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資　料

大卒 ・ 短大卒女性 の 仕事 に関す る価値観
2

森　永　康 　子
1

WORK 　VALUES 　OF 　WOMEN 　COLLEGE 　GRADUATES 　IN　JAPAN

Yasuko 　MORINAGA

　　Work 　values 　among 　women 　college 　graduates 〈N ＝399）in　their　sixth 　to　eighth

year 　after 　college 　graduation 　were 　investigated，　 Approximately 　7 ％ of　the　study

sample 　were 　f〔｝und 　to　be　currently 　employed 　outside 　the　horne，　 Many 　working 　women

were 　single 　without 　ch ｛1dren，　while 　married 　women 　with 　children 　did　not 　have　jobs
outside 　the　home ．　 Although　employment ，　marital 　status ，　and 　parental　s 亡atus 　were

predicted 　to　relate 　to　 women
’

s　 work 　values ，　 only 　marital 　status 　tumed 　out 　to　be
significant ．　 Married　women 　placed 　a　higher　value 　on 　gender 　equality 　and 　fam ｛1y
cencerns 　than 　did　single 　womerl ，　The 　relationship 　between　inCliviClual　job　turnover
and 　work 　values 　was 　a｝so　expiored ；women 　whe 　changed 　jobs　were 　found　to　place
more 　importance　on 　jntellectual　stimulation 　than 　those　who 　did　Ilot．　 In　the　analys ｛s

of　future　work 　plans ，　it　was 　fourld　that　those　who 　planned 　to　pursue 　their　jobs　for　a
Iong　period 　or　to　reenter 　the　work 　force　showed 　work 　value 　patterns　significantly

different　from　those　of　their　counterparts ．

　　Key 　words ： work 　values ，　employment ，　women ，　Japan，　co1 ［ege 　graduates ，

　働 く女性は年々 増加 して お り， 日本 の 労働力人 口 （就

業者 ＋ 完全 失 業者 ） に 占め る女性 の 割合は 1994年 現在 で

40．5％ に 達 して い る （労働 省婦人 局，1995）。 し か し ， 就労

行動に お い て は ， さ ま ざ ま な 点で 男女 の違 い が 見 られ

る 。 例 え ば，女性 の 労働力率 （15歳 以 上入 冂 に 占 め る労働

力人 口 の 割台 ）は ， 2 代前半 と40代後半を頂点 と し （労働

力率 は それ ぞれ 74．5％，71、9％），30代前半 を底 個 52．7％ ）と

す るM 字 型曲線 を描 い て い る の に 対 し て ， 男性の 労働

力率は60歳 まで
一

貫 して 98％前後で ある。す なわち，

女性の 多 くが 学校卒業後就職 す る もの の ， 結婚や出産

で 退職 し ， その 後何年か た っ て 再就職す る と い う就労

パ ターン を と っ て い る と言 え よ う。こ れ に 対 して，男

，
安田 女 子短 期 大 学 （Yasuda　Women ’

s　College＞　 現 所 属 ：神

　戸女学院大学 （Kobe 　College）
u

本研 究 の
一

部は．第 26回 国際心理 学会 及 び 日本 教育心理 学会

　第 38回総会 で 発 表 した 。 ま た，本研 究は 安田 女子 短期 大 学研 究

　助 成金 の 援助 を 受 け た。

性は学校卒業後就職 し ， 転職 した場合 で も定 年 ま で働

き続 け る の が 一般的な就労 パ タ ー ン で あ る 。

　 こ の ような就労行動に お け る性差 を生 じさせ る要因

の ひ と つ に 仕事 に 関す る価癰観 （work 　values ）が考え ら

れ て き た 。個 人 の 就労行動 は ， 仕事の ど の よ うな側面

に 価値 をお い て い る か に影響 さ れ （e．g．，　R 。 senberg ，1957

；Zyt・ wski ，1970 ），男女 で は 価 値観 に 違 い が あ る た め ， 就

労行動 も異 な っ て くる と考え ら れ る 。 職業選択 を行 う

前の学生 を対象と して ，仕事 に 関す る価値観 に お け る

牲差を検討 した研 究で は ， 男子学生 は女子学生 よ りも

昇進 や収 入 と い う側面 を重要視 し て お り （Beutell ＆

Brenner、1986 ；Machung ，1989），女子 は男子 よ り も知的刺

激や 達成感 と い う側 面 に 高 い 価値 を お い て い る

（Beutell＆ Brenner，19B6 ；Bridges，1989；Machung ，1989；森

永，1994 》， 9 た ， 家族を配慮で きる とい う側面や仕事 を

通 して他 者 を助 け るとい う社会的貢献 の 側面 に 関 して

は ， 女子 の方が価値 を高 くお い て い る （Beutell＆ Bren・
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ne τ，1986 ；BriClges，1989 ；森永，1994） と い うよ うな結果 が

得 られ て い る 。

　 ま た，働 く男女 を対象 と し た研究で は ， 中間管理職

（middlemanagers ＞と い う同 じ地位 に ある男女 で も ， 男

性 よ りも女性の 方が や りが い や仕事内容の 変化な ど仕

事 に よ っ て もたら さ れ る内的な報酬 に 高 い 価値を お い

て い た り （Bremer ，　Blazini＆ Greenhaus， 1988）， 専門職 ，

事務職 ， 技術職な どの さ まざ まな職種を通 して ，女性

の 方 が 男性 よ りも勤務時間や職場環境な ど の便宜的な

側面 （c ・ nvenience 　 dimension） を重 視 して い る （Walker ，

Tausky ＆ 01iver，1982 ） な ど、 性差が報告 さ れ て い る 。

以上 の よ うな研究 を通 して ，仕事 に 関す る価値観に お

け る性差が 示 さ れ て お り，
こ の よ うな性差 が ， 就労行

動 に お け る男女 の違 い に 関与し て い る こ と が 示 唆 さ れ

て い る 。

　 しか しなが ら ， 現 実の就労行動 に お い て は性差の み

で はな く同性 の 中で の違 い も大 き い 。特に ，女性内で

の違 い は男性内で の違 い よ りも大 きい と考 え られ る 。

前述 した労働 力率 の変化や ， い わ ゆ る パ ー トタ イ ム 就

労 の 割合が 男性の 場 合 1割 に す ぎな い の に 対 し て ，女

姓 の 場合は 3割を越 えて い る （労働 省 婦人局，1995＞と い う

よ う な 統計 は ， 多 くの 男性 が 学校卒業後常勤で 定年ま

で働 くの に 対 して ，女性の 中に は 20代で 退職す る者 も

定年まで 勤務す る者 もお り，また，常勤で働 く者 もパ ー

トで 働 く者も い る と い う こ と を意味 し て い る 。

　 こ の よう に 女性 の 就労 の 様相 は男性 よ りも多様で あ

る こ と が う か が わ れ る。 こ の よ うな女性 の 就労 に お け

る多様性 に ， 仕事 に 関す る価値観 は ど の よ うに関わ っ

て い る の で あ ろ うか 。結婚 して い る か 独身 か と い うよ

うな婚姻 状態 （marital 　status ） や 子供 の有無 に よ り， 働

く女性の 価値観 が 異 な る こ とが い くつ か の研究で 報告

さ れ て い る （e、g．，　Harris ＆ Earle，1986：Lacy，　Bokemeier ＆

ShepaTd，1983；Walkel 　et　al．，］982）。 こ れ らの 研究で は ，

女性の 場 合 ， 既婚 女性 は独 身女性 よ り，新 し い こ と を

学ん だ り自分の 能力を使 う と い っ た仕事の もた らす 内

的な報酬 に価値 を お い て い た り （Harris ＆ Earles　M　86），

昇進な ど の外的な報酬に 関す る価値が 低 く （Lacy　et　al．t

l983），また ，子供が い な い 場合に比 べ 子供が い る場合

で は ， 収入 や仕事の 保証 （job　seCllrity ＞な ど の 外的な側

面が 重視 さ れ る （Harris＆ EarLe，1986；Walker ・et ・al．，1982）

とい うような結果 が 報告 さ れ て い る。さ ら に ，転職者

と同 じ会社 に と ど ま っ て い る 勤続者を比較 した研 究 で

は，女 性の 場合，転職者 は勤続者に 比 べ
， 知 的刺激 や

独立 ， 仕事の多様性な ど に 高 い 価 値 を お き，職場環境

や名声 な どに は低 い 価値 を お い て い る こ とが 示 され て

い る 〔KanchieT＆ Unruh，1989＞。こ の ように，個人 が 仕

事の ど の よ うな側面 に 価値 をお くか と い う こ と と ， そ

の 個 人 の 就労状態 ， 婚姻状態 ， 子供の 有無 な どの 変数

が 関連 し て い る こ とが 示 され て き た 。

　 しか しなが ら， こ の よ うな研究 は 主 として 北米の 文

化圏で 行 われ た もの で あ り，そ こ で の 女性の 就労行動

は日本 の 場 合 と は大 き く異な っ て い る こ とが 推測 で き

る 。 例 えば ， ア メ リカや カナ ダで は女性の 労働力率 は

20代前半か ら 50代前半 ま で ほ ぼ
一

貫 し て 75％前後 傍

働 省 帰人 re，　1995）で あ り， 日本 の 女性の M 字型曲線 を描

くよ うな 労働力率 の変化 は見 られ な い 。 こ れ は，日本

の 女性の 持 っ て い る仕事 に 関す る価値観が ， 北米で 行

わ れ た 従来の研究 で 示 された もの とは異 な るで あろ う

こ とを示唆 す る。

　そ れ で は ， 日本 の 女性 の 就 労行 動 の 特徴 を示 すM 字

型労働 力率 の 変化 と仕事 に関す る価値観 は どの よ う に

関わ っ て い る の で あ ろ うか 。 本研究で は ， こ の よ うな

点 を検 討 す る た め ， 検討対象をM 字型 の底 に 向か い つ

つ あ る年代の 女性 に し ぼ り，仕事の い ろ い ろ な側面 に

対 し て 彼女ら の持 っ て い る価値観 を以 下 の 2 つ の 点か

ら探 っ た。

　 1）　仕事に関す る価値 観 に お い て ， 就労状態 ， 婚姻

状態 ， 子 供 の 有無 に よ る違 い は ど の よ うな もの で あ ろ

うか 。 な お ， 就労 状態 に関し て は，収入 を得 る た め の

家庭外 で の 就労 の 有無及 び転職経験 の 有 無 と い う 2 点

を考慮 した 。

　 2） M 字型 労働力率曲線 か ら考 えるな ら ば， 1度退

職 は して も将来的 に は収入 を得る た め に働 く こ と を考

え て い る 女性 も多 い と思 われ る。こ の ような家庭外で

の 収 入労働 に つ い て の 将来計 画 と ， 仕事 に関す る価値

観の 関連に つ い て検討 する。

方 法

　調査対象考　中国地 方 の 私立 女子 四年制大学及び女

子短期大 学出身者（文 科系 学部 ）で ， 卒業後 6〜 8 年 目の

女性900名を対 象 に 郵 送法 に よ り調 査 を実施 し た 。 大

卒，短大卒女性の平均勤続年数は ， それぞれ 5．1年，5，4

年で あ り（労働省，1994）， 本調査の 対象者 は統計上 で は 退

職前後の 時期 に あ る と 言 えよ う。

　調査時期 は ， 1995年 7 月〜 8 月で あ り ， 調査 用紙 を

発送 した 900名の 内 ， 76名 は住所 不明 に よ り返送 さ れ

た。回答の 得 ら れ た 419名の 内， 回答 に 著 し い 不 備 の

あ っ た者 や回答時点で の 就労状態が確定で き な い 者20

名 を除 い た 399名を分析 対 象 と した。

　調査項 目　 1． 回答者の特性 に関す る 項 目 ：年齢 ，
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婚姻状態（結婚 し て い る か，して い な い か ），子供 の有無 を尋

ね た 。2 ．就 労 に 関す る項 目  就 労の 有無 と 形態 ：「常

勤」「パ ー
ト」「自営 業」「内職」「無職」「その他」の 中

か らあ て はま る もの をす べ て 選択 さ せ た 。   転職経験

の有無 。 あわ せ て 無職者 に は過去 の 就労経験 も尋ね た。

  将来 の 就労計画 ：有職者に 対 し て は 「転職 す る しな

い に か か わ ら ず ， で き る だ け長 くく定年の 頃ま で）働 こ う

と 思 っ て い る」「し ば ら くの 間 は働 こ う と思 っ て い る 」

「で き れ ば今す ぐで も働 くの は や め たい 」「そ の他」の

中か らあ て は ま る も の を 1 つ 選択 させた 。 無職者 に 対

して は 「経済的 に 許せ ば ， 将来的 に も働 く気 は な い 」

「よ い 仕事 があ れ ば ， す ぐに で も働 き た い と思 っ て い

る」「しば ら くの 間は働 くつ も り は な い が ，もう少 し し

た ら仕事を し よ う と思 っ て い る」「そ の他」の 中か ら あ

て は まる もの を 1 つ 選択さ せ た。  仕事 に 関す る価値

観 ：森永 （1CO4｝ の 用 い た23項目 CTAELE2参照） を使用

し ， それ ぞれ の項 目に つ い て重 要 さの 程度 を 5 段階尺

度 で 尋 ね た （5 ：重要 で あ る〜1 ：重 要 で な い ）。

TA肌 E　1　就労 の 有無 と結婚状態 ・子供 の有無

有職 者 （N ＝273）無職者 （N ＝ 124）

既 婚者 〔N ＝．195）

独 身者 （N ； 202）

子供 有

子 供 無

子 供 有

子 供 無

26人

53

　 3186

10214

　0
　 8

結 果

　 回答者の 特性

　 分析対象 と し た 399名 の 年齢 は25歳か ら 31歳 ま で で

平均 は 27．3歳，既婚者 は 197名〔49．4％）
， 独身者 は2  2名

〔50．6％ ）で あ っ た 。 子供 に関 して は ， 妊娠中も含め て 子

供 の い る者 は 133名 （33．3％）， 子 供 の い な い 者 は 261名
（65．4％ ）で あ っ た 嘸 答 5名，13％，い ずれ も独 身者）。就労

形態 に 関 して は，常勤234名 〔58．6％ 〕，
パ ー

ト29名 （7．3

％），内職 2 名 （e．S％）， 自営業 6 名 （1．5％〉， 無職 124名

C31．1 ％）， 常勤＋ 自営業 2名 （0．5％ ）， 常勤 ＋ パ ー
ト 2

名 （o．5％）で あ り， 回答者の約 7割が 何 らか の形で就労

し て い た。就 労 して い る者 の 中で 常 勤労働者以外が 少

な い た め ， 常勤，パ ー
ト，自営業 と 回答 し た者 （273名）

を家庭外 で の就労を し て い る者 とみな し， 有職者 と し

て 以下 の 分析 を行 っ た。な お ，無職者 （124 名 ） の う ち ，

大学卒業後 1度 は 就職 し た と す る者 が119名 （96．0％〕で

あ っ た 。 したが っ て ，過去に退職 し現在無職 の 者 q19

名） は ， 全 回答者 399名 の 中の 29，8％ と なる。前述 し た

よ う に ，日本の 女性の 労働力率 は ， 2 代前半 と40代後

半 を頂点 とし， 3〔｝代前半を底 と す る M 字型 曲線 を描 い

て い る 。 本調査 の対象者 は ， 25歳か ら31歳の 範囲で あ

り，
こ の統計データ に 沿 っ た形 を示 し て い る 。

　次 に ， 有職 者 （273名） と無職者 （124 名｝に っ い て ， 婚

姻状態及 び子 供の 有無 と の 関連 を集計 した （TABLE 　l）。
TABLE 　1 に 示 さ れ て い るよう に ， 有職者の 多 くは子供

の い な い 独身者で あ り， 既婚者 ， 特 に 子供の い る場合

有職 で 独 身 の 者 の 中に子 供 の 有 無 に つ い て の 回答が な い 者 が 5

名い た。

に は多 くの 者が就労 し て い な い
。

　 仕事に 関する価値観の 因子分析結果

　 仕事 に 関す る 価値観 を測定 し た 23項 目を分類す るた

め 因子 分析 を行 い
， 最 も解釈 の 適 当な，主因子解 ，

バ

リマ ッ ク ス 回転 に よ る 6因子解を採用 した （TABLE2 ｝。

ひ とつ の 因子 に ，50以上 負荷 し他 の 因子 に ．40以上 負荷

し て い な い 項 目に 注 目 し， 因子 の 解釈を行 っ た 。 第 1

因子 は 「職 場 の 雰 囲気」「労働条件」「給料」「安定 した

経 営」が高負荷 し て お り，労働条件の 因子 と命名 で き

よう。 第 II因子 に は 「仕事で認 め られ る」「仕事で第一

人者 と言 われ る」「キ ャ リア を積 む」「組織 の 重要 な仕

事 が で き る」が 高負荷 し て お り
， 上昇志 向の因子 と言

え よ う。第皿因子に は 「他人 の 役 に 立 つ 」「社会 に 貢献

で きる」「尊敬さ れ る」が 高負荷 して お り社会 貢献の 因

子 と言 え よ う。 第豆V 因子 に は 「仕事 内容 の変化」「創造

性 ・独創 性」「知 的な 刺激」 が高負荷 し て お り，知的刺

激 の 因子 と言え よ う。第 V 因子 に は 「男女平等」「昇進

の 可能性 」「育児休業」が 高負荷 して お り，男女平等の

因子 と言 え よ う。第 VI因子 に は 「家族 と一
緒 に過 ごす

時間」 と い う項 目が高負荷 して お り， 家族 へ の 配慮の

因子 と言え よう 。

　就労の 有無 ， 婚姻状態 ， 子供 の有無と仕事に 関する

価値観

　仕事 に関す る価値観が
， 就労の有無 ， 婚姻状態や 子

供の有無 に よ りどの よ うに 異 なる の か を検討す るため

に ， 各 因子 に高負荷 して い る 項 目， す な わち ， ひ と つ

の因子 に ．50以上負荷 し他の 因子 に ．40以上 負荷 し て い

な い 項 目 の 平均値を算出し尺度 得点 と し た。な お
， 第

VI因子 に は 1項 目の み が高負荷 し て い る の で ， 家族へ

の配慮の 項 目 とした 。 ま た ， 本来な らば．就労 の 有無

侑 職対無職 ＞x 婚姻状態 慨 婚 対独 身）× 子供 の有無の 8
つ の グ ル

ープ が 存在す る はずだ が ，以下の 分析で は，

該当者の 多 い 4 つ の グ ル
ープ す なわ ち 「有職 ・既婚 ・

子供有群 ｛26名 1」，「有職・既婚 ・
子供無群 （53名）」， 「有

職 ・独身 ・子供無群 ｛186名）」，「無職 ・既婚 ・ 子供有群

（102名 〉」を対象 と し て 行 っ た 。 こ の 4 つ の グル ープ に

一 50一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　
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TABLE 　2　 仕事に 関す る価値観 の 因子分析結 果

　 　 　 　 　 因 子

1　　 H　　 ］I　　 rv　　 V　　 刷　 共邇性

TABLE 　3　 就労の有無 ・婚姻状態 ・子供 の 有無 と 仕事

　　　　　に 関 す る価値観

労島条件　上昇志向　知的刺滋　男女平等　社会貢献　家族への配癒

職場の雰囲気がよい

労働条件がよい

給料がよい

経宮が安定してい る

やりがい がある
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囎

禍
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よ

吃

゜
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3．473

、詛

33？

3、弱

n ＆

41騒

4！ld3

．5脱歯

‘，揄

12．21，i，

仕事で認められるようになる

自分で仕事の計函をたてたウその日

に何をするか を決められる

その仕事で第
一
人者と言われるよう

9 なること

単に働くとい うのではなく，キャ リ

アや秉績を積むこと

組戳の重要な闘題に関する吐事がで

きる

貴任が大きい

19　 ア9　 11　 1z　 o7　 −05　 ．艙

11　 55　 07　 18　 −03　 49　 63

D5　　　　邸　　　　　13　　　一  　　　　@25　　　−D5　　　馳4

05 　E2 　D6 　37 　06 　−21 　．5

一16　　　　5ア　　　25　　　　16　　　　23　　　05　　　．

n 　　46 　　46 　−O ？ 　　25 　−12 　．

他人の役に立つ　　　　　　　　　　　D9 　　04 　　87 　　01 　　D6 　　Dl　　．

仕事を通して廿 会へ貢献できる　
　　一14 　　08 　　71 　　32 　　09 　　02　　

M 他人から尊敏さ托る仕事である　　　　Ol　　22　　54　　29　　ca　　O8　　

432 ？　　03　　e7　　64　　16 　　船　

．52 −12 　23 　　36 　　64 　e7 　一

　．622fi 　　　l9　　　！5　　　能　　
　
　12　　−0

@ 　
　．

駒 ”馳 ρ
側”Pく．田巳〆．0

p〈．10 下位検定〔Tukey　za，　a＝．05 ｝の結 果をアルアァペットで示した， 同じアルアァベットがつ

ているところ に有慧

差が見られた。 比事

内容に
変化がある 創造性・独創

が必要

される仕事 で

る 知的な刺

がある 男 女平

である 昇進が

能である 研修の

会がある 育児休業謂度がある 15　　　　10　　　　11　　　　15　

　　72 　　 　．  7　　 　、5917 　

　01　15　フ1　02　．61D3 　　　@15　　　　12　　　　y　

　　　5ア　　　　05　　　　、6627 　　　　13　　　　16　　　．

i　　
　　52 　　　　34　　　

50

家族と一緒に過

せる

間

多
く

れ

通
勤
が楽で ある 】1 妬

一
個 ．0507 　 − 07 　

　80　．67 |07　　13　02　　騒　、認 因子寄与率｛％） 12　19　1L86　

9，48　　9．躑　　　9．眤　　　6　3

@ 詔 ， 且 7 因子負荷量． 4 ｝ 以上の も の を 太宇で

し た。 ついて5 つ の尺度得 点 と 家 族へ の配 慮 の 項 目 の平

値 をTABLE 　3 に示 した 。 すべ て のグルー プ

おい て労働 条 件 の尺 度 得点が最 も 高 く ， 就労の有

，婚姻状態， 子 供 の 有 無 にか かわ ら ず ， 調 査

象となった 女性が 労 働 条件 を 最 も重 視 し てい る こ

が う か が われる 。 　尺 度得 点 と 家 族 へ の 配慮の 項 目

平均値の そ れぞ れ につ いて 1 要 因の分散 分 析 を 行

た と こ ろ ， 上 昇 志 向 ， 男 女 平 等 の 2 つの 尺 度

，家族 への配慮の項
目におい て 群 間 に 統 計 的に有意な 差が 見

れ た 。 下位検定 （Tukey 法，α 二〇 5 ）を行 っ

とこ ろ，上 昇 志向の尺度に お いては， 「無職・ 既

・ 子 供 有群」 が「有 職 ・既婚・ 子供無 群」よ りも

均値が高く ，男女 平等の尺度 に お い て は「 無 職・

婚 ・ 子 供 有群」 が 「 有職・独身 ・子 供 無群」 よ り も 平

値が 高か っ た。 ま た ， 家族 へ の配 慮 の 項目 ｝ こお

て は， 「 有職 ・独身・子供 無群 」 が そ の 他の 3 つ

群に 比 べ平均値が低かっ た 。さら に
，
就労 の 有 無 ，婚 姻 状

，子供 の 有無による 違 い を検 討 す る ため，Sch

fe 法 によ る比較3 を 行っ た。 そ の 結果 ，男 女 平 等の尺

，家族への配慮の項目ともに，既婚者対 独身者の間に 統計的に有 意な差 が見られ（

れぞれF （3 ， 363 ＞ 二 13 − 22 　 ；　 29 ．

，p 〈 ．05 ），既婚者は 独身者よ り も男 女平 等

家族 に価値 を お いて

ることが示 された。 しか し，

労の有無， 子 供の有 無 による比較 で は 明ら かな違い

ﾍ 見られ な かっ た。 　転職経 験 と 仕事に関す る価値 観 　

職 経験の有 無によ る 価値観 の 違 いを 見るた め，転

経験 のある者（ユ38名 〉 とな い 者（ 250 名 ） に 分 け ， 5つ

ﾌ 尺 度 得 点 と 家 族 への配慮 の 項目の 平 均 値 を算出し た

（TABLE 　 4 ） 。 こ の6 つの得 点 のそれぞれ に つ

て t 検 定 を行 ったとこ ろ，知 的 刺 激の 尺度 におい

両群間に 統 計的な有意 差が見 られ， 転 職経 験のある

は経験のな い者よりも仕 事から得る知的刺激に対して高い価値

　TA 肌E　4

転職 経験の有無 と

事 に関す る

値観労働条件　上

志肉　知貯纐 　男女

等　社会貢献　 家族へ

配癒 鯔有〔，v・i鵠｝転麗験無〔押；黝

1 （瓢 14． 40　　 3 ，66

4 、
45
　 　 3． 謁 刀，5 ． 　

　1
，s3Bl

　

　　3・弼　　　　3，4

@ 　 　 　3 ． rr 襯 　 　3．go 　3 ， 鈴　　 3 ． 男 2 胃 8

　鳳 ＆ 　　n ．s ，　 　膩 ’ ” P く 側 ’‘ 即1 ’ P｛．es 　 tp

．IO3 就 労 の 有 無によ る比 較 は ，（「有 職 ・既婚・ 子供有 群

＋「 有 職・ 　既婚 。子 供 無群」 ＋「有職 ・独身 。子 供 無群］）

〔「無職・ 既婚・ 　 子供有群 」） で行 っ た 。 婚姻状態 に よ る 比 較

（ 「有職 。 既婚・ 　 子 供有 群 」＋ 「有 職・ 既 婚・ 子 供無 群 亅＋ 「無

・既 婚・子供 有 　
群 j ）対 （「 有職 ・独身・ 子供無 群j ＞で行 っ た

于 供の

無 によ

@ る比
較
は（ 「 有 職 。 既 婚 ・子 供有群」 ＋ 「 無 職・既婚 ・ 子 供有 群
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お い て い る こ とが 示 され た 。 な お，転職経験 の あ る者

は
， 「有職 ・既婚 ・子供 有群 」， 「有職 ・既婚 ・子 供 無

群」， 「有職 ・独 身 ・子供無群」，「無職 ・既婚 ・子 供有

群」 の そ れ ぞ れ 42，3，36．5
， 36．6， 33．3％を占め，群

間で 転職経験 の 有無 に違い は見 られ な か っ た。

　就労に つ い て の 将来計画 と仕事に 関する価値観

　 就労に つ い て の 将 来計 画に よ る価値観 の 違 い に つ い

て検討す るため ， 「有職 ・既 婚 ・子 供有群」， 「有職 ・既

婚 ・子 供無群」， 「有職 ・独身 ・
子供無群 」，「無職 ・既

婚 ・
子供 有群」の それ ぞれ に つ い て 将来計 画 の 集計 を

行 っ た 〔TABLE5 ）。 有職者 の 場合 ， 婚姻状態，子供の 有

無 に よ り将来計 画 に違 い が 見 ら れ，特 に ， 独身の場合

に は定年ま で 働 こ う と す る者は 少 な く， 多 くの 者 は働

くの は し ば らくの 間 と考え て い る 。 既婚で 子供 の い る

場合 に は長 く働こ う と す る者が 多 く， 子 供の い な い 場

合 に は し ば ら くは働 くとす る者が 多 い 。 また ， 無職で

既婚 ， 子供 の い る場合 に は，しばら く し た ら働 きた い

とす る者が 多 く，育児後 に再就職 し よ う と考 え て い る

者が 多い こ とが推測 で き る。 こ の よう に ， 将来計画 に

関 して も婚姻状態や 子供 の 有無が影響 を及ぼ して い る

こ と が うか が われ る 。 し か し ， 有職者 ， 無職者 と も に ，

す ぐやめた い あ る い は経済的 に 許 せ ば働 く気は な い と

い う回答 は少な く，働 く意志 の な い 者は あ まり見 られ

な か っ た 。

　将来計画 の違 い と仕事 に 関す る価値観 の 関連 に つ い

て検討す る ため ，人数 の 比較的多 い 「有職 ・独身 ・子

供無群 」， 「無職 ・
既婚 ・子供有群」の 2群 を対象 に ，

そ れ ぞ れ の群 に つ い て ， さ ら に 将来計画 に よ りグル ー

プ分けを行 い
， 5 つ の 尺度得点 と家族 へ の 配慮 の 項 目

の平均値を TABLE 　6に 示 した 。 「有職 ・独身 ・子供無群」

に つ い て，各得点 ご と に 1要因 の 分 散分析を行 っ た と

こ ろ ，男女平等 ， 社会貢献 の 両尺度に お い て統計的 に

有意な平均値 の 差 が見 られ た。多重比較 （Tukey 法，α
＝

、05）の 結果 ， で き る だ け 長 く働 きた い と す る者 はす ぐや

め た い と す る者 に 比 べ
， 社会貢献 の 尺度 に お い て 高 い

得点を示 し，また ， で き る だ け長 く働 き た い と す る 者

TABLE 　6　就労 に 関する将来計画と仕事に 関する価値観

労蜀条件　上昇志向　知的薦議　男女平等　社会貢献　家蓑への配直

有覆・独身・子供無詳

できるだけ長く緬きたい〔．V＝偲♪

しばうくの蘭は働く〔A
「
二 斷｝

すぐにでもやめたい［N ＝IS｝

　 　 　 F　｛2｝lfO｝

4．麗

薤，冊

4渕

岡，5，

無職・既婚・子供有詳

働く気はない曜二16）　　　　 4．T9

すぐにでも働きたい（．Y＝4）　　 4，腿

し1まちくしたら働きたい ｛．V；T5｝　4、誌

　 　 　 1 剛　　　　　　2，13±

3N　　3．79　　 ↓05a

3．釦　　3．整　　3、劔a

3．駈　　　　31儺　　　　@3．

3麟　　n、s， 　　4．O

C3．49b 　　

Dお 3、 認　　

3．腮 2．9訪　　

3、673 ．55

　　n，s3＿園　　　　　2．94　　　　3．四　　　　　3．17　　　　
　　4＿124 ．りo 　　‘．！5　　4．訝　 　≦．o

@　　3， 753 ， ア5　3．ア 2　　1．1？ 　　3．
　　　 4、2f1 蚓　3，聞・’　 膩　　

A 田墜　　衂．s TABLE 　5 　 就
労 の有無・ 婚姻 状

・子供の有無 と 就 労 　　　

　につ
いての将来

計
画 iiip（001” P（．ei　

P〈，CO †♪（，IO 有穀者に聚しては，
下位鹸定〔Tuke）法，α ＝，疇｝の結果をアルフr ベフ｝ で

Lた。同じアルファベット がついてい乙
ころに有韋な差が見られた。 無職考虻閨Lては、働く気F童ないという者としばらくしたら画

た いと す る者 のみ を比 較 し た 。 は し
ば らくの間続

たい とす る 者 に 比べ ， 男 女 平等の 尺度で 高
い得点を 示

て いた。 「無 職 ・既 婚・ 子 供有 群」 で は， す ぐ に

も 働 き たいと する者 が 4 名 と少な かっ たた め に，

く 気 が ない とする 者 とし ば らくした ら働 きたい と

る者のみ を 比べた。 そ の 結 果 ， 労 働 条件， 知的刺

， 社 会貢献の 尺度 に お い て 統計的 に 有意な 差 が 見

れ，いず れに お い て

， こ

とする 者 は 高い 得点 を示し て いた 。 考 察

　本 研究 の目的は， 日本 の 女 性 の就労の特徴 で あ る M
字型 労 働力 率の底に 向 か い つつある 女 性 の 持 っ て い る

仕事に関す る価値 観について検 討することであった 。

調査 対象 者は大学 ・短大卒 業 後6 〜8 年 目 の 女 性 であ

り ， 調査
の 結 果， 回答者の約 3 割 の 者 がす で に 退 職 し

ており ，こ の労 働力率の 統計に沿 ったも の であった 。

　本 研究 で は，仕事 に 関する側 面 として ， 因 子分 析よ

闢ｾ られ た 労働 条 件 ，上 昇志 向 ， 知 的刺 激 ， 男 女 平 等

社会貢献 ，家族へ の 配 慮 とい う6 つを 用 い た が ，

の 中 で，回 答者全 体 を通 し て最 も高く 価値 が おか

てい たの が ， 職 場 の 雰囲気，給料， 安 定 し た経営

どの労 働 条 件 の 側 面であった。 知 的 刺激や昇進な
よ りも 労 働条件を 重視 す る という 女

性 の態 度は，

労意識が低 いと 見 な さ れる 可 能性 も ある が ， 同時

，女性 の就労 が 労 働条 件を 重 視せねばな ら ない 状

の 中 にあると い う 解 釈 も可 能で あ る 。 前 述 し たよ

に本 調査の 対 象 と な っ た 女 性の3 割 はす で に 退 職

て おり

その多
く
は 結 婚 や 出 産 がき っかけで あ っ た と思われ る 。 この こ
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も， 結婚や出産 に よ っ て 辞め ざる を得な い ある い は辞

め た くな る よ う な 職場環 境を 意味 し て い る の か も し れ

な い
。

　仕事 の 6 つ の側面 に 対 す る価値 に つ い て ，就労の 有

無 ， 婚姻状態 ，子供 の 有無 に よ る違 い を検討 したが
，

就労の有無や子供の 有 無 に よる明 らか な違 い は 見 ら れ

な か っ た。しか し，男女平等 ， 家族へ の 配慮 と い う側

面に お い て は ， 婚姻状態 に よる違 い が 見 られ ， 独身者

に 比 べ 既婚者 の 方が 高 い 価値 を お い て い る こ と が 示 さ

れ た 。 こ れ らの 2 っ の 側 面 は，特 に 女性の 就労 と関わ っ

て い る大 き な 要因で あ り ， 結婚す る こ とで こ の よ う な

側面 に対 して お く価 値 が 高 くな る も の と推測で き る 。

従来の研究で は ， 仕事か ら得 られ る知的刺激や 昇 進な

ど の 側面 に お か れ る価値が ， 婚姻状態に よ り異な る と

い う報告 （Harris ＆ Earle，1986 ；Lacy 　 et　 a 】．，1983） があ る

が ，こ の よ う な結果 は本研究で は 見 られ な か っ た 。 こ

の 原 因とし て は ， 本 研究 の 既婚者の 多 くが結婚後それ

ほ ど年月 が た っ て お ら ず ， 結婚 の もた らす さ ま ざ ま な

変化 の 渦 中に い る人 が 多 く， そ の よ うな枠組み か ら仕

事 を捉 え て い るの で はな い か と解釈で き よ う 。

　 また，従来 の研究で は ， 子供の有無 に よ り， 働 く女

性が 収入 や仕事 の 保証 な ど に お く価値が異 な る とい う

報告 （Harris ＆ Earle，　1986 ；Walker 　et　aL ，19B2） が ある が ，

本 研究で はそ の よ うな 違 い は見 られ な か っ た。 こ れ は，

過 去 の 研 究が ， 幅 広 い 年齢層の 働 く女性 を対象 と し た

も の で あ り，例え ば ， 子供 を持 っ 女性 と持 たな い 女性

で は年齢 層 が 異 な っ て い た り子供 の 年齢 も幅広 い もの

で あっ た （Walker 　et　a1．，1982） の に 対 し
， 本研 究で は20

代後半 の 女性 を対象 と し ， 子供が い る場台で も比較的

年齢 が低 か っ た た め か も し れな い 。

　 しか し， 本研究 の結果 は ， 調査 の対象 と な っ た20代

後半 の 女性 に 限れ ば，出産よ り も結婚の 方が価値観に

対 し て 大 き な影響 を及 ぼ し て い る と い う解釈 も可 能で

あ ろ う。さ ら に，影響を与 え る要因は結婚だけ で な く，

女性の ラ イ フ サ イ ク ル の 各時期 に お い て さ ま ざ ま に 異

な っ て い る と考え られ る 。
こ の よ うな点 に つ い て は ，

例 え ば，結婚 ・出産の 前後や 結婚後の 時間経過 に よ り

仕事 に つ い て の 認 知が どの よ うに 変化す る か と い っ た ，

ラ イ フ イベ ン トに よ る影響の検討 や ， さ まざまな年代

の 女 性が 仕 事 に つ い て ど の よ う に 考 え て い る の か と

い っ た ラ イ フ サ イ ク ル の 各時期 に つ い て の 検討 が 必 要

だ ろ う。 こ の よ う な検討を通 し て ， 日本の 女性の 就 労

行動 に 関わ る 心理 的特性 を理解す る手 掛 りが 得 ら れ る

の で は な い か と思わ れ る 。

　 転職経験 と仕事 に 関す る価値観の関連に つ い て 検討

した結果，知 的刺激の 側面 と転職経験 の有無 が 関連 し

て い る こ とが示 された。 こ れ は，転職者は勤続者に 比

べ
， 知 的刺 激 や独立 ，仕事の 多様性な ど に 高 い 価値 を

お く と い う過去 の 研 究 （Kanchier ＆ Unruh，　1989） と
一

致

す る方 向 に あ る 。 本研究の 対 象者 で は，退職 し無職 と

な る場合 に は結婚 や 出産 が ひ と つ の き っ か けで あ る こ

とが 推 測 で き る が ， 転職 の 場合 に は む し ろ仕事が 自分

に あ っ た もの か ど うか が ，大 き な 要因に な る と 思 われ

る。金井 ｛1994 ）は ， 転職 す る女性 は仕事に対 す る意欲

が高い こ とを示唆 して い る が ， 本研究の 結果 か ら、仕

事の 内容 に変化が あ っ た り仕事 か ら知的な 刺激が得 ら

れ る か ど うか も ， 転 職に 関 わ っ て い る 要因 の ひ と つ で

は な い か と推測 で きる。

　本 研究で は ， M 字型 を示 す 日本 の 女性 の 就労行動 を

考慮 し ， 現在 の 職 の 有無 だ け で な く， 将来 の 就労計 画

を も検討の対象 とした。そ の 結果．有職者で 独身の 場

合 に は，長 く働 こ うと う す る 人 は そ うで ない 人 に 比 べ ，

男女平等や社会貢献 と い う側面 を重視 し て い る こ とが

示 さ れ た 。 ま た ， 無職者 で 子供 の い る既婚者の場合 に

は ， 働 く意 志 の あ る 人 は そ うで な い 人 に比 べ
， 知 的刺

激 ， 労働条件 ， 社会 貢献 に お く価値が高 い こ と が示 さ

れ た。こ れ ら の こ と か ら仕事の ど の よ うな 側 面 に価値

をお くか とい う こ とが ，女性 の就労に つ い て の 計 画 と

関わ っ て い る こ とが 示唆 さ れ る もの と言 え よ う。 女 子

大学生 を対象 と し た研究で は ， 結婚退職希望か就 労継

続希望 か な ど の 希望 す る 就労 パ タ
ー

ン と仕事 に 関す る

価値観，特に 知的刺激 に お く価値 の 高低 が関連 して い

る こ とが示 唆され て い る （森永 ，1995 ）が ， 本研究 は ，
20

代後 半 の 女 性に お い て も将来の 就労計 画 と価値観が 関

連 して い る こ と を支持す る も の と言えよ う。

　 前述 し た よ うに ， 有職 か 無職 か と い う就労 の 有無 と

仕事 に 関 す る価値観の 関連 は は っ き り とは見 られ な

か っ た。 しか し，就労 に 関す る 将来計画 に よ っ て 仕事

に 関す る価値観が異な る と い う こ とは，価値観 は実際

の 就労行 動 よ りもむ し ろ就労に 関す る意識と関連 して

い る の か も し れ な い
。

こ れ は
， 実際 の 就労行動 は 女性

を と りま く社会環境か ら の制約や家庭外就労 と家庭 と

の両立 の難 しさな ど の 影響 を受 け る こ とが 大 き い た め

と 思 われ る 。 本研究で は ， 将来計画 として就 労 に 関す

る 計画 の み を取 り上 げた が ，将来 どの よ うに 仕事 をし

て い き た い と思 っ て い る か に は結婚 や 出産の 計画な ど

も関連 し て い る。こ の よ うな点に つ い て ， よ り具体 的

な計画を取 り上 げ ， 仕事 に 関 す る価値観 との 関連 に つ

い て検討す る こ とが必要 と思 われ る。

　 また，本研究で は，就労の有無の み を取 り上 げ，職
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種や収入 な ど に つ い て の検討を行 っ て い な い が ， 例 え

ば ，い わ ゆ る総合職 と一般職 に つ い て い る 女性で は価

値観 も異な っ て い る こ とが考 えられ る 。 こ の よ うな点

に つ い て も今後検 討 し て い く必 要 が あ る と考え ら れる 。
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