
はじめに

本稿の目的は, 消費者物価指数 (以下���と略) と生計費に関連した次の２点にある｡ 第
一は, 物価スライド制への適用に焦点を絞り, ����年以降の各年について, 非消費支出の影響
を考慮することで, ���の代替指標として重要である生計費指数を, 勤労者世帯, 収入階級別,
年齢階級別の勤労者世帯, および無職世帯のそれぞれについて推計することである｡ 第二は,

推計結果を踏まえ, 一般的なインフレーションの尺度や金融政策決定の際の指針, 物価スライ

ド制等, 複数の利用目的のために���が単一で利用されている現状を, 特に物価スライド制
への適用の観点から批判的に考察することである｡

本稿執筆の背景は以下の通りである｡ 第一に, 近年, 生計費指数に関する議論が活発になさ

れていないことである｡ 物価が著しく上昇した����年代には, ���や生計費指数に関する活発
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な議論が展開された｡ それは理論的, 実証的に展開されたアカデミックな研究にとどまらず,

自治体レベルでの議論も盛んに展開された１)｡ ���と生計費指数の関連や相違の検討は, 労使
の賃金交渉の舞台である春闘においても, 中心的な議論の対象となった｡ 他方, 物価上昇が緩

やか, あるいは下落に転じた近年では, このような議論は稀である｡ しかし, 物価上昇が緩や

かであることは, ���に関わる諸問題がなくなったことを意味しない｡ むしろ, そのような状
況でこそ, より重大な問題となりうるとの指摘もある２)｡ 物価上昇が緩やかとなったことで,

社会の関心は生計費の問題に向かないのかもしれないが３), 生計費の過小評価や, 生計費指数

と���との関連や相違に関する諸問題は解決を見たわけではなく, 依然として存在している｡
第二に, 非消費支出が国民生活に与える影響が増大していることがある｡ 詳しくは後述する

が, 実支出に占める非消費支出の割合は, 勤労者世帯, 無職世帯を問わず増加傾向にあり, 非

消費支出の影響は無視しえない｡ さらに, 近年 (����～����年) における, 実支出に占める非
消費支出の割合は, 生計費問題が大きく取り上げられた����年代のそれと比較しても高い水準
にある｡ 春闘共闘委員会 [����] には, ����年, ����年の実支出に占める非消費支出の割合が
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１) 例えば, 東京都が���に代わる都独自の指数を作成したことが挙げられる｡ ����年５月��日の読
売新聞に次のような記事が掲載された｡ ｢東京都の美濃部知事は, 十四日の定例記者会見で ｢国の消

費者物価指数は, 都民の生活実感と大きなズレがあるので, 消費者物価指数に代わる家計指数のよう

なものを, 都独自で作りたい｣ と述べ, 統計専門家や消費者代表を含めた委員会を設け, もっと生活

実感に密着した �指数作り�に乗り出すことを明らかにした｡ (中略) こうした実態から同知事は
｢いまの消費者物価指数は, 貨幣価値の下落を見る指数にはなるが, 家計の指数にはならない｣ とし

て, より都民の生活実感に近い指数の必要性を強調, 具体的には①所得階層別②老人家庭や子供の多

い家庭など世帯パターン別③購入ひん度の違う品目別－などでそれぞれ物価指数を出すことを検討す

るという｡ (以下省略)｣

２) 例えば白塚 [����] には次の記述がある｡ ｢物価指標が抱えるバイアスは物価上昇率が高水準であ
る限り大きな影響を及ぼすものではないが, 政策担当者が既に低水準の物価上昇率をさらに引き下げ

るべきかとの問題を考えるに際しては大きな影響を及ぼす｡ したがって, 物価安定が実現されるに連

れ, 物価指標の精度は特に重要な問題となってくる｡ この点は, デフレ懸念が取り沙汰される日本に

とって特に重要と考えられる｣

３) 本稿では紙幅の都合でこれらについての議論は割愛する｡ 今回取り上げる問題は, 指数の対象範囲

に限定する｡ ���のバイアス, 品質調整, 指数算式等に関しては, 別の機会を設けて議論することと
し, ここでは若干の言及にとどめる｡

近年注目される各種バイアスは, ｢真の生計費指数 (������������������������以下�����)｣
と���との開差として定義される｡ �����は ｢基準時点と同一の効用水準を達成するための最小費用
の比率｣ として定義され, ミクロ経済学の消費者行動論を理論的根拠とする｡ 価格と数量の間に関数

的関係を想定することから, 関数論的物価指数論とも呼ばれる｡ ����������������[����] によれ
ば, 関数論的物価指数論は�����[����] に始まるが, ミクロ経済学の概念を援用した定義は����・・�
に遡ることができる｡ ����・・�は生計費指数を ｢費用関数の比｣ として定義した｡ �����は指数の対
象範囲に非消費支出は含めず, 指数算式の選択および固定基準のウエイトを利用すること (すなわち,

消費者の代替行動を指数に反映できないこと) に対して, 特に批判的な概念である｡ �����も ｢生

計費指数｣ と呼ばれているが, ここで試算する生計費指数とは異なる｡
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示されているが, それと比較すると現在のそれは当時の約２倍の水準に達している｡ ���の上
昇率のみを比較すれば, 一見すると����年代当時ほどの重要性は持たないが, 非消費支出と生
計費に関する問題は, 現在でも大きな意味を持つ｡

第三に, 実支出に占める非消費支出の割合が増大していることに加え, マクロ経済スライド

の採用による年金支給額の過小保障の可能性がある４)｡ 従来の物価スライド制のもとでは, 年

金支給額は���の変動率に応じて調整され, ���の変動率と支給額の調整率は一致していた｡���が上昇すれば, その上昇率と同率で支給額が増加し, ���が下落すれば, それと同率で支
給額が減額された｡ 他方, マクロ経済スライドのもとでは, 実質的な支給額の切り下げがおこ

なわれる｡ ���が下落した場合, その下落率以上に支給額が減額されることはないが, ���が
上昇しても, それと同率の支給額の上昇は保証されなくなった｡ これは, 少子高齢化の進行と

ともに, 年金受給世代の割合が増加していることからも, 無視しえない問題である｡ 実支出に

占める非消費支出の割合が増大していることも併せて考慮すると, マクロ経済スライドへの移

行は, 年金支給額の過小保障という問題を, より深刻な問題へと発展させる可能性がある｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���

４) 現在は, マクロ経済スライドへの移行期にあたり, 物価スライド制とマクロ経済スライド制という

２つの制度が併存する｡ 厚生労働省年金局年金財政ホームページの用語集によれば, マクロ経済スラ

イドは以下のような制度である｡ ｢少なくとも５年に１度の財政検証の際, おおむね���年間の財政均
衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合は, 年金額の調整を開始しま

す｡ ／年金額は通常の場合, 賃金や物価の伸びに応じて増えていきますが, 年金額の調整を行ってい

る期間は, 年金を支える力の減少や平均余命の伸びを年金額の改定に反映させ, その伸びを賃金や物

価の伸びよりも抑えることとします｡ この仕組みをマクロ経済スライドといいます｡ ／その後の財政

検証において年金財政の均衡を保つことができると見込まれるようになった時点で, 年金額の調整を

終了します｡ ／なお, このマクロ経済スライドの仕組みは, 賃金や物価がある程度上昇する場合には

そのまま適用しますが, 賃金や物価の伸びが小さく, 適用すると名目額が下がってしまう場合には,

調整は年金額の伸びがゼロになるまでにとどめます｡ したがって, 名目の年金額を下げることはあり

ません｡ ／賃金や物価の伸びがマイナスの場合には, 調整は行いません｡ したがって, 賃金や物価の

下落分は年金額を下げますが, それ以上に年金額を下げることはありません｡｣ ／マクロ経済スライ

ドは年金財政の見直しの際に, 年金財政を支える現役の人数の増減と, 年金を受け取る高齢者の増減

を計算し, 年金額に反映させる制度である｡ マクロ経済スライドでは, 物価上昇率とマクロスライド

調整率との関係により, 次の３つのケースが考えられる｡

１. ０＜マクロスライド調整率＜物価上昇率

２. ０＜物価上昇率＜マクロスライド調整率

３. 物価上昇率＜０

第一のケースでは, 物価上昇率からマクロスライド調整率を差し引いた率で年金額を増加させる｡

第二のケースでは年金額の調整率は０となる｡ 第三のケースではマクロ経済スライドは発動されず,

物価の下落率と同率で年金額が引き下げられる｡ ニッセイ基礎研究所 (����) によれば, マクロスラ
イド調整率は, ｢厚生労働省によれば, この値 [公的年金被保険者数の変化率を指す―筆者] は����
年から����年の平均で－���％程度と想定｣ され, ｢｢平均的な受給期間の延び率を勘案した一定率｣
は…���％と設定されている｣ ため, 全体としてのマクロ経済スライドの調整率は平均で－���％程度
となる｡ したがって, マクロ経済スライドは年金給付額の減額に直結する｡
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本稿は, かつてなされた生計費関連の議論の整理と, 生計費指数の試算のアップデートをひ

とつの目的としている｡ 生計費に関する議論を再度整理し, その到達点を明らかにするととも

に, 現在の生計費の問題と対比することで, 後者の問題をより客観的に考察することが可能と

なる｡ しかし, 本稿の意図するところはこれだけに留まらず, (１) 収入階級別, 年齢階級別

の推計, および無職世帯生計費の試算まで拡張すること, (２) 勤労者世帯および無職世帯の

推計値についての寄与度分解を行い, 非消費支出をはじめとする各構成項目が, 指数全体に対

して持つ影響度を試算すること, を目的としている｡

以上の問題意識のもと, 本稿の構成は以下の通りである｡ 第１節では, ���と生計費指数と
の関連を, 特に両指数間の２つの相違点に注目して述べる｡ 同時に, 各種先行研究との関連を

示し, 本研究の位置付けを行う｡ ここでは, 学問的見地からなされた生計費指数に関する議論

だけでなく, 春闘共闘委員会による独自推計をも検討の対象とする｡ 後者の推計は, 労使間の

交渉に利用されたものであり, その結果をそのまま受容することには問題があるかもしれない

が, 労働者世帯を対象として独自に実施した家計調査や, 非消費支出を含めた独自の生計費の

推計は, 生計費の問題を扱ったものとして価値がある｡

第２節では, 本稿で用いる推計方法を提示する｡ 非消費支出の項目は, 消費支出を構成する

各項目とは異なり, ｢価格｣ に相当する概念が存在しない５)｡ ���は ｢個別価格指数｣ と ｢数

量, ウエイト｣ の加重平均によって与えられ, 非消費支出の項目を���と合成するためには,
これらの構成項目について近似的な ｢個別価格指数｣ と ｢数量, ウエイト｣ を求める必要があ

る｡ 本稿で採用した近似的な ｢個別価格指数｣ と ｢数量, ウエイト｣ を, 消費支出の構成項目

との相違を踏まえ, その採用根拠とともに示す｡

第３節では, 前節で提示した方法に基づいて算出した生計費指数のうち, 勤労者世帯を対象

とした推計結果を示す｡ 現行���との比較を通じて, 非消費支出の影響について考察する｡
本稿の推計結果を����年代の推計結果と比較することで, 近年の非消費支出の影響の程度, お
よびその傾向を明らかにする｡ 当時の推計は労働者世帯を対象にしたものであったため, 意義

ある比較が可能である｡ さらに, 実支出を構成する各項目について寄与度分解を行い, より詳

細な影響度の分析, およびウエイトの相違による各支出項目の影響度の分析を行う｡

第４節では, 収入階級別の勤労者世帯を対象に, 非消費支出を含めた生計費を試算する｡ 収

入階級による生計費変化の差異について検証する｡ 次いで, 世帯主の年齢階級別生計費指数を

試算する｡ また, ３節で試算した勤労者世帯生計費指数は賃金額とも密接に関連するため, 二

重調整にならないように, ３節の推計結果に独自に調整を施した｡ この点は, 従来の推計では

考慮されていなかった｡

第５節では, 前節と同様の手法を用いて, 無職世帯を対象とした推計結果を示す｡ 勤労者世
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５) 高崎 [����] では, 価格に相当する概念が存在しない項目を含む指数を ｢生活標準｣ と呼び, それ
らを含めない ｢消費標準｣ と区別している｡
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帯と同様に, 現行���との比較を行い, 非消費支出の影響度を確認するための寄与度分解を
行う｡ あわせて, 勤労者世帯の推計値と無職世帯の推計値の共通点, および相違点について考

察する｡

第１節 CPI と生計費に関する主要論点

1‒1 非消費支出の扱い���が生計費指数であるか否かについての議論は, これまでも度々なされてきた｡ 生計費指
数と���との関連については, 紙幅の都合で別稿に譲ることとし, 本稿では暫定的に生計費
指数と���との相違を２点, すなわち (１) 指数対象として非消費支出を含むか否か, (２)

家計あるいは生計について, 同質的なそれを対象とするか, より一般的なそれを対象とするか,

に限定する｡ したがって, 本稿における生計費指数は ｢同質的な家計を対象とし, 指数の集計

対象範囲に非消費支出を含む指数｣ を指すこととする｡

現在, ���の集計対象となる支出項目は消費支出に限定されており, 税金や社会保険料とい
った非消費支出の項目は集計の対象外である６)｡ 非消費支出の扱いについては, ���にそれを
含むべきか否かについて複数の議論が展開された｡ 高崎 [����] は, 東京都生計費問題研究会
の提言 (昭和��年８月発足, 昭和��年４月発表) を取り上げ, その内容の吟味を行っている｡
その際, 従来の生計費の概念を概括している｡ 同論文では, 代表的な生計費指数概念として,

日本では森田優三, 伊大地良太郎, 海外では, ケインズ, エッジワース, アルマー, ハーバラ

ー等のそれを挙げ, 生計費指数問題として, ｢階層｣ と ｢数量固定｣ を挙げた｡ さらに, 東京

都生計費問題研究会が提案した３つの生計費指数, すなわち, ｢生計費指数�｣, ｢生計費指数�｣, ｢必要生計費指数｣ との比較を行っている｡ これらの指数はすべて, 階層別・類型別に集

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���

６) ���の対象を消費支出に限定することについて, ���作成機関である総務省統計局はホームページ
(消費者物価指数 (���), 統計の概要, 統計の目的, 『平成��年基準消費者物価指数の概要』, ������������������������������������������������������) において次のような見解を示している｡ ｢消
費者物価指数は, 全国の世帯が購入する財及びサービスの価格変動を総合的に測定し, 物価の変動を

時系列的に測定するものである｡ すなわち, 消費者物価指数は, 家計の消費構造を一定のものに固定

し, これに要する費用が物価の変動によってどう変化するかを指数値で示したものである｡ したがっ

て, 消費者が購入する財とサービスの種類, 品質及び購入数量の変化を伴った生計費の変化を測定す

るものではない｡｣ ／ ｢消費者物価指数は, 世帯の消費生活に及ぼす物価の変動を測定するものであ

るから, 家計の消費支出を対象とする (ただし, 信仰・祭祀費, 寄付金, 贈与金, 他の負担費及び仕

送り金については, 対象から除外する｡)｡ ／したがって, 直接税や社会保険料などの支出 (非消費支

出), 有価証券の購入, 土地・住宅の購入などの支出 (貯蓄及び財産購入のための支出) は指数の対

象に含めない)｡｣ ／ ｢家計の消費構造を一定のものに固定｣ することは, 基準時の消費構造に固定す

ることを意味し, これは, 指数の算出に基準時のウエイトを用いるラスパイレス指数を採用すること

を指す｡
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計される指数である｡ ｢生計費指数�｣ は消費支出に留まらず, 家屋・土地購入費を含み,
｢生計費指数�｣ は ｢生計費指数�｣ にさらに税金, 社会保障負担均等を加えたものである｡
｢必要生計費指数｣ は前二者が ｢消費内容の固定を前提としてその上でその費用変化を測定す

る指数であるのに対して, 消費内容の変化を含む同一生活水準維持に必要な生計費用の変化を

測定する指数｣７) である｡

春闘共闘委員会 [����] では, ｢住居の購入改築費 (これは実支出以外の支出とされている)
と税金・社会保障費など非消費支出とを加えて費目の範囲を拡大させた｣ 指数を試算している｡

その理由は ｢一言でいえばそれは労働者世帯の実質的な生計費支出をみるためにより妥当と考

えられる｣ ことによる｡ 実支出に占める非消費支出のウエイトは�����分比で���(����年) と
なり, ｢大きなウェイトを占め｣ ているとする８)｡ 非消費支出等を含めた推計値と総理府 (当

時) が公表した東京都区部の指数について, 総合指数上昇率の比較がされており, ����年��月
～����年３月までの期間について, 前者が後者を���～���ポイント上回る結果が示されてい
る９)｡

以上, これまでにも生計費の観点から, 指数の対象項目としての非消費支出 (あるいはその

他の項目も含む) の重要性が指摘されてきたことを見た｡ 当時の推計に利用されたウエイトの

データを見ると, 非消費支出の占める割合は第１回調査 (����年) で���, 第２回調査 (����
年) で���(いずれも�����分比) であった��)｡ 実支出に占める割合はそれぞれ���％, ���％で
ある｡ 他方, ����年以降における実支出に占める非消費支出の割合は, 同様に勤労者世帯を対
象としたもので��％～����％であり (後掲の表２および表４を参照), ����年以降も継続的な
増加傾向にある｡���は ｢物価指数｣ であるという性格から, 価格概念の存在しない ｢非消費支出｣ は指数計
算の対象外に置かれる｡ しかし, ｢非消費支出｣ は明らかに ｢生計費｣ に影響を与えるため,

この項目は指数の性格を左右する項目となる｡

1‒2 世帯類型別・階層別集計���と生計費指数は, それぞれ対象とする集団が異なる｡ ���は勤労者世帯であるか無職世
帯であるかといった ｢世帯類型｣ や, 収入階級の相違等といった ｢階層｣ の相違を区別するこ

となく, (ウエイトのデータ元となる家計調査が対象とする) すべての家計を対象とする｡ こ

れに対して, 生計費指数は, その対象を ｢同質的な｣ 家計に限定するという特徴を持つ｡ 例え

ば, 勤労者世帯であるか無職世帯であるかといった世帯類型による限定, 世帯の収入階級によ
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７) 高崎 [����] ����
８) 以上の引用は, 春闘共闘委員会 [����] ����, ����および����の第２表を参照｡
９) 同上����｡ 第８表��) 同上����｡ 第２表
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る限定等が考えられる｡

高崎 [����] は, 対象となる階層について詳細に記述している｡ 森田優三, 伊大地良太郎,
アルマーやハーバラーらを取り上げ, それぞれが定義する生計費指数について記述している｡

これらの詳細な分類については, 同論文第２表にまとめられている｡ 統計局の���が ｢全消

費者｣ を対象とするのに対し, 生計費指数は, 同表中のすべてで, 対象集団について何らかの

特定化がなされている｡ 特定の対象とは, 例えば ｢勤労階級｣, ｢特定社会階層｣, ｢勤労者階層

・類型別｣ 等である｡

春闘共闘指数は, 勤労者世帯を対象とした指数である｡ 春闘共闘委員会は, 独自の指数を算

出するために, 勤労者世帯を対象とした独自の家計調査を実施している｡ その調査から得られ

たデータをウエイトとして用い, 統計局の家計調査, および物価指数の構成比とウエイトとの

比較も行っている｡ 両者の比較から ｢家計の消費支出構成と本来それに基づいて設定されてい

る消費者物価指数のウェイトとの間には大きな相違がみられる｣ とし, 指数値の算出結果も

｢われわれの調査によって得た消費支出構成と, 現行の消費者物価指数におけるウェイトには

かなりの相違があったことを反映して, 上昇率にもかなりの差異がみられる｣ と分析してい

る��)｡ また, 実収入の額によって, 勤労者世帯を�, �, �の３つの階層に分類した上で, 各
階層別の生計費を試算し, 階層間の相違を指摘している｡���作成機関である総務省統計局は, 世帯類型や収入階級別の指数の必要性を否定している
わけではなく, 参考指数として複数の指数値を公表している｡ ����年の���では, ｢世帯属性
別指数｣ として ｢勤労者世帯年間収入五階級別中分類指数 (全国) －年平均指数｣ (表番号15‒

１), ｢勤労者世帯年間収入五階級別中分類指数 (全国) －月別指数｣ (表番号15‒２), ｢標準世

帯中分類指数｣ (表番号16), ｢世帯主の年齢階級・職業・住居の所有関係別��大費目指数｣ (表
番号17) が公表され, 品目特性別指数として ｢基礎的・選択的支出項目別指数｣ (表番号18)

等も公表されている｡ また, 総務省統計局では, 今後高齢者世帯を対象 (高齢者世帯は��歳以
上を指すのが一般的であるが, ��歳以上と限定すると多くの割合を占める団塊の世代が対象に
含まれず, 代表性に疑問が残るため, ��歳以上対象として考えている) とした指数の作成を検
討している��)｡
以上の叙述から明らかなように, 生計費指数の対象集団は何らかの特定化がなされるべきで

ある｡ どのような集団を対象とするかについては, それぞれ見解が異なるものの, 全消費者を

対象とするのではなく, 何らかの特定化を行っている点で共通している｡ 本稿では対象として

いないが, 消費者行動論に立脚する関数論的物価指数論でも集団の特定化がなされる��)｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���

��) 春闘共闘委員会 [����] ����および������) 立教大学社会情報教育研究センター, 第一回研究会での永島勝利氏 (総務省統計局物価統計室長)
の報告 ｢消費者物価指数の作成方法と基準改定｣｡��) 消費の対象となるバスケットが異なる集団では, その集団の選好尺度の代表性が保証された無差別
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非消費支出を含む指数はかつて試算されたことはあったが, その後の継続的な試算はなされ

ていない｡ また, 現行���では, 階層別の指数が参考指数として公表されているものの, 非
消費支出を含む生計費を階層別に算出した継続的な試算も存在しない｡ 本稿では以下でこの２

点を補う試算を行う｡ あわせて, 無職世帯生計費の推計, 各推計値について, 独自に寄与度分

解を行う｡

第２節 生計費指数の試算方法

2‒1 ウエイト, 品目別価格指数の作成

以下では生計費指数の推計に不可欠な要素である ｢非消費支出｣ を含めた世帯属性別の指数

の試算を試みる｡ その推計結果を���と比較することで, 非消費支出の影響の程度を把握し,
続いて非消費支出の各項目の指数全体への寄与度分解を試みる｡

勤労者世帯および無職世帯の生計費指数の推計方法を以下に示す｡ ここでは, 消費者の生活

実態をより反映させた指数を推計することが目的であり, 特に物価スライド制への適用に主眼

を置いている｡ ここで言う生計費指数と現行���との相違は, 指数の対象範囲に消費支出以
外の項目を含むかどうか, 世帯類型, 階層別の指数であるか否か, 具体的には, 世帯類型別,

階層別のウエイトを用いた指数であるか否か, の２点にある｡ なお, 現行���との比較を前
提とするため, 指数算式は���と同じ���������指数を採用する｡ 以下に示す推計方法は春
闘共闘委員会 [����] のそれとは異なる独自のものである｡
推計方法の枠組は以下の通りである｡

(１) 非消費支出を指数の対象に含める｡

(２) 実支出 (消費支出＋非消費支出) 以外の支出は含めない｡

(３) 非消費支出の品目別価格指数に相当する部分は, ｢実支出に占める非消費支出の項目の

増減率｣ を用いる｡

(４) 非消費支出のウエイトおよび, 世帯類型別・階層別のウエイトは 『家計調査年報』 のデ

ータを援用する｡

(５) 直接税は所得額に比例するため, 賃金額のスライドにそのまま用いると二重にスライド

させることとなる｡ したがって, 勤労者世帯については, 所得額の増減率によって除すこ
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曲線を描くことができないため, 趣味嗜好の共通性を確保するために特定の集団を対象とする必要が

ある｡ 勤労者世帯は, 社会の集団の中で最も大きな割合を占める集団であるので, それを対象とする

物価指数は社会全体の物価変動を最も代表する物価指数であると解釈されることがある｡ ｢家計調査｣

は元来勤労者世帯のみを対象としたが, 現在では勤労者世帯のみならず, 単身世帯や高齢者世帯も調

査対象としている｡ 各世帯の支出パターンは世帯属性により異なり, その生活実態を把握するために

は ｢集団の特定化｣ をはからなければならない｡
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とでこれを回避する｡

具体的な推計手順は以下の通りである｡

(１) 非消費支出のウエイトおよび品目別価格指数相当部分を, 『家計調査年報 (家計収支編

平成��年)』 から作成する��)｡
(２) 品目別価格指数に相当する部分は, 実支出に占める非消費支出の割合の変化率とする｡

(３) 指数の推計は２段階に分けて行い, 第一段階では, 消費支出と非消費支出の合計とす

る��)｡
(４) 第二段階では ｢食料｣, ｢住居｣ 等の��大費目のレベルまでウエイト調整を行い, 総合指
数を算出する｡ その後, 算出された推計結果を (３) と比較する｡

(５) (３) で推計された指数と統計局の公表している���との差の要因を, 寄与度分解を用
いて解析する｡

(６) (４) で推計された指数から寄与度分解を行い, さらに各項目の寄与度を (５) の結果

と比較する｡

(７) 勤労者世帯では, 収入階級五分位別, 年齢階級別の指数を推計し, 勤労者世帯全体の推

計値については所得増減率の調整を行う｡

非消費支出のウエイトは, 他の品目と同様に 『家計調査年報』 から作成する｡ ｢消費支出｣

の項目は 『消費者物価指数年報 (中分類指数)』 に�����分比のウエイトが掲載されているので,
それを加工する｡ 消費者物価指数の中分類指数に掲載されているウエイトは, 勤労者世帯を対

象としたものではないが, 指数の推計に際して ｢消費支出｣ と ｢非消費支出｣ の割合を利用し

て調整し, 推計総合指数はこの２つの項目の品目別価格指数相当部分とウエイトの積の和によ

り求める｡ この段階では, ｢食料｣ 等の各項目のウエイトは, 勤労者世帯の ｢消費支出｣ と

｢非消費支出｣ の割合を利用して調整することになる｡ 非消費支出の支出データは 『家計調査

年報』 に掲載されており, 具体的には ｢家計収支編｣ の ｢全世帯｣ のうち ｢勤労者世帯｣ の支

出データを利用した｡ 消費支出の項目に関するウエイトおよび品目別の価格指数は, 『消費者

物価指数年報』 の ｢中分類指数 (全国)｣ のデータを利用した｡ この中分類指数の中で, ���品
目のウエイトは�����分比で示されている��)｡ このデータに 『家計調査年報』 のデータを組み

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���

��) 基準時点のウエイトは����年 (平成��年) のデータを利用する｡��) ここでの消費支出が現行���に相当する｡ ただし, 非消費支出を含め, 勤労者世帯および無職世
帯のウエイトによって再計算する｡ これに非消費支出の指数 (品目別価格指数とウエイトを乗じたも

の) を加え総合指数を算出する｡ 非消費支出の品目別価格指数相当部分の推計方法は, 以降の本文に

あるように, 実支出に占める非消費支出の割合の比とする｡��) 最新の����年 (平成��年) 基準では, 調査品目数は���品目となっている｡
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合わせることで, 非消費支出を含めたウエイトを新たに�����分比で計算する��)｡
実支出に占める消費支出の割合 �消費支出実支出 �および実支出に占める非消費支出の割合�非消費支出実支出 �を求め, 中分類指数の消費支出項目のウエイト (消費支出のウエイトが�����

になっている) に�消費支出実支出 �をかける｡ 両者には以下の関係がある｡
消費支出
実支出 �非消費支出実支出 �� (�)

非消費支出全体のウエイトを ������ 消費支出
実支出 ������ (�)

により求める｡ これにより得られた非消費支出の金額とウエイトの関係から, 非消費支出を構

成する各項目のウエイトを求める｡ 以上の方法により, 非消費支出を含めた�����分比のウエ
イトが求められる｡

第二段階では, 消費支出を構成する各項目についてもウエイト調整を行う｡ 前述の方法では,

各項目のウエイトを消費支出と非消費支出の比率を利用して調整した｡ しかし, より詳細な分

析のためには, 各項目も個別にウエイト調整を行う必要がある｡ 各項目のウエイトを ｢家計調

査の実支出に占める各項目の支出割合｣ として作成し, それを各項目の価格指数に乗じる｡ 厳

密には, ここで利用する価格指数についてもウエイトを調整する必要があるが, ��大費目のレ
ベルまで遡れば十分近似できると判断した｡

続いて品目別価格指数に相当する部分の推計に移る｡ ���の上位集計レベルで用いられる指
数算式は���������型である｡
総合指数に非消費支出を含める場合, 品目別価格指数に相当する部分の測定が不可欠である｡

しかし, 税金や社会保険料等は通常の財・サービスのように ｢価格｣ に相当するものがなく,

非消費支出総額を ｢価格×数量｣ に分解することが不可能であるために, 他の手法で代用する｡

品目別価格指数の代用として, ｢実支出に占める非消費支出の割合の比｣ を用いる｡ 非消費支

出に含まれる項目については, 消費者に選択の余地がないために, 数量に相当する部分は１と

とらえる｡ これは, 非消費支出の支出金額の変化をすべて価格変化に相当する部分の変化とと

らえて指数を計算することを意味する��)｡
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��� ������������������ ������ ���������������� ������� ����������� (�)
��) 指数の推計に関しては必ずしも�����分比でウエイトを作成し直す必要はないが, 全体に占める割
合の把握等に適しているとの判断から, �����分比への再計算を行った｡��) 単純に ｢非消費支出の金額の差異をすべて価格変化によるものとみなし, 非消費支出の総額の比を
もって品目別価格指数代用とする方法｣ も考えられる｡ しかしこのような手法は, 非消費支出の支出
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以上の方法により, 品目別価格指数相当部分とウエイトが得られ, 総合指数の測定が可能に

なる｡ 次項で現行 ���との差異およびその要因分解を行うことから, 現行 ���と同様に���������指数を用いて総合指数を算出する｡ 上述の指数算式に代入し, 総合指数を算出する｡
既述のように, 現行���は家計の消費支出のみを対象とし, 非消費支出や実支出以外の支

出は対象としていない｡ しかし, 物価スライド制を適用する際にこの指数を利用するのであれ

ば, 消費支出以外の支出も対象に含めるべきである｡ もっとも, 現行���で利用されている
ウエイトは全世帯を対象としたものであり, これを勤労者世帯および無職世帯の推計に利用す

るのは適切ではない｡ そこで, ���の品目別価格指数のウエイトを勤労者世帯, 無職世帯のみ
のウエイトで再計算し, 両者の対象をそろえた指数の推計を試みる｡ さらに, 非消費支出の支

出パターンは勤労者世帯と無職世帯とでは大きく異なるため, 両者を分けて各々検討する必要

がある｡

以下では, 第３節で勤労者世帯の対象範囲に非消費支出を含めた生計費指数の推計を, 第４

節では収入階級五分位別および年齢階級別の推計を, 第５節では無職世帯の対象範囲に非消費

支出を含めた生計費指数の推計を試みる｡ 『家計調査年報』 で ｢非消費支出｣ が捕捉されてい

るのは, 勤労者世帯と無職世帯に限られ, その他の世帯の非消費支出のデータは公表されてい

ない｡ 勤労者世帯では ｢非消費支出｣ の内訳として ｢直接税｣, ｢社会保険料｣, ｢他の非消費支

出｣ が公表され, さらに ｢直接税｣ は ｢勤労所得税｣, ｢個人住民税｣, ｢他の直接税｣ に分類さ

れ, ｢社会保険料｣ は ｢公的年金保険料｣, ｢健康保険料｣, ｢介護保険料 (平成��年以前は健康
保険料と介護保険料はひとつの項目として集計されていた)｣, ｢他の社会保険料｣ に分類され

ている｡ 他方, 無職世帯の ｢非消費支出｣ の項目は勤労者世帯ほど詳細ではなく, ｢直接税｣,

｢社会保険料｣, ｢その他の非消費支出｣ の３項目である｡ 推計で用いる ｢非消費支出｣ のデー

タは, 勤労者世帯あるいは無職世帯を対象としたものである｡ 他方, ���の ｢消費支出｣ の項
目は勤労者世帯のみならず, ｢施設等の世帯及び学生の単身世帯を除いた全国の世帯を調査対

象��)｣ にしており, 両者の対象範囲が異なる｡ 厳密には勤労者世帯, 無職世帯等では購入する
店舗の相違等により価格体系が異なる可能性もあるが, 支出ウエイトの相違の影響が相対的に

大きいと考えられるため, ウエイトの調整のみを行った��)｡ 推計を行う勤労者世帯と無職世帯

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���

項目の中で比較的大きな割合を占める直接税等が, 基本的に所得の変動と比例的に変動することに注

目すると不適切な方法である｡ 本稿ではこの点を解決するために実支出に占める割合の変化を利用す

ることとした｡��) 統計局ホームページ, 『家計調査』 の概要より引用｡ また, 世帯としての収支を正確に計ることが
難しいことなどの理由から, (１) 料理飲食店, 旅館または下宿屋 (寄宿舎を含む｡) を営む併用住宅

の世帯, (２) 賄い付きの同居人がいる世帯, (３) 住み込みの営業上の使用人が４人以上いる世帯,

(４) 世帯主が長期間 (３か月以上) 不在の世帯, (５) 外国人世帯は調査対象から除外している｡��) 統計局が公表している収入階級別指数等の参考指数でも, 品目別価格指数は全体の総合指数と同様
のものを利用し, ウエイトのみを再計算する方法をとっている｡
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の世帯数は, ����年 (平成��年) の家計調査では, 集計世帯数����世帯のうち勤労者世帯が����世帯, 構成比は��％である｡ 無職世帯は����世帯, 構成比は����％である｡
2‒2 総合指数の推計と寄与度分解

現行の���は, 前述の (�) 式によって算出されている｡ ���の構成要素は ｢銘柄｣, ｢品目｣,
複数の品目を集計した ｢類｣ に階層化できる｡ ｢類｣ は更に ｢小分類１｣, ｢小分類２｣, ｢中分

類１｣, ｢中分類２｣, ｢大分類｣ に分けられる��)｡ 各 ｢類指数｣ を算出する場合, (�) 式の�����はその ｢類｣ の支出額となり, 算出する指数の階層により変化する｡ 消費支出のみを

対象とする現行���(総合指数) の場合, �����は消費支出全体となる｡
第一段階の推計では, これに非消費支出を含めた指数��� を算出した｡ この時, (�) 式は次

のようになる｡

上式は���(消費支出と非消費支出) となり, �����は実支出 (消費支出＋非消費支出)

である｡ 分子������については, ������が基準時点の消費支出額, ������が非消費支出額を表し,
したがって, ���および���はそれぞれ ｢実支出に占める消費支出の割合｣, ｢実支出に占める

非消費支出の割合｣ となる｡ なお, 非消費支出の類別価格指数相当部分である�������は, す
でに説明した方法により近似的なそれで代用した｡

第二段階の推計では, 第一段階で用いた ｢消費支出 (���)｣ を��大費目の合計から算出し,
そこに非消費支出を加えて総合指数を試算した｡ 第一段階の推計では, 消費支出の価格指数部

分 (公表されている���に相当する) をそのまま利用したが, この価格指数部分を算出する
際に利用されるウエイトは, 勤労者世帯や無職世帯といった特定の集団ではない｡ ��大費目の
段階から特定の集団を対象としたウエイトを用いることで, 指数全体がどのように変化するか

を見ることができる｡ 第二段階で試算したウエイト調整済み指数���� は, 次式で求められる｡

ここでは, ��大費目と非消費支出から総合指数を試算するため, ����となる｡ 特定化し
た対象の支出パターンが, ���算出のためのウエイトの支出パターンと比較して, より高い類
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��� ������ ���������������� ������� ����������� (�)
���� ������� ����������������� ������� ����������� (�)��) 例えば, ｢スパゲッティ｣ は品目に該当し, 銘柄は ｢袋入り (����入り), ���規格品, ｢マ・マ

ースパゲッティ｣ 又は ｢オーマイスパゲッティ｣｣ となっている (平成����年１月調査の ｢調査品目

及び基本銘柄｣ による)｡ ｢スパゲッティ｣ は ｢ゆでうどん｣, ｢干しうどん｣, ｢即席めん｣, ｢生中華め

ん｣, ｢ゆで沖縄めん｣ とともに ｢小分類２｣ の ｢めん類｣ に含まれる (｢ゆで沖縄めん｣ は沖縄県の

みで調査している品目である｡)｡ さらに ｢めん類｣ は ｢中分類２｣ の ｢穀物｣ に含まれ, ｢穀物｣ は

｢大分類｣ である ｢食料｣ に含まれる｡ ｢食料｣ は総合指数を構成する��大費目に当たる｡
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別価格指数の費目により多くの支出がなされるものであれば, 試算値は第一段階の試算値を上

回る｡ より低い類別価格指数の費目により多くの支出がなされていれば, 試算値は第一段階の

試算値を下回る｡

なお, 後節 (�‒�) に示す試算 ｢勤労者世帯の収入階級別生計費指数｣ および ｢世帯主の年

齢階級別生計費指数｣ では, ��大費目の類別価格指数としてそれぞれ����年 『消費者物価指数
年報』 の ｢世帯類型別指数｣ － ｢勤労者世帯年間収入五分位階級別中分類指数 (全国) －年平

均指数｣ (表番号15‒１), ｢世帯主の年齢階級・職業・住居の所有関係別��大費目指数｣ (表番
号17) のものを利用した｡

以上の方法で算出された非消費支出を含めた指数 (ここでは, 勤労者世帯と無職世帯の生計

費指数) と現行���との乖離の原因を特定するために, 要因分解を行う｡ 要因分解を行うこ
とで, 非消費支出が指数全体へ与える影響の度合いを測定することが可能となる｡ 寄与度分解

でこれを行う｡ ����年 (平成��年) から����年 (平成��年) までの指数とウエイトの基準年で
ある����年 (平成��年) の指数 (＝���) の差をそれぞれ求め, これで各項目 (ここでは中分

類指数の分類に従っている) の価格指数と基準年のそれとの差を除す｡ ����年 (平成��年) を
例にとれば以下のように求められる｡

(����(���) の項目指数－����(���) の項目指数)
(�)

(����(���) の総合指数－����(���) の総合指数)
同様に����年 (平成��年), ����年 (平成��年), ����年 (平成��年), ����年 (平成��年)

についても寄与度分解を行うことで, 各項目の寄与度の変化を観察することが可能となる｡

第３節 勤労者世帯生計費指数の推計

3‒1 推計結果の考察

前節で示した方法を利用して算出した指数を以下に示す｡ 本節では全勤労者世帯を対象とし

た指数を示す｡

表１から以下の４点が読み取れる｡

(１) 現行���と非消費支出を含む指数の変化の方向は概ね同じである｡
(２) ����年 (平成��年) から����年 (平成��年) までの５年間を通じて, 非消費支出を
含む指数の方が現行���よりも一貫して値が大きい｡

(３) 両者の差は非常に大きい��)｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���

��) ボスキンレポートの公表後に行われた推計 (白塚 [����] 表１) によれば, わが国の���の上方
バイアスの合計は����ポイントであった｡ この推計値に関しては, 米国の推計方法をそのまま日本の���に適用したために, その結果を疑問視する声もあるが, 今回得られた差はこのバイアスよりも大
きなものであったことは注目すべき点であろう｡ また, ボスキンレポートが示した上方バイアスの推
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(４) 基準年から時間が経過するとともに両者の差は拡大傾向にある｡

(１) からは非消費支出を指数に含めた場合にも, 物価変動の傾向 (方向) に対する影響が

少ないことが確認できる｡ また (２), (３) が特に重要であり, 非消費支出を含めることで指

数全体が押し上げられることから, 現行���による物価スライド制では調整が過小であると
言える｡ さらに, 指数全体に対する押し上げ効果は, 基準年から離れるにつれて拡大する傾向

にあることも確認できる｡ これは, 非消費支出の実支出に占める割合を利用して指数を推計し

たことを反映した結果となっているが (表２), その差はかなり大きく, 非消費支出の総合指

数押し上げの効果が, 相当大きいことが分かる｡

上記の推計は����年基準の５年間についてのみの推計であるため, それ以前の推計を行う必
要がある｡ そこで, 同様の手法により����年基準の５年間 (����年 (平成��年) ～����年 (平
成��年)) の推計を行った｡ その結果は以下のとおりである｡
表３から以下のことが読み取れる｡
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表１ 勤労者世帯生計費指数の推計値

(2005年基準)

表２ 勤労者世帯の実支出に占める非消費支出の
割合の推移 (2005年－2010年)

公表値
非消費支出
を含む

差分 実支出
非消費
支出

非消費支出
割合(�)����年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ���� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ �����

表３ 勤労者世帯生計費指数の推計値
(2000年基準)

表４ 勤労者世帯の実支出に占める非消費支出の
割合の推移 (2000年－2005年)

公表値
非消費支出
を含む

差分 実支出
非消費
支出

非消費支出
割合(�)����年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ���� ���� －���� ����年(平成��年) ������� ������ �����

計値は, ���ポイントであった｡

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



(１) 公表値と推計値の動きは概ね同じである｡

(２) ����年を除く����年～����年までは, 非消費支出を含む指数の値が大きい｡
(３) 基準年から離れていっても, 開差が拡大する傾向は見られない｡

先ほどの����年基準の推計結果と比較すると, いくつか興味深い点があることに気づく｡
(１) ����年基準と����年基準の差分を見ると, ����年基準の推計値の方が����年基準の推計
値よりも圧倒的に小さい｡

(２) ����年以外の年はすべて非消費支出を含む推計指数の方が大きい｡
(３) 基準年から離れていっても, 開差が拡大する傾向は見られない｡����年から����年までを比較するために, ����年基準の���と����年基準の���の基準を
統一した｡ 表５に����年基準で統一したものを示す｡
各基準期間 (����年基準および����年基準) での個別の考察と同様の結果となった｡ ����年

統一基準では����年のみ推計値が公表値を下回ったが, 他の期間は一貫して推計値が公表値を
上回っている｡ 対象期間全体を通して見ると, 推計値と公表値の差は時間の経過に伴い拡大傾

向にある｡ 特に����年以降の乖離の拡大が顕著である｡
続いて消費支出の主要構成項目である��大費目までウエイトの調整を行った場合の推計値を,
公表値, 費目ウエイト未調整の推計値とともに示す｡ ����年基準では以下のようになった｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
表５ 勤労者生計費指数の推計値

(2000年基準で統一)

公表値 非消費支出を含む 差分����年(平成��年) ����� ����� ��������年(平成��年) ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ���� ���������年(平成��年) ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ����� ��������年(平成��年) ���� ����� ��������年(平成��年) ���� ���� ����
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表６から以下の諸点が読み取れる｡

(１) ウエイトを調整した指数の変化の方向は, 公表値, ウエイトを調整しない推計値と概ね

同じである｡

(２) 各項目のウエイトを調整した場合, 総合指数の値は調整しない場合と比較して, ����～����ポイントほど高くなる｡
(３) 両者の差にも, 基準時から離れるほど拡大する傾向が見られる｡

表７から以下の諸点が読み取れる｡

(１) ウエイトを調整した指数の変化の方向は, 公表値, ウエイトを調整しない推計値と概ね

同じである｡

(２) ����年 (平成��年) を除き, ウエイトを調整した指数の方が大きい｡
(３) 両者の差は－����～����ポイントであり, 年々拡大する傾向がある｡
(１), (２) の点は, ����年基準の推計と同様である｡
各費目のウエイトを調整することで, これほどの差が生じたこと, また, 勤労者世帯は最も

代表的な集団であるが, 最も代表的な集団でも最大で���ポイントの乖離があることから, 指
数の対象となる集団ごとのウエイト作成が必要である｡

3‒2 寄与度分解による影響度分析

前項では, 非消費支出を指数の対象に含めると, 指数全体が押し上げられる効果があること

を見た｡ また, 非消費支出による押し上げ効果は, 比較年が基準年から乖離するに従って拡大

する傾向が確認された｡ しかし, 各支出項目が指数全体の変動に対してどのような影響を与え

たかについては明らかではない｡ 支出項目別の変動への寄与と, 非消費支出の変動への寄与を

比較することで, 後者をより明確, 詳細に捉えることができる｡

以下では, 前項の推計結果について, 非消費支出が与える影響度をより詳細に検証するため

に, 寄与度分解の結果を示す｡ ����年基準の５年間の結果は以下の通りである｡
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表６ 10大費目ウエイト調整指数の推計値

(勤労者世帯, 2005年基準)

表７ 10大費目ウエイト調整指数の推計値
(勤労者世帯, 2000年基準)

公表値 推計値
推計
(Ｗ調整)

差分 公表値 推計値
推計
(Ｗ調整)

差分����年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ����� ����� ����� ��������年(平成��年) ���� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ���������年(平成��年) ���� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ����
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����年基準の期間を対象とした結果も含め, 各項目から寄与度の大きい項目 (消費支出, 非
消費支出, 非消費支出の内訳としての直接税と社会保険料) を抜き出し, それをグラフで表す

と以下のようになる｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
表８ 主要項目の寄与度と実支出に占めるウエイト

(2005年基準)

消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服および履物 保健医療����年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� －���� －���� －����
ウエイト ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

続き：非消費支出, うち税金関連

非消費支出 直接税 勤労所得税 個人住民税 他の税����年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� ��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� ��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －����
ウエイト ���� ���� ���� ���� ����

続き：非消費支出のうち, 社会保険料およびその内訳

社会保険料 公的年金保険料 健康保険料 介護保険料 他の社会保険料 他の非消費支出����年(平成��年) ���� ���� ���� ���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� ��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� ��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� －��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� －����
ウエイト ���� ���� ���� ���� ���� ����

続き

交通・通信 教育 教養娯楽 諸雑費 エネルギー 教育関係費 教養娯楽関係費 情報通信関係費����年(平成��年) ���� ���� －���� ���� ���� ���� －���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� ���� ���� －���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� ���� ���� －���� －��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� ���� ���� －���� －��������年(平成��年) －���� －���� －���� ���� ���� －���� －���� －����
ウエイト ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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まず, ����年基準の５年間について考察し, 続いて����年基準の５年間の結果を分析する｡
図１から明らかなように, 総合指数の上昇に対する非消費支出の寄与度はかなり大きい｡ この

寄与度はウエイトを考慮して測定しているため, ウエイトで全体の約��％を占める消費支出の
寄与度よりも, 約��％を占めるに過ぎない非消費支出の寄与度が大きい点に注目すべきである
(各項目のウエイトについては表８を参照)｡ 非消費支出の影響がいかに大きいかがわかる｡

｢教養娯楽｣ および ｢教養娯楽関係｣ がマイナスに寄与している一方で, ｢食料｣ や ｢エネルギ

ー｣ (グラフ中には����年基準の集計との関係で掲載していないが, 表８中に示している),
｢光熱・水道｣ のプラスの寄与度が大きく, 近年のエネルギー価格の上昇や食料品価格の上昇

を反映している｡

｢直接税｣, ｢社会保険料｣ は, ｢非消費支出｣ の内容をさらに詳しく見るために掲げた｡ ほぼ

すべての項目がプラスに寄与し, ｢直接税｣ および ｢社会保険料 (大部分は ｢公的年金保険料｣)｣

の寄与度が大きい｡ ｢勤労所得税｣ と ｢個人住民税｣ の寄与度に関しては, ����年より約３兆
円の税源移譲が実施されたことにより, 勤労所得税の減少と同時に個人住民税の増加が反映さ

れている｡ また, 同年より定率減税措置が完全に廃止されたことによる実質的な負担の増加を

反映して, ｢直接税｣ の寄与度が大きくプラスになっている｡ 非消費支出を指数の対象項目と

して含めることで, 税制改正等に伴う国民負担の変化を生計費の変化として指数に反映させる

ことが可能となる｡ 物価スライド制に適用する指数は非消費支出も含めた指数とすべきであっ
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図１ 勤労者世帯生計費指数の寄与度分解 (主要項目)
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て, 一般に指摘されている���の上方バイアスとは対照的な, 下方バイアスが生じている｡����年～����年の期間は, ���の公表値および推計値から明らかなように, ���が大きく下
落している時期である｡ ����年～����年の期間と異なり, ｢非消費支出｣ はマイナスに寄与し
ているか, あるいはプラスにほとんど寄与していない｡ 図１には, 非消費支出の内訳として代

表的な ｢直接税｣ および ｢社会保険料｣ が示されている｡

この時期は長期的な経済の停滞期であったため, 所得額に応じて支払う ｢直接税｣ (｢勤労所

得税｣ や ｢個人住民税｣) がマイナスに寄与している｡ 他方で, ｢社会保険料｣ がプラスに寄与

している｡ ｢直接税｣ のマイナス寄与と, ｢社会保険料｣ のプラス寄与が相殺されて, ｢非消費

支出｣ 全体ではあまり大きな寄与が現れなかった｡����年基準の景気回復が見られた時期 (����年のリーマンショックはあるが) と����年基準
の不景気の時期の２つの期間の推計結果を比較する｡ 本推計から以下の点が指摘できる｡

(１) 非消費支出を含めた指数は景気動向にかかわらず, 公表されている���よりも高くな
る傾向がある｡

(２) しかし, その程度は景気動向により異なる｡

(３) 具体的には好景気の際に差が大きくなり, 不景気の際に差が小さくなる｡

(４) これは, 景気変動により ｢勤労所得税｣ や ｢個人住民税｣ といった ｢直接税｣ の項目が

マイナスに寄与する一方で, ｢社会保険料｣ は一貫してプラスに寄与している結果と考え

られる｡

さらに, 各費目のウエイトを調整した推計値を利用した寄与度分解を行った｡ 寄与度の全体

的な傾向に極端に大きな変化は見られないため, ウエイトの調整を行った場合と行わなかった

場合とで各項目の寄与度の差を求めた｡ 結果は以下の通りである｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���

表９ ウエイト調整による寄与度の差
(勤労者世帯)

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����年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －���� －���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� －���� ���� ���� －���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� ���� ���� －���� ���� ��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� ���� ���� －���� －���� ����
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｢消費支出｣ および ｢非消費支出｣ の寄与度の差は, 今回の推計方法では常に０になるため,

ここでは示していない｡ これは ｢消費支出｣ および ｢非消費支出｣ のウエイトの調整は, 各費

目のウエイトを調整する前の段階で実施されたためである｡ ����年基準と����年基準では, 特
に ｢食料｣ の寄与度の差に大きな相違が見られる｡ ����年基準では ｢食料｣ の寄与度は大きな
マイナス寄与であるが, ����年基準では大きなプラス寄与となっている｡
まず, ｢食料｣ の項目の寄与度に大きな差が生じた原因を検討する｡ ����年および����年の

『家計調査』 における ｢食料｣ に対する支出額はそれぞれ, ������円, ������円であり, 実支
出に占める割合はそれぞれ�����％, �����％である｡ 支出額および支出割合に大きな変化は確
認できない｡ ｢消費支出｣ に占める ｢食料｣ の割合はそれぞれ�����％, �����％であるが, ���
の計算に利用されるウエイトではそれぞれ�����％, �����％となっている｡ ���の計算に利用
されるウエイトと家計調査から得られるウエイトの乖離によって, 表９に示した寄与度の差が

生じたと考えられる｡

続いて, ２つの期間において寄与度の差の方向が変化した原因を検討する｡ ����年基準の期
間には, 表６から明らかなように, ���および勤労者世帯の生計費指数が下落している｡ 総合
指数と同様に, ｢食料｣ の指数も下落傾向にあった｡ この ｢食料｣ の項目のウエイトが�����％
から�����％へと縮小したことから, ｢食料｣ の類指数全体が相対的に大きくなったと考えられ
る｡ 対照的に, ����年基準では総合指数および ｢食料｣ の指数も上昇傾向にあり, ウエイトが�����％から�����％へと縮小したため, ｢食料｣ の類指数全体が相対的に小さくなったと考え
られる｡

第４節 階層別集計

4‒1 収入階級別・年齢階級別推計

前節までで, 勤労者世帯全体を対象とした生計費指数の推計, ��大費目までウエイトを調整
した指数の推計, 寄与度分解のよる各項目の影響度の考察, の３点を行った｡ これまでの推計

は, 指数の対象集団を勤労者世帯全体として推計したが, 本項では, 勤労者世帯を更に詳細に

特定化した生計費指数の推計を試みる｡ 具体的には, 収入階級五分位別の勤労者世帯を対象と

して, ����年基準の５年間について, 各階級の生計費を試算する｡ 具体的な推計方法は前項ま
での手法とほとんど同一であり, 品目別価格指数のデータは����年 『消費者物価指数年報』 の
｢世帯類型別指数｣ － ｢勤労者世帯年間収入五分位階級別中分類指数 (全国) －年平均指数｣

(表番号15‒１) のそれを利用し, 各階級のウエイトは 『家計調査年報』 の ｢年間収入五分位・

十分位階級別 (表番号３)｣ から作成した｡

推計結果は以下の通りとなった｡
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表10から以下の諸点が読み取れる｡

(１) 公表値と試算値の変化の報告は概ね同じである｡

(２) いずれの収入階級でも, 非消費支出を含む試算値が公表���を上回っている｡
(３) 全体的に, 両者の差は基準年から離れるに従って拡大する傾向にある｡

(４) ウエイト調整を行うと, 公表値との開差がさらに拡大する傾向がある｡

(５) ウエイト調整を行わない場合には, 収入階級と生計費の推計結果との間に目立った関連

性は認められないが, 調整を行うと収入階級が上がる程開差が拡大していく傾向がある｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
非消費支出を含み, ウエイトを10大費目まで調整したもの���公表値 第１階級 第２階級 第３階級 第４階級 第５階級����年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ���� ����� ����� ����� ����� �����

表10 年間収入五分位の生計費指数の試算値
非消費支出を含む ���公表値 第１階級 第２階級 第３階級 第４階級 第５階級����年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ���� ����� ����� ����� ����� �����
公表値 ���公表値 第１階級 第２階級 第３階級 第４階級 第５階級����年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� ���� ����
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(１) ～ (３) の点については, 勤労者世帯全体を対象とした推計結果と同様の傾向である｡

非消費支出を含む指数は, 消費支出のみを対象とする指数と比較して高い上昇率を示す｡ 両者

の差は, 最大で (第２階級の����年の指数値) ���ポイントに達し, ����年だけに注目すれば,
全階級で公表値を１ポイント以上上回っている｡ 他方, (５) に挙げたように, ウエイト調整

を行わなかった試算値からは, 収入階級による大きな相違は見られなかった｡ より上位の階級

で上昇率が高くなる, あるいは低くなるといった傾向は観察されなかった｡ このことから,

｢非消費支出を指数の対象として含めると, 勤労者世帯の全収入階級で平均的に指数値が上昇

する｣ との結論付けが可能である｡ しかし, ウエイトを調整した場合には, 異なる傾向がみら

れた｡ これは, 収入階級が高い家計ほど世帯人員が多く, 今回の集計では世帯人員の相違は考

慮しないことから生じたのではないかと推測される｡ ここでは (２) の点を強調しておきたい｡

続いて, 勤労者世帯を対象とした世帯主の年齢階級別生計費の試算結果を示す｡ 世帯主の年

齢階級は ｢～��歳｣, ｢��～��歳｣, ｢��～��歳｣, ｢��～��歳｣ の４つの階級を対象とした��)｡ ��
大費目価格指数は ｢世帯主の年齢階級・職業・住居の所有関係別��大費目指数｣ (表番号17)
のものを利用し, ウエイトは����年～����年 『家計調査年報』 の ｢世帯人員・世帯主の年齢階
級別｣ (表番号４) から作成した｡ 勤労者世帯生計費の推計と同様に, 非消費支出を含めた試

算値, 非消費支出を含め, ��大費目のウエイトを調整した生計費の試算値を, 総務省統計局が
公表する年齢階級別の指数とともに以下に示す｡

推計結果から以下の諸点が読み取れる｡

(１) 非消費支出を含む試算値の動きは, 公表値の動きと似た動きをしている｡

(２) 非消費支出を含む試算値は, いずれの年齢階級でも, ｢～��歳｣ の����年を除くすべて
の期間で, 公表値を上回った｡

(３) ��大費目までウエイトを調整した試算値は, ウエイト調整を行わなかった場合と比較し
て, 指数値が高くなる｡

(４) (３) で示した差は, 勤労者全体を対象とした場合と比較しても大きな差がみられる｡

(５) ����年までの期間を見ると, 非消費支出を含めた生計費指数が, 年齢階級の上昇に伴っ
て増大する傾向にある｡

(６) ����年および����年を見ると, (５) の傾向に変化がみられ, ��歳以下の年齢階級での
上昇が顕著になっている｡

(１) で示したように, 非消費支出を含む試算値の動きは, 消費支出のみを対象とする公表

値と似た動きをしている｡ この点は, これまで示してきた各推計結果と同様の傾向である｡

(２) についても同様であり, これまでの各推計結果と比較して目立った傾向は確認されない
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��) 費目別の価格指数および家計調査支出額は, ｢��～��歳｣, ｢��歳～｣, ｢��歳～｣ についても公表さ
れているが, 本稿では世帯主の年齢階級別の ｢勤労者世帯｣ を対象とした推計を行ったことから, ��
歳までの階級に限定した｡
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ものの, 非消費支出を含めた生計費指数が, それを含めない公表値よりも一貫して大きな値を

示す傾向が再確認された｡ 他方, (３) を見ると, 勤労者全体を対象とした前節の推計結果と

は異なる傾向がみられた｡ 前節の推計では, ウエイトの調整を行わなかった場合との開差は,

最大で����ポイントであったが, 表10では最大で���ポイントに達している｡
年齢階級別の変動傾向を比較すると, (５) (６) のような傾向が見られた｡ ����年までは年
齢階級が高くなるにつれて非消費支出の影響が拡大していたが, ����年および����年では,
｢～��歳｣ の年齢階級での試算値が他の階級の試算値を上回り (年齢階級別の公表値も同様の

傾向を示している), 若年層への非消費支出の影響が目立つ｡ 年齢階級別の比較からも, ｢集団

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
非消費支出を含み, ウエイトを10大費目まで調整したもの���公表値 ～�� ��～�� ��～�� ��～������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ���� ����� ����� ����� �����

表11 世帯主の年齢階級別生計費指数の試算値
非消費支出を含む ���公表値 ～�� ��～�� ��～�� ��～������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ���� ����� ����� ����� �����
公表値 ���公表値 ～�� ��～�� ��～�� ��～������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ����� ����� ����� ����� ���������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� ����
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の特定化｣ の重要性が確認できた｡

4‒2 所得増加分の調整

物価スライド制の採用を検討する場合, 上記の方法では問題が残る｡ 直接税の額は所得額の

増減に応じて変動するが, この方法では所得の増減を考慮していない｡ したがって, 直接税の

変動のうち所得の変動に起因する部分を控除する必要が生じる｡ 以下では所得変動の影響を排

除した指数の推計を試みる｡

日本では, すべての所得を総合した所得に対して課税する包括的所得概念が採用されている｡

そのため, 所得額の変動分を調整する際にはすべての所得の合算値を用いる方法の利用が考え

られる｡ しかし, 勤労者世帯における勤労所得以外の所得は, 勤労所得に比して世帯差が相対

的に大きいと考えられ, 対象集団の同質性の確保が難しい｡ したがって, 以下ではこのような

観点から勤労所得のみに焦点を絞り, 勤労所得税は勤労所得の前年からの変化, 個人住民税は

前年課税であることから前々年から前年の勤労所得の変化で調整する手法をとる｡

本稿で採用した具体的な調整手法について述べる｡ 表１および表３の推計結果に所得額の変

化率を乗じ, さらに勤労所得税および個人住民税のウエイトを乗じる｡ これは勤労所得税およ

び個人住民税の支出に占める重要度を考慮した措置である｡

非消費支出を含めた指数の推計値を��, 所得の変化を�������(下付きの添字は変化率を測
定した期間の基準年と比較年を表し, このケースでは���年から�年の変化率を示す), 勤労
所得税のウエイト (百分比で表し, 基準年で固定する) を���, 個人住民税のウエイト (勤労

所得税と同様に百分比, 基準年固定) を���とすると, 所得額調整済み指数���は以下のよ
うに求められる｡

このように推計した指数を同様に����年から����年の期間の推計結果と, ����年から����年
の期間の推計結果を, 表１および表３の推計結果とともに以下に示す｡
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表12 所得増減率調整済, 勤労者生計費指数の

推計値 続き

公表値
非消費支
出を含む

所得増減
率で調整

差分 公表値
非消費支
出を含む

所得増減
率で調整

差分����年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ����� ����� ����� ��������年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ����� ����� ����� －���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ����� ����� ����� －���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ����� ����� ���� ����年(平成��年) ���� ���� ���� ����
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表12を見ると, 所得の増減率で調整を行った指数と調整を行わなかった指数との差異は比較

的小さい｡ 両者の差異は���～���ポイント程度であり, この大きさは����年基準と����年基準
の期間とで差はない｡ しかし, 乖離の方向は２つの期間で異なる｡ ����年基準では所得増減率
で調整した指数が調整を行わなかった指数を上回るが, ����年基準では一方向の乖離は認めら
れない｡ ����年, ����年および����年では調整済み指数が非調整指数を上回るが, ����年およ
び����年の２年間では調整済み指数が非調整指数を下回る｡ 所得額の調整による影響が小さく
なったのは, 今回採用した推計方法によるものと考えられる｡

今回採用した推計方法では, ｢非消費支出｣ の品目別価格指数相当部分に ｢実支出に占める

各項目の支出割合の変化率｣ を用いた｡ ����年～����年の��年間について勤労所得と実支出と
の相関係数をとると�����となり, ここで用いた推計方法の採用によって所得の変化額による
影響を相当程度考慮することができたと考えられる｡ なお, ����年基準の６年間の相関係数は�����となり, ��年間のそれよりも高い値を示した｡ 両者の差異は���～���ポイントであるが,���におけるこの差異は無視できるものではなく, 物価スライドという特定の目的に用いる際
には, 所得の増減率で調整を行った指数を用いる必要がある｡

第５節 無職世帯生計費指数の推計

5‒1 推計結果の考察

本節では無職世帯を対象として, 非消費支出を含む指数を推計し, 寄与度分解を行う｡ 前節

と同様に���との比較を行い, その傾向を明らかにする｡ また, 勤労者世帯の分析との比較
を行う｡ ｢家計調査｣ における調査世帯数は, 調査年ごとに多少異なるが, 概ね����～����世
帯である｡ ����年 (平成��年) の調査では, ����世帯であった｡ このうち, 無職世帯の調査世
帯数は約����～����世帯であり, 同様に����年調査では����世帯で構成比は����％であった｡
無職世帯の構成比は徐々に拡大する傾向にある｡ 世帯主の年齢階級が��歳以上の調整集計世帯
数は, ��万分比で������世帯であり (『平成��年家計調査年報』 ｢世帯人員・世帯主の年齢階級,
世帯属性別世帯分布｣ (表番号12) を参照｡), そのうち無職世帯は������世帯を占める｡ ��歳
以上の世帯に占める無職世帯の割合は����％であり, 無職世帯の大部分は高齢者世帯である｡
本節の推計は主に高齢者世帯を対象にしたものであり, 推計指数は高齢者世帯の生計費指数と

呼ぶことができる｡

推計方法および推計手順は, 基本的に３節で勤労者世帯の推計に用いたものに準じている｡

ただし, 勤労者世帯の推計と次の点で異なる｡ 無職世帯では非消費支出の項目で捕捉されてい

るのは ｢直接税｣, ｢社会保険料｣, ｢他の非消費支出｣ のみである｡ 勤労者世帯で捕捉されてい

た, これらのより詳細な内訳 (｢勤労所得税｣, ｢個人住民税｣ 等) は無職世帯に対しては示さ

れていない｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
����������������������������������������������������������������



勤労者世帯と同様の手法により, 無職世帯生計費の推計を行った｡ ����年基準で計算される����年～����年の無職世帯の推計指数は以下のようになった｡
表13を見ると, 概ね勤労者世帯と同様の結果が得られた｡ ����年～����年ではいずれの年も
非消費支出を含めた指数の方が大きく, その差は年々拡大傾向にある｡ 現行���との差分に
ついて, 勤労者世帯のそれと比較すると, ����年については無職世帯の差分が大きいものの,����年, ����年, ����年, ����年の４年間では, 勤労者世帯と���との差異の方が大きい｡
非消費支出の占める割合は約��％であり, 勤労者世帯の比率 (��～��％ほど) と比較すると
半分以下である｡ 全体に占める割合 (ウエイト) が半分ほどであるにもかかわらず, 差分は勤

労者世帯のケースと大きな差がないことから, 指数全体への押し上げ効果は無職世帯のケース

の方が大きいと判断できる｡

続いて����年から����年までの推計結果を示す｡ なお, ウエイトは����年 (平成��年) 基準
である｡

表16を見ると, 実支出に占める非消費支出の割合が漸増していることが分かる｡ ����年以降
のデータを示した表14と合わせてみると, ����年まで一貫した増加傾向にある｡ 実支出全体の
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表15 無職世帯生計費指数の推計値

(2000年基準)

表16 無職世帯の実支出に占める非消費支出の
割合の推移 (2000－2005年)

公表値
非消費支出
を含む

差分 実支出
非消費
支出

非消費支出
割合(�)����年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ��������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ��������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ��������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ��������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ��������年(平成��年) ���� ���� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ����

表13 無職世帯生計費指数の推計値
(2005年基準)

表14 無職世帯の実支出に占める非消費支出の
割合の推移 (2005年－2010年)

公表値
非消費支出
を含む

差分 実支出
非消費
支出

非消費支出
割合(�)����年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ��������年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ����� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ ���������年(平成��年) ���� ����� ���� ����年(平成��年) ������� ������ �����
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額には趨勢的な変化は認められないが, 非消費支出の額が増加し続けていることで, このよう

な結果がもたらされている｡

総務省統計局が公表する���と推計値を比較したものが表15である｡ 勤労者世帯の推計で
は, 推計値と公表値の差分はさほど大きくなく (最大で���程度, 表３参照), 推計値が公表値
よりも小さい値となることもあった (����年) が, 無職世帯の推計では一貫して推計値が公表
値を上回っている｡ その差分は約���～���であり, 勤労者世帯のそれと比較して２倍以上にな
る｡ 勤労者世帯では����年は差分が唯一マイナスになった年であるが, 無職世帯では推計を行
った５年間で乖離が最大である｡ 対象となる世帯の属性を変化させることによってこれほどの

差が生じることから, 一意的な指数ではなく, 属性別, 収入階級別といった指数推計の必要性

が認められる｡

勤労者世帯と同様に, 各構成費目のウエイトを調整した場合の総合指数の推計結果を示す｡

推計結果から, 勤労者世帯の場合と同様の傾向が見られる｡ ウエイトを調整した指数は, ウエ

イトを調整しない指数と比較して値が大きくなっている｡ 両推計値の差は, ����年基準で����
～����ポイント, ����年基準では－����～����ポイントであり, 乖離の大きさも勤労者世帯の
ケースと類似している｡

勤労者世帯および無職世帯のいずれのケースでも同様の結果が得られ, さらに, ほとんどす

べての年で指数値が高くなるという結果が得られたことは興味深い｡ 属性別のウエイト作成の

重要性を示す結果となった｡

5‒2 寄与度分解による影響度分析

勤労者世帯と同様に, 指数全体への各項目の寄与度分解を行った｡ その結果を表19に示し,

各項目のうち, 特に重要と思われる項目の寄与度を図２に示す｡����年基準の５年間の寄与度の考察結果を示す｡ まず, 図２を見ると, 勤労者世帯と同様の
傾向が見られる｡ ｢教養娯楽費｣ はマイナスに寄与しており, 消費支出全体はプラスの寄与と

なる｡ ｢消費支出｣ の寄与度は����年が特に大きく, それ以外の年には大きくないのに対して,

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
表17 10大費目ウエイト調整指数の推計値

(無職世帯, 2005年基準)

表18 10大費目ウエイト調整指数の推計値
(無職世帯, 2000年基準)

公表値 推計値
推計
(Ｗ調整)

差分 公表値 推計値
推計
(Ｗ調整)

差分����年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����(平成��)年 ����� ����� ����� ��������年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����(平成��)年 ���� ���� ���� －��������年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����(平成��)年 ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����(平成��)年 ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ����� ����� ����� ���� ����(平成��)年 ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ����� ����� ���� ����(平成��)年 ���� ���� ���� ����
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｢非消費支出｣ の寄与度は����年が若干小さいが, 全体として大きなプラスの寄与度が示され
ている｡ 前述のように, 無職世帯では ｢非消費支出｣ の内訳が公表されていないため, より詳
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表19 主要項目の寄与度と実支出に占める割合

消費支出 食料 住居 光熱・水道 家具・家事用品 被服および履物 保健医療����年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� －���� ���� －��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� －���� －���� －����
ウエイト ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

続き

交通・通信 教育 教養娯楽 諸雑費 非消費支出 直接税 社会保険料 他の非消費支出����年(平成��年) ���� ���� －���� ���� ���� ���� ���� ��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� ���� ���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� －���� ���� ���� ���� ���� ��������年(平成��年) －���� ���� －���� ���� ���� ���� ���� ��������年(平成��年) －���� －���� －���� ���� －���� －���� －���� ����
ウエイト ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

図２ 無職世帯生計費指数の寄与度分解
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細な項目の考察はできないが, ｢直接税｣, ｢社会保険料｣ ともに大きなプラス寄与が示される｡

この点は勤労者世帯のケースと同様の結果となった｡

続いて, ����年基準の寄与度分解の結果を見る｡
消費支出項目の全体的な動向は, 勤労者世帯の推計結果と大差ない｡ ｢消費支出｣ を構成す

るほとんどの項目がマイナスに寄与している｡ それらの総計として表される ｢消費支出｣ の寄

与度は����年では－����である｡ ｢非消費支出｣ の寄与度については勤労者世帯のそれと異な
る傾向が見られる｡ 勤労者世帯では ｢非消費支出｣ の項目は, ����年を除いてすべてマイナス
に寄与していたが, 無職世帯では推計を行った５年間すべてでプラスに寄与し, 寄与度は年ご

とに差はあるものの, 概ね���前後である｡ 上述の����年における勤労者世帯と無職世帯の相
違の原因を見ると, その主因は ｢非消費支出｣ にある｡ 勤労者世帯の ｢非消費支出｣ が大きな

マイナス寄与を示す一方で, 無職世帯の ｢非消費支出｣ は����と, ５年間で最大のプラス寄与
となっているからである｡

次に, 勤労者世帯と同様に各費目のウエイトを調整した推計値を算出し, ��大費目のレベル
までウエイトを調整した場合と調整しない場合との寄与度の差を表20に示す｡

ウエイトを調整した際の寄与度の相違には, 勤労者世帯で見られたような ｢食費｣ の項目の

大きな乖離は見られないが, ｢光熱・水道｣ や ｢交通・通信｣ の項目の乖離が目立つ｡ これら

の乖離の合計がいずれもプラスである点は勤労者世帯のケースと同様である｡

以上, 無職世帯を対象とした非消費支出を含む指数の推計について, 勤労者世帯との比較を

通して述べた｡ 勤労者世帯の動向と, 無職世帯の動向は同様の傾向を示しながらも, 局所的に

は相違点も散見される｡ 以上の考察は, 勤労者世帯, 無職世帯といった世帯属性別に指数を推

計することの重要性, 有用性を示唆する結果となったのではないだろうか｡ また, ウエイトの

調整による指数値の上昇は, 各属性別のウエイトを作成する必要性を示す結果となった｡

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
表20 ウエイト調整による寄与度の差

(無職世帯)

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����年(平成��年) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� ���� －���� ���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� －��������年(平成��年) ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� －��������年(平成��年) －���� ���� ���� －���� －���� －���� －���� －���� ��������年(平成��年) －���� ���� ���� －���� －���� ���� －���� －���� ��������年(平成��年) －���� ���� ���� －���� －���� －���� －���� －���� ��������年(平成��年) －���� ���� ���� －���� －���� －���� ���� －���� ��������年(平成��年) －���� ���� ���� －���� ���� －���� ���� ���� ����
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おわりに

本稿の課題は以下の２点にあった｡ すなわち, (１) ���の代替指標としての生計費指数が
重要であることを踏まえ, 勤労者世帯と無職世帯について, 非消費支出を含む生計費の変化を

試算するとともに, 非消費支出が生計費の変動に与える影響を試算し, それらを定量的に示す

こと, (２) これらの試算結果から, スライド制へ���を適用することの妥当性について, 批
判的な見解を示すこと, であった｡

この課題を受けて, 高い物価上昇率が記録され, 生計費問題に大きな社会的関心が集まった����年代から, 物価上昇が鎮静化している現在までの議論を概観し, 近年における非消費支出
の影響の程度について試算を行った｡ ���と生計費指数の相違点は多岐にわたるが, 本稿では
特に２点に, すなわち (１) ���はその対象範囲を消費支出に限定している点, (２) ���は
それを構成する各支出項目のウエイトを考慮した指数ではあるものの, 支出ウエイトは世帯類

型や収入階級等で異なる点, に注目し, 近年の生計費の変化を試算した｡

現在の日本では, ���の利用用途は一般的なインフレーションの尺度および金融政策決定の
際の指針に留まらず, 物価スライド, マクロ経済スライドの指針としても利用されている｡ こ

のような, それぞれ性質の異なる複数の利用目的に対して, ���単一で対応していることを批
判的に考察した｡ 特に, 物価スライドおよびマクロ経済スライドへの適用に際しては, 生計費

の概念がより適当であると考えられるため, その利用目的のための代替指標として, 生計費指

数の重要性を指摘するとともに, 勤労者世帯と無職世帯のそれぞれについて, 独自に推計を行

った｡

勤労者世帯と無職世帯のいずれの世帯属性でも, 試算した生計費指数の値は���を大きく
上回った｡ 春闘共闘指数は, 公表値を���～���ポイント上回る結果を示していたが, 本稿での
推計結果はこの差を上回るものであった｡ この試算結果は, 実支出に占める非消費支出の割合

が増大していることを反映していると考えられる｡ 勤労者世帯については, 収入五分位階級別,

世帯主の年齢階級別の推計も行った｡ 試算値が公表値を上回る点で同様の傾向が確認され, 階

級ごとに変動の大きさや傾向が多少なりとも異なることを見た｡ これらの試算結果から, ���
が ｢真の｣ 生計費指数に対して持つとされる ｢上方バイアス｣ と異なり, ���の生計費指数に
対する ｢下方バイアス｣ の存在を確認した｡ このことに加え, 下方バイアスの定量的評価を行

った｡ 下方バイアスの大きさは, 勤労者世帯で－����～����, 無職世帯で����～����となった｡
これは, 脚注��にあるように, ���の上方バイアスを定量的に示し, 注目されたボスキンレポ
ートの試算値 (���ポイント) よりも大きい｡ また, 脚注２で触れたように, 物価上昇率が低
い現在の状況では, この下方バイアスの相対的な影響が大きく, 特に, 勤労者世帯の����年の
ように, 公表値が���を下回り, 推計値が���を上回るような状況では重大な意味を持つ｡ 試算
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された下方バイアスは大きく, 決して無視できない｡ この試算値に対して, 収入階級別, 年齢

階級別の試算結果から得られたバイアスは相対的に小さいが, 指数値の小さな開差は, 年金受

給者の絶対額から見れば影響は無視しえない｡ さらに, この下方バイアスは, ��大費目レベル
で世帯属性別のウエイトを作成して推計すると拡大する傾向にある｡

試算した生計費指数の変化の要因を特定するため, ��大費目と非消費支出について寄与度分
解を行った｡ 非消費支出の寄与度は, 勤労者世帯および無職世帯ともに, 多くの年でプラスの

値を示した｡ さらに, 非消費支出が実支出に占める割合に対して, 寄与度のプラスが相対的に

大きく, 非消費支出の総合指数に対する押し上げ効果が顕著であった｡ また, 非消費支出のプ

ラス寄与は, 比較時点が基準時点から離れるにつれて拡大する傾向にあり, かつ����年基準の
５年間よりも, ����年基準の期間において大きな値を示した｡
以上のことから, 次のように結論が可能である｡ すなわち, 非消費支出の変化による生計費

指数の押し上げ効果は, 基準時点からの時間経過とともに拡大し, かつ近年その拡大が顕著で

ある｡ したがって, 現行の���を物価スライド制に適用し, 年金額や賃金額を調整すること
は, 非消費支出を考慮した生計費指数の観点から見れば不十分である｡ 加えて, 現在採用され

ているマクロ経済スライドは, 実質的に年金額の給付水準を引き下げるため, 生計費指数の重

要性は一層高まる｡ ���と消費者実感との乖離がしばしば問題となるが, そのひとつの要因と
して非消費支出の影響がある｡���は様々な目的に利用できる｡ しかし, 本稿で論じたように, その利用目的は多岐にわた
り, 要求する性質も異なる｡ 今回推計した生計費は, ｢価格｣ に相当する概念が存在しない項

目である ｢非消費支出｣ を含めた総合指数であるので, 一般的なインフレーションを表す指標,

あるいは ｢一般物価水準｣ としての使用には堪えない｡ 利用目的ごとの性質の相違を確認し,

必要な調整を行うことが求められる｡ 本稿では物価スライドおよびマクロ経済スライドに着目

したが, 利用目的に応じた価格指数体系の分化が必要ではないだろうか｡ 今回用いた推計方法

は, 新たな統計調査を必要とせず, 推計値は既存のデータのみで算出することができ, コンピ

ュータを用いれば比較的容易に算出できる｡ 人的, 金銭的制約のもとでも実現可能性が高く,

試算結果からも高い費用対効果が期待できる｡

参考文献�����������������������(����)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����)����������������������������� ��� ��������� �������������� ��� ����������������������������������

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
����������������������������������������������������������������



������������������������������(����)��������������������������������������������������������������������������(����) 『消費者物価指数マニュアル－理論と実践－』 日
本統計協会訳, 日本統計協会������������������������������������������������� (����)��������������������������������������������������������������������������・・����������������(����) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����) ����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������(����) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����) �������������������������������������������������������(�����������������������)�����・・������(����) ����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������(����) �������������� �������������������������������� �������������������������������������������(����) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����)��������������������������� �����������������������������������������‒�����������������������������������アレン著, 溝口敏行／寺崎康博訳 (����) 『指数の理論と実際』 東洋経済新報社

宇都宮浄人 (����) ｢���の誤差を巡る議論について｣ 一橋大学経済研究所ホームページ������������������������������������(����年��月��日 最終アクセス)

宇南山卓 (����) ｢消費者物価指数と真の物価指数｣ 『日経研月報』 第���号, 日本経済研究所

立教経済学研究 第��巻 第３号 ����年���
����������������������������������������������������������������



岡本政人 (����) ｢���に関する最近の議論 (前編, 後編)｣ 『統計』 ����年９月号, ��月号
清水誠 (����‒����) ｢米国���をめぐる議論 (�－�)｣ 『統計』 ����年��月号－����年４月号
清水誠 (����) ｢最近の物価の実感に関する定量的評価｣ 『統計』 ����年��月号
白塚重典 (����) 『物価の経済分析』 東京大学出版会
白塚重典 (����) ｢物価指数の計測誤差と品質調整手法：わが国���からの教訓｣ 『金融研究』

第��巻第１号
高木秀玄 (����) 『物価指数論史』 高木秀玄先生著作刊行会
高崎禎夫 (����) ｢物価指数論史｣ 『現代経済学の源流―学説史的検討―』 日本評論社補論
高崎禎夫 (����) ｢生計費指数の理論的把握｣ 『社会文化研究』 第３巻
時子山和彦 (����) ｢消費者物価指数理論の展望｣ 『経済研究』 第��巻第１号
森田優三 (����) 『物価指数理論の展開』 東洋経済新報社
森戸辰男訳 (����) 『ベルギー労働者家族の生活費』 統計学古典選集第��巻 栗田書店

横本宏 (����) ｢生計費研究における現代的課題―家計調査の問題を中心に―｣ 『法政大学日本
統計研究所報６』 ��年３月

美添泰人 (����) ｢消費者物価指数の信頼性｣ 『統計』 ����年６月号
国民春闘共闘会議 (����) 『第８回家計調査・生計費指数報告―実質消費マイナスの生活―』
春闘共闘委員会 (����) 『くらしを反映する指数を―消費者物価指数の問題点をえぐる―』
ニッセイ基礎研究所 (����) ｢(公的年金)：基礎から理解する年金改革― (�) マクロ経済スラ
イドと例外措置｣ 『年金ストラテジー』 ������

生計費に及ぼす非消費支出の影響 (����－����) ���
����������������������������������������������������������������



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /A1MinchoStd-Bold
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /AndaleMonoIPA
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicP-W2-WING-RKSJ-H
    /DFGothicP-W2-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicP-W2-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicP-W3-WING-RKSJ-H
    /DFGothicP-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicP-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicP-W5-WING-RKSJ-H
    /DFGothicP-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFGothicP-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-SU-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothic-W4-WING-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothic-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothic-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-UB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyu-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyu-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyu-XB-WIN-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiGaSo-W9-WING-RKSJ-H
    /DFLeiGaSo-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiGaSo-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SB-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SU-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-UB-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-SL-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-SL-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-SL-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W3-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W3-WING-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W5-WING-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFMinchoP-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WING-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WING-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP2-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOP2-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP2-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WING-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLei-W5-WING-RKSJ-H
    /DFRuLei-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLei-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WING-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSinSo-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSinSo-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSinSo-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGei-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFSumo-W12-WING-RKSJ-H
    /DFSumo-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFSumo-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyJS
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EuroSig
    /FelixTitlingMT
    /FolkPro-Bold
    /FolkPro-Heavy
    /FolkPro-Medium
    /FolkPro-Regular
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FutoGoB101Pr6-Bold
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pr6-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookOblique
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /Futura-Oblique
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GGothicBBBPro-Medium
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GothicBBBPr6-Medium
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pr6-Bold
    /GothicMB101Pr6-DeBold
    /GothicMB101Pr6-Heavy
    /GothicMB101Pr6-Light
    /GothicMB101Pr6-Medium
    /GothicMB101Pr6-Regular
    /GothicMB101Pr6-Ultra
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-DeBold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Light
    /GothicMB101Pro-Medium
    /GothicMB101Pro-Regular
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HatsuonKigoSHB
    /HatsuonKigoSHBBold
    /HatsuonKigoSHBBoldItalic
    /HatsuonKigoSHBItalic
    /HatsuonKigoSHBMedium
    /HatsuonKigoSHBMediumItalic
    /Helvetica
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /ITCAvantGardeStd-XLtCn
    /Jokerman-Regular
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /JuiceITC-Regular
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /Kartika
    /KNtodayStd-Bold-KL
    /KNtodayStd-DeBold-KL
    /KNtodayStd-Light-KL
    /KNtodayStd-Medium-KL
    /KNtodayStd-Regular-KL
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Medium
    /KyokaICAPro-Regular
    /Latha
    /LatinWide
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaruFoPro-Bold
    /MaruFoPro-Heavy
    /MaruFoPro-Medium
    /MaruFoPro-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MidashiGoPr6-MB31
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPr6-MA31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MidMiMA1Std-Bold
    /MiGoMB1Std-DeBold
    /MingLiU
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /MnC2-M33
    /MnC2-M50
    /MnC2-M75
    /MnC2-Mzn
    /MnC3-M33
    /MnC3-M50
    /MnC3-M75
    /MnC3-Mzn
    /MnC4-M33
    /MnC4-M50
    /MnC4-M75
    /MnC4-Mzn
    /MnC5-M50
    /MnC5-M75
    /MnC5-Mzn
    /MnC6-M50
    /MnC6-M75
    /MnC6-Mzn
    /MnC7-M50
    /MnC7-M75
    /MnC7-Mzn
    /MnC8-M50
    /MnC8-M75
    /MnC8-Mzn
    /MnCA2-M50
    /MnCA2-Mzn
    /MnCA2-P50
    /MnCA2-P84
    /MnCA3-M50
    /MnCA3-Mzn
    /MnCA3-P50
    /MnCA3-P84
    /MnCA4-M50
    /MnCA4-Mzn
    /MnCA4-P50
    /MnCA4-P87
    /MnCA5-M50
    /MnCA5-Mzn
    /MnCA5-P50
    /MnCA5-P87
    /MnCA6-M50
    /MnCA6-Mzn
    /MnCA6-P50
    /MnCA6-P88
    /MnCA7-M50
    /MnCA7-Mzn
    /MnCA7-P50
    /MnCA7-P88
    /MnCA8-M50
    /MnCA8-Mzn
    /MnCA8-P50
    /MnCA8-P91
    /MnCB2-M50
    /MnCB2-Mzn
    /MnCB2-P50
    /MnCB2-P72
    /MnCB3-M50
    /MnCB3-Mzn
    /MnCB3-P50
    /MnCB3-P72
    /MnCB4-M50
    /MnCB4-Mzn
    /MnCB4-P50
    /MnCB4-P74
    /MnCB5-M50
    /MnCB5-Mzn
    /MnCB5-P50
    /MnCB5-P74
    /MnCB6-M50
    /MnCB6-Mzn
    /MnCB6-P50
    /MnCB6-P75
    /MnCB7-M50
    /MnCB7-Mzn
    /MnCB7-P50
    /MnCB7-P75
    /MnCB8-M50
    /MnCB8-Mzn
    /MnCB8-P50
    /MnCB8-P78
    /MnChB6-P85
    /MnG3-M33
    /MnG3-M50
    /MnG3-M75
    /MnG3-Mzn
    /MnG4-M33
    /MnG4-M50
    /MnG4-M75
    /MnG4-Mzn
    /MnG5-M50
    /MnG5-M75
    /MnG5-Mzn
    /MnG6-M50
    /MnG6-M75
    /MnG6-Mzn
    /MnIpA3-Mzn
    /MnIpA5-Mzn
    /MnIpB3-M50
    /MnIpB3-Mzn
    /MnIpB5-M50
    /MnIpB5-Mzn
    /MnIpC2-Mzn
    /MnIpC3-Mzn
    /MnIpD3-M50
    /MnIpD3-M75
    /MnIpD3-Mzn
    /MnIpD4-M50
    /MnIpD4-M75
    /MnIpD4-Mzn
    /MnIpD5-Mzn
    /MnIpE3-M50
    /MnIpE4-M50
    /MnIpF3-M50
    /MnIpF4-M50
    /MnIpFA-M50
    /MnIpFB-M50
    /MnIpG3-M50
    /MnIpG4-M50
    /MnIpH3-M50
    /MnIpH4-M50
    /MnIpI3-M50
    /MnIpI4-M50
    /MnIpJ1-M50
    /MnIpJ3-M50
    /MnIpK2-M50
    /MnIpK2-M75
    /MnIpK3-M50
    /MnIpK3-M75
    /MnIpL3-M75
    /MnIpM1-M50
    /MnIpN3-M50
    /MnIpO5-M50
    /MnIpP7-M50
    /MnIpQ3-M50
    /MnIpR4-M50
    /MnIpS3-M50
    /MnIpT2-M50
    /MnIpT4-M50
    /MnIpT6-M75
    /MnIpU5-M75
    /MnIpV2-M75
    /MnIpV5-M75
    /MnIpW2-M50
    /MnIpX4-M50
    /MnIpY9-P82
    /MnIpZ1-M33
    /MnIpZ1-M50
    /MnIpZ1-M75
    /MnIpZ1-Mzn
    /MnM2-M33
    /MnM2-M50
    /MnM2-M75
    /MnM2-Mzn
    /MnM3-M33
    /MnM3-M50
    /MnM3-M75
    /MnM3-Mzn
    /MnM4-M33
    /MnM4-M50
    /MnM4-M75
    /MnM4-Mzn
    /MnM5-M50
    /MnM5-M75
    /MnM5-Mzn
    /MnM6-M50
    /MnM6-M75
    /MnM6-Mzn
    /MnMr2-M33
    /MnMr2-M50
    /MnMr2-M75
    /MnMr2-Mzn
    /MnMr3-M33
    /MnMr3-M50
    /MnMr3-M75
    /MnMr3-Mzn
    /MnMr4-M33
    /MnMr4-M50
    /MnMr4-M75
    /MnMr4-Mzn
    /MnMr5-M50
    /MnMr5-M75
    /MnMr5-Mzn
    /MnMr6-M50
    /MnMr6-M75
    /MnMr6-Mzn
    /MnMr7-M50
    /MnMr7-M75
    /MnMr7-Mzn
    /MnMr8-M50
    /MnMr8-M75
    /MnMr8-Mzn
    /MOClearToneSG-Bold
    /MOClearToneSG-DemiBold
    /MOClearToneSG-Light
    /MOClearToneSG-Medium
    /MOClearToneSG-Regular
    /Modern-Regular
    /MOGBlock-Regular
    /MOGCentury-Bold
    /MOGCentury-BoldItalic
    /MOGCenturyOld-Italic
    /MOGCenturyOld-Roman
    /MOGCenturyPhonetic-Regular
    /MOGRomajiA-Light
    /MOGRomajiA-Medium
    /MOGRomajiA-Regular
    /MOGRomajiB-Light
    /MOGRomajiB-Medium
    /MOGRomajiB-Regular
    /MOKei-StyleA-A
    /MOKei-StyleA-B
    /MOKei-StyleA-C
    /MOKei-StyleA-D
    /MonotypeCorsiva
    /MP-16DOT
    /MP-16SYS
    /MP-OriginalGaiji
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MtnCentury-Bold
    /MtnCentury-Bold-It
    /MtnCentury-Light
    /MtnCentury-Light-It
    /MtnCentury-Medium
    /MtnCentury-Medium-It
    /MtnGothic-Bold
    /MtnGothic-Medium
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NtodayStd-Bold-KL
    /NtodayStd-Bold-KS
    /NtodayStd-DeBold-KL
    /NtodayStd-DeBold-KS
    /NtodayStd-ExLight-KL
    /NtodayStd-ExLight-KS
    /NtodayStd-Heavy-KL
    /NtodayStd-Heavy-KS
    /NtodayStd-Light-KL
    /NtodayStd-Light-KS
    /NtodayStd-Medium-KL
    /NtodayStd-Medium-KS
    /NtodayStd-Regular-KL
    /NtodayStd-Regular-KS
    /NtodayStd-Ultra-KL
    /NtodayStd-Ultra-KS
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OceanSansStd-Bold
    /OceanSansStd-BoldExt
    /OceanSansStd-BookExt
    /OceanSansStd-BookSemiExt
    /OceanSansStd-LightExt
    /OceanSansStd-SemiboldExt
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PM-CB
    /PM-CBI
    /PM-CO
    /PM-COI
    /PMingLiU
    /PM-K2
    /PM-K3
    /PM-K4
    /PM-KIGOU
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /RyuminPr6-Bold
    /RyuminPr6-ExBold
    /RyuminPr6-ExHeavy
    /RyuminPr6-Heavy
    /RyuminPr6-Light
    /RyuminPr6-Medium
    /RyuminPr6-Regular
    /RyuminPr6-Ultra
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-ExBold
    /RyuminPro-ExHeavy
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /ShinGoPr6-Bold
    /ShinGoPr6-DeBold
    /ShinGoPr6-ExLight
    /ShinGoPr6-Heavy
    /ShinGoPr6-Light
    /ShinGoPr6-Medium
    /ShinGoPr6-Regular
    /ShinGoPr6-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-DeBold
    /ShinGoPro-ExLight
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinMGoPro-Bold
    /ShinMGoPro-DeBold
    /ShinMGoPro-Heavy
    /ShinMGoPro-Light
    /ShinMGoPro-Medium
    /ShinMGoPro-Regular
    /ShinMGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /ShueiMinPr5-L
    /ShueiMinPro-B
    /ShueiMinPro-M
    /ShueiShogoMStd-H
    /Shuuei3Std-Bold
    /Shuuei3Std-ExBold
    /Shuuei3Std-ExHeavy
    /Shuuei3Std-Heavy
    /Shuuei3Std-Light
    /Shuuei3Std-Medium
    /Shuuei3Std-Regular
    /Shuuei3Std-Ultra
    /Shuuei5Std-Bold
    /Shuuei5Std-ExBold
    /Shuuei5Std-ExHeavy
    /Shuuei5Std-Heavy
    /Shuuei5Std-Light
    /Shuuei5Std-Medium
    /Shuuei5Std-Regular
    /Shuuei5Std-Ultra
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-PUA
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TakaHandStd-Bold
    /TakaHandStd-DeBold
    /TakaHandStd-Heavy
    /TakaHandStd-Light
    /TakaHandStd-Medium
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesLTStd-Italic
    /TimesLTStd-Phonetic
    /TimesLTStd-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /UDReiminPro-Bold
    /UDReiminPro-ExBold
    /UDReiminPro-Heavy
    /UDReiminPro-Light
    /UDReiminPro-Medium
    /UDReiminPro-Regular
    /VectoraLTStd-Black
    /VectoraLTStd-Light
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


