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1968 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

1.1  
1.0  
1.1  
1.2  
1.3  
1.2  
1.3  
1.8  
1.9  
1.9  
2.0  
1.8  
1.7  
1.9  
2.0  
2.2  
2.1  
2.1  
2.3  
2.3  
2.0  
1.8  
1.7  
1.7  
1.8  
2.2  
2.5  
2.8  
3.1  
3.1  
3.8  
4.5  
4.6  
5.0  
5.5  
5.5  
5.1 

1.4  
1.4  
1.5  
1.7  
1.9  
1.7  
1.8  
2.5  
2.6  
2.7  
2.9  
2.7  
2.6  
2.9  
2.9  
3.1  
3.0  
3.0  
3.3  
3.4  
3.2  
2.8  
2.8  
2.9  
3.0  
3.4  
4.0  
4.6  
4.9  
4.9  
5.9  
7.1  
7.3  
7.6  
8.3  
8.7  
8.2 

1.2  
1.2  
1.2  
1.3  
1.4  
1.4  
1.5  
2.0  
1.9  
2.2  
2.3  
2.3  
2.3  
2.4  
2.5  
2.8  
3.1  
2.9  
3.0  
3.0  
2.9  
2.6  
2.5  
2.5  
2.5  
3.2  
3.5  
3.8  
3.9  
4.0  
4.7  
5.2  
5.2  
5.6  
6.1  
5.7  
5.2 

（％） 

年 
20～49歳平均 20～29歳 20～49歳平均 

完全失業率・男性 完全失業率・女性 

1.8  
1.8  
1.9  
1.9  
2.2  
2.1  
2.1  
2.7  
2.8  
3.2  
3.3  
3.3  
3.4  
3.7  
3.9  
4.1  
4.6  
4.6  
4.8  
4.4  
4.3  
3.8  
3.7  
3.9  
3.6  
4.8  
5.2  
5.6  
5.9  
6.2  
6.8  
7.5  
7.1  
7.7  
8.0  
7.5  
6.7 

20～29歳 

第２－２－３図　若年層を中心に悪化する雇用環境

1988 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

31,265  
23,419  
22,348  
22,121  
25,107  
31,766  
52,254  
67,844  
80,366  
79,936  
81,711  
105,976  
121,083  
116,396  
118,892  
122,674  
110,035 

100,372  
96,058  
91,415  
88,736  
85,100  
91,756  
106,696  
112,510  
116,749  
115,013  
113,562  
127,341  
132,456  
129,875  
137,902  
132,246  
92,620 

年 
大卒 高卒 

無業者数  
（人） 

第２－２－４図　高止まりの高卒無業者と増加する大卒無業者



239

基
礎
資
料

1990 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

（％） （１）男性 

年 
パートタイム労働者の割合     

3.0  
3.3  
4.1  
6.1  
5.8  
5.8  
7.8  
7.6  
13.0  
13.6  
13.3  
13.4  
19.4  
20.0  
23.7 

0.6  
0.7  
0.8  
1.2  
1.1  
1.2  
1.4  
1.5  
2.0  
2.5  
2.7  
3.0  
3.8  
4.2  
5.9 

0.4  
0.5  
0.6  
0.8  
0.8  
0.8  
0.9  
0.7  
1.2  
1.4  
1.5  
1.5  
1.8  
2.2  
3.1 

20～24歳 25～29歳 30～34歳 
0.4  
0.4  
0.4  
0.8  
0.6  
0.7  
0.8  
0.7  
1.0  
1.0  
1.3  
1.2  
1.5  
1.6  
2.1 

0.4  
0.4  
0.5  
0.6  
0.6  
0.7  
0.7  
0.6  
0.9  
1.0  
1.0  
1.2  
1.6  
1.4  
1.8 

0.4  
0.4  
0.5  
0.7  
0.7  
0.6  
0.7  
0.7  
1.1  
1.2  
1.2  
1.5  
1.7  
1.7  
2.5 

35～39歳 40～44歳 45～49歳 

1990 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

（％） （２）女性 

年 
パートタイム労働者の割合     

4.1  
4.3  
4.8  
6.2  
6.4  
7.5  
9.8  
10.3  
15.6  
16.4  
16.5  
17.6  
22.7  
23.1  
27.3 

7.8  
7.5  
7.7  
8.9  
9.3  
8.9  
9.7  
10.1  
11.9  
13.3  
13.5  
14.1  
16.3  
16.1  
19.7 

17.7  
18.7  
19.2  
20.7  
20.0  
18.9  
19.7  
19.4  
23.2  
23.4  
21.9  
21.7  
24.1  
24.7  
27.4 

20～24歳 25～29歳 30～34歳 
28.9  
29.0  
29.5  
31.8  
31.3  
30.6  
32.1  
32.6  
35.2  
34.6  
35.6  
33.9  
35.9  
34.6  
38.4 

33.3  
32.3  
34.0  
35.3  
36.2  
35.4  
37.5  
37.6  
42.2  
42.2  
41.7  
42.1  
43.4  
43.7  
45.7 

32.0  
33.0  
34.3  
36.0  
37.0  
36.8  
37.6  
38.0  
41.2  
42.5  
43.3  
44.0  
46.2  
46.2  
49.0 

35～39歳 40～44歳 45～49歳 

第２－２－６図　若年層におけるパート・アルバイトの割合が急増している

 
最終学歴 

高等学校 
高専、短期大学 
大学 
大学院 

76.4 
81.3 
71.2 
64.3 

16.6 
11.8 
19.4 
14.3 

3.0 
1.2 
3.1 
7.1 

0.6 
2.0 
2.0 
0.0 

0.3 
1.6 
0.3 
0.0 

3.0 
2.0 
4.0 
14.3 

新卒、中退後の就業形態 

正社員  
 

パート・ 
アルバイト 

 自営  その他 主婦（夫） 
 

無職 

（％） 

第２－２－５図　大学を卒業しても正社員として就職できるとは限らない
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1980 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

20.9  
22.6  
22.8  
25.4  
25.0  
27.0  
25.7  
26.1  
27.1  
27.6  
29.1  
31.4  
30.8  
31.7  
31.9  
31.5  
31.5  
32.7  
32.6  
32.7  
32.4  
35.8  
35.9  
36.8  
39.2 

28.1  
30.2  
32.1  
32.8  
33.4  
36.0  
36.4  
38.4  
38.8  
39.1  
40.2  
43.4  
44.6  
44.8  
45.5  
44.0  
44.2  
46.7  
47.4  
45.5  
45.2  
46.6  
47.2  
47.6  
47.0 

24.5  
25.2  
25.9  
29.2  
28.2  
30.8  
32.8  
34.0  
35.1  
36.7  
39.2  
40.1  
42.6  
43.9  
43.4  
43.1  
45.9  
45.7  
46.2  
46.2  
46.4  
46.6  
46.8  
47.9  
48.6 

（％） 

年 
25～34歳 35～44歳 

妻の年齢層別雇用者世帯の共働き率 
45～54歳 

第２－２－10図　若年層では共働き率の上昇が続く

1990 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

59.7  
57.4  
54.7  
52.6  
51.9  
52.9  
53.3  
50.0  
51.9  
50.9  
50.9  
50.0  
46.3  
48.2  
48.9 

37.5  
39.4  
43.3  
44.9  
45.5  
42.7  
44.0  
48.1  
45.6  
45.9  
45.9  
44.8  
47.4  
44.6  
44.4 

0.7  
1.9  
0.7  
1.3  
1.3  
1.3  
0.7  
0.6  
0.6  
0.6  
0.6  
2.3  
1.7  
1.8  
2.2 

（％） 

年 夫フルタイム・ 
妻フルタイム　 

夫フルタイム・ 
妻パートタイム 

妻25～34歳　雇用者共働き世帯 
夫パートタイム・ 
妻フルタイム　　 

2.1  
1.3  
1.3  
1.3  
1.3  
3.2  
2.0  
1.3  
1.9  
2.5  
2.5  
2.9  
4.6  
5.4  
4.4 

夫パートタイム・ 
妻パートタイム　 

第２－２－11図　夫婦ともフルタイムの世帯は減っている一方、パートタイム同士の夫婦が少しずつ増えている
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基
礎
資
料

1990 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

64.9  
65.2  
60.5  
61.5  
58.5  
59.3  
63.9  
58.5  
62.5  
63.2  
60.0  
59.0  
56.9  
60.0  
60.0 

32.4  
32.6  
37.2  
34.6  
37.7  
37.3  
32.8  
38.5  
34.4  
30.9  
35.4  
34.6  
36.1  
31.4  
33.3 

0.0  
0.0  
0.0  
1.9  
1.9  
1.7  
1.6  
1.5  
0.0  
1.5  
1.5  
3.8  
2.8  
2.9  
2.7 

（％） （１）子どものいない世帯 

年 夫フルタイム・ 
妻フルタイム 

夫フルタイム・ 
妻パートタイム 

妻25～34歳　雇用者共働き世帯   
夫パートタイム・ 
妻フルタイム 

2.7  
2.2  
2.3  
1.9  
1.9  
1.7  
1.6  
1.5  
3.1  
4.4  
3.1  
2.6  
4.2  
5.7  
4.0 

夫パートタイム・ 
妻パートタイム 

1990 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

49.2  
44.1  
43.8  
40.9  
40.6  
42.4  
37.7  
39.4  
37.9  
38.2  
38.9  
38.0  
36.3  
36.5  
38.3 

46.2  
51.5  
53.1  
56.1  
56.5  
50.0  
59.0  
59.1  
59.1  
60.3  
56.9  
59.2  
57.5  
56.8  
55.6 

1.5  
2.9  
1.6  
1.5  
1.4  
1.5  
0.0  
0.0  
1.5  
0.0  
1.4  
1.4  
1.3  
1.4  
1.2 

（％） （２）子どものいる世帯 

年 夫フルタイム・ 
妻フルタイム 

夫フルタイム・ 
妻パートタイム 

妻25～34歳　雇用者共働き世帯   
夫パートタイム・ 
妻フルタイム 

3.1  
1.5  
1.6  
1.5  
1.4  
6.1  
3.3  
1.5  
1.5  
1.5  
2.8  
1.4  
5.0  
5.4  
4.9 

夫パートタイム・ 
妻パートタイム 

第２－２－12図　子どものいる世帯は「夫フルタイム・妻パートタイム」で働く傾向が強い
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1986 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

14.5  
13.0  
13.2  
11.6  
12.3  
13.3  
12.9  
11.3  
12.3  
11.2  
9.7  
10.6  
10.5  
10.3  
10.3  
10.7  
10.7  
11.7  
12.0 

5.8  
6.2  
6.7  
8.9  
7.8  
8.3  
8.4  
10.1  
10.6  
10.1  
11.5  
12.2  
13.3  
12.6  
11.4  
12.6  
14.8  
15.1  
15.5 

16.8  
20.2  
18.6  
15.3  
17.5  
17.1  
17.6  
18.4  
16.9  
18.9  
16.7  
18.1  
18.6  
15.4  
16.2  
18.1  
18.0  
14.9  
16.5 

（％） 

年 
フルタイム パートタイム フルタイム 

末子０～３歳  末子４～６歳  

11.7  
12.2  
11.9  
16.8  
15.5  
19.1  
19.1  
18.4  
21.7  
17.2  
18.5  
22.3  
21.7  
22.5  
20.2  
22.3  
25.1  
27.4  
25.6 

パートタイム 

第２－２－16図　出産後はパートタイムで働く女性が増加

20～24歳 
25～29歳 
30～34歳 
35～39歳 
40～44歳 
45～49歳 

0.169  
0.162  
0.183  
0.203  
0.222  
0.244 

0.163  
0.164  
0.178  
0.198  
0.218  
0.241 

年齢層 1992年 97年 
0.168  
0.174  
0.193  
0.210  
0.229  
0.244 

2002年 
（１）男性正社員  

20～24歳 
25～29歳 
30～34歳 
35～39歳 
40～44歳 
45～49歳 

0.163  
0.189  
0.238  
0.282  
0.306  
0.322 

0.166  
0.183  
0.229  
0.280  
0.307  
0.320 

年齢層 1992年 97年 
0.171  
0.186  
0.227  
0.270  
0.302  
0.322 

2002年 
（２）女性正社員  

20～24歳 
25～29歳 
30～34歳 
35～39歳 
40～44歳 
45～49歳 

0.322  
0.362  
0.363  
0.357  
0.369  
0.351 

0.290  
0.366  
0.364  
0.371  
0.377  
0.359 

年齢層 1992年 97年 
0.295  
0.317  
0.372  
0.401  
0.400  
0.404 

2002年 
（３）男性パート・アルバイト 

20～24歳 
25～29歳 
30～34歳 
35～39歳 
40～44歳 
45～49歳 

0.291  
0.350  
0.385  
0.373  
0.388  
0.421 

0.278  
0.325  
0.366  
0.377  
0.371  
0.388 

年齢層 1992年 97年 
0.261  
0.306  
0.363  
0.367  
0.358  
0.357 

2002年 
（４）女性パート・アルバイト 

付図２－２－１　男女別・雇用形態別所得のジニ係数の推移
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基
礎
資
料

1990 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

年 
①男性  ②女性  

82.6  
86.5  
84.8  
78.3  
76.2  
76.9  
77.8  
72.2  
72.8  
71.2  
71.4  
71.3  
69.8  
70.1  
69.8 

73.1  
73.7  
74.9  
65.5  
67.1  
65.4  
66.3  
67.9  
60.1  
59.1  
60.5  
61.5  
57.1  
57.4  
59.3 

63.8  
58.5  
58.4  
55.5  
53.0  
56.8  
57.2  
52.8  
50.7  
48.8  
49.2  
50.6  
45.0  
47.8  
46.9 

20～29歳 30～39歳 40～49歳 
84.5  
83.9  
83.3  
80.1  
79.7  
80.0  
79.3  
78.2  
77.8  
76.9  
75.9  
76.6  
73.2  
74.7  
75.7 

64.3  
65.8  
64.5  
63.7  
63.4  
64.0  
62.9  
61.4  
62.0  
61.7  
61.5  
60.6  
61.1  
61.8  
62.6 

66.1  
65.7  
66.0  
64.2  
65.2  
63.9  
63.4  
61.9  
62.3  
61.5  
60.6  
60.2  
59.3  
59.8  
59.4 

20～29歳 30～39歳 40～49歳 

（１）フルタイム労働者の時給を100とした場合のパートタイム労働者の時給割合 

付図２－２－２　フルタイム労働者とパートタイム労働者の賃金等比較

1981 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003

年 
0.211  
0.209  
0.239  
0.203  
0.228  
0.218  
0.196  
0.200  
0.181  
0.211  
0.209  
0.197  
0.206  
0.209  
0.214  
0.209  
0.218  
0.220  
0.212  
0.204  
0.226  
0.209  
0.195 

0.217  
0.221  
0.223  
0.230  
0.229  
0.234  
0.220  
0.224  
0.226  
0.231  
0.239  
0.216  
0.222  
0.210  
0.224  
0.225  
0.214  
0.217  
0.228  
0.236  
0.221  
0.218  
0.230 

0.254  
0.246  
0.243  
0.251  
0.254  
0.260  
0.244  
0.237  
0.256  
0.247  
0.266  
0.241  
0.261  
0.254  
0.249  
0.252  
0.252  
0.256  
0.246  
0.241  
0.237  
0.256  
0.246 

20～29歳 30～39歳 40～49歳 
0.277  
0.289  
0.287  
0.282  
0.296  
0.293  
0.291  
0.285  
0.285  
0.285  
0.283  
0.285  
0.275  
0.286  
0.289  
0.274  
0.282  
0.281  
0.277  
0.273  
0.279  
0.269  
0.280 

0.348  
0.362  
0.349  
0.338  
0.343  
0.348  
0.358  
0.358  
0.365  
0.347  
0.356  
0.356  
0.338  
0.349  
0.348  
0.346  
0.331  
0.345  
0.346  
0.334  
0.333  
0.329  
0.319 

0.397  
0.402  
0.371  
0.371  
0.398  
0.371  
0.372  
0.369  
0.412  
0.382  
0.381  
0.375  
0.396  
0.360  
0.383  
0.317  
0.352  
0.336  
0.337  
0.326  
0.326  
0.296  
0.283 

50～59歳 60～69歳 70歳～ 

付図２－２－３　世帯当たりの年間所得のジニ係数
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区分 
将来世代 
20代（1974～83年生） 
30代（1964～73年生） 
40代（1954～63年生） 
50代（1944～53年生） 
60歳以上（1943年以前生） 

受益総額 
10,765 
10,765 
13,366 
16,132 
17,885 
18,208

負担総額 
-15,349 
-12,425 
-14,568 
-16,160 
-16,287 
-13,333

（万円） 

第２－３－１図　子育て世代は若年層ほど生涯受益が少なくなる

20～24歳 
25～29歳 
30～34歳 
35～39歳 

区分 

（男性） （％） 

0.9 
1.8 
3.5 
7.1

健康上の
こと 

2.1 
0.4 
1.4 
7.9

年齢上の
こと 

13.0 
14.9 
14.8 
16.7

職業や仕
事上の 
問題 

12.4 
1.6 
1.4 
0.0

学校や学
業上の 
問題 

2.3 
6.8 
8.1 
12.7

親との同
居や扶養 

7.9 
10.2 
6.7 
3.2

親の承諾 

48.4 
46.6 
46.6 
36.5

結婚資金 

12.9 
17.9 
17.3 
15.9

結婚生活
のための
住居 

20～24歳 
25～29歳 
30～34歳 
35～39歳 

区分 

（女性） （％） 

1.2 
3.2 
5.4 
7.8

健康上の
こと 

1.3 
1.5 
2.5 
10.9

年齢上の
こと 

12.8 
17.6 
17.2 
14.1

職業や仕
事上の 
問題 

11.6 
1.5 
0.0 
0.0

学校や学
業上の 
問題 

5.1 
9.2 
18.6 
35.9

親との同
居や扶養 

15.0 
12.2 
12.3 
10.9

親の承諾 

42.9 
46.0 
34.3 
14.1

結婚資金 

10.0 
8.8 
9.8 
6.3

結婚生活
のための
住居 

コラム　図１　結婚の最大の障害は結婚資金

子どものい
る世帯 

子どものい
ない世帯 

子どものい
る世帯 

子どものい
ない世帯 

子どものい
る世帯 

子どものい
ない世帯 

世帯主収入 321,470 325,816 440,737 420,815 517,019 491,302
配偶者収入 29,445 100,633 36,578 101,484 60,386 109,657

20代 30代 40代 
（円） 

第３－１－３図　子どものいる世帯では世帯主の収入は多いが、配偶者の収入は少ない

子供用和服 
子供用洋服 
子供用シャツ・セーター類 
テレビゲーム 
他のがん具 
書斎・学習用机・いす 
通学用かばん 
　合計 

区分 
147 
2,575 
666 
663 
2,325 
733 
346 
7,455

70歳以上 
（円） 

977 
6,040 
1,311 
866 
4,647 
810 
696 

15,347

60～69歳 
407 
5,250 
1,297 
1,208 
3,374 
563 
420 

12,519

50～59歳 
237 

12,596 
5,343 
5,491 
6,280 
1,547 
1,682 
33,176

40～49歳 
500 

23,107 
8,974 
5,772 
13,931 
1,970 
1,741 
55,995

30～39歳 
290 

16,935 
5,270 
3,090 
11,332 
1,011 
123 

38,051

29歳以下 

第２－３－６図　祖父母世代で高まる孫への支出
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基
礎
資
料

（円） 

食料 住居 
光熱・ 
水道　 

家具・ 
家事用品 

被服及び
履物 

保健医療 
交通・ 
通信　 

教育 教養娯楽 
その他の
消費支出 

子どもの 
いる世帯 

70,307 25,279 19,569 9,872 15,508 11,537 45,047 23,811 34,769 61,636

子どもの 
いない世帯 

53,463 34,775 14,602 7,960 13,960 9,468 50,946 217 31,530 58,390

第３－１－６図　教育費、食料費で子どものいる世帯の支出が大きい

（円） 

子どもの 
いる世帯 

年 

1993年 
2003年 

83,746 23,900 18,698 10,991 22,328 10,820 37,263 28,148 36,996 79,955
71,451 25,690 19,787 10,957 16,533 11,212 45,687 23,185 37,186 63,087

食料 住居 
光熱・
水道　 

家具・ 
家事用品 

被服及
び履物 

保健 
医療 

交通・
通信　 

教育 
教養 
娯楽 

その他の
消費支出 

第３－１－７図　過去に比べて住居費、光熱・水道費、交通・通信費が増えている

（円） 

食料 住居 
光熱・ 
水道　 

家具・　 
家事用品 

被服及び
履物　　 

保健医療 
交通・ 
通信　 

教育 教養娯楽 
その他の
消費支出 

子ども0～2歳 49,738 37,569 16,102 9,683 12,795 11,865 47,077 487 23,816 50,644
3～5歳 57,854 29,829 17,560 8,673 14,287 10,777 41,780 18,831 31,551 53,746
6～11歳 68,771 22,869 18,630 8,936 15,586 9,656 36,424 8,606 41,941 54,704
12～14歳 75,540 21,342 20,872 8,804 16,043 8,657 39,432 24,639 30,381 64,292
15～17歳 80,229 18,996 21,848 10,122 16,041 9,909 45,612 37,794 31,630 72,504
18～21歳 76,248 20,151 21,841 12,154 19,266 10,831 54,506 37,697 31,545 91,945

第３－１－11図　子どもが18～21歳の時に消費支出はピークに

（％） 
2003年 1995年 1990年 

20～24歳 100.0 100.0 100.0
25～29歳 64.6 60.7 52.5
30～34歳 26.9 19.4 15.6
35～39歳 13.3 8.9 7.6
40～44歳 6.1 4.5 4.0
45～49歳 3.2 2.2 1.9
50～54歳 1.6 0.9 1.0

第３－１－26図　50代まで勤め続ける女性は僅か
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（％） 

年 食料 住居 
光熱・ 
水道　 

家具・　 
家事用品 

被服及び
履物　　 

保健医療 
交通・ 
通信　 

教養娯楽 
その他の
消費支出 

1993 105.3 92.1 115.6 106.9 97.9 124.0 108.2 97.6 88.9
94 103.2 86.3 119.3 95.0 94.6 114.5 110.2 93.4 85.8
95 103.6 84.8 118.6 90.8 90.1 108.9 95.3 88.7 79.2
96 104.0 85.3 116.8 101.1 88.3 128.7 96.4 83.1 83.5
97 103.0 89.2 114.1 106.1 86.8 128.7 97.0 76.8 84.0
98 103.5 91.1 113.2 108.6 101.6 130.8 91.0 82.0 90.4
99 101.5 85.5 115.0 80.1 93.1 133.3 75.4 80.8 87.4

2000 102.7 79.9 115.5 86.5 98.6 139.2 89.2 88.9 87.5
2001 101.8 74.4 109.9 86.9 98.6 135.0 98.3 85.8 84.6
2002 101.2 75.4 110.5 87.3 101.0 119.1 104.4 88.7 83.3
2003 101.5 71.1 112.7 89.9 98.8 120.0 76.3 88.6 88.5

付図３－１－７　３～５歳の子どものいる世帯は光熱・水道、保健医療の支出が多い

（％） 
年 交通・通信 交通 自動車等関係費 通信 
1993 100.0 20.3 63.9 15.8
94 100.0 21.6 62.0 16.5
95 100.0 19.5 63.3 17.2
96 100.0 18.5 64.2 17.3
97 100.0 18.9 61.3 19.8
98 100.0 17.8 60.4 21.5
99 100.0 17.8 58.4 23.8

2000 100.0 16.2 59.8 24.0
2001 100.0 16.1 57.0 26.8
2002 100.0 16.4 53.6 30.0
2003 100.0 15.5 54.4 30.0

付図３－１－４　交通・通信費の内訳では、通信費の割合が増加している

（％） 

年 食料 住居 
光熱・ 
水道　 

家具・　 
家事用品 

被服及び
履物　　 

保健医療 
交通・ 
通信　 

教養娯楽 
その他の
消費支出 

1993 104.2 99.5 118.3 124.1 89.7 159.7 88.3 71.5 98.9
94 101.3 94.9 116.5 128.1 92.7 154.5 82.8 64.3 99.9
95 99.1 91.1 112.3 123.3 93.8 150.4 80.3 68.8 92.5
96 97.7 89.2 114.2 128.1 96.8 146.0 88.3 67.4 92.2
97 96.9 96.2 116.2 124.7 98.0 145.9 96.8 72.8 91.1
98 99.1 94.2 120.2 119.8 93.1 162.8 97.5 72.8 96.5
99 99.1 95.2 121.2 107.0 93.0 156.8 99.3 70.9 99.0

2000 101.7 92.8 121.1 109.4 94.8 177.3 103.9 72.6 105.4
2001 101.6 95.1 120.1 114.6 100.4 163.5 116.1 75.9 108.1
2002 102.6 89.8 118.3 126.3 104.3 144.9 110.9 87.1 108.6
2003 102.0 93.7 115.1 121.6 97.8 130.1 106.0 85.8 103.2

付図３－１－６　０～２歳の子どものいる世帯は光熱・水道、家具・家事用品、保健医療の支出が多い
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基
礎
資
料

（％） 

年 食料 住居 
光熱・ 
水道　 

家具・　 
家事用品 

被服及び
履物　　 

保健医療 
交通・ 
通信　 

教養娯楽 
その他の
消費支出 

1993 112.7 93.7 116.1 82.4 78.1 91.2 91.8 115.9 82.1
94 113.0 109.3 124.0 96.3 86.0 94.2 67.8 115.0 79.8
95 113.3 102.3 118.9 88.7 87.4 112.4 68.6 104.7 82.1
96 110.2 111.7 114.1 115.6 68.2 110.5 75.8 111.4 82.2
97 110.3 95.2 110.7 104.1 65.8 118.8 99.6 114.6 83.4
98 110.4 85.7 111.2 101.7 68.3 128.3 112.4 117.1 87.6
99 112.3 80.0 114.1 110.3 93.8 129.4 98.8 120.5 93.8

2000 111.9 85.3 116.5 101.4 96.0 124.3 88.1 124.6 100.3
2001 108.2 73.5 118.5 98.5 95.9 113.7 74.9 127.2 98.4
2002 107.1 70.6 116.0 89.6 91.0 99.0 65.7 105.2 87.9 
2003 104.2 82.6 111.5 87.1 95.8 87.3 57.9 100.7 80.2

付図３－１－８　６～11歳の子どものいる世帯は食料、光熱・水道、教養娯楽が多い

（％） 

年 食料 住居 
光熱・ 
水道　 

家具・　 
家事用品 

被服及び
履物　　 

保健医療 
交通・ 
通信　 

教養娯楽 
その他の
消費支出 

1993 129.5 118.3 126.0 116.5 106.3 112.3 74.9 100.4 88.4
94 133.9 101.5 131.5 102.8 123.5 105.8 74.6 125.3 100.8
95 133.6 111.4 133.7 99.8 122.2 98.0 84.9 121.9 99.5
96 130.5 94.1 128.2 104.3 124.6 101.2 97.5 123.7 85.5
97 125.3 82.6 125.9 107.4 108.8 99.4 101.3 113.9 79.4
98 121.2 64.6 122.9 99.5 102.5 110.3 94.9 100.9 84.1
99 120.7 70.8 122.7 87.0 99.0 117.2 76.1 91.7 87.7

2000 122.1 93.6 124.7 89.9 98.3 91.7 77.2 84.5 86.9
2001 127.6 102.2 130.3 92.9 107.3 87.3 72.9 100.7 84.6
2002 124.5 99.1 129.0 90.5 109.1 81.8 77.9 101.1 88.9
2003 121.4 89.7 127.1 89.9 105.4 94.2 84.8 100.6 84.7

付図３－１－10 12～14歳の子どものいる世帯は食料、光熱・水道などの支出が多い

（％） 

年 食料 住居 
光熱・ 
水道　 

家具・　 
家事用品 

被服及び
履物　　 

保健医療 
交通・ 
通信　 

教養娯楽 
その他の
消費支出 

1993 124.6 122.8 125.3 102.6 118.6 98.1 90.5 95.1 99.4
94 128.6 104.5 131.9 104.6 123.0 95.2 88.4 116.6 103.5
95 129.5 95.8 134.4 101.0 119.8 94.9 106.5 108.5 101.9
96 128.6 76.6 131.7 107.5 122.2 88.3 115.1 111.1 92.1
97 122.9 63.4 130.6 106.2 117.6 95.4 130.8 105.6 91.3
98 120.4 65.4 130.4 97.7 104.1 102.7 128.6 96.6 95.6
99 116.9 78.7 131.5 89.3 99.6 116.9 107.6 87.6 93.4

2000 119.2 115.1 133.1 108.0 91.9 91.2 107.8 80.3 91.4
2001 123.4 96.2 133.8 113.1 97.0 91.7 89.4 94.3 87.0
2002 126.1 78.3 134.2 121.9 102.0 90.2 98.3 101.8 94.5
2003 129.0 80.0 133.1 103.2 105.7 107.8 98.1 104.8 95.6

付図３－１－11 15～17歳の子どものいる世帯は食料、光熱・水道などの支出が多い
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（％） 

 
世帯収入が 
少ないから 

 
貯金残高が 
少ないから 

住宅ローンな
ど住居に費用
がかかるから 

教育のための
費用がかかる
から　　　　 

生活を楽しむ
ことにお金を
使いたいから 

将来万一のこと
があった時や老
後のためのお金
を貯めておきた
いから 

 
その他 

全体平均 48.4 11.8 22.5 59.1 7.6 11.4 3.4
20代 48.4 16.1 6.5 50.0 24.2 8.1 9.7
30代 41.4 18.8 25.8 53.1 9.4 10.2 7.0
40代 50.0 9.6 27.9 61.5 8.7 14.4 0.0

第３－２－１図　教育費用が子育て費用の負担感を生んでいる

（％） 

年 食料 住居 
光熱・ 
水道　 

家具・　 
家事用品 

被服及び
履物　　 

保健医療 
交通・ 
通信　 

教養娯楽 
その他の
消費支出 

1993 120.9 105.2 129.9 85.4 133.6 116.0 103.3 101.8 106.8
94 118.5 86.2 129.8 84.2 119.7 116.2 93.0 100.7 98.0
95 116.8 86.8 124.0 86.1 145.6 114.3 96.7 109.6 99.8
96 116.7 65.0 122.3 103.6 138.8 108.3 104.7 120.7 99.6
97 118.0 83.5 122.7 104.7 138.6 109.5 122.0 108.9 98.5
98 120.3 76.2 124.8 108.7 126.8 108.0 120.4 113.7 103.0
99 121.6 95.3 129.5 116.6 123.9 114.9 137.6 121.3 110.6

2000 119.4 84.3 128.0 120.9 119.1 110.7 142.1 132.3 111.3
2001 117.0 77.2 127.3 102.7 114.4 113.2 139.9 122.6 99.4
2002 116.3 84.6 121.6 95.8 121.3 108.7 137.2 108.4 97.9
2003 120.5 84.5 125.1 102.9 121.3 120.6 137.0 112.5 104.3

付図３－１－12 18～21歳の子どものいる世帯は住居以外のすべての費目で子どものいない世帯より支出が大きい

（円） 

子どものいる 
世帯 
子どものいない
世帯 

金融資産純増額 78,671 105,064 108,193 79,196 99,571 76,905
19,133 39,517 49,052 51,302 44,251 39,266
148,784 144,651 163,505 140,014 140,014 118,927
19,542 29,583 41,468 39,058 39,058 32,477

土地家屋借金返済額 
金融資産純増額 
土地家屋借金返済額 

子どもの年齢（子どものいない世帯の対応する世帯主年齢） 
子ども 
0～2歳 

（30～34歳） 

3～5歳 
（35～39歳） 

6～11歳 
（40～44歳） 

12～14歳 
（45～49歳） 

15～17歳 
（45～49歳） 

18～21歳 
（50～54歳） 

付図３－１－15 どの年齢層でも子どもがいる世帯の金融資産の純増額が少ない
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基
礎
資
料

年 子ども0～2歳  3～5歳 6～11歳  12～14歳  15～17歳  18～21歳 
1993 
94
95
96
97
98
99

2000
2001
2002
2003

475 
544
517
515
432
402
329
344
355
400
629

17,235 
18,191
18,974
19,023
18,990
18,481
19,085
19,348
19,177
19,303
19,773

12,696 
13,526
13,818
13,352
13,031
12,303
12,587
12,624
13,132
12,642
12,758

30,120 
33,615
31,700
32,863
30,379
30,969
28,353
27,164
29,855
29,039
28,360

36,703 
35,913
40,030
41,860
43,826
45,438
43,679
45,196
39,376
42,028
40,055

29,477 
33,263
33,423
34,253
32,905
31,450
30,348
29,170
32,533
34,368
39,607

（円） 

第３－２－３図　子どもが18～21歳の世帯で教育関係費が急速に伸びている

（円） 
子ども0～2歳 3～5歳 6～11歳 12～14歳 15～17歳 18～21歳 

授業料等 460 17,586 3,462 12,324 29,428 35,371

教科書・ 
学習参考教材 

5 269 366 710 732 570

補習教育 22 976 4,777 11,604 7,635 1,756

その他 153 1,262 4,356 4,151 2,916 2,556

第３－２－４図　教育関係費の大半は授業料が占めている

区　　　　分 
幼　稚　園 小学校 中　学　校 高等学校（全日制） 

学習塾利用率（％） 
公立 公立 私立 公立 私立 私立 公立 

学習塾費支出者平均額（千円） 
15.9 16.8 39.0 75.0 54.9 38.3 45.3
　57  114  130  215  193  191  241

第３－２－６図　特に公立中学校に通う子どもが学習塾を多く利用している



250

（１）持家 （2）借家 

 
都道府県 

総数 
（不詳を含む） 

最低居住 
水準未満の 
世帯数 

最低居住 
水準未満の 
世帯割合 

 
都道府県 

総数 
（不詳を含む） 

最低居住 
水準未満の
世帯数 

最低居住 
水準未満の 
世帯割合 

北海道 1,277,700 2,700 0.2
青森県 343,900 1,400 0.4
岩手県 325,500 1,400 0.4
宮城県 504,000 3,000 0.6
秋田県 296,600 700 0.2
山形県 282,600 600 0.2
福島県 466,800 2,700 0.6
茨城県 688,800 6,600 1.0
栃木県 456,100 4,500 1.0
群馬県 482,900 3,600 0.7
埼玉県 1,623,800 19,400 1.2
千葉県 1,404,700 18,300 1.3
東京都 2,432,900 69,900 2.9
神奈川県 1,872,100 27,200 1.5
新潟県 591,100 1,700 0.3
富山県 283,200 600 0.2
石川県 277,600 800 0.3
福井県 192,200 900 0.5
山梨県 211,900 1,000 0.5
長野県 531,000 1,900 0.4
岐阜県 495,100 1,400 0.3
静岡県 835,100 5,400 0.6
愛知県 1,488,400 9,300 0.6
三重県 474,100 3,700 0.8
滋賀県 318,500 1,200 0.4
京都府 630,300 7,900 1.3
大阪府 1,812,100 32,000 1.8
兵庫県 1,301,700 14,200 1.1
奈良県 348,300 2,200 0.6
和歌山県 273,600 3,000 1.1
鳥取県 141,400 1,000 0.7
島根県 182,000 1,400 0.8
岡山県 459,000 2,100 0.5
広島県 661,500 3,900 0.6
山口県 376,700 3,100 0.8
徳島県 204,000 1,600 0.8
香川県 252,800 1,400 0.6
愛媛県 371,000 3,600 1.0
高知県 205,900 3,100 1.5
福岡県 1,051,400 8,900 0.8
佐賀県 193,900 1,500 0.8
長崎県 342,300 5,100 1.5
熊本県 411,100 4,400 1.1
大分県 284,300 1,900 0.7
宮崎県 292,100 3,600 1.2
鹿児島県 470,800 6,400 1.4
沖縄県 243,100 9,700 4.0

北海道 938,400 28,500 3.0
青森県 137,000 6,700 4.9
岩手県 135,800 7,900 5.8
宮城県 309,900 24,900 8.0
秋田県 83,400 4,500 5.4
山形県 87,700 5,700 6.5
福島県 205,100 15,500 7.6
茨城県 278,700 23,100 8.3
栃木県 189,800 15,400 8.1
群馬県 191,800 14,400 7.5
埼玉県 833,700 82,200 9.9
千葉県 720,000 72,900 10.1
東京都 2,719,100 408,700 15.0
神奈川県 1,362,600 161,500 11.9
新潟県 190,400 12,000 6.3
富山県 71,200 3,700 5.2
石川県 122,600 5,600 4.6
福井県 57,500 3,300 5.7
山梨県 89,800 6,700 7.5
長野県 197,600 12,400 6.3
岐阜県 174,400 12,800 7.3
静岡県 422,000 31,400 7.4
愛知県 999,900 81,100 8.1
三重県 147,300 11,500 7.8
滋賀県 112,800 8,000 7.1
京都府 368,300 34,800 9.4
大阪府 1,567,700 210,500 13.4
兵庫県 723,500 60,900 8.4
奈良県 131,100 9,400 7.2
和歌山県 96,000 9,800 10.2
鳥取県 55,900 3,700 6.6
島根県 66,400 4,400 6.6
岡山県 222,700 16,500 7.4
広島県 415,300 27,400 6.6
山口県 188,200 11,500 6.1
徳島県 80,400 4,700 5.8
香川県 103,100 5,000 4.8
愛媛県 183,300 9,900 5.4
高知県 107,800 6,800 6.3
福岡県 850,600 64,600 7.6
佐賀県 78,100 5,400 6.9
長崎県 180,800 16,100 8.9
熊本県 225,300 17,500 7.8
大分県 161,000 10,300 6.4
宮崎県 141,500 10,600 7.5
鹿児島県 223,900 17,100 7.6
沖縄県 216,400 25,500 11.8

（％） （％） （世帯） （世帯） （世帯） （世帯） 

第３－３－２図　東京・大阪などの大都市で多い狭い住宅の割合
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基
礎
資
料

（１）持家 （2）借家 

 
都道府県 

総数 
（不詳を含む） 

誘導居住 
水準以上の 
世帯 

誘導居住 
水準以上の 
世帯割合 

 
都道府県 

総数 
（不詳を含む） 

誘導居住 
水準以上の
世帯 

誘導居住 
水準以上の 
世帯割合 

北海道 1,277,700 998,500 78.1
青森県 343,900 260,300 75.7
岩手県 325,500 241,900 74.3
宮城県 504,000 351,900 69.8
秋田県 296,600 232,400 78.4
山形県 282,600 205,700 72.8
福島県 466,800 318,900 68.3
茨城県 688,800 434,200 63.0
栃木県 456,100 284,100 62.3
群馬県 482,900 312,900 64.8
埼玉県 1,623,800 924,600 56.9
千葉県 1,404,700 867,800 61.8
東京都 2,432,900 1,381,200 56.8
神奈川県 1,872,100 1,100,400 58.8
新潟県 591,100 443,700 75.1
富山県 283,200 230,700 81.5
石川県 277,600 215,300 77.6
福井県 192,200 138,700 72.2
山梨県 211,900 148,500 70.1
長野県 531,000 403,300 76.0
岐阜県 495,100 369,900 74.7
静岡県 835,100 540,600 64.7
愛知県 1,488,400 1,043,700 70.1
三重県 474,100 332,300 70.1
滋賀県 318,500 232,300 72.9
京都府 630,300 380,100 60.3
大阪府 1,812,100 1,025,300 56.6
兵庫県 1,301,700 838,400 64.4
奈良県 348,300 240,100 68.9
和歌山県 273,600 166,500 60.9
鳥取県 141,400 95,600 67.6
島根県 182,000 122,200 67.1
岡山県 459,000 321,600 70.1
広島県 661,500 465,600 70.4
山口県 376,700 253,500 67.3
徳島県 204,000 138,100 67.7
香川県 252,800 184,500 73.0
愛媛県 371,000 245,500 66.2
高知県 205,900 125,200 60.8
福岡県 1,051,400 690,500 65.7
佐賀県 193,900 124,500 64.2
長崎県 342,300 200,500 58.6
熊本県 411,100 249,400 60.7
大分県 284,300 193,600 68.1
宮崎県 292,100 172,200 59.0
鹿児島県 470,800 274,800 58.4
沖縄県 243,100 118,500 48.7

北海道 938,400 517,300 55.1
青森県 137,000 58,800 42.9
岩手県 135,800 54,600 40.2
宮城県 309,900 97,800 31.6
秋田県 83,400 30,400 36.5
山形県 87,700 30,600 34.9
福島県 205,100 68,400 33.3
茨城県 278,700 93,200 33.4
栃木県 189,800 66,800 35.2
群馬県 191,800 67,300 35.1
埼玉県 833,700 272,500 32.7
千葉県 720,000 241,300 33.5
東京都 2,719,100 716,000 26.3
神奈川県 1,362,600 413,600 30.4
新潟県 190,400 67,300 35.3
富山県 71,200 29,600 41.6
石川県 122,600 48,900 39.9
福井県 57,500 25,100 43.7
山梨県 89,800 29,300 32.6
長野県 197,600 69,400 35.1
岐阜県 174,400 65,800 37.7
静岡県 422,000 152,500 36.1
愛知県 999,900 392,000 39.2
三重県 147,300 57,400 39.0
滋賀県 112,800 42,700 37.9
京都府 368,300 107,200 29.1
大阪府 1,567,700 467,600 29.8
兵庫県 723,500 259,100 35.8
奈良県 131,100 50,900 38.8
和歌山県 96,000 30,900 32.2
鳥取県 55,900 19,100 34.2
島根県 66,400 21,800 32.8
岡山県 222,700 66,800 30.0
広島県 415,300 147,400 35.5
山口県 188,200 66,200 35.2
徳島県 80,400 31,500 39.2
香川県 103,100 44,800 43.5
愛媛県 183,300 70,200 38.3
高知県 107,800 39,200 36.4
福岡県 850,600 310,600 36.5
佐賀県 78,100 28,800 36.9
長崎県 180,800 58,000 32.1
熊本県 225,300 76,600 34.0
大分県 161,000 57,000 35.4
宮崎県 141,500 50,600 35.8
鹿児島県 223,900 71,800 32.1
沖縄県 216,400 77,400 35.8

（世帯） （世帯） （％） （世帯） （世帯） （％） 

第３－３－３図　大都市の借家で特に低くなる誘導居住水準以上の住宅
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都道府県 

北海道 
青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 
福島県 
茨城県 
栃木県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 
神奈川県 
新潟県 
富山県 
石川県 
福井県 
山梨県 
長野県 
岐阜県 
静岡県 
愛知県 
三重県 

 
合計特殊出生率 

住宅に住む一般世帯 
1世帯当たり延べ面積

（㎡） 

 
都道府県 

 
合計特殊出生率 

住宅に住む一般世帯 
1世帯当たり延べ面積

（㎡） 
1.23 86.2
1.47 118.0
1.56 118.4
1.39 98.6
1.45 135.0
1.62 134.1
1.65 112.0
1.47 103.7
1.48 104.4
1.51 103.6
1.30 83.6
1.30 86.7
1.07 63.0
1.28 74.2
1.51 129.0
1.45 146.4
1.45 126.1
1.60 137.9
1.51 107.4
1.59 121.0
1.47 118.7
1.47 99.4
1.44 93.5
1.48 110.0

滋賀県 
京都府 
大阪府 
兵庫県 
奈良県 
和歌山県 
鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 
徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 
福岡県 
佐賀県 
長崎県 
熊本県 
大分県 
宮崎県 
鹿児島県 
沖縄県 

1.53 118.0
1.28 83.9
1.31 71.0
1.38 91.6
1.30 107.9
1.45 101.5
1.62 122.2
1.65 122.3
1.51 105.9
1.41 93.6
1.47 100.4
1.45 105.8
1.53 108.9
1.45 96.8
1.45 91.5
1.36 86.0
1.67 115.7
1.57 95.1
1.56 98.8
1.51 98.6
1.62 92.4
1.58 84.8
1.82 76.1

第３－３－４図　住宅が狭い地域では出生率は低い
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基
礎
資
料

北海道 
青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 
福島県 
茨城県 
栃木県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 
神奈川県 
新潟県 
富山県 
石川県 
福井県 
山梨県 
長野県 
岐阜県 
静岡県 
愛知県 
三重県 

1,755
1,701
2,003
2,652
1,936
2,253
2,052
2,292
2,430
2,248
3,336
3,159
4,819
3,909
2,355
2,193
2,362
1,989
2,428
2,220
2,149
2,632
2,589
2,089

滋賀県 
京都府 
大阪府 
兵庫県 
奈良県 
和歌山県 
鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 
徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 
福岡県 
佐賀県 
長崎県 
熊本県 
大分県 
宮崎県 
鹿児島県 
沖縄県 

2,396
3,045
3,123
2,729
2,273
1,839
2,089
1,952
2,336
2,379
1,830
2,097
2,033
1,907
1,994
2,368
1,821
1,884
2,024
1,959
1,812
1,903
2,011

一畳当たりの家賃 都道府県 一畳当たりの家賃 都道府県 
（円） （円） 

第３－３－５図　大都市で高くなる家賃

北海道 
青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 
福島県 
茨城県 
栃木県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 
神奈川県 
新潟県 
富山県 
石川県 
福井県 
山梨県 
長野県 
岐阜県 
静岡県 
愛知県 

三重県 

住宅敷地価額（公庫 
貸付分、3.3㎡当たり） 

都道府県 

81.4
122.7
142.1
172.0
135.4
149.6
135.0
137.8
141.6
175.8
437.6
338.8
974.0
654.4
193.9
143.7
244.6
210.0
160.8
159.1
168.7
289.4
344.6

178.3
滋賀県 
京都府 
大阪府 
兵庫県 
奈良県 
和歌山県 
鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 
徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 
福岡県 
佐賀県 
長崎県 
熊本県 
大分県 
宮崎県 
鹿児島県 

215.4
391.3
526.8
337.6
311.7
248.9
148.7
136.1
193.3
367.2
137.1
274.7
174.2
281.5
214.9
186.4
128.6
166.2
150.9
117.4
98.3
120.6

（千円） 
住宅敷地価額（公庫 
貸付分、3.3㎡当たり） 

都道府県 

（千円） 

第３－３－６図　大都市で高くなる住宅敷地価額
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（千円） （％） 

年 年収 負債残高 返済 

1989 7,487 8,300 942
1990 8,115 8,675 956
91 8,695 8,836 923
92 8,832 8,607 889
93 8,859 9,991 1,010
94 8,737 10,962 1,169
95 8,979 12,246 1,351
96 9,047 13,292 1,286
97 8,977 13,881 1,286
98 9,232 14,918 1,410
99 8,889 15,638 1,587

2000 8,884 15,139 1,430

年 
返済／
年収　 

返済／負債 
残高 

負債残高 
／年収　 

1989 12.6 11.3 110.9
1990 11.8 11 106.9
91 10.6 10.4 101.6
92 10.1 10.3 97.5
93 11.4 10.1 112.8
94 13.4 10.7 125.5
95 15 11 136.4
96 14.2 9.7 146.9
97 14.3 9.3 154.6
98 15.3 9.5 161.6
99 17.9 10.1 175.9

2000 16.1 9.5 170.4

第３－３－12図　負債残高の増大と共に増えるローン返済額

年 認知件数 検挙件数 検挙率 
1995 1,782,944 753,174 42.2
　96 1,812,119 735,881 40.6
　97 1,899,564 759,609 40.0
　98 2,033,546 772,282 38.0
　99 2,165,626 731,284 33.8
2000 2,443,470 576,771 23.6
2001 2,735,612 542,115 19.8
2002 2,853,739 592,359 20.8
2003 2,790,136 648,319 23.2

（件） （件） （％） 

第３－３－14図　近年、犯罪検挙率は大幅に低下

男性 女性 
年 

20代 30代 40代 20代 30代 40代 
17.6 22.1 20.0 5.0 7.4 9.7
18.2 23.1 20.7 5.3 7.2 9.5
18.0 23.1 20.0 5.0 6.7 9.2
18.0 22.1 19.8 5.3 6.9 8.7
18.9 24.0 20.8 5.6 6.8 9.1
20.3 25.5 22.0 6.4 7.3 8.4
20.0 25.0 22.0 6.6 7.2 8.7
20.4 26.3 22.9 6.9 7.3 8.6
21.0 26.0 23.9 7.4 7.4 8.5

1995
　96
　97
　98
　99
2000
2001
2002
2003
2004 20.7 25.7 23.7 7.4 7.3 8.0

（％） 

第３－４－10図　週60時間以上働く30代の男性は多く、また増加傾向にある
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基
礎
資
料

（％） 
 

子どもの
病気時の
対応　　 

残業など
急な予定
変更への
対応　　 

短期間等
の就労に
対応した
保育サー
ビス　　 

長時間の
就労に対
応した保
育サービ
ス　　　 

家庭と同
様に子ど
もがくつ
ろげる環
境　　　 

一人一人
の発達に
対応した
保育プロ
グラム　 

子どもの
栄養や健
康面の管
理　　　 

幼稚園と
同じ様な
教育プロ
グラム　 

 
親の精神
的なサポ
ート　　 

正社員同士の
夫婦 

（派遣含む） 

 
60.4

 
39.6

 
34.2

 
32.2

 
22.1

 
16.1

 
16.1

 
10.1

 
9.4

全体 50.3 26.9 47.0 16.0 28.1 19.3 15.3 8.0 13.7

第３－４－11図　正社員同士の夫婦が保育サービスに望むものの上位は、仕事の都合に対応できる柔軟性

（％） 
 
 
年 

 
 

食生活 

 
 

衣生活 

自動車、
電気製
品、家具
などの耐
久消費財 

 
 

住生活 

 

レジャー・ 
余暇 

13.2 1.1 3.7 25.8 37.1
13.6 1.2 4.0 24.8 35.3
15.4 1.3 4.4 25.1 35.3
15.5 1.3 3.8 25.0 36.6
16.3 1.2 3.1 25.1 36.2
21.9 1.5 4.0 25.4 32.3
22.8 4.0 5.9 18.8 34.8
22.9 4.8 6.7 21.3 36.2
25.5 5.2 7.6 20.9 35.5

1993
94
95
96
97
99

2001
2002
2003
2004 22.8 4.0 5.9 18.8 34.8

第３－４－12図　今後の生活で重視したいものの筆頭はレジャー・余暇

1993 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004

年 

2,231 
2,267 
2,542 
3,048 
3,357 
3,314 
3,948 
4,236 
5,172 
5,789 
6,014 
7,248

7,292 
7,237 
7,011 
7,216 
7,315 
7,345 
7,562 
7,324 
7,391 
7,333 
7,298 
7,506

5,439 
5,240 
5,014 
4,943 
4,897 
4,895 
4,842 
4,716 
4,617 
4,804 
4,674 
4,648

教養娯楽用 
耐久財 

教養娯楽 
用品 

書籍・他の印 
刷物 

7,309 
7,068 
7,055 
7,141 
6,940 
7,041 
7,172 
6,726 
6,307 
5,968 
5,469 
5,776

5,989 
5,662 
5,004 
4,914 
4,676 
4,705 
4,694 
4,236 
4,610 
4,442 
4,439 
4,592

6,527 
6,634 
6,336 
6,485 
6,491 
6,563 
6,677 
6,592 
6,791 
7,310 
7,638 
8,350

宿泊料・パック 
旅行費 

月謝類 
他の教養娯楽 
サービス 

（円） 

付図３－４－２　伸びる教養娯楽用耐久財への支出
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