帯主 収入，定期収入 ， 賞与 ， 貯金

引出の 四 つ の 収入に 対す る支出項目の 相関は，ほ ぼ 同様

の 傾向を 示 した の で ， 以下 で は 世帯主収入 ， お よび 妻 の

収入に 対す る 全支出項 目の 相関関係 に 限 っ て ， 結果 の 報

告を行 うこ とに する．なお 相関係数は ，
ピ ア ソ ン の 積率

相関係数を 用 い た ．算定式は 以下 の とお りである．
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　X ： 各年の 各収入 項 目の 値，V ： 各年 の 各支出項 目の

値．

　第 2rc ，両世帯の 家計に おけ る収支 の 関係の 中 で も，

と くに 収入 の 変化に 対 す る 消費支出の 反応の 程度の 違 い

を明らか に す るた め に ， 消費支出 10項目に つ い て，所

褐弾力性 の 算定を行 っ た．

　所得弾力性の 算定 に 際し， 所得の 概念 は 可 処分所 得を

用 い ， まず最小 2乗法 に よ っ て，8 年間 の 各費目支出 と

所得 との 関係 を あ らわ す次の 回 帰方程式を求め た．

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 c ・＝a 十 bY

　 C ： 各費目支出額 ， Y ： 可 処 分所得額．

　得 られた 式は 各費 目支出の 消費関数を 示す もの で．こ

れに よ り各費目支出の 限界消費性向 うが 明 らか とな る．

所 得弾力性 η は ，

一一般に 限界消費性向 b を用 い て 次式 の

よ うに 求め られ る．

　　　　　　　　η＝（Av／v）ノ（dx／x ）

　　　　　　　　 ＝（Ay／dx）・（x ／y）

　　　　　　　　 ＝b・（x ／y）

　 X ： 平均可 処分所得額 ， V ： 各費目の 平均支出額．

　 なお ，両 世帯の 消費支出 10費目 の それぞれに つ い て ，

ア レ ソ とボ ウ v 一の 定 義
P

に 従 っ て ，切片 b＞ 0，あ る

い は 所得弾力性 η〉 二 とな る 費目を 「奢侈品」，
bくO，

あ るい は η＜ 1 とな る 費目 「必需品」．さらに η＜0 と

な る費 目を 「下級品」 として と らえ る こ とに す る．

　 第 3 に ，消費支出各費目間 の 相互 関係を明 らか に す る

た め の 消費構造分析を 行 うこ とに す る．こ こ で は ，は じ

め に 因子分析を用 い る こ と に よ っ て 両世帯 の 消費構造を

決定 づ けて い る か くれた 因子 を導き出 し ， そ れ らの 因 子

に よ っ て 各費目支出が 互 い に ど う位置 づ け られ て い るか

を とら えて い く．因子分析は ， 主因子法 に 基 づ い て 行い ，

因子の 特性をわ か りやす くす るた め に バ リ マ
ッ ク ス 回転

を実施 し， 回転後の 固有値が LO 以上 の 因子 に よ っ て 結

果 の 考察を 行 う．次に ，
ク ラス タ ー分析 を 用い て．消費

支 出 IO費目の グ ル ープ化を 試 み る．同分析は 群内平均

法 に 基づ い て 費 目間の 距離を 算定 し ， グル ープ の 形成過

程を デ ソ ド卩 グ ラ ム で表す こ と にす る．

18

　3，　　結果および考察

　（1）相関分析に基づ く収支関係の 比較

　両世帯に つ い て，収入 と各支出 と の 関係が どの よ うな

特徴を もつ か を 明 らか に す る た め に，世帯主収入お よび

妻 の 収入 と全支 出項 目 との 相関係数を 算出 した 結果が 表

1で あ る．

　世帯 の 主た る収入 源で あ る世帯主収入 は，両世帯 と も

（亘20）
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表 L 相 関 分 析 結 果

専業主 婦 世 帯 共 働 　き　世 帯

項 目 世 帯 主 収 入 世 帯 主 収 入 妻 の 収 入

　 　 　 　 有 意
相 関 係 数
　 　 　 　 水 準

　 　 　 　 有意
相 関 係 数
　 　 　 　 水 準

　 　 　 　 有意
相 関 係 数
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衷 1．（つ づき）

項

専業 主 婦世 帯 共 　働 　き　世 帯

目 世 帯主 収入 世帯主収入 妻 の 収 入

相関係数 薙 相関繖 薙
　 　 　 　 　有 意
相 関係数
　 　 　 　 　水準

保 　 健 　 医 　 療

　 医 　 　 薬 　 　 品

　保 健医療 用品 ・器 具

　保 健 医 療 サ ービス

交 　 通 　 通 　 信

　交 　 　 　 　 　 通

　 自 動 車 等 関 係 費

　 通 　 　 　 　 　 信

教 　 　 　 　 　 　 育

　投 　 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 。そ の 他印 刷 物

　 教 養 娯 楽 サービ ス
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支出総額 ， お よ び実支出 ， 実支出以外 の 支出とO．1％ の

水準 で 正の 相関 が あ る と判断 され る．実支出の 大 部 分 を

占め る消費支出に つ い て もまた 両世帯 で 強い 正 の 相関が

認め られる．消費支出の なか で は，両世帯共通 に ，住居，

保健 医 療 ， 交通通信，教育，教養娯楽，そ の 他 の 消費支

出 の 各費目が 世帯 主 収入 に 対 し有意な 正 の 相 関を 示 し，

光熱 ・水道，被服 お よ び履物 は，同収入 に 無相関で ある．

また，教育，教養娯楽，そ の 他 の 消費支出 とい う選択性

の 強 い 費 目の 相関係数は ， とくに 共働 き世帯 の ほ うが大

きい 値 に な っ て い る，他方，食料，家具 ・家事用品と世

帯主取入 との 相関関係は ， 両世帯で異な る特徴を 示 し て

い る．す な わ ち，食料 に 対す る支出は 専業主 婦世帯 で は

世帯主収 入 と逆相関を示 して い る の に 対 し，共 働 き世

帯で は，食料費の 総額は その よ うな傾向を 示 して い な い

の で あ る．しか しな が ら，そ の 内 訳 を み る と，両 世 帯共

通 に 調理食品 や 外食等 の 随意性 の 高い 支 出 が有意 な 正 の

相関を示 して い るほ か は，ほ と ん どの 費目が有意な負の

相関を 示 し て い る こ とが 明らか で あ る．した が っ て，世

帯主収入に 対する食料各小分類費目 の相関関係 は，両世

帯 で ほ ぼ同 様 の 傾向を 示 し て い るの で ある が，菓子類に

つ い て専業主婦世帯の み が 有意な負の 相関を み せ た こ と

と，魚介類や 肉類，飲料等に お い て 同 世 帯が相対的に よ

り強 い 負の 相関を示 した た め に，食料費全体で は ，先 に

述 べ た よ うな 結果 とな っ た もの と推察 され る．い ま ひ と

つ
， 家具 ・家事用品 に 対す る支出は，専業主婦世帯で は

他の 多くの 消費支出同様，世帯主収入と正 の 相関を示 し

て い る が，共働き世帯で は 無相関 で あ り，世帯主収入 の

大 きさと無関係に 推移 して い る こ とが 明らか で あ る．内

訳 を み る と，専業 主 婦世 帯で は，家庭 用 耐久 財，家事雑

貨，家事サ ービ ス の 世帯主収入に 対す る相関 が，相対的

に 強い と判断 さ れる．

　 こ の ほか，非消費支出，実支出以外の 支出と世帯主収

入との 間 に は ，両世帯共通に 高 い 正の 相関関係が示 され，

世帯主収入 の 増大に つ れて ， 当然 の こ となが ら税金や社

会保険料 も増大 し ， 貯蓄的な支出や 信用買 い の 返済 も多

くな っ て い る こ とがわ か る ．な お ，両世帯 に お い て ，繰

越金 が 世帯主収入と負の 相関をみ せ た点 に つ い て は ， 実

支出や実支出以外 の 支出 が世帯主収入の 増加以上に 増大

す るた め，逆 に 翌 月へ の 繰越金が減 じ る結果 とな っ た こ

と を意味す る もの と思われる，

　 こ こ で ，あわ せ て 共 働 き世 帯に お け る妻 の 取 入 と全 支

出項 目 の 関係に つ い て 考察す る こ と にす る．表 且 よ り，

そ の 相関関係は，同世帯の 世帯主収入 に お け る もの とほ

ぼ 同 様 の 結 果 を 示 して い る こ とが 理 解 され る．した が っ

て ，共 働 き世帯に と っ て 妻の 収入 は，特別な支出を 促す

た め に 必 要 な 収入 とい うよ りは む し ろ，世帯主 収 入 とほ

とん ど 同様 の 位置づ け に あ る とい う点が明 らか で あ る．

そうした なか で，同世帯に お い て 世帯主収入とは有意な

相関を み せ ず，妻の 収入に つ い て の み 有意な正 の 相関を

示 した費目 と して ，電気代，家事雑貨，医療用 品 ・器具 ，

交際費な どが あ る こ とを指摘 して お きた い ．

　（2）所得弾力性の 算定結果 の 比 較

　両世帯に お け る 消費支 出 10 費 目 と可 処 分所得 の 関 係

を 1 次式に 回 帰 した 場合 の 限界消費性向，切片 ， お よ び

所得弾力性の 値を算定した結果 が，表 2 で あ る．

　それぞれの 値 に 基づ き， 先に み た ア レ ソ と ボ ウ レ ーの

定義 に 従 っ て 各世帯 の 各 費目 を 「下級品」， 「必需品」，

「奢侈品」 に 分類 す る と，専業 主婦世帯 で は 食料，被服

衷 2．限界消費性向，切片，お よ び 所得弾力性

項 目

専 業 主 婦 世 帯 共 働 き 世 帯

　 阪界

消 費性 向
切 　 片 所得弾力 性

　 限 界

消 費 性 向
切 　 片 所得 弾 力性
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お よ び履物は 下級品，光熱 ・水道， そ の 他の 消費支出が

必需品，住居，家具 ・家事用 贔 ， 保健医療 ， 交通通信，

教育 ， 教養娯楽が奢侈品である の に 対 し， 共働き世帯で

は食料，家具 ・家事用品は 下級品，光熱 ・水道， 被服お

よび履物，保健医療，教養娯楽が必需品， 住居 ， 交通通

信 ， 教育 ， その 他の 消費支出が奢侈品 とい うこ とに なる．

した が っ て，費 目の 必 需性 とい う視点に 注目して み た 場

合，IO費 目中家具 ・家事用品，被服お よ び履物 ， 保健医

療，教 養娯楽，そ の 他の 消費支出の 5費 目の 姓質が世 帯

間で 異 な る こ とが明らか とな り，専業主婦世帯 の ほ うが，

奢 侈 的支出 と判断 され る 費 目が 多 くみ られた ．また，一

般に きわ め て随意性 の 高い 費目として 認識 されて い る教

養娯楽費 が，共働 き世帯で は随意性 の 高い 「必需品」 と

して 分類 され た点を特筆して お きた い．

　（3）消費支出構造の比較

　1）　因子分析結果 と考察

　両 世帯の 消費支出構造を 決定づ けて い る因子を 見つ け

出すた め に ， 消費支出 10費 目に 関 して 行 っ た 因子分析

の 結果を整理す る と表 3の とお りで あ る．

　専業主 婦世帯に お け る第 1因 子に つ い て は，教 養娯楽 ，

教育， 交通通信等の 支出の 因子負荷量が と くに高い ．こ

れらの 費目は 先に 同世帯で 奢侈的支出と判断された費目

の うち，と くに 生 活文化 に かか わ る 随意支出 で あ る と思

わ れ る の で ， 生活発展因子 と命名す る こ とに す る．第 2

因子 につ い て は ， 保健医療 ， 住居，家具 ・家事用品の 因

子 負荷量 が高 く， こ れ らは 先 に 同世帯で 奢侈的支出と判

断 され た 費 目 の うち生 活 の 充実や 整備tc関連 が 深い 支出

で あ る と思わ れ る．さ らに 下 級財 と判断 された 食料 が異

符号で 高い 因子負荷萱を示 して い る こ と も考 え あ わ せ る

と，同因子は 生活の 内容や 設備 を よ り十 分 な もの に し よ

うとす る生活充実因子 で ある と考 え られ る．また 第 3因

子は，被服 お よび履物 と光熱 ・水道が異な る符号 で 高 い

因子負荷t を示 してい るが，両者 に は ， 年間を 通 し て の

支出の 集中度の 違い に 相反す る性質が み られ る．すな わ

ち筆者 がす で tc行 っ た 月 別 デー
タ に 基づ く時系列分析の

結果
V か ら も明 らか な とお り，光熱 ・水 道ぼ年 間 を通 し

て 月 ご との 支出の 分散の 小さい 定期的な支出で ある の に

対 し ， 被服お よ び 履物 は 支出が特定 の rk　一ナ ス 支給月に

集中し やす い 支出で ある と考 え られ る．した が っ て こ れ

を便宜上定期支出因子 と命名する こ とに す る．

　他方，共働き世帯に お ける 因子構造に つ い て み る と，

第 且因子 は 専業主 婦世 帯に お い て あらわ れ た 第 1 因子 と

第 2因 子を結合 させ た パ タ
ー

ソ を 示 し て お り， 生活 発

展 ・充実因子と考えられ る，また 第 2因 子 は ，被服お よ

び 履物 ， 家具 ・家事用 晶に 対 して 異 符 号 の 光 熱 ・水道，

食料が そ れぞれ高い 因子負荷量を示 して お り，専業主婦

世帯の 第 3 因 子の 両極 に 随時支出型 の 家具 ・家事用品 と

定期支出型の 食料がさ らに 加わ っ た もの で あ る，こ れ も

定期支出因子 と考えられそ うで ある．

　 した が っ て ，両世帯の 因子構造 の 相違 は ， 生活発展因

子 と生活充実因子 が，それ ぞれ独 立 して あ らわ れ るか，

結合 して あらわ れ るか とい う点 に 見い だされ る と判断 さ

表 3．因 子 分 析 結 果

専 業 主 婦 世 帯 共 働 き 世 帯

項 目 因 子 負 荷 量

共 通性

因 子 負荷 t

第 且因子 　 第 2 因子 　 第 3 因子 第 且因 子 　　第 2 因 子
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料

居

遭

品

物

療

信

育

楽

出

　

　

水

鸞
医

通

監

　

　

゜

°

よ

　

　

　

消

　

　

熱

具

脚

健

通

養

噸

食

住

光

家

被

保

交

教

教

そ

一〇．612

　 0，534

　 0」312

　 0．469

　 0」OI60

．1400
．9120
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α 9480
．845

　 0．774
− 0．830
− O．20且

一
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− 0．039
− O．964
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− O．　999

　 0，223

　0L且50
− O，047

　 0．214

　 0，435

　 　 OO
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．881e
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α 9400
．9070

．898

固 有 値 3．832 2．675 1．148 5．610 2．　069

累 積 寄 与 率　（％） 57，12 67．　87 76．57 56．　66 76．80
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れ る．

　2）　 ク ラ ス タ
ー
分析結果 と考察

　最後に ，両世帯 の 消費支出構造に つ い て
，
IO費目の そ

れぞれ の費目間の 結びつ きの 強さ，す なわ ち各費目の 動

向 の 類似度 に 基 づ い て ， 費 目グル ープ の 形成 を 試み る こ

とに した，

　 ク ラ ス タ ー分析 に 基づ く費目 グ ル ープ の 形成 過程は ，

図 且
一1，1−2 の よ うなデ ソ ドロ グ ラ ム に あ らわ す こ とが

で きる．縦軸 に 非類似度をとる こ とに よ っ て ， 非類似度

の 低い 費 目 ど う し，す な わ ち類似度の 高い 費 目 ど うし か

ら順次，グ ル ープ が形成 され て い く過程が 理 解 され る．

　専業主婦世帯に お い て は ，先 に 生活発展因子 の 指標と

な っ た 各費 目が も っ とも早 く結合 し ， 続い て 生活充実因

子の指標とな っ た 費目が ， 順次これに 加わ っ て い く．距

離 を 1．OOO　｝： とる と 〔教育 ， 交通通信 ， 教養娯楽，住居 ，

家具 ・家事用品，その 他 の 消費支出 ， 光熱 ・水道 ， 保健

医療〕が 大 きな 費 目 グル
ープを 形成 し，下級品 と判断 さ

れた 食料，被服お よ び 履物が ，それぞれ 独立 し て あ らわ

れて い る．

　他方，共働き世帯で は，は じめ に 生活の 発展 に 関す る

費目と生活の 充実に 関する費目が ， そ れ ぞれ 並行して 費

目グル ープを形成 し ， 距離 O．　133 で 両者が 結合 して 〔教
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育 ， 交通通信 ， 教養娯楽，そ の 他 の 消費支出，保健医療，

住居 〕 とい う大 きな グ ル ープ を 形 成 す る ．そ の 後，距離

0．585 で 〔食料，光 熱 ・水 道〕 が，0．677 で 〔家具 ・家

事用品， 被服お よび雇物〕が グ ル ープ を形成す るが，そ

れ ぞ れ は 専業 主 婦世帯 の 因子分析に お い て 第 3 因子の 両

極に あ らわ れた 費 目グル ープ で あ り， 前老 は 定 期支 出 グ

ル ープ，後者 は随時支出 グ ル ープ とし て とらえる こ とが

で き る．

　した が っ て ， 距離 1．  に 基 づ く両世帯 の 費目グル ー

プ の 相違 は，共 働 き世帯 で 定期支出 グ ル
ープに 含 まれ て

い る光熱 ・水道，お よ び 随時支出 グ ル ープに 含 ま れ て い

る家具 ・家事用品が，専業主婦世帯で は 生活発展 ・充実

グ ル ープに 入 っ て い る点 に み られ る の で あ り， これ ら 2

費 目は ，両世帯 の 消費支出構造を 総合的に と らえた 場合，

世帯間 で 異な る位置づ けをもつ 支出で ある こ とが 明らか

とな っ た．

　4． 要　　約

　専業主婦世帯と共働き世帯の 家計 に つ い て 相関係数，

所 得 弾 力 性 の 算定，お よ び消費支出構造 の 比較分析を行

っ た結果，以下 の 諸点が明 らか とな っ た．

　（1）世帯 主収 入 に 対 して ，両世帯共通 に 実支出 ， 実支
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出以外の 支出，お よび そ れ らの 構成費目の 多 くが 高い 正

の 相関を 示すが， 食料費は 専業主婦世帯 で は 同収入に 逆

相関を示す の に 対 し，共 働 き世帯で は 無相 関 で ある．ま

た，家具 ・家事用品 は 専業 主婦世帯 で は 同収 入 に 有意な

正 の 相関を示す の に 対 し，共 働き世帯で は無相関 で あ る，

　 （2）共働き世帯に お ける妻の 収入と各支出項目との 相

関関係 は，世 帯主 収入 に お け る もの とほ ぼ 同様で ある が，

世帯主 収入 とは無相関で あ っ た 電気代，家事雑貨，医療

用品 ・器 具 ， 交際費が ， 妻の 収入とは 有意な正の 相関を

示 して い る，

　（3） ア レ ソ とボ ウ レ ーの 定義に 従 っ て 消費 支 出 10費

目の 性質を と らえ る と，うち 5 費目の 性質が世帯間で 異

な り，家具 ・家事用品は 専業主 婦世 帯で 奢 侈 品 で あ る の

に 対 し共働 き世帯で は下級品，被服お よび履物は前者で

下 級品，後者 で必 需品，保健医療 ， 教養娯楽 は前者で 奢

侈品，後者 で 必 需品，そ の 他 の 消費支出は 前者で 必 霈品，

後者で 奢侈品で ある，

　（4）消費支出構造に 関与す る因 子は ， 専業主婦世帯で

は ， 生活発展因子，生 活充 実因 子，定 期支出 因 子の 3 因

子 ， 共働 き世帯で は 生活発展 ・
充実因子，定期 支出因子

の 2 因子で あ る．

　（5）消費支出 10費 目に ク ラ ス タ ー分 析を 実施す る と，

専業主婦世帯 の 消費支出は，食料，被服 お よび履物 の グ

ル
ープ と生活発展 ・充実 グ ル ープ，共働ぎ世帯の 消費支

出は ，生活発展 ・充実グル ープ ， 定期支出 グ ル ープ，随

時支出 グル ープに 分け て とらえる こ とがで きる，

　 5． 総 　　括

　本研究で は，近年 の 専業主 婦世帯と共働き世帯の 家計

収支の 相違に つ い て ，8 年間の 時系列 デー
タ に よ っ て 総

合的な 分析を 試 み て きた．と くに 第 1 報で は 各項 目の 実

数 お よ び 構成 比 に 基づ く基礎分析 と して 世帯間の 有意差

検定 を実施し，第2報 で は 家計項 目間 の 相互関係が世帯

間 で どの よ うに 異 な る か を明 らか に す るた め の 諸 分 析を

行 っ た．

　さい ご に ， 第 且報 ， お よ び第 2 報で 報告 した 内容を整

合 し，近年 の 主婦就 労 の 家 計 に 及 ぼす影響 に つ い て 総 括

す る と以下 の よ うで あ る．

　主 婦就労 の も っ と も重 要 な意義 の ひ とつ に 家計補助が

あげ られ る こ とは い うまで もな い が ， 主婦就労に よっ て

得 られ る収入 は ， 8年間 の 平均で 91，0且8 円 （昭和 62年

基準値）で ある．こ の 収入 は ， 世帯主収入と異な る特別

な支出に 向けられ る とい うよ りは む しろ，世帯主収入 と

ほ ぼ 同様 に，各 支 出に 分配 され る よ うに 判断 され る．

　 し か し，妻の 収 入 が 獲得され る こ とに よ っ て ， 世帯全

体 の 家計収支 の 規模は，専業主 婦世帯 を基準 に，約 11％

大きくな るの で あ り，こ の こ とは世 帯 の 家計収支ltさま

ざま な影響を 及 ぼす ．収支の バ ラ ン ス とい う点 で は，収

入 に お ける実収入の 割合を高め る
一

方で ， 支出｝こお け る

実支出以外 の 支出の 割合 を高め る の で，主婦就労 に よっ

て生活設計上 必要な貯蓄や 借金返済が 促進され る とい え

そ うで あ る，

　 また ， 消費生活面に お い て は，調理食品，外食． 被服

お よび履物， 教育 ， 教養娯楽 ， その 他の 消費支出な ど，

生活の 利便や豊か さに 関す る支出が 促される傾向がみ ら

れ る．こ れ らは 共働 きを支 え るた め の 必要経 費 の 増大 と

して 理解され る必要が あると同時 に ， 共働きに よる生活

の 質的変化を示すもの として とらえられ るべ きで ある．

すな わ ち ，その よ うな生活費の 内容の 変化は，各費目の

必 需性や選択性 とい う支出に 対す る価値観の 変化 ｝こ基 づ

くもの で あり，こ れに よ っ て 世帯 の 消費構造に 関与す る

因子 に も変化が み られ る よ う｝こな る．

　つ ま り、 主婦 の 就労 に よっ て ，専業主婦世帯の 消費構

造に 関与 し て い た 生活の 発展に か か わ る因子 と生活の 充

実に か か わ る因子が 結合す る と ともに，支出の 定期性
一

随意性とい う因子 ， すな わ ち各支出が定期的に 必要 で あ

る の か随意に 必要 な もの で ある の か とい う判断に 関 す る

因子が ， 世帯の 消費構造 の 決定 ｝こ よ り大きな影響力を も

つ こ とに なる の で ある．

　本研究で 明 らか に され た 昭 和末期 の 共働き世帯の 家計

の 特徴を十分 に 認識 した うえで ， 今後 の 新 しい 時代に お

ける主 婦就労 の あ り方に つ い て ，生 活時間や家族意識の

側面とあわ せ て さ らに 検討して い きた い と考え る ．

　な お ， 本報の一部は ， 日本家政学会第 41 回 大会 に お

い て 発表し た ．
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