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発刊にあたって 
 

本書は、全労済協会で 2017 年 12 月に実施したアンケート「共済・保険に関する意

識調査」を「勤労者アンケート」シリーズとして取りまとめたものです。当協会では、これ

までにも同じシリーズから『勤労者の生活意識と協同組合に関する調査報告書』、『共

済・保険に関する意識調査報告書』など 5 冊を発行し、勤労者の福祉の向上に貢献

するよう取り組んでまいりました。 

さて、本書では、2012 年、2014 年に続いて実施したアンケートを、新たな試みとして

2 部構成で分析しています。まず、「第1部 単純集計（過年度調査との比較）と基本属

性によるクロス集計」において、「1. 生活リスクに対する不安と公的保障に対する意

識」、「2. 生命共済・保険の加入実態」、「3. 損害共済・保険の加入実態」について解

説しています。続く「第 2 部 特定のテーマについての解説」では、「1. 世帯構造別に

みるリスク・公的保障に対する意識と共済・保険の加入実態」と「2. 非正規勤労者の公

的保障に対する意識と共済・保険の加入実態」と「3．特定の回答に影響を与える回答

者の属性」について詳しく分析しています。 

本調査の特徴のひとつに回答者の属性をあげることができます。勤労者の意識調

査として回答者を「有業者」に限定して調査しています。あわせて対象年齢を 20～64

歳（前回 25～64 歳）へ拡大して若年層の割合を増やしました。これらにより幅広い勤

労者の生活リスクへの保障意識や共済・保険の加入実態を分析するよう努めました。 

また、前回に引き続き、生命、損害の両方の共済・保険に関して総合的な調査を実

施している点や、共済・保険情報の接点を分析した点も特徴としてあげられます。あわ

せて過去データの再集計と比較検証する一方で、介護やファイナンシャル・プランニ

ングなど新たな調査項目も実施しています。 

このように勤労者世帯の生活保障の全国実態調査として広範囲の分析を行った本

書が、共済事業団体および労働組合での福祉活動に携わっている関係者や研究者

など、多くの皆さまの諸活動や研究の一助となれば幸いです。 

最後に、アンケート調査結果を本書に取りまとめていただいた日本大学商学部教授 

岡田 太 氏ならびに同商学部講師 谷川 孝美 氏に心よりお礼を申し上げます。 

 

「勤労者アンケート」は、勤労者の福祉･生活に関する調査研究活動の一

環として、当協会が実施している調査活動です。勤労者の生活実態や協同

組合、また保障に関する調査を実施することを通じて勤労者の生活ニーズ

を把握し、広く相互扶助思想の普及を図り、もって勤労者の福祉向上に寄

与することを目的としています。 
一般財団法人 全国勤労者福祉・共済振興協会 

（全労済協会） 
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調査結果の概要（サマリー） 

 
〇第１部 単純集計（過年度調査との比較）と基本属性によるクロス集計 

 
１．生活リスクに対する不安と公的保障に対する意識 
 
（１）生活リスクに対する意識 
 
・回答者の 9割（91.2%）が生活リスク（現在または将来の諸費用）に不安を感じている。 
  ‐「本人」に対する不安が 65.7%、「家族」に対する不安が 25.5%である。 
‐「本人」に対する不安の 1 位のうち、「老後の生活費用」（24.2%）が最も多く、 
「男性」（21.3%）よりも「女性」（27.2%）のほうが強く意識している。 

‐「家族」に対する不安の 1 位のなかでは、「介護費用」（8.0%）が最も多く、 
「男性」（6.0%）よりも「女性」（10.0%）のほうが強く意識している。 

‐「不安はない」（8.8%）は、「男性」（11.4%）が「女性」（6.2%）を上回る。 
・「本人」に対して不安に感じる回答者の男女の割合をみると、「女性」（47.6%）よりも「男性」

（52.4%）のほうが多い。一方、「家族」に対して不安に感じる回答者は、「男性」（39.0%）よ

りも「女性」（61.0%）のほうがとても多く、男女差が著しい。 
・保険金・共済金の受取経験者は、前回の調査と同様、生活リスクへの不安を感じる割合が大き

いことから、多くの場合、受取経験は不安意識を強くさせる。 
 
・生活リスクに備えるために必要な費用のイメージについて、最も多い費用の範囲は次の

とおりである。 
‐葬儀費用は「50 万円以上 100 万円未満」（27.6%）、過去 2 回の調査と比べて増加傾

向がみられる。 
‐短期入院費用（日額）は「5,000 円以上 1 万円未満」（35.8%）である。 
‐長期入院費用（月額）は「10 万円以上 30 万円未満」（22.1%）である。 
‐介護費用（月額）は「10 万円以上 30 万円未満」（20.0%）、過去 2 回の調査と比べ

て減少傾向がみられる。 
・回答者の 7 割を占める費用（少ないほうからみて）についてみると、 

‐葬儀費用は「150 万円未満」（69.9%）、過去 2 回の調査と比べて増加傾向にある。 
‐短期入院費用（日額）は「1 万円未満」（71.1%）である。 
‐長期入院費用（月額）は「10 万円未満」（66.2%）で、前回の調査（63.9%）と比べてやや

増加している。 
‐介護費用（月額）は「10 万円未満」（72.7%）、過去 2 回の調査と比べて減少傾向にある。 

・世帯年収との関係について、世帯年収が低いと必要な費用も少ない傾向がみられる。 
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（２）要介護リスクに対する意識 
  

・生活リスクのなかでも要介護リスクに焦点をあて、実態を調査した結果、 
‐現在要介護者がいる回答者は、全体の 1 割（10.3%）である。「5 年以内に介護になり 
そうな人がいる」（13.5%）とあわせて 2 割強である。 

‐要介護者は回答者の「親」（75.9%）が大部分を占め、「祖父母」（20.0%）が続く。 
‐介護費用の財源（公的介護保険を除く）は、「要介護者の公的年金」（62.6%）が最も

多く、「要介護者の預貯金、有価証券など」（26.6%）が続く。 
‐介護の備えは、「預貯金」（本人 46.9%、家族 36.0%）が他を大きく上回り、中心的な

役割を果たしている。一方で、「特にない」（本人 43.5%、家族 53.6%）も多い。 
  ・介護に備えている割合は、「本人と家族の両方」が全体の 43.9%である。 
 ・現在家族に要介護者がいる場合、介護へ備える割合（本人 69.3%、家族 64.7%）が大きく

なり、リスクに対する意識が高い。 
 ・世帯貯蓄が増えるにつれて、「預貯金」（全体 50.0%）にくわえて、「金融商品など」（全体

35.4%）の割合が大きくなる。 
 
（３）公的保障（社会保障）に対する意識 
 
・生活リスクに対して基礎的な保障を提供する公的保障（社会保障）制度の認知度

（「内容まで詳しく知っている／ある程度は知っている」）は、 
 ‐「公的年金」（51.7%）、「健康保険」（63.0%）、「介護保険」（44.8%）である。 
 ‐生保・共済未加入者の認知度は低い（年金 33.6%、健保 46.2%、介護 27.8%）。 
 ‐どの制度も「50 歳代前半」に認知度が著しく上昇している。 
・制度の将来に対する意識（「多少悪くなっている／悪くなっている」）は、 
 ‐「公的年金」（64.5%）、「健康保険」（62.6%）、「介護保険」（57.8%）の順である。 
‐どの制度も「50 歳代前半」に意識が著しく上昇している。 

・私的保障加入時に公的保障（社会保障）を意識したかについては、 
 ‐「意識しなかった」（年金 64.8%、健保 62.8%、介護 74.1%）が最も多い。 
 ‐「よく考えて選んだ」（年金 8.7%、健保 9.1%、介護 6.0%）は、前回調査と比べて

微増である。 
 ‐どの制度も「50 歳代前半」に「よく考えて選んだ／多少考えて選んだ」割合が上昇

している。 
  ‐生命保険・共済加入者のうち「よく考えて選んだ／多少考えて選んだ」は、「公的

年金」（41.8%）、「健康保険」（43.7%）、「介護保険」（30.6%）である。 
・「内容まで詳しく知っている／ある程度は知っている」の認知度の男女差について、 
 ‐全体では男性が女性を上回り、認知度が高い。「年金」（7.4 pcp（パーセントポイント）が

最も大きく、「介護」（2.9 pcp）、「健保」（1.8 pcp）の順に続く。 
・「多少悪くなっている／悪くなっている」の意識の男女差について、 

‐全体でみると、「年金」（-5.5 pcp）は女性が男性を上回り、「健保」（1.4 pcp）、「介護」

（0.3 pcp）は男性が女性を上回る。 
‐年金は、女性のほうが総じて将来に対して悲観的である。55 歳以降は、すべての公的保障

に対して男性よりも悲観的である。 
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・「よく考えて選んだ／多少考えて選んだ」の男女差について、 
‐全体では「介護」（6.3pcp）、「健保」（5.3pcp）、「年金」（4.3pcp）の順で、いずれも男性が

女性を上回ることから、生命共済・保険に加入する際には、男性のほうが公的保障（社会

保障）を意識していることがわかる。 
 
（４）ライフプランに対する意識 
 
・生活リスクを管理するうえで重要なライフプランの作成経験者は、全体の 2 割（20.2%）

に過ぎない。 
・ライフプランを作成したきっかけのなかでは、「結婚」（18.0%）が最も多く、「子ども

の成長・進学」（15.6%）、「就職活動または就職」（12.7%）の順に続く。 
・ライフプランを作成する際に相談した相手は、 
‐「家族」（34.6%）が最も多く、特に「20 歳代」（41.8%）と「30 歳代」（41.1%）の

4 割が家族と相談している。 
‐50 歳代と 60 歳代は、「誰にも相談していない」（どちらも 38.7%）が最も多く、他の

年代と比べても大きい。 
・回答者の 7割（69.6%）が、ライフプランの作成が保険・共済の加入に影響を与えたと 

している。 
‐「20 歳代」から「40 歳代」は、「保険・共済について考えるきっかけになった」（20

歳代 47.7%、30 歳代 48.0%、40 歳代 42.1%）が最も大きいが、「50 歳代」と「60 歳

代（前半）」は、「特に影響がなかった」（50 歳代 40.1%、60 歳代（前半）40.5%）が

最も大きい。 
・「男性世帯主」（全体 21.8%）は 40 歳代前半まで、他の属性よりも作成経験の割合が大きい。 
・「男性世帯員」（全体 10.9%）は 20 歳代前半を除き、他の属性よりも作成経験の割合が小さい。 
・「女性世帯員」（全体 20.9%）は、60 歳代前半に作成経験の割合が急増している。 
 
最後に、過去 1 年間の保険・共済情報との接点についてみてみよう。 
・「テレビ CM や番組」（72.1%）が最も多いが、過去 2 回の調査と比べて減少している。 
・今回新設された「インターネットの広告」（25.1%）が次に多い。インターネットを通

じて見聞きした回答者は、全体の 33.1%を占める（重複を除く）。 
・「保険会社・共済団体からの営業・連絡（訪問、ダイレクトメール、電話など）」（18.5%）

が過去 2 回の調査と比べて大きく減少している。 
・男性は、「インターネットの広告」（27.8%）、「新聞広告や記事」（21.3%）、「職場を通じて」

（13.6%）、「一般の web サイト」（11.7%）の割合が女性よりも大きい。 
・女性は、「テレビ CM や番組」（75.7%）、「新聞折込みチラシ」（23.0%）、「家族・親戚、友

人・知人から」（14.7%）、「銀行やコンビニなどで見る広告、店頭パンフレット」（11.1%）な

どが男性よりも多い。 
・これらの接点を主な形態のメディアに整理すると、 
 ‐「テレビ・ラジオ」（男性 69.0%、女性 76.0%）はどの年代も女性が男性を上回る。 
 ‐「インターネット関連」（男性 36.9%、女性 29.2%）はどの年代も男性が女性を上回る。 
 ‐「新聞・雑誌関連」（男性 32.2%、女性 34.7%）は、年代が上がるとともに増加する傾向

がみられる。 
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２．生命共済・保険の加入実態 
 
（１）現在の加入状況 
 
・生命共済・保険加入率（個人ベース）は、74.3%（2014 年 79.6%、2012 年 87.4%）で

ある。 
・加入件数は「1 件」（41.0%）が最も多く、1 世帯あたり 2.4 件加入している。 
・保障タイプ別の加入状況について概観すると、 
 ‐「医療保障」（51.9%）の加入率が最も高く、僅差で「死亡保障」（51.8%）が続く。 
 ‐「学資保障」（7.8%）が前回調査（20.9%）から大きく減少している。 

・加入率の男女差が最も大きいのは、「20 歳代前半」（男性 46.8%、女性 41.6%）である。 
・多くの年齢階級で「男性世帯員」（全体 56.3%）の加入率が、他の属性よりも著しく低い。 
・個人年収が 2,000 万円までは、収入の増加とともに加入率が高くなる傾向がある。 
・世帯年収が「100 万円未満」（50.0%）、「100 万円以上 200 万円未満」（52.0%）の加入率が他

と比べて低い。 
・世帯貯蓄についても、「貯蓄ゼロ」（52.8%）は加入率が低い。 
・性別でみると、1 世帯あたりの加入件数は「女性」（2.6 件）が「男性」（2.3 件）を上回る。 
・「女性世帯員」は、1 世帯あたりの加入件数が 2.8 件で他の属性よりも多く、「4 件以上」加入

している割合も 26.0%と大きい。 
・世帯年収が増えるにつれて、1 世帯あたりの加入件数が増える傾向がみられる。 
・保障タイプ別の加入状況について性別、性別・世帯別にみると、 

‐「休業保障（所得保障）」は、「男性」（5.6%）が「女性」（3.6%）よりも大きい。  
‐「医療保障」と「養老保障」は「女性」（医療 55.6%、養老 9.2%）が「男性」（医療 48.2%、

養老 4.7%）を上回る。 
 ‐「死亡保障」「がん保障」「学資保障」は、「男性世帯主」（死亡 62.4%、がん 34.8%、学資

9.9%）が他の属性よりも大きい。 
 ‐「年金保障」と「養老保障」は「女性世帯主」（年金 19.2%、養老 9.9%）が他の属性よりも 

大きい。 
 
・学資保障を除くすべてのタイプの保障について、保障の対象者は 9 割（死亡 89.5%～

年金 95.4%）が「本人」である。次に、「配偶者」（学資 20.1%～がん 41.8%）が保障

の対象であることが多い。 
・保障のタイプにかかわらず、加入の際の意思決定者は「本人」（学資 78.9%～年金

87.9%）の割合が最も大きく、「配偶者」（年金、養老 8.2%～学資 16.4%）が続く。 
・加入先は、「保険会社」（営業職員・代理店系の保険会社）（65.0%）の割合が最も大き

いが、過去 2 回の調査と比べると減少している。 
・介護を除きダイレクト型の保険会社（ネット生保）が増えている。 
・過去 2 回の調査と比べて、保険料・掛金、各受取額ともに減少傾向がみられる。 

・保障のタイプにかかわらず、「男性」は「本人」が保障の対象である割合が大きい。 
・休業、学資、養老保障について、「女性」は「配偶者」が保障の対象である割合が大きい。 
・意思決定者が「本人」の場合、「男性」の割合が「女性」のそれを上回る。 
・意思決定者が「配偶者」の場合、「女性」の割合が「男性」のそれを上回る。 
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・保険料・掛金は、「1 万円以上 2 万円未満」（27.6%）が最も多いが、過去 2 回の調査と比べ

て減少傾向がみられる。 
・入院時の受取額は、「5,000 円以上 1 万円未満」（44.1%）が最も多い。 
・死亡時の受取額は、「250 万円未満」（20.6%）が最も多く、「1,000 万円以上 1,500 万円未満」

（18.1%）が続く。 
・介護保障額は、「2 万円未満」（30.3%）が最も多く、「10 万円以上 20 万円未満」（22.2%）が

減少傾向にある。 
 
（２）加入までのプロセス 
 
・生命共済・保険加入の情報源としては、「保険会社・共済の窓口や営業職員」（42.4%）

が最も多く、「保険代理店の窓口や営業職員」（16.4%）が続く。 
・生命共済・保険に加入する際、「特に比較しなかった」が 5 割強（51.9%）で最も多い。 
・比較したなかでは、「営業職員・代理店系の保険会社」（32.6%）が最も多く、次に「生

協共済」（11.9%）が多い。ただし、「生協共済」は過去 2 回の調査と比べて大きく減少

している。 
・比較内容についてみると、 
 ‐「保険料・掛金」（79.3%）が最も多く、「保障の内容」（60.2%）が続く。 
 ‐ほとんどすべての項目について女性の割合が男性の割合を上回っている。なかでも、

「商品内容のわかりやすさ」（女性 18.9%、男性 10.3%）と「保障の内容」（女性 64.0%、

男性 56.7%）は、男女の差が大きい。 
・情報源について、  

-「保険会社・共済の窓口や営業職員」は年代にかかわらず、男性が女性をやや上回る。 
-「商品カタログ・パンフレット」は 20 歳代を除いて、女性が男性をやや上回る。 

・加入時の比較について、「特に比較はしなかった」は、ほぼすべての年代で男性の割合が女性

の割合を下回ることから、男性は女性よりも加入時に比較している。 
・比較内容について 

‐男性世帯員は、世帯主よりも「受取額」（26.5%）や「利回り」（5.9%）を比較している割合

が大きい。 
‐女性世帯員は、世帯主よりも「保障の範囲」（37.1%）や「保険料・掛金」（80.8%）を比較

している割合が大きい。 
‐「年金」は、他の保障と比べて、「保障の内容」（70.2%）や「受取額」（31.5%）など多く

の項目を比較している。 
‐「休業（所得保障）」、「介護」、「学資」、「養老」は他の保障と比べて、多くの項目を比較

している。 
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（３）加入に関する評価と解約経験 
 
・生命共済・保険加入の理由については、全般的に「希望にあった保険・共済だったの

で」（平均 37.8%）が最も大きく、「保険料・掛金が安かったので」（平均 18.4%）と

「営業職員や代理店の人が親身になって説明してくれたので」（平均 18.4%）などが

続く。 
・生命系の共済金・保険金の受取経験は 2 割（20.7%）であり、そのうち「短期入院」

（10.5%）が最も多い。 
・生命共済・保険に関する総合的な満足度について、「どちらかといえば満足してい

る」（69.1%）が過去 2 回の調査と比べて増加している。 
・満足している理由のなかでは、「契約に関する情報がわかりやすい」（40.9%）が最も

多く、過去 2 回の調査と比べて増加傾向がみられる。 
・また、「保障（補償）内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている」（18.5%）、

「保障内容に比べ保険料・掛金が安い」（14.7%）が過去 2 回から急増している。 
・不満足の理由のなかでは、「契約に関する情報がわかりにくい」（32.9%）が最も多

く、「保障内容に比べ保険料・掛金が高い」（22.6%）などが続く。 
・加入の理由については、 

‐保障のタイプにかかわらず、「希望にあった保険・共済だったので」（介護 29.9%～年金 44.6%）

が最も大きい。 
‐「保険料・掛け金が安かったので」は、「医療」（28.2%）、「がん」（24.9%）、「死亡」（21.1%）、

「介護」（21.3%）が大きい。 
‐「営業職員や代理店の人が親身になって説明してくれたので」は、「介護」（24.4%）、「休業」

（20.2%）が大きい。 
‐保障のタイプにかかわらず、「営業職員や代理店の人が知り合いだったので」（医療 11.7%～

休業 17.9%）は比較的大きい。 
・満足度については、 
‐「男性」よりも「女性」のほうが満足度は高いようである。 
‐5 歳階級別にみると、年代が上がるにつれて、男性は「満足している」（全体 11.8%）が 

減り、「どちらかといえば不満である」（全体 18.2%）が増える傾向がみられる。 
‐保障タイプ別にみると、「介護」（18.7%）と「休業」（16.7%）は、「満足している」（全体

11.9%）が他よりも大きい。 
‐「満足している」と「どちらかといえば満足している」の合計でみると、「養老」

（86.6%）、「年金」（86.3%）が大きい。 
‐ライフプランの作成経験がある回答者の「満足している」（18.3%）割合は、経験なしの 

それの 1.9 倍大きい。 
・満足している理由について、 
 ‐「医療」は、「保障内容に比べ保険料・掛金が安い」（17.0%）が他と比べて最も大きい。 

‐「休業」「介護」は「顧客の立場に立って相談や質問に誠実に対応してくれる」（休業 23.9%、

介護 24.2%）が他と比べて大きい。 
‐「養老」は、「保障と貯蓄を兼ねている」（17.5%）、「利回りが他の金融商品に比べて有利」

（11.8%）が最も大きい。 
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・生命共済・保険未加入の理由として、「保険料・掛金を支払う経済的余裕がないので」

（44.2%）が最も多いものの、減少傾向がみられる。 
・過去 3 年間の解約経験（解約率）は、24.7%である。 
・保障タイプ別にみると、「万が一に備えた死亡保険・共済」（13.5%）が最も大きい。 
・解約内容は、「このタイプの生命保険・共済を全て解約した」（平均 37.2%）と「このタ

イプ内で、他の生命保険・共済に切り替えた（保険会社の変更など）」（平均 36.4%）が

同程度である。 
・解約理由は、全般的に、「保険料・掛金を支払う余裕がなくなったから」（平均 30.7%）、

「保険料・掛金が更新により高くなってしまったから」（平均 18.9%）、「まとまったお

金が必要となって」（平均 16.0%）のような経済面での理由が大きい。 
・解約しなかった理由のなかでは、過去 2 回の調査と同様、「特に現在の契約内容に不満

がないので」（61.0%）が最も多い。 
・未加入の理由「保険料・掛金を支払う経済的余裕がないので」について、 

‐個人年収は「100 万円未満」（57.9%）、「100 万円以上 200 万円未満」（60.0%）、 
‐世帯年収は「100 万円未満」（61.4%）、「100 万円以上 200 万円未満」（66.4%）、 
‐世帯貯蓄は「ゼロ」（65.1%）、「100 万円未満」（57.2%） 
のように、低収入、低貯蓄の世帯が大きな影響を受けている。 

・解約理由について、 
‐「保険料・掛金を支払う余裕がなくなったから」は、「死亡」（46.3%）が他より大きい。 
‐「保険料・掛金が更新により高くなってしまったから」は、「年金」（25.2%）、「がん」（25.1%）

が他より大きい。 
‐「まとまったお金が必要となって」は、「年金」（26.9%）、「養老」（25.5%）が大きい。 

・解約理由「保険料・掛金を支払う余裕がなくなったから」について、 
‐個人収入別では、「200 万円以上 300 万円未満」（16.6%）が最も多い。 

 ‐世帯収入別では、「300 万円以上 400 万円未満」（13.6%）が最も多い。 
‐世帯貯蓄別では、「100 万円未満」（24.4%）が最も多い。 

 
（４）今後の見直し意向 
 
・見直しの意向について、加入者の 3割強（33.9%）が見直しをしたい生命保険・共済が

「ある」、66.1%が「ない」と回答している。 
・最も見直しをしたい保障のタイプは、「死亡」（16.3%）であり、「医療」（15.4%）が、

差がなく続く。 
・見直しを検討する理由のうち、「他に魅力的な生命保険・共済があったため」（平均

23.7%）が最も大きく、「お金に余裕がなくなったため」（平均 19.1%）などが続く。 
・新たに（追加で）加入したい保険・共済が「ある」は、回答者全体の 4 割（40.0%）、

「ない」は 60.0%を占める。 
・見直しの意向がある人については、 

‐「20 歳代前半男性世帯主」（53.3%）、「20 歳代後半男性世帯主」（44.4%）が他の属性より

も意向が大きい。 
‐「20 歳代前半女性世帯員」（12.5%）が他の属性と比較して最も小さい。 
‐男性世帯員は総じて見直しの意向が小さい。 
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・見直しを検討しようとする理由について、 
‐「他に魅力的な生命保険・共済があったため」は、「死亡」（31.3%）と「介護」（35.7%）が

他よりも大きい。 
‐「信頼できる保険会社や営業担当者がいたため」は、「休業」（25.0%）と「介護」（21.4%）

が他よりも大きい。 
‐「人にすすめられたため」は、「休業」（22.7%）が最も大きい。 
‐「家族構成に変化があったため」は、「学資」（29.4%）が最も大きい。 
‐「自分や家族の就職・転職・退職など、生活に変化があったため」は、「介護」（21.4%）と

「養老」（20.8%）が大きい。 
‐「お金に余裕ができたため」「お金に余裕がなくなったため」は、どちらも「養老」（前者

15.1%、後者 28.3%）が最も大きい。 
・生命共済・保険の加入者と未加入者に分けると、 

‐加入者の 6 割、未加入者の 7 割は、新たに（追加で）加入したい保険・共済はない。 
‐新規（追加）加入の意向が最も大きい保障について、加入者は「がん」（12.3%）、未加入者

は「医療」（13.8%）である。 
 
・望ましい保障額についてみると、 
‐入院（日額）は「5,000 円以上 1万円未満」（36.3%）が最も多い。 
‐死亡保障額は、「300 万円以上 500 万円未満」（13.3%）と「1,000 万円以上 1,500 万

円未満」（13.2%）が上位を占める。 
‐介護保障額は、「10 万円以上 20 万円未満」（26.9%）が最も多い。 

・今後加入を見直しまたは追加する場合の望ましい保険料・掛金は、「7,000 円以上 1 万

円未満」（16.0%）が最も多い。 
・望ましい保障のタイプとして、最も多いのは、「『シンプルで保障内容が分かりやすいも

のを選びたい』に近い」（44.0%）であり、前回調査とほとんど変わらない。 
・安心感のある保障のタイプとして、最も多いのは、「どちらかといえば『保険料・掛金

が安いが、掛け捨て（貯蓄機能のない）の生命保険・共済』に近い」（40.4%）である

が、前回調査とほぼ変わらない。 
・望ましい保障のタイプに関して、 

‐性別・5 歳年齢階級別にみると、女性は 40 歳代後半から、男性は 50 歳代前半から、「『シン

プルで保障内容が分かりやすいものを選びたい』に近い」が増加している。 
・安心感のある保障のタイプに関して、 

‐男性はすべての年代で「どちらかといえば『保険料・掛金が安いが、掛け捨て（貯蓄機能の

ない）の生命保険・共済』に近い」が最も多い。 
‐女性は 30 歳代後半までは「どちらかといえば『保険料・掛金が高いが、貯蓄機能のある生

命保険・共済』に近い」が最も多く、以降「どちらかといえば『保険料・掛金が安いが、掛

け捨て（貯蓄機能のない）の生命保険・共済』に近い」が最も多い。 
・生命保険・共済の加入者は、どちらかといえば保険料・掛金の安さを重視し、一方未加入者は

貯蓄機能を重視するようである。 
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・今後希望する加入方法について、 
 ‐「分からない」（34.1%）が最も多い。 
 ‐具体的な加入方法のなかでは、「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」

（23.3%）が最も多く、前回調査より 4.4 ポイント増加している。 
・最も利用する可能性が高い加入方法について、 
 ‐「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」（31.0%）が最も多く、2014 年よ

り 3.8 ポイント増加している。 
・今後最も利用する可能性が高い加入方法を選択した理由として、 
 ‐「保険に関する専門知識が豊富だから」（31.4%）が最も多く、「保険料・掛金が安い

から」に次いで２番目に多かった前回調査（21.9%）より 9.5 ポイント増加している。 
・最も利用する可能性が高い加入方法について、 
 ‐保障のタイプにかかわらず、「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」（医療 32.5

～介護 42.9%）が最上位を占める。 
 ‐「保険・共済（ダイレクト系を除く）のホームページを通じて」と「ダイレクト系保険の

電話、ホームページを通じて」は、「医療」が 13.4%と 12.5%で最も大きい。 
 ‐生命共済・保険の未加入者は、「保険・共済（ダイレクト系を除く）のホームページを通じ

て」（20.5%）が最も大きい。 
・最も利用する可能性が高い加入方法を選択した理由について、 

‐保障のタイプにかかわらず、「保険に関する専門知識が豊富だから」（医療 33.8%～介護

41.7%）が最も大きい。 
 ‐「保険・共済加入後もアフターフォローがしっかりしているから」は、「休業」（25.3%）、

「介護」（25.0%）が他よりも大きい。 
‐生命保険・共済の未加入者は、「加入手続きが簡単そうだから」（27.6%）が最も大きい。 

・最も利用する可能性が高い加入方法とそれを選択した理由についてみると、 
 ‐「保険に関する専門知識が豊富だから」（全体 31.4%）は、多くの加入方法で最も大き

い。そのうち「保険・共済を取り扱う店舗・代理店へ行って」（57.8%）が最大である。 
 ‐「金融全般に関する知識が豊富だから」（全体 25.5%）は、「自宅を訪問する銀行・労働金

庫・証券会社等の営業職員を通じて」（52.4%）が最も大きい。 
 ‐「加入手続きが簡単そうだから」（全体 21.4%）、「自分のペースで商品・会社等を比較検討・

選択・見直しできるから」（全体 19.0%）、「保険料・掛金が安いから」（全体 17.7%）は、ホ

ームページやダイレクトメール、パンフレット、チラシ等によるものが他よりも大きい。 
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３．損害共済・保険の加入実態 
 
 （１）現在の加入状況 
 
・損害共済・保険加入率は 60.5%、過去 2 回の調査と比べて低下している。 
・「男性」（65.0%）が「女性」（55.9%）を大きく上回る。 
・全体では、１世帯あたり 2.4 件加入している。 
・「孫と同居世帯」（4.3 件）の加入件数が多く、「単身世帯」（1.7 件）は少ない。 
・共済・保険の対象者について、 
‐どの補償のタイプについても回答者「本人」が 8 割以上を占める。 
‐「自転車」と「賠償責任」は、子どもが対象とされている割合が他と比べて大きい。 

・共済・保険の意思決定者について、 
‐補償のタイプにかかわらず、「本人」が 8 割ほど（自然災害 77.3%～賠償責任 85.3%）

を占める。 
・損害共済・保険加入の加入先について、 
 ‐自動車については、「ダイレクト」保険会社が 3 割（31.5%）を占める。 
‐自動車の保険料・掛金は平均 60,518 円、火災の保険料・掛金は平均 58,669 円。 
‐保険料・掛金の分布でみると、自動車は「2 万円以上 5 万円未満」（41.3%）が最も

多く、火災も「2 万円以上 5 万円未満」（26.5%）が最も多い。 
・すべての年代で、「男性世帯主」（全体 69.9%）の加入率が最も高い。 
‐個人年収、世帯年収「100 万円未満」「100 万円以上 200 万円未満」の加入率が低い。 
‐全般的に、ローンがある人（全体 70.7%）の加入率が高い。 

・補償タイプ別にみると、 
‐「自動車保険・共済」（51.6%）の加入率が最も高く、「火災保険・共済」（33.2%）が続く。 

・火災保険・共済の加入率について住居形態別にみると、 

 -「分譲マンション」（41.5%）が最も高く、差がなく「持ち家一戸建て」（39.5%）が続く。 

 

（２）加入までのプロセス 
 
・加入時の情報源について、 
‐「保険会社・共済の窓口や営業職員」（29.1%）が最も多く、「保険代理店の窓口や 

営業職員」（18.9%）が続く。 
・加入時の比較について、 
‐加入の際 44.9%が比較を行い、55.1%が特に比較はしていない。 
‐比較したなかでは、「営業職員・代理店系の保険会社」（25.1%）が最も多い。 

・比較した内容では、「保険料・掛金」（80.7%）が最も多く、「補償の内容」（60.9%）が

続く。 
・加入時の情報源について年齢階級別にみると、 
 ‐「保険会社・共済の窓口や営業職員」がほとんどの年代で最も大きい。 

‐「保険代理店の窓口や営業職員」は、「男性 60 歳代前半」（27.2%）が最も大きい。 
‐「情報を得なかった」は「20 歳代男性」（21.6%）が大きい。 
‐若年世代は、男女問わず「家族・親類」が大きく、「女性 20 歳代」（28.7%）が最大。 
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・加入時に比較について、 

‐地震は、補償の内容・範囲、受け取り額、加入後のサービスについて他よりも比較している。 

‐自転車は、加入後のサービス、事故対応、商品内容のわかりやすさを他よりも比較している。 

 
 （３）加入に関する評価と解約経験 
 
・加入理由について、 

‐全般的に「希望にあった保険・共済だったので」（平均 38.6%）が最も大きい。 
‐次に、「保険料・掛金が安かったので」（平均 23.3%）、「家族、友人、知人などにすす

められたので」（平均 12.8%）が続く。 
・総合的な満足度について、 
‐「満足している」（12.1%）は前回調査（13.2%）よりやや減少、「満足している」と

「どちらかといえば満足している」の合計は 84.7%、前回調査の 82.5%よりやや 
増加している。 

・満足している理由について、 
‐「契約内容に関する情報がわかりやすい」（36.6%）が最も多い。 
‐「保険金や共済金が正確（誠実）に支払われそうだ」（8.8%）が、前回から大きく 

減少している。 
‐「保障（補償）内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている」（19.8%）が、 
前回から大きく増加している。 

・不満足な理由としては、「保障（補償）内容に比べ保険料・掛金が高い」（28.2%）が 
最も多く、「契約内容に関する情報がわかりにくい」（27.8%）が、差がなく続く。 

・加入理由について、 
‐「希望にあった保険・共済だったので」は、「地震」（42.1%）が最も大きい。 

‐「保険料・掛金が安かったので」は、「自転車」（32.1%）と「賠償責任」（30.0%）が大きい。 

‐「通信販売やインターネットなどにより、手続きが簡単にできたので」は、「自動車」（7.5%）

と「自転車」（7.9%）が大きい。 
‐「家族、友人、知人などにすすめられたので」は、「自動車」（16.2%）が大きい。 

・総合的な満足度について、「満足している」は、多くの年代で「男性」（全体 12.7%）が「女性」

（全体 11.5%）を上回る。 
・補償タイプ別に満足度をみると、 

 -「どちらかといえば満足している」（自然災害 70.5%～地震 74.9%）が最も大きい。 

-「満足している」のなかでは、「賠償責任」（17.8%）が最も大きい。 

-「満足している」と「どちらかといえば満足している」の合計では、「地震」（89.9%）と

「賠償責任」（89.9%）が大きい。 

・受取経験があるほうが「満足している」割合が大きい。 

・加入時の行動別にみると、 

 -情報を得たほうが満足度は高い。 

 -他社等と比較したほうが、「満足している」が大きい。 
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・補償タイプ別に満足している理由をみると、 
‐「契約内容に関する情報がわかりやすい」は、「賠償責任」（38.8%）が最も大きい。 
‐「保障（補償）内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている」は、「賠償責任」

（27.8%）、「地震」（26.5%）が大きい。 
‐「保障（補償）内容に比べ保険料・掛金が安い」は、「賠償責任」（22.0%）、「自転車」 
（21.6%）が大きい。 

‐「社員や営業職員が迅速に対応してくれる」は、「賠償責任」（18.3%）、「地震」（18.2%） 
が大きい。 

 
 （４）今後の見直し意向  
 
・新規（追加）加入の意向が「ある」は 40.0%、「ない」は 60.0% 。 
・加入の意向があるなかでは、「自動車」（5.2%）が最も多い。 
・今後希望する加入方法について、 
‐自動車は、「分からない」（39.3%）、「ダイレクト系保険の電話、ホームページを通

じて」（20.8%）、住宅は「分からない」（47.4%）、「自宅を訪問する保険・共済の営

業職員を通じて」（15.6%）が大きい。 
・最も利用する可能性が高い加入方法について、 
‐自動車は、「ダイレクト系保険の電話、ホームページを通じて」（26.3%）、「自宅を

訪問する保険・共済の営業職員を通じて」（22.3%）が他より大きい。 
‐住宅は、「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」（27.9%）、「ダイレクト

系保険の電話、ホームページを通じて」（16.2%）が他より大きい。 
・今後最も利用する可能性が高い加入方法を選択した理由について、 
 ‐自動車は、「保険料・掛金が安いから」（27.4%）が最も大きく、「加入手続きが簡単

そうだから」（26.5%）が、差がなく続く。 
 ‐住宅は、「保険に関する専門知識が豊富だから」（23.9%）が最も大きく、「加入手続

きが簡単そうだから」（22.2%）が続く。 
・最も利用する可能性が高い加入方法とそれを選択した理由との関係について、 

‐自動車に関して、保険料・掛金の安さ、手続きの簡単さ、自分のペースでの比較検

討を重視する場合は、保険・共済のホームページ、ダイレクトの電話・ホームペー

ジなどを選ぶ傾向がみられる。 
‐保険に関する専門知識を重視する場合は、営業職員や代理店を選ぶ傾向がみられ

る。 
‐住宅に関しては、保険に関する専門知識が重視されているため、営業職員や代理店

を選ぶ傾向がみられる。 
‐保険料・掛金の安さ、手続きの簡単さ、自分のペースでの比較検討を重視する場合

は、保険・共済のホームページ、ダイレクトの電話・ホームページなどを選ぶ傾向

がみられる。  
・加入の有無別にみると、現在損害保険・共済に加入しているほうが、補償のタイプにかかわ

らず、新規（追加）の加入意向が大きい。 
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〇第２部 特定のテーマについての解説 

 

１．世帯構造別にみるリスク・公的保障に対する意識と共済・保険の加入実態 
 
（１）世帯構造別の基本属性 
 
・単身世帯は「未婚」75.5%が大部分を占めるが、「離別・死別」19.3%も多い。 
・夫婦のみの世帯は、年代が上がるとともに増加し、「60 歳代前半」（27.1%）が最多。 
・親との同居世帯は、（世帯主でない）「世帯員」（79.2%）、「未婚」（81.3%）が大多数。 
・子（孫）との同居世帯は、世帯年収「500 万円以上 1,000 万円未満」が 44.5%。 
・親と子（孫）との同居世帯は、世帯年収「1,000 万円以上」が 20.8%で他より大きい。 
・その他の世帯（親・子ども以外の親族や友人・知人等と同居している世帯）は、「20 歳

代」（45.6%）が最も多く、「世帯員」（81.7%）、「未婚」（88.7%）が多い。 
  
（２）生活リスクに対する不安と公的保障に対する意識 
 
・単身者とその他は、「本人」についての不安が大きく、夫婦のみと子（孫）と同居は 

「家族」についての不安が大きい。 
・「不安はない」（全体 8.8%）は、若い世代が多数を占める単身者や親と同居が大きい。 
・公的保障について 
‐夫婦のみは年金について「ある程度は知っている」（51.1%）が最も大きく、介護に

ついての認知度が高い。 
‐親と子（孫）と同居は、年金と介護に関する認知度が高い。 
‐単身者と夫婦のみは、すべての保障について、将来「悪くなっている」が大きい。 
‐親と同居とその他は、すべての保障について「知らない」が大きい。 

・夫婦のみ世帯が私的保障加入時に公的保障（社会保障）を最も強く意識している。 
・ライフプランの作成経験は、「子（孫）」（27.1%）、「夫婦」（22.7%）の順で大きい。 

 
（３）共済・保険の加入実態 
 
・保険・共済加入率は、「夫婦のみ」（86.5%）、「子（孫）と同居」（89.4%）、「親と子

（孫）と同居」（92.7%）が高い。 
・満足度について、生命系・損害系ともに、夫婦のみ、親と同居の満足度が高い。 

 
（４）共働き、専業主婦および母子世帯の特徴、生活リスク・公的保障に対する意識

と共済・保険の加入実態 
 
・日常生活の最大の不安について 
‐共働き世帯は「老後の生活費」（23.0%）、「本人が死亡した場合の家族の生活費用」

（15.4%）が多い。 
‐専業主婦世帯は「本人が死亡した場合の家族の生活費用」（26.4%）、「老後の生活

費」（19.5%）で、共働き世帯と順位が逆転する。 
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‐母子世帯は「本人が死亡した場合の家族の生活費用」（23.2%）、「本人の老後の生活

費用」（20.0%）が多い。 
・母子世帯はライフプランの作成経験がある割合（28.4%）が大きい。 
・共働き世帯（88.9%）、専業主婦世帯（91.4%）、母子世帯（82.1%）の共済・保険加入

率は、それぞれ全体（80.3%）を上回っている。  
 
２．非正規勤労者の公的保障に対する意識と・共済・保険の加入実態 
 
（１）雇用形態の基本属性 
 
・正規勤労者が 6割（59.6%）、非正規勤労者が 4割（40.4%）である。 
 ‐性別にみると、男性の 79.7%、女性の 41.4%がそれぞれ正規勤労者である。 
 ‐非正規の職業としては、「パートタイマー」（49.8%）、「契約社員」（19.4%）が多い。 
 ‐個人年収について正規・非正規間で大きな差が存在する。非正規では「300 万円未満」

が 9割（89.0%）、正規では「300 万円以上」が 8割（76.7%）である。 
・職業別にみる非正規の特徴をまとめると次のとおり。 
 ①パートタイマー（非正規の 49.8%） 

 ‐女性が 91.7%、個人年収は「200 万円未満」が約 8 割を占める。世帯年収は「400～500
万円」が最も多い。 

‐「共働き」が 6 割程度と多い。 
 ②アルバイト（非正規の 16.9%） 

‐性別による相違はそれほど大きくないが、若い年代が多い傾向にある。 
‐個人年収は 300万円未満が 8割近くを占め、世帯貯蓄が他の職業と比べ低い傾向にある。 

③契約社員（非正規の 19.4%） 
‐女性の 40 代、50 代が多い。 
‐個人年収は、パートタイマー、アルバイトよりも多い傾向にある。また、世帯貯蓄 1,000
万円以上の回答が 25%と多い。 

 ④派遣労働者（非正規の 10.6%） 
‐女性の割合が 7 割と多い。女性の年代別では 60 代を除き差は少ない。 
‐他の職業と異なり、業種で「運輸業・情報通信業」が 1 割程度ある。 
‐個人年収は契約社員と同様の傾向を持つ。 

⑤嘱託（非正規の 3.2%） 
‐男性 60 代が 7 割を占める。 
‐世帯貯蓄が他の職業よりも多く、1,000 万円以上が 3 割以上いる。 
‐回答数が他の職業と比較して少ないことを考慮する必要がある。 

 
（２）生活リスクに対する不安と公的保障に対する意識 
 
・最大の不安は、職業（雇用形態）に関係なく「本人」の「老後の生活費」である。次に

続くのが、「家族死亡後の家族の生活費用」（パートタイマー）、「不安はない」（アルバ

イト）、「ケガや病気で長期間働けなくなったときの生活費用」（契約社員、派遣）、「本

人が死亡した場合の家族の生活費用」のように異なる。 
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・必要な費用のイメージについて、パートタイマーとアルバイトは少額の割合が多い。 
・公的保障（社会保障）に対する意識について、 
‐アルバイトは各公的保障に対する理解が他の職業よりも低い傾向がみられる。 
‐契約社員は各保障に対する理解が他の職業に比べ高い傾向がある。 

・私的保障加入時に公的保障（社会保障）をどの程度意識しているのかについて、 
‐全体では各公的保障について意識していないが非常に多く、とりわけ介護は 7 割

（74.4%）強に達し、他の保障に比べて高い。 
‐他の職業と比べると、アルバイトは各保障を「意識しなかった」がとくに多い。 

・ライフプランの作成経験について、アルバイトは 7.9%しかなく、著しく低い。 
 
（３）共済・保険の加入実態 
 
・保険・共済加入率は、「正社員」（83.2%）、「パートタイマー」（80.9%）と比べると、 
「アルバイト」（53.2%）、「派遣」（68.8%）の加入率が低い。 

・保障のタイプ別（生命系）にみると、アルバイトは「死亡」（21.8%）、「医療」（30.2%）

について他と比べて低い。 
・生命系の保険料・掛金および介護保障額（受取額）について、平均値、中央値、最頻値

ともにアルバイトと派遣労働者が低い。自動車保険では保険料・掛金について、平均値

でアルバイトと派遣労働者が低い。 
・共済・保険に関する満足度について、アルバイト、派遣労働者は他よりも低い。 

 
３．特定の回答に影響を与える回答者の属性 
 
（１）生活リスクと公的保障（社会保障）に対する意識 
 
・日常生活の最大の不安について、「本人の老後の生活費用」（全体の 24.2%）と回答し

た割合が大きい回答者の属性は、「40 歳代・50 歳代女性」、「一人暮らし」などの特徴

がみられる。 
・公的年金を例にあげると、「公的保障を意識しなかった」（全体 64.8%）回答者の属性

として、「20 歳代女性」（74.6%）、「30 歳代女性」（72.2%）の若年女性層が大きい。 
・ライフプランの作成経験者（全体の 20.2%）は、「60 歳代前半女性」（26.4%）、「子と

の同居」（27.1%～31.2%）、個人年収・世帯年収ともに高収入者である。また、「金

融・保険業」（35.0%）が大きい。 
 
（２）保険・共済の加入実態と意識 
 
・保険・共済の未加入者の割合が大きい属性について、「20 歳代女性」（40.2%）、「女性

世帯主」（33.2%）、「未婚」（34.4%）、「アルバイト」（46.8%）、さらに低年収・貯蓄ゼ

ロなどの特徴がみられる。 
・保険・共済に加入する際の公的保障（社会保障）の意識について、年金、健保、介護

のいずれも「よく考えて選んだ」が現在加入している保険・共済に満足している割合

が大きく、「意識しなかった」場合、不満の傾向がみられる。  
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はじめに 

 
 全労済協会「共済・保険に関する意識調査結果報告書＜2017 年版＞」は、2012 年初めて

本格的な全国実態調査を実施してから、2014 年の第 2 回に続き、2017 年は第 3 回の調査

である。 
 勤労者世帯を主な対象に、生活リスクへの保障意識やニーズについて実態を分析し、明ら

かにすることを目的とする本調査は、回数を重ねる度に調査対象や項目数を増やす一方で、

過去 2 回の調査からの継続性についても配慮している。6 年におよぶ 3 回の調査を通じて、

量・質の両面で充実してきたと自負しているが、関係各位の率直な評価を待ちたい。 
前回からの主な変更点は、下記のとおりである。 

・調査対象者の年齢を 20 歳代から 60 歳代前半（2014 年調査は 20 歳代後半から 60 歳代

前半）に拡大 
・回答者を有業者（前回は専業主婦・主夫を 2 割含む）に限定 
・属性に関する項目として、労働時間や労働組合への加入（2012 年調査から復活）、世帯貯

蓄、ローンの有無、ローン残高などに関する質問を追加 
・新たな調査項目として、介護とファイナンシャル・プランニング（FP）を追加 
 また、今回は報告書の形式についても大きく変更した。第 1 部では、過去の調査結果を含

む単純集計と基本属性とのクロス集計を行っているが、説明を最小限にとどめる代わりに、

多くの図表を作成している。第 2 部では、第 1 部をふまえた解説編として、簡単な分析を

行っている。その結果、従来よりも視覚的にも読みやすい構成になっている。 
 最後に、本書を作成するうえで、日本大学商学部非常勤講師の谷川孝美氏に「非正規勤労

者の公的保障に対する意識と共済・保険の加入実態」を執筆いただき、さらに調査結果の集

約やクロス集計表の作成に多くのご協力をいただいた。この場を借りて感謝とお礼を申し

上げたい。 
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調査の概要と回答者の主な属性 

 
１．調査の概要 
 
（１）調査の目的 
 本調査は、勤労者世帯を対象に生活リスクへの保障意識や共済・保険の加入実態を分析し、明

らかにすることを目的としている。 
 
（２）調査の実施概要 
・調査名  ：共済・保険に関する意識調査 
・調査期間 ：2017 年 12 月 13 日～12 月 18 日 
・調査方法 ：インターネット調査 
・調査会社 ：(株)インテージ 
・調査設問 ：66（項目総数 79） 
・調査対象 ：20 歳～64 歳男女の勤労者 
・除外職業 ：弁護士、会計士、税理士／農林漁業／専業主婦・主夫／学生／無職、定年退職 
・除外業種 ：マスコミ・広告、新聞・放送業／市場調査 
・回収目標 ：4,000s（都道府県人口比で割り付け） 
・調査依頼数：44,061s 
・有効回答数：5,470s 
・有効回収率：12.4% 
 
２．回答者の主な属性 
 
 2017 年調査の有効回答者数は 5,470 人で、2014 年調査よりも 35.5%増加している。以下、前

回調査と比較しながら回答者の主な属性について概観する。 
 
①性（Q1） 
 女性 100 人に対する男性の数を表す人口性比1は、100.2（2014 年 97.6）である。男性の増加

は、前回調査で回答者の 2 割を占めた専業主婦（主夫）を除外したことによる。 
 
②年齢（Q2） 
 回答者の平均年齢は 43.6 歳（2014 年 45.0 歳）、中央値は 44 歳（2014 年 45 歳）である。年

齢の低下は、今回 20 歳代前半も調査対象としている影響と考えられる。 
 
③都道府県(Q3) 
 「東京都」580 人（2014 年 452 人）が最も多く、全体の 10.6%（2014 年 11.2%）を占める。

「鳥取県」41 人（2014 年 18 人）が最も少なく、全体の 0.7%（2014 年 0.4%）である。 
  

                                                  
1 人口性比の詳細については、34 頁を参照。 
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④世帯主(Q4) 
 回答者のうち「世帯主」は 55.1%（2014 年 51.1%）である。世帯主が増加した理由として、

前回調査で回答者の 2 割を占めた専業主婦（主夫）を除外したことによる。 
性別でみると、「世帯主」の人口性比は 260.2（2014 年 460.6）である。「女性世帯主」が大き

く増え、女性回答者の 30.6%（2014 年 18.0%）を占める。世帯主でない「世帯員」の人口性比

は 29.6（2014 年 17.8）で、「男性世帯員」が増えている。男性世帯員が男性回答者に占める割

合は 20.5%（2014 年 15.0%）である。 
 
⑤婚姻状況(Q5) 
 「未婚者」の割合が 35.9%（2014 年 24.1%）に増え、「既婚者（有配偶者）」の割合が 54.7%
（2014 年 68.8%）に減少している。性別でみると、「既婚者（有配偶者）」の人口性比は 110.4
（2014 年 83.0）、男性が増えているのに対して、「未婚者」の人口性比は 108.2（2014 年 181.5）、
「離別・死別者」の人口性比は 40.3（2014 年 58.6）、それぞれ女性が増えている。 
図表 1 は、世帯主別にみる婚姻状況を表す2。男性世帯員は「未婚」86.3%（2014 年 85.2%）

が多く、女性世帯主は「離別・死別」37.9%（2014 年 44.0%）が多い。 
 

図表 1 婚姻状況（世帯主別）（単位：%） 

 
⑥同居家族(Q6) 
 同居家族で最も多いのは、「配偶者」52.4%（2014 年 66.2%）であるが、2014 年調査よりも

減少している。次に多いのが「親」29.2%（2014 年 13.7%）である。「一人暮らし」19.7%（2014
年 14.4%）も増加している。一人暮らしをしている男性世帯主は 25.3%（2014 年 21.7%）なの

に対して、同女性世帯主は 54.4%（2014 年 49.5%）である。 
 
⑦主たる生計維持者(Q7) 
 今回新たに追加された質問項目である。回答者「本人」が 58.8%で最も多く、人口性比は 233.3
である。次に、回答者の「配偶者」が 23.9%で多いが人口性比は 7.0 であり、回答者の大多数が

                                                  
2 2014 年について、男性世帯主は「未婚」22.1%、「既婚」72.3%、「離別・死別」5.7%、男性世帯員は

「未婚」85.2%、「既婚」11.4%、「離別・死別」3.4%、女性世帯主は「未婚」39.9%、「既婚」16.0%、

「離別・死別」44.0%、女性世帯員は「未婚」11.9%、「既婚」87.0%、「離別・死別」8.9%である。2017
年と 2014 年を比較すると、女性のほうが変化の幅が大きい。 
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女性であることから、生計維持者としての配偶者は大多数が男性（夫）である。 
また、回答者「本人」は 9 割（87.2%）近くが世帯主であるが、「配偶者」と回答した人のう

ち世帯主は 1 割（10.2%）に過ぎない。 
 

⑧職業（本人および配偶者）(Q8) 
 回答者「本人」と「配偶者」の職業の組み合わせでのうち上位 5 つは次のとおりである。 
・「ともに正社員（役員を除く）」（20.4%） 
・「〈本人〉パートタイマー、〈配偶者〉正社員」（14.7%） 
・「〈本人〉正社員、〈配偶者〉パートタイマー」（12.2%） 
・「〈本人〉正社員、〈配偶者〉家業の手伝い（専業主婦・主夫）」（11.5%） 
・「〈本人〉正社員、〈配偶者〉働いてない」（3.8%） 
また、本人が世帯主の場合、回答者「本人」と「配偶者」の職業の組み合わせの上位 3 つは、

次のとおりである。 
・「〈本人〉正社員、〈配偶者〉パートタイマー」（21.5%） 
・「〈本人〉正社員、〈配偶者〉家業の手伝い（専業主婦・主夫）」（20.8%） 
・「ともに正社員」（19.1%） 
 また、回答者の雇用について正規・非正規3別にみると、60.6%が正規、39.4%が非正規である。

正規の人口性比は 184.1、非正規の人口性比は 31.7である。なお、夫婦ともに正規は全体の 20.4%、

ともに非正規は 5.4%である。 
 
⑨業種（本人）（Q9） 
 「その他サービス業」24.7%（2014 年 24.3%）が最も多く、「製造業・建設業・鉱業」22.4%
（2014 年 24.6%）、「医療、福祉、教育・学習支援」17.8%（2014 年 12.3%）、「卸売業・小売業・

飲食サービス業」15.1%(2014 年 13.7%)の順で続く。これらで全体の 8 割（80.0%）を占める。 
 
⑩週の平均労働時間（Q10） 
 これも今回新たに追加された質問項目である。「1週間あたり 40時間以上 60時間未満」（45.8%）

が最も多く、「1 週間あたり 20 時間以上 40 時間未満」（34.0%）が続く4。人口性比でみると、

前者は 176.9、後者は 53.1 であり、男女の違いが際立つ。 
 
⑪労働組合（Q11） 
 労働組合の加入率は 26.1%である。組合加入者の人口性比は 108.2 である。10 歳年齢階級別

にみると、「20 歳代」が 39.9%で最も多く、年代が上がるにつれて低下し、「60 歳代前半」は

10.4%である。 
 
  

                                                  
3 今回の職業分類は、全労済協会・大高研道（2017）と同じ項目を使用している。正規は正社員（役員を

除く）、非正規はパートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者、嘱託である。ただし、「その他」

は正規・非正規が区分しがたいため除外している。それによると、回答者の正規率は 57.4%、正規の人口

性比は 226.0、非正規の人口性比は 33.7 である（同 14-15 頁）。 
4 この質問項目も全労済協会・大高研道（2017）と同様である。「1 週間あたり 40 時間以上 60 時間未

満」（43.7%）、「1 週間あたり 20 時間以上 40 時間未満」（34.6%）で概ね同様の分布を示している（同 18
頁）。 
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⑫個人年収、世帯年収、世帯貯蓄（Q12～Q14） 
 図表 2 は個人年収の分布である。個人年収は「100 万円以上 200 万円未満」18.6%（2014 年

15.9%）が最も多く、「200 万円以上 300 万円未満」17.1%（2014 年 16.6%）が続く。2014 年の

分布と比較すると、「100 万円以上 200 万円未満」が増加している。図表 3 は、個人年収を 4 つ

に区分した分布である。男性は「300 万円以上 600 万円未満」46.9%（2014 年 46.8%）が最も

多く、女性は「300 万円未満」73.5%（2014 年 79.2%）が大部分を占める。男性世帯員も「300
万円未満」57.3%（2014 年 56.0%）が最も多い。 
 

図表 2 個人年収の分布（単位：%） 

 
「答えたくない・わからない」を除いて算出 
 

図表 3 個人年収の分布（4区分）（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 
～300 万円 

300～600 

万円 

600～1,000 

万円 
1,000 万円～ 

男性 25.7 46.9 21.3 6.1 

男性世帯主 18.3 48.9 25.5 7.4 

男性世帯員 57.3 38.3 3.5 0.9 

女性 73.5 22.0 3.7 0.9 

女性世帯主 60.8 32.9 5.1 1.2 

女性世帯員 79.0 17.2 3.1 0.7 

全体 49.5 34.5 12.5 3.5 

「答えたくない・わからない」を除いて算出 
 
図表 4 は、世帯年収の分布を表す。世帯年収は「300 万円以上 400 万円未満」14.4%（2014

年 14.7%）が最も多く、「400 万円以上 500 万円未満」13.6%（2014 年 14.2%）が続く。「1,500
万円以上 2,000 万円未満」9.1%（2014 年 9.2%）が突出している。2014 年と比較すると、わず

かではあるが、低収入の世帯が増えたようにみえる。図表 5 は雇用形態別の世帯年収を 5 つに

区分した分布である。本人、配偶者ともに正規雇用の世帯年収は、「600 万円以上 1,000 万円未

満」48.3%が最も多い。対照的に、本人、配偶者ともに非正規の世帯年収は、「300 万円未満」が

20.5%を占める。 
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図表 4 世帯年収の分布（単位：%） 

 
「答えたくない・わからない」を除いて算出 

 

図表 5 世帯年収の分布（5区分）（雇用形態別）（単位：%） 
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全体 16.3 41.5 30.1 9.2 2.9 
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雇用形態は本人、配偶者の順 
 
 図表 6 は、世帯貯蓄の分布である。世帯貯蓄は「100 万円以上 200 万円未満」（18.6%）が最

も大きく、「100 万円以上 200 万円未満」（17.1%）が続く。 
 

図表 6 世帯貯蓄の分布（単位：%） 
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 貯蓄ゼロ世帯は7.2%である5。貯蓄ゼロ世帯の割合が大きい属性として、「離別・死別」（13.8%）、

「母子世帯」（16.1%）、「世帯年収 100 万円以上 200 万円未満」（18.7%）、「同 200 万円以上 300
万円未満」（13.2%）、「消費者金融ローンあり」（19.1%）、「現在のローンについて答えたくない・

わからない」（16.4%）、「賃貸一戸建て」（17.8%）があげられる。 
 
⑬ローンの状況（Q15～Q16） 
 各種のローンの有無、世帯ローン残高は、今回新たに追加された質問項目である。現在、ロー

ンがある世帯はおよそ 47.2%である（9.1%が「答えたくない・わからない」と回答しているた

め）。図表 7 はローン残高の分布である。住宅ローンの借り入れ（25.7%）により、比較的少額

の残高と多額の残高の割合が大きくなっており、2 極化している。最も多いのは、「2,000 万円以

上」（20.5%）で、「100 万円未満」（14.6%）が続く。 
 

図表 7 世帯ローン残高の分布（単位：%） 

 

 
⑭住居形態（Q17） 
 「持ち家一戸建て」が 51.3%（2014 年 52.0%）が最も多く、「分譲マンション」13.1%（2014
年 14.7%）をあわせた「持ち家」の割合は、64.5%（2014 年 66.7%）である。全国で最も持ち

家率が高いのは、「新潟県」84.6%である（2014 年調査は「富山県」86.2%）。 
 
  

                                                  
5 「答えたくない・わからない」を除いて算出 
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図表 8 回答者の主な属性（過去の調査との比較） 

 
 

2012 年 2014 年 2017 年 

有効回答者 4,153 4,036 5,470 

性 男性 50.3 49.4 50.1 

  女性 49.7 50.6 49.9 

年齢 20 歳代 - 10.5 17.9 

  30 歳代 34.1 24.9 21.6 

  40 歳代 35.0 27.7 25.8 

  50 歳代 30.9 23.3 21.5 

  60 歳代 - 13.6 13.1 

都道府県 北日本 11.5 11.6 11.8 

  東日本 41.9 42.2 39.0 

  中日本 27.3 27.2 27.1 

  西日本 19.3 19.0 22.1 

世帯主 世帯主 57.4 51.1 55.1 

  （世帯主以外の）世帯主員 42.6 48.9 44.9 

婚姻 未婚 25.5 24.1 35.9 

  既婚 64.8 68.8 54.7 

  離別・死別 9.7 7.1 9.7 

同居家族 配偶者 62.5 66.2 52.4 

 親 25.9 13.7 29.2 

 子（未就学児） 13.7 14.6 10.5 

 子（小学生・中学生） 17.1 12.5 14.3 

 子（高校生・大学生等の学生） 11.6 9.4 11.3 

 子（社会人） 8.5 11.5 11.8 

 孫 0.7 0.7 0.7 

  その他 3.1 3.8 6.3 

  一人暮らし 15.8 14.4 19.7 

職業（回答者本人） 正社員（役員を除く） 56.0 44.4 52.9 

  パートタイマー 
22.1 16.3 

17.8 

  アルバイト 6.1 

  契約社員 
6.9 7.4 

6.9 

  派遣労働者 3.8 

  嘱託 - - 1.1 

  会社役員 3.1 3.0 2.1 

  自営業・内職 9.9 7.4 8.1 

  家業の手伝い（専業主婦・主夫） 0.0 19.6 0.0 

  その他 1.9 1.9 1.2 

  働いていない 0.0 0.0 0.0 

職業（配偶者） 正社員（役員を除く） 43.7 49.0 43.0 

 2017 年：2,990 人 パートタイマー 
17.4 14.1 

16.0 

 2014 年：2,775 人 アルバイト 2.8 

 2012 年：2,693 人 契約社員 
3.3 3.4 

3.5 

  派遣労働者 0.7 

  嘱託 - - 0.8 

  会社役員 2.8 2.7 2.8 

  自営業・内職 7.6 7.9 6.6 

  家業の手伝い（専業主婦・主夫） 17.3 14.4 15.8 

  その他 2.8 3.9 0.7 

 働いていない 5.2 4.6 7.5 

業種（回答者本人） 製造業・建設業・鉱業 26.4 24.6 22.4 

 2014 年：3,244 人 電気・ガス・熱供給・水道業 1.8 1.5 1.3 

 運輸業・情報通信業 6.0 7.8 7.5 

 卸売業・小売業・飲食サービス業 14.4 13.7 15.1 

 金融業・保険業 - 5.2 4.4 

  不動産業 2.5 2.1 2.3 

  医療、福祉、教育・学習支援 14.4 12.3 17.8 

  その他サービス業 25.6 24.3 24.7 

  その他 9.0 8.5 4.4 



34 
 

 

2012 年 2014 年 2017 年 

有効回答者 4,153 4,036 5,470 

個人年収 100 万円未満 16.3 14.6 12.0 

 2014 年 3,244 人 100 万円以上～  200 万円未満 16.8 15.9 16.4 

（専業主婦・主夫を 200 万円以上～  300 万円未満 15.5 16.6 15.0 

 除く） 300 万円以上～  400 万円未満 13.8 15.9 13.5 

 400 万円以上～  500 万円未満 11.7 11.2 9.8 

 500 万円以上～  600 万円未満 8.4 8.5 7.1 

 600 万円以上～  700 万円未満 5.9 5.5 4.1 

 700 万円以上～  800 万円未満 4.5 3.9 3.6 

 800 万円以上～  900 万円未満 2.6 2.4 1.8 

 900 万円以上～1,000 万円未満 1.9 2.0 1.6 

 1,000 万円以上～1,500 万円未満 2.1 3.0 2.4 

 1,500 万円以上～2,000 万円未満 0.3 0.2 0.4 

 2,000 万円以上 0.1 0.3 0.3 

 収入はない 0.0 0.0 0.1 

 答えたくない・わからない 0.0 0.0 12.0 

世帯年収 100 万円未満 
0.0 5.0 

1.6 

 100 万円以上～  200 万円未満 4.6 

 200 万円以上～  300 万円未満 16.3 7.3 9.0 

 300 万円以上～  400 万円未満 16.8 11.1 11.7 

 400 万円以上～  500 万円未満 15.5 10.7 11.1 

 500 万円以上～  600 万円未満 13.8 9.5 9.4 

 600 万円以上～  700 万円未満 11.7 7.1 7.9 

 700 万円以上～  800 万円未満 8.4 6.9 6.9 

 800 万円以上～  900 万円未満 5.9 4.6 4.6 

 900 万円以上～1,000 万円未満 4.5 4.2 4.2 

 1,000 万円以上～1,500 万円未満 4.6 4.4 7.4 

 1,500 万円以上～2,000 万円未満 1.5 1.4 1.8 

 2,000 万円以上 0.9 0.8 0.9 

 収入はない - - 0.0 

 答えたくない・わからない 0.1 24.4 18.8 

住居形態 持ち家一戸建て 52.8 52.0 51.3 

 分譲マンション 14.5 14.7 13.1 

 賃貸一戸建て 3.8 3.9 3.5 

 賃貸マンション 13.1 13.5 13.8 

 賃貸アパート 11.5 11.8 14.6 

 寮・社宅など集合住宅 3.2 3.3 3.0 

 その他 102 0.8 0.6 

 
※人口性比 
 

男性 女性 
人口性比 

（男性／女性）×100 

全体 2,738 2,732 100.2 

世帯主 2,178 837 260.2 

世帯員 560 1,895 29.6 

既婚者（有配偶） 1,569 1,421 110.4 

未婚者 1,021 944 108.2 

離別・死別 148 367 40.3 

主たる生計維持者：本人 2,251 965 233.3 

主たる生計維持者：配偶者 85 1,221 7.0 

正規雇用 1,948 1,058 184.1 

非正規雇用 471 1,485 31.7 

1 週間あたり 40 時間以上 60 時間未満 1,601 905 176.9 

1 週間あたり 20 時間以上 40 時間未満 645 1,215 53.1 
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第１部 単純集計（過年度調査との比較）と基本属性によるクロス集計 

１．生活リスクに対する不安と公的保障に対する意識 

 
（１）生活リスクに対する意識 
 
〇日常生活における不安のうち現在または将来の諸費用に対する勤労者の不安意識を探る。 
 まず包括的な不安について、次に個別の不安について概観する。 
 
1-1-1 日常生活における不安（Q56） 
 
・不安の 1 位についてみると、「本人」についての不安を選択した者は 65.7%、「家族」について

の不安を選択した者は 25.5%であり、あわせると回答者の 9 割が不安を感じている。 
・1 位から 3 位まで「本人についての不安」が「家族についての不安」を上回っているが、順位

が下がると、「本人についての不安」は小さくなり、「家族についての不安」が大きくなる。 
 

図表 1-1-1  日常生活における不安（順位別）（単位：%） 

 
 
・項目別、順位別の男女比（女性回答者 100 人に対する男性回答者数：全体 100.2）では、「本

人に不安」（106.3～113.5）はやや「男性」が多い。「家族についての不安」（63.9～75.2）は

「女性」が、「不安はない」（158.6～183.5）は「男性」がそれぞれ大きな割合を占める。 
 

図表 1-1-2  日常生活における不安の男女比（順位別） 
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・1 位について性別・5 歳階級別にみると、 
‐「本人について不安」は男性 68.7%、女性 62.6%であり、「家族について不安」は男性

19.9%、女性 31.1%である。 
‐すべての年齢階級において、「男性」は「本人について不安」を感じている割合が、「女

性」は「家族について不安」を感じている割合が大きい。 
‐男女とも若年層は、「不安はない」と感じている割合が大きい。とりわけ、「男性 20 歳代

前半」の 25.7%、「女性 20 歳代前半」の 15.9%をそれぞれ占める。 
‐すべての年齢階級において、男性は女性よりも「不安はない」の割合が大きい。 

 
図表 1-1-3  日常生活における最大の不安（性別・5歳階級別）（単位：%） 
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・不安の項目についてみると1、 
 ‐「本人について不安」の 1 位のなかでは、「老後の生活費用」（24.2%）が最も多い。 
 ‐「死亡後の家族の生活費用」（13.9%）は次に多いが、1 位から 3 位の合計は 22.9%で、 

他と比べて少ない。 
‐「家族について不安」の 1 位のなかでは、「介護費用」（8.0%）が最も多い。 

・本人についても家族についても「不安はない」（1 位）は、8.8%である。 
 

図表 1-1-4  日常生活における不安（個別×順位別）（単位：%） 

 

その他（グラフ省略）の例：（本人 1 位）孤独死、（本人 2 位）お一人老人、 

（家族 1 位）家族はいない  

                                                  
1 保険金・共済金の受取経験の有無が不安意識（第 1 位）についてどのような影響を及ぼしているかみる

と、保険金・共済金の種類によって異なるが、たとえば死亡保険金・共済金の場合、「本人死亡後の家族

の生活費用」（あり 18.7%、なし 13.8%）、先進医療の場合、「本人の入院費用・治療費用」（あり 15.2%、

なし 8.2%）のように、多く場合、受取経験は不安意識を高めている。 
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・今回の調査は質問形式が変わったが、過去 2 回の調査においても、「老後の経済的な安心」

を最も不安に感じている。 
 
（参考）日ごろ一番不安に思っていること（単位：%） 

 
 
・次に、日常生活における最大の不安を性別・世帯主別にみると、 
 ‐男性世帯主は「本人死亡後の家族の生活費用」（22.3%）が最も多い。 
 ‐女性世帯主は「本人の老後の生活費用」（29.5%）が最も多い。 
 ‐男性世帯員は「不安はない」（16.1%）が他の属性と比べて大きい。 
 ‐女性世帯員は「家族の介護費用」（10.6%）と「死亡後の家族の生活費用」（8.7%）が他の

属性と比べて大きい。 
 

   図表 1-1-5  日常生活における最大の不安（個別×性別、性別・世帯主別）（単位：%） 
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支援

自分が死んだ

後の家族の生

活保障

その他 特にない

2014年 37.6 15.9 22.2 5.5 0.3 18.5

2012年 39.6 22.2 19.4 7.2 0.3 11.3
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用
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用
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能

時

の

生

活

費

用

不

安

は

な

い

本人 家族
本人/
家族

男性 21.3 20.7 9.9 8.7 4.6 3.4 6.0 4.7 4.2 3.0 1.8 11.4

男性 世帯主 21.7 22.3 9.4 7.9 5.0 3.9 5.5 4.6 4.1 3.1 1.9 10.2

男性 世帯員 19.6 14.5 12.0 11.4 3.0 1.3 8.2 5.0 4.3 2.7 1.4 16.1

女性 27.2 7.0 8.8 7.8 6.7 5.1 10.0 6.8 4.8 4.5 4.9 6.2

女性 世帯主 29.5 7.0 14.1 10.0 6.9 3.6 8.6 2.5 3.7 3.7 3.2 6.7

女性 世帯員 26.2 7.0 6.4 6.8 6.6 5.7 10.6 8.7 5.2 4.9 5.6 6.0

男女比 78.5 295.3 112.9 111.3 68.3 66.7 60.4 69.7 87.7 67.5 37.6 183.5

0.0

10.0

20.0

30.0
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〇以下では、最大の不安のなかから、「本人の老後の生活費用」「本人死亡後の家族の生活

費用」「本人が長期間働けない場合の家族の生活費用」「本人の入院費用・治療費用」に

ついて、また「不安はない」について、性別・5 歳階級別に集計する。 
 

・最大の不安は「本人の老後の生活費用」についてみると、 
‐すべての年代で、「女性」（全体 27.2%）は「男性」（全体 21.3%）を上回っている。 
‐ほとんどすべての年齢階級で、「女性世帯主」（全体 29.5%）は他の属性よりも大きい。 
‐「男性世帯員」（全体 19.6%）は 50 歳代前半から 60 歳代前半にかけて急増している。 

 
   図表 1-1-6  最大の不安は「本人の老後の生活費用」 

        （5 歳階級別×性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

 
・最大の不安は「本人死亡後の家族の生活費用」についてみると、 

‐すべての年代で、「男性」（全体 20.7%）は「女性」（全体 7.0%）を上回っている。 
‐「男性世帯主」（全体 22.3%）は、ほとんどすべての年齢階級で他の属性よりも大きい。 
‐「女性世帯主」（全体 7.0%）は、30 歳代後半以降減少傾向がみられる。 

 
  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性 （全体21.3） 11.0 13.6 19.3 22.6 22.6 20.5 26.6 27.6 22.6

男性世帯主 （全体21.7） 5.1 11.4 20.1 23.0 23.0 19.4 27.2 27.5 22.0

男性世帯員 （全体19.6） 14.3 16.3 17.1 21.3 21.2 26.6 20.0 28.6 41.7

女性 （全体27.2） 18.6 24.9 25.9 26.2 26.5 33.1 30.0 32.4 22.7

女性世帯主 （全体29.5） 21.2 30.0 32.4 27.1 26.0 34.6 35.2 33.3 21.8

女性世帯員 （全体26.2） 17.5 22.9 23.7 25.9 26.7 32.5 27.5 31.9 23.1

男女計 （全体24.2） 14.9 19.4 22.7 24.3 24.8 26.3 28.4 29.9 22.7

0.0

20.0

40.0
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   図表 1-1-7  最大の不安は「本人死亡後の家族の生活費用」 

    （5歳階級別×性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

 
・最大の不安は「本人が長期間働けない場合の家族の生活費用」についてみると、 

‐「女性世帯主」（全体 14.1%）が多くの年齢階級で他の属性を上回っている。 
‐60 歳代前半は、「女性世帯主」（10.9%）を除いてどの属性も小さい。 

 
 図表 1-1-8  最大の不安は「本人が長期就労不能時の家族の生活費用」 

    （5 歳階級別×性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 
 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性 （全体20.7） 16.5 20.1 20.9 23.7 25.1 23.4 18.6 20.7 14.8

男性世帯主 （全体22.3） 17.9 23.8 24.1 26.6 26.8 25.7 18.5 21.6 15.0

男性世帯員 （全体14.5） 15.7 15.7 12.9 13.8 17.3 10.9 20.0 9.5 8.3

女性 （全体7.0） 9.7 10.5 8.3 11.5 7.7 6.0 5.2 2.3 2.9

女性世帯主 （全体7.0） 3.0 8.2 5.9 15.3 7.3 10.3 3.7 3.2 4.5

女性世帯員 （全体7.0） 12.5 11.4 9.1 10.1 7.8 4.1 5.9 1.8 2.1

男女計 （全体13.9） 13.1 15.2 14.3 18.0 15.3 15.4 11.6 12.1 9.0

0.0

10.0

20.0

30.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性 （全体9.9） 14.7 12.0 12.3 11.7 8.4 10.7 11.0 8.3 3.8

男性世帯主 （全体9.4） 15.4 10.9 14.4 10.4 6.8 11.3 10.5 8.9 3.9

男性世帯員 （全体12.0） 14.3 13.3 7.1 16.3 15.4 7.8 16.0 0.0 0.0

女性 （全体8.8） 6.2 11.3 10.9 9.6 12.8 6.9 6.1 8.2 5.2

女性世帯主 （全体14.1） 6.1 18.2 11.8 16.5 20.3 13.1 9.3 14.0 10.9

女性世帯員 （全体6.4） 6.3 8.6 10.6 7.0 9.1 4.1 4.5 4.9 2.5

男女計 （全体9.3） 10.4 11.6 11.6 10.7 10.9 8.9 8.4 8.2 4.5

0.0

10.0

20.0
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・最大の不安は「本人の入院費用・治療費用」についてみると、 
‐「男性世帯員」（全体 11.4%）と「女性世帯主」（全体 10.0%）が相対的に他の属性を 
上回っている。 

 
    図表 1-1-9  最大の不安は「本人の入院費用・治療費用」 

          （5 歳階級別×性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 
 
・最大の不安は「家族の介護費用」についてみると、 

‐50 歳代から増加ペースが速くなる傾向がみられ、男女の差が開いている。 
 

図表 1-1-10 最大の不安は「家族の介護費用」 

      （5 歳階級別×性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性 （全体8.7） 11.0 13.3 9.4 7.8 6.3 7.6 7.3 5.2 10.5

男性世帯主 （全体7.9） 12.8 12.4 6.3 8.3 5.5 6.9 7.2 5.2 10.6

男性世帯員 （全体11.4） 10.0 14.5 17.1 6.3 9.6 10.9 8.0 4.8 8.3

女性 （全体7.8） 15.0 10.0 10.2 6.4 6.3 8.6 5.2 6.3 6.9

女性世帯主 （全体10.0） 21.2 10.0 11.8 11.8 8.9 7.5 9.3 8.6 10.0

女性世帯員 （全体6.8） 12.5 10.0 9.6 4.4 4.9 9.1 3.2 4.9 5.5

男女計 （全体8.2） 13.1 11.6 9.8 7.2 6.3 8.0 6.2 5.7 8.8

0.0

10.0

20.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性 （全体6.0） 1.8 3.8 4.9 6.7 5.2 4.6 7.0 6.6 10.5

男性世帯主 （全体5.0） 2.6 2.5 2.3 2.9 3.0 3.8 6.5 7.1 9.2

男性世帯員 （全体3.0） 0.0 3.0 0.0 3.8 1.9 4.7 4.0 14.3 8.3

女性 （全体10.0） 4.4 3.3 9.4 8.3 7.1 11.7 13.0 13.7 17.0

女性世帯主 （全体6.9） 6.1 2.7 4.4 2.4 2.4 5.6 10.2 7.5 19.1

女性世帯員 （全体6.6） 0.0 2.5 2.5 2.2 5.3 4.5 11.7 11.0 16.8

男女計 （全体5.6） 1.4 2.6 2.4 2.7 3.7 4.3 8.9 8.6 13.2

0.0

10.0

20.0
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・「（本人にも家族にも）不安はない」を 1 位に選んだ割合についてみると、 
 ‐「男性世帯員」（全体 16.1%）が多くの年齢階級で他の属性を上回っている。 
 

図表 1-1-11 「不安はない」を 1位に選んだ割合 

      （5 歳階級別×性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

 
・日常生活の不安のうち、介護に関する不安についてみると、 

‐「家族に要介護者がいる」場合、「本人・家族の介護費用」が最大の不安である（1 位）の

割合（本人 8.0%、家族 10.5%）は、「要介護者がいない」場合のそれ（本人 5.5%、家族

7.2%）よりも大きく（本人 1.45 倍、家族 1.46 倍）、要介護者の有無は介護に関する不安

に影響を与えているようである。 
 

図表 1-1-12  介護への不安（要介護者の有無別×順位別）（単位：%） 

 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性 （全体11.4） 25.7 18.8 14.8 9.5 11.1 8.5 7.3 7.2 9.4

男性世帯主 （全体10.2） 23.1 19.8 13.2 8.6 11.1 7.5 7.6 7.1 9.5

男性世帯員 （全体16.1） 27.1 17.5 18.6 12.5 11.5 14.1 4.0 9.5 8.3

女性 （全体6.2） 15.9 8.7 7.9 5.4 4.4 4.0 5.2 3.5 6.9

女性世帯主 （全体6.7） 21.2 8.2 2.9 5.9 5.7 3.7 2.8 5.4 12.7

女性世帯員 （全体6.0） 13.8 8.9 9.6 5.3 3.7 4.1 6.3 2.5 4.2

男女計 （全体8.8） 20.7 13.6 11.2 7.6 7.4 6.4 6.2 5.5 8.2

0.0

10.0

20.0

30.0

要介護者が

いる

5年以内に

いそう
いない 全体

要介護者が

いる

5年以内に

いそう
いない 全体

本人について 家族について

1位 8.0 4.7 5.5 5.6 10.5 10.7 7.2 8.0

2位 9.1 8.5 7.6 7.9 16.0 11.9 8.8 10.0

3位 12.5 10.7 9.9 10.3 9.4 9.8 9.6 9.6

合計 29.6 24.0 23.0 23.8 36.0 32.4 25.6 27.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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〇次に、葬儀、短期入院、長期入院および介護について、リスクへ備えるための必要な費用

のイメージについてみてみよう。 
 

1-1-2 必要な費用のイメージ：①葬儀費用（Q19） 
 

・「50 万円以上 100 万円未満」（27.6%）が最も多く、過去 2 回と比べて増加傾向。 
・「100 万円未満」（51.8%）2が 5 割を占め、過去 2 回と比べて増加傾向がみられる。 

 

図表 1-1-13 必要な費用のイメージ：①葬儀費用（単位：%） 

 

 
・葬儀費用と世帯年収の関係についてみると、 

‐葬儀費用「50 万円以上 100 万円未満」は、「世帯年収 100 万円以上 200 万円未満」（32.7%）

が最も多い。 
 ‐世帯年収が低いほど、葬儀費用「100 万円未満」の割合は、全体（51.8%）を大きく上回る。 
   
  

                                                  
2 小数点第 2 位を四捨五入しているため、図表の数値の合計と当該回答者を合計して求めた割合が一致し

ない場合がある。以降も同様。 

～50万円
50～100

万円

100～150

万円

150～200

万円

200～300

万円

300～400

万円

400～500

万円

500万円

以上

2017年 24.1 27.6 18.1 13.7 10.3 2.6 0.8 2.7

2014年 16.5 25.8 21.3 17.1 13.5 3.2 1.0 1.6

2012年 27.9 12.0 24.8 4.7 16.9 9.8 0.5 3.4

0.0

10.0

20.0

30.0
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         図表 1-1-14  必要な葬儀費用（世帯年収別）（単位：%） 

 

世帯年収ゼロは回答者が 2 名のため省略。図表 1-1-16、図表 1-1-18、図表 1-1-20 も同様。 

その他とは「答えたくない・わからない」 

 

1-1-2 必要な費用のイメージ：②短期入院費用（Q20） 
 
・「5,000 円以上 1 万円未満」（35.8%）が最も多い。 
・「1 万円未満」（71.1%）が 7 割を占める。 
 

 図表 1-1-15 必要な費用のイメージ：②短期入院費用（日額）（単位：%） 

 

 
  

100

万円

未満

100

～
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万円

200

～

300

万円

300

～
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1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2,000

万円

～

その

他

世帯年収

葬儀費用

50～100万円（全体27.6）
19.3 32.7 30.8 31.8 31.8 27.7 24.7 25.1 26.9 24.9 20.3 18.8 16.3 27.7

葬儀費用

～100万円（全体51.8）
83.0 75.6 65.7 60.5 54.5 47.7 42.4 42.2 43.1 34.9 29.2 33.3 38.8 56.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

～3

千円

3～5

千円

5千～1

万円

1～2

万円

2～3

万円

3～5

万円

5～7

万円

7～10

万円

10

万円～

2017年 13.8 21.5 35.8 17.6 3 2 1.3 1.8 3.2

2014年 10.3 21.7 41.6 18 2.4 1.4 0.8 1.6 2.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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・短期入院費用と世帯年収の関係をみると、 
 ‐短期入院費用「5,000 円以上 1 万円未満」（全体 35.8%）は、「世帯年収 500 万円以上 600 万

円未満」（40.5%）が最も多い。 
‐世帯年収が低いほど、短期入院費用「1 万円未満」の割合は全体（71.1%）を上回る。 
 

       図表 1-1-16 必要な短期入院費用（世帯年収別）（単位：%） 

 
その他とは「答えたくない・わからない」 

 
1-1-1-2 必要な費用のイメージ：③長期入院費用（Q21） 
 
・「10 万円以上 30 万円未満」（22.1%）が最も多い。 
・「10 万円未満」（66.2%）が 7 割近くを占め、2014 年（63.9%）よりもやや増加している。 
 

図表 1-1-17 必要な費用のイメージ：③長期入院費用（月額）（単位：%） 
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300

～

400

万円
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1,000

万円

1,000

～

1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2,000

万円

～

その

他

世帯年収

短期入院費用

～1万円（全体71.1）
84.1 83.9 78.8 77.7 74.4 71.3 67.7 61.2 69.2 61.6 58.7 62.5 34.7 71.9

短期入院費用

５千～１万円（全体35.8）
19.3 29.9 34.7 38.7 39.4 40.5 38.2 34.8 36.8 34.9 37.6 37.5 14.3 32.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

～1

万円

1～2

万円

2～3

万円

3～5

万円

5～7

万円
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万円

10～30

万円

30～50

万円

50～100

万円

100

万円～

2017年 17.0 15.1 6.2 7.4 6.2 14.3 22.1 7.9 2.3 1.4

2014年 16.2 16.2 5.7 5.8 5.4 14.6 24.6 8.3 2.1 1.2

0.0

10.0

20.0
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・世帯年収と長期入院費用の関係をみると、 
 ‐長期入院費用「10 万円以上 30 万円未満」（全体 22.1%）は、世帯年収「1,000 万円以上

1,500 万円未満」（27.5%）が最も多い。 
‐世帯年収が低いほど、長期入院費用「10 万円未満」の割合は全体（66.2%）を上回る。 

  
      図表 1-1-18  必要な長期入院費用（世帯年収別）（単位：%） 

 

その他とは「答えたくない・わからない」 

 
1-1-1-2 必要な費用のイメージ：④介護費用（Q22） 
 
・「10 万円以上 30 万円未満」（20.0%）が最も多いが、過去 2 回と比べて減少傾向。 
・「10 万円未満」（72.7%）が 7 割強を占め、過去 2 回と比べて増加傾向がみられる。 
 

図表 1-1-19 必要な費用のイメージ：④介護費用（月額） 
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その

他

世帯年収

長期入院費用

～10万円（全体66.2）
88.6 73.6 75.3 67.6 68.0 64.9 63.1 60.4 58.5 65.9 55.0 52.1 42.9 69.1

長期入院費用

10～30万円（全体22.1）
8.0 15.7 16.3 23.1 22.8 24.2 25.8 26.9 22.5 21.4 27.5 21.9 16.3 20.7
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万円

5～7

万円
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万円
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万円
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万円
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万円
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万円～

2017年 15.6 10.4 9.2 12.3 9.7 15.6 20.0 4.2 1.4 1.7

2014年 12.7 11.0 9.1 12.8 9.8 17.1 21.6 4.0 1.0 1.1

2012年 25.2 15.2 4.5 6.0 13.1 3.2 27.0 2.5 1.3 2.0

0.0

10.0

20.0
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・必要な介護費用と世帯年収の関係 
‐介護費用「10 万円以上 30 万円未満」（全体 20.0%）は、世帯年収「1,500 万円以上 2,000 万

円未満」（35.4%）が最も多い。 
‐世帯年収が低いほど、介護費用「10 万円未満」の割合は全体（72.7%）を上回る。 
 

         図表 1-1-20  必要な介護費用（世帯年収別）（単位：%） 

 
その他は「答えたくない・わからない」 

 

・最後に、要介護者の有無(Q63)と必要な介護費用の関係をみると、 
 ‐大きな差はみられないが、介護費用「1 万円未満」は「要介護者が現在いない」（16.9%）が

他の属性よりも大きい。 
‐介護費用「10 万円未満」の割合をみると、「要介護者が現在いない」（73.3%）が「現在い

る」（69.7%）をやや上回っている。 
‐以上から、要介護者がいない場合、必要な介護費用をやや少なく見積もるようである。 

    
           図表 1-1-21 必要な介護費用（要介護者の有無別）（単位：%） 
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世帯年収

介護費用

～10万円（全体72.7%）
88.6 79.9 80.4 77.5 76.7 68.8 72.6 69.9 67.2 66.8 57.4 50.0 49.0 75.6

介護費用

10～30万円（全体20.0%）
9.1 13.8 13.9 17.5 17.8 23.1 19.8 23.7 23.3 24.9 33.2 35.4 22.4 16.5
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要介護者が5年以内にいそう 11.1 9.8 10.2 13.6 9.5 17.8 20.3 4.3 0.9 2.6
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（２）要介護リスクに対する意識 
 
〇生活リスクのうち、本人または家族に介護が必要となる「要介護リスク」に焦点を当

て、勤労者の意識を探る。 
 
1-2-1 要介護リスク：①要介護者の有無（Q63） 
 
・「現在要介護者がいる」（全体 10.3%）は、回答者が「50 歳代」（14.5%）になると急増し、

「60 歳代」（16.0%）が最も多い。 
・「現在要介護者がいる」と「5 年以内に介護が必要になりそうな人がいる」の合計（全体

23.7%）は、「50 歳代」（31.2%）が最も多い。 
 

 図表 1-1-22  現在および今後 5年以内の 65 歳以上の要介護者（10 歳階級別）（単位：%） 

 
 

1-2-1 要介護リスク：②要介護者は誰か（Q64） 
 
・「親」が 7 割強（全体 75.9%）を占め、「祖父母」（全体 20.0%）が続く。 
・男性は「親」（77.0%）「配偶者」（6.7%）が女性よりも大きく、女性は「祖父母」（22.0%）が

男性よりも大きい。 
      

  図表 1-1-23  65 歳以上の要介護者（複数回答）（性別）（単位：%） 

 
その他の例：伯母  

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代（前半）

現在はいないが、5年以内に

必要になりそうな人がいる

（全体13.5）

11.3 11.2 14.8 16.7 12.5

現在要介護者がいる

（全体10.3）
7.2 7.3 8.4 14.5 16.0

合計（全体23.7） 18.6 18.5 23.1 31.2 28.5

0.0

10.0

20.0

30.0

親 祖父母 配偶者 兄弟 その他

男性 77.0 17.8 6.7 1.5 0.0

女性 74.9 22.0 3.1 1.4 0.3

全体 75.9 20.0 4.8 1.4 0.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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・要介護者のうち「親」の割合は、回答者が「40 歳代」（90.7%）になると急増し、「50 歳代」

（95.9%）が最も多い。 
・「祖父母」の割合は、「20 歳代」（69.0%）と「30 歳代」（52.3%）が多い。 
・「配偶者」と「兄弟」は「60 歳代」がそれぞれ 9.6%、3.5%で最も多い。 
 

 図表 1-1-24  65 歳以上の要介護者（複数回答）（10 歳階級別）（単位：%） 

 
      その他は省略 

 
1-2-1 要介護リスク：③公的介護保険を除く介護費用の財源（Q65） 
 
・「要介護者の公的年金」が 6 割強（62.6%）を占め、最も多く、「要介護者の預貯金、有価証

券など」（26.6%）、「本人の就労による収入」（21.9%）の順に続く。 
・負担者別にみると、「要介護者」の財源が 96.6%（重複を除くと 72.7%）で最も多い。 
・種類別にみると、「公的年金」が 80.4%（重複を除くと 72.0%）で最も多い。 
・回答者 1 人あたりの財源は、1.8 である3。 
 

図表 1-1-25  介護費用の財源（複数回答）（単位：%） 

  負担者 

  本人 要介護者 家族 親族 全体 

種類 

公的年金 10.9 62.6 7.0 － 80.4 

就労収入 21.9 － 15.9 － 37.8 

預貯金、有価証券など 7.3 26.6 5.5 － 39.4 

不動産などの売却資金 2.0 3.2 － － 5.2 

民間介護保険 － 4.3 － － 4.3 

資金 － － － 9.4 9.4 

全体 42.1 96.6 28.3 9.4 177.9 

全体の合計 177.9%はその他を含む（重複を除くと 100.0%） 

その他の例：わからない(0.7%)、なし(0.4%)、要介護者の収入(0.2%)、生活保護(0.2%) 

                                                  
3 財源は「1 つ」（56.0%）が最も多く、「2 つ」（28.0%）、「3 つ」（7.5%）、「4 つ以上」（8.6%）である。 

親 祖父母 配偶者 兄弟

20歳代 22.5 69.0 8.5 2.8

30歳代 45.3 52.3 5.8 1.2

40歳代 90.7 11.0 0.8 0.0

50歳代 95.9 1.8 2.3 0.6

60歳代 87.0 1.7 9.6 3.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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・負担者別にみると、「要介護者」（全体 96.6%）の財源がほぼすべての年代で最も大きく、

「家族・親族」（全体 37.8%）の財源は「20 歳代後半」と「30 歳代前半」が多い。 
 

図表 1-1-26  介護費用の財源（複数回答）（5歳階級別）（単位：%）： 

① 負担者別 

 
それぞれの財源の内訳は、図表 1-2-4 を参照 

 
・種類別の介護財源は、「公的年金」（全体 80.4%）がすべての年代で最も大きく、「預貯金・

有価証券など」（全体 39.4%）は、「20 歳代」が少ない。 
   

② 種類別  

 
それぞれの財源の内訳は、図表 1-2-4 を参照 

 
  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

本人（全体42.1%） 46.2 36.2 25.0 51.9 41.8 57.1 44.4 34.4 40.9

要介護者（全体96.6%） 46.2 77.6 103.1 94.4 89.1 90.5 102.5 114.4 100.0

家族・親族（全体37.8%） 38.5 63.8 68.8 46.3 54.5 47.6 29.6 20.0 18.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

公的年金（全体80.4%） 69.2 69.0 78.1 94.4 80.0 88.9 71.6 76.7 86.1

就労収入（全体37.8%） 38.5 44.8 43.8 38.9 36.4 52.4 38.3 32.2 28.7

預貯金、有価証券など（全体

39.4%）
7.7 25.9 43.8 40.7 45.5 39.7 46.9 43.3 36.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0
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1-2-1 要介護リスク：④要介護への備え（Q66） 
 
〇本人および家族の要介護リスクに対する準備は、どのようになっているだろうか。 
 
・本人の介護のための備えについては、 

-「預貯金」（46.9%）が最も多いが、「特にない」（43.5%）も差がない45。 
・家族の介護のための備えについては、 

-「特にない」（53.6%）が最も多く、次に「預貯金」（36.0%）が多い67。 
・介護に備える金融手段についてみると、 

-「預貯金」（本人 46.9%、家族 36.0%）、「株・投資信託」（本人 9.1%、家族 3.5%）など、 
 家族よりも本人の介護のために多く利用されている。 

 
図表 1-1-27 種類別「本人」のための備えと「家族」のための備え 

（複数回答）（単位：%） 

 
その他の例：（本人）アパート経営、家賃収入、老後に対応できる住宅の購入、（家族）アパート経営、 

介護マンションへの引っ越し  
                                                  
4 準備数は、「1 つ」（62.6%）、「2 つ」（22.3%）、「3 つ」（9.3%）、「4 つ以上」（5.9%）（平均 1.6） 
5  家族に要介護者がいる場合、「預貯金」（56.7%）、「民間介護保険」（10.0%）、「公的年金」(12.1%)など

備える割合が大きくなる。 
6 準備数は、「1 つ」（70.3%）、「2 つ」（18.5%）、「3 つ」（7.7%）、「4 つ以上」（3.4%）（平均 1.5） 
7  家族に要介護者がいる場合、「預貯金」（45.5%）、「民間介護保険」（8.9%）、「公的年金」(10.7%)など

備える割合が大きくなる。 
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・介護に備えている割合（男女計）は、「本人と家族の両方」が全体の 43.9%である。 
・男性世帯員の 5 割（50.0%）が介護の準備をまったく行っていない。 
・女性世帯主は、「本人のみの介護に備える」（23.3%）が他の属性よりも大きい。 
・男性世帯員は、「家族のみの介護に備える」（4.6%）が他の属性よりも大きい。 
 

図表 1-1-28 要介護への備えの現状（複数回答）（性別、世帯主別）（単位：%） 

 

・要介護リスクへの備えに関して、世帯貯蓄はどのような役割を果たしているだろうか。 
 ‐貯蓄が増えるにつれて「金融商品など」（全体 35.4%）が多くなる。 
 ‐「世帯貯蓄ゼロ」「世帯貯蓄 100 万円未満」は、「特にない」（全体 56.1%）がそれぞれ

86.9%、69.6%を占める。 
 

図表 1-1-29 要介護への備え（「預貯金」「金融商品」「話し合いなど」「特になし」） 

（いずれも本人または家族）（複数回答）（世帯貯蓄額別）（単位：%） 

 

「金融商品など」、「話し合いなど」（自宅の改修を含む）は、図表 1-2-6 の項目の合計。  

本人と家族両方の
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男性 45.3 11.8 2.2 40.7

男性世帯主 47.6 12.5 1.6 38.3

男性世帯員 36.6 8.8 4.6 50.0

女性 42.5 13.4 2.8 41.3

女性世帯主 31.2 23.3 2.4 43.1
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男女計 43.9 12.6 2.5 41.0
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（３）公的保障（社会保障）に対する意識 
 
〇生活リスクに対して基礎的な保障を提供する公的保障（社会保障）制度に対する意識を

探る。 
 
1-3-1 公的保障（社会保障）制度に対する意識：①制度の認知8（Q53） 
 
・公的年金制度と健康保険制度は似たような傾向がみられる。 

‐「ある程度は知っている」（年金 43.4%、健康 52.2%）が最も多いが、過去 2 回の調査 
からは減少傾向。 

‐「内容まで詳しく知っている」（年金 8.3％、健康 10.8%）が増加傾向にある。 
・介護保険制度 

‐「名前程度は知っている」（41.0%）が最も多いが、過去 2 回の調査からは減少傾向。 
‐「内容まで詳しく知っている」（6.6%）、「知らない」（14.2%）が増加傾向にある。 

・以上から、公的保障制度の認知はやや高くなっている一方で、わずかではあるが認知度の差

は広がっているようにもみえる。 
 

図表 1-1-30 公的保障（社会保障）制度の認知（単位：%） 

 

                                                  
8 生命保険・共済の加入の有無が公的保障制度の認知にどのような影響を与えているかをみると、年金の

場合、「内容まで詳しく知っている」（なし 5.3%、あり 9.3%）、「ある程度は知っている」（なし 28.3%、

あり 48.6%）、「名前程度は知っている」（なし 31.5%、あり 30.4%）、「知らない」（なし 34.9%、あり

11.7%）となっており、生命保険・共済の加入者は未加入者よりも認知度が高いと考えられる。健康保

険、介護保険も同様である。 
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・「内容まで詳しく知っている／ある程度は知っている」についてみてみよう。 
‐全体の認知度は、「健保」（63.0%）、「年金」（51.7%）、「介護」（44.8%）の順である。 
‐どの制度も「50 歳代前半」に認知度が著しく高まっている。 

 
図表 1-1-31  公的保障（社会保障）制度の認知（5歳階級別）（単位：%） 

  
「内容まで詳しく知っている／ある程度は知っている」の合計 

 
・「内容まで詳しく知っている／ある程度は知っている」の認知度の男女差について、 
 ‐全体でみると、男性が女性を上回っている。「年金」（7.4 pcp9）が最も大きく、「介護」

（2.9 pcp）、「健保」（1.8 pcp）の順に続く。 
 ‐全般的に男性のほうが認知度は高いが、60 歳前半はすべて女性のほうが高い。 
 

図表 1-1-32  公的保障（社会保障）制度の「内容まで詳しく知っている／ある程度は 

知っている」に対する男女差（5歳階級別）（単位：pcp） 

 
プラスは男性＞女性、マイナスは男性＜女性  

                                                  
9 パーセントポイントの略称 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

公的年金制度

（全体51.7）
25.2 40.5 43.1 46.1 47.0 48.0 60.2 66.3 72.5

健康保険制度

（全体63.0）
41.4 51.3 56.3 59.8 60.3 60.4 72.1 74.9 78.2

介護保険制度

（全体44.8）
23.9 34.3 36.5 41.0 44.9 44.2 53.4 55.9 56.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

公的年金制度

（全体7.4）
9.9 8.4 13.9 16.8 3.8 4.8 8.7 1.3 -1.6

健康保険制度

（全体1.8）
6.9 1.1 3.7 6.6 -3.2 2.3 1.2 -0.2 -1.1

介護保険制度

（全体2.9）
5.4 6.7 2.4 6.8 5.7 -1.7 0.8 5.2 -4.2

-10.0

0.0

10.0

20.0
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1-3-2 公的保障（社会保障）制度に対する意識：②将来に対する意識（Q55） 
 
・どれも、現在と比べて将来「悪くなっている」（年金 44.6%、健保 38.1%、介護 38.5%）が

最も多い。 
 

図表 1-1-33  公的保障（社会保障）制度の将来に対する意識（単位：%） 

 

  
（参考）公的保障制度障に対する安心意識（単位：%） 
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・「多少悪くなっている／悪くなっている」について 5 歳階級別にみると、 
‐全体の意識は、「年金」（64.5%）、「健保」（62.6%）、「介護」（57.8%）の順である。 
‐どの制度も「50 歳代前半」に著しく意識が上昇している。 

 
図表 1-1-34  公的保障（社会保障）制度の将来に対する意識（5歳階級別）（単位：%） 

 
   「多少悪くなっている／悪くなっている」の合計 
 
・「多少悪くなっている／悪くなっている」の意識の男女差について、 

‐全体でみると、「年金」（-5.5 pcp）は女性が男性を上回り、「健保」（1.4 pcp）、「介護」

（0.3 pcp）は男性が女性を上回る。 
  ‐年金は、女性のほうが総じて将来に悲観的である。55 歳以降は、すべての公的保障に対し

て男性よりも悲観的である。 
 

図表 1-1-35  公的保障（社会保障）制度の将来「多少悪くなっている／悪くなっている」 

に対する男女差（5歳階級別）（単位：pcp） 

 
プラスは男性＞女性、マイナスは男性＜女性 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

公的年金制度

（全体64.5）
38.3 49.7 53.3 58.7 65.1 65.8 74.6 78.8 80.0

健康保険制度

（全体62.6）
36.9 44.6 51.8 57.8 63.7 64.6 72.7 77.5 78.2

介護保険制度

（全体57.8）
32.9 43.7 49.4 54.2 58.7 58.8 65.1 71.8 70.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

公的年金制度

（全体-5.5）
-8.1 -3.2 -11.2 -8.1 -11.1 -1.7 0.6 -6.2 -3.5

健康保険制度

（全体1.4）
-4.1 4.7 2.9 1.8 7.6 -3.1 0.0 -2.0 -2.2

介護保険制度

（全体0.3）
0.3 3.3 0.3 -2.5 7.3 -3.3 3.1 -0.9 -6.8

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0
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1-3-3 公的保障（社会保障）制度に対する意識：③私的保障加入時における公的保障の意

識（Q54） 
 
・公的保障（社会保障）を「意識しなかった」（年金 64.8%、健保 62.8%、介護 74.1%）が 

最も多い10。 
・「よく考えて選んだ」（年金 8.7%、健保 9.1%、介護 6.0%）が 2014 年よりもそれぞれ微増で

ある。 
 

図表 1-1-36   私的保障加入時における公的保障（社会保障）の意識（単位：%）

 
2012 年は、公的保障制度全般について、「よく考えて選んだ」（5.6%）、「多少考えて選んだ」

（28.6%）、「意識しなかった」（65.9%） 

 

・「よく考えて選んだ／多少考えて選んだ」について、 
‐全年齢では、「健保」（37.2%）、「年金」（35.2%）、「介護」（25.9%）の順である。 
 いいかえれば、6 割から 7 割が生命共済・保険に加入する際、公的保障（社会保障）

を意識しなかったことがわかる。 
‐どの制度も「50 歳代前半」に考えて選ぶ割合が上昇している。 

 

 
 

  

                                                  
10 生命保険・共済の加入の有無が公的保障制度に対する意識に及ぼす影響についてみると、年金の場

合、「よく考えて選んだ」（なし 3.6%、あり 10.5%）、「多少考えて選んだ」（なし 12.6%、あり 31.3%）、

「意識はしなかった」（なし 83.8%、あり 58.2%）のように、生命保険・共済の加入者のほうが公的保障

制度に対する意識が高い。健康保険と介護保険も同様である。 
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図表 1-1-37  私的保障加入時における公的保障（社会保障）の意識（5歳階級別）（単位：%） 

 

   「よく考えて選んだ／多少考えて選んだ」の合計 
 
・「よく考えて選んだ／多少考えて選んだ」の男女差について、 

‐全体では「介護」（6.3pcp）、「健保」（5.3pcp）、「年金」（4.3pcp）の順で、いずれも男

性が女性を上回っている。したがって、生命共済・保険に加入する際、男性のほうが公

的保障（社会保障）を意識していることがわかる。 
 

図表 1-1-38  私的保障加入時における公的保障（社会保障）に対する 

認知度の男女差（5歳階級別）（単位：pcp） 

 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

公的年金制度

（全体35.2）
23.4 30.5 33.9 31.0 34.3 32.2 40.9 42.5 42.4

健康保険制度

（全体37.2）
23.9 31.7 36.3 36.1 36.6 35.0 43.1 41.0 43.5

介護保険制度

（全体25.9）
16.2 21.4 25.3 23.4 25.6 24.9 32.3 30.4 29.1

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

公的年金制度

（全体4.3）
8.1 6.8 11.2 7.2 4.7 1.5 2.5 -2.4 2.0

健康保険制度

（全体5.3）
11.7 5.2 11.2 10.8 6.8 2.5 2.2 -2.0 3.4

介護保険制度

（全体6.3）
9.6 6.0 10.4 6.1 2.9 3.7 3.6 10.9 7.9

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0
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（４）ライフプランに対する意識 
 
〇生活リスク管理の基本であるライフプランの実態と意識について概観する。 
 
1-4-1 ライフプランの作成経験（Q59） 
 
・ライフプランを「作成したことがある」は全体の 2 割（20.2%）である。 
・男性は 19.6%、女性は 20.9%が作成経験を持つ。 
 

図表 1-1-39 ライフプランの作成経験（単位：%） 

 
 作成経験あり 作成経験なし 

男性 19.6 80.4 

女性 20.9 79.1 

全体 20.2 79.8 

 
・性別・世帯主別・5 歳階級別にみると、 

‐「男性世帯主」（全体 21.8%）は 40 歳代前半まで経験割合が大きい。 
‐「男性世帯員」（全体 10.9%）は 20 歳代前半を除いて他の属性よりも小さい。 
‐「女性世帯員」（全体 20.9%）は、60 歳代前半に経験割合が急増している。 

 
図表 1-1-40  ライフプランの作成経験者（5歳階級別×性別、性別・世帯主別）（単位：%）   

 

20.2 79.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

作成経験あり 作成経験なし

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性（全体19.6) 15.6 17.7 21.3 19.8 18.5 17.8 24.6 20.7 19.1

男性 世帯主（全体21.8） 17.9 25.7 24.1 23.0 21.3 18.2 25.7 21.2 19.2

男性 世帯員（全体10.9） 14.3 7.8 14.3 8.8 5.8 15.6 12.0 14.3 16.7

女性（全体20.9） 7.1 16.2 20.3 22.7 19.1 22.0 24.2 21.5 26.4

女性 世帯主（全体20.7） 12.1 15.5 20.6 23.5 17.9 20.6 25.9 22.6 22.7

女性 世帯員（全体20.9） 5.0 16.4 20.2 22.4 19.8 22.6 23.4 20.9 28.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0
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1-4-2 ライフプラン作成のきっかけ11（Q60） 
 
・全体では、「特にきっかけはない」（22.4%）を除くと、77.6%がなんらかのきっかけがあった。 
・具体的なきっかけのなかでは「結婚」（18.0%）が最も多く、「子どもの成長・進学」（15.6%）、

「就職活動または就職」（12.7%）の順に続く12。 
・10 歳階級別にみると、大きなきっかけは以下のとおり。 

‐20 歳代は「就職（活動）」（35.3%）、「結婚」（28.1%）、 
‐30 歳代は「結婚」（28.6%）、「出産」（21.8%）、 
‐40 歳代は「子どもの成長・進学」（22.3%）、「特にきっかけはない」（20.5%） 
‐50 歳代は「特にきっかけはない」（29.7%）、「子どもの成長・進学」（21.2%）、 
‐60 歳代（前半）は「退職（準備）」（29.4%）、「特にきっかけはない」（28.8%） 

 
図表 1-1-41 ライフプラン作成のきっかけ（複数回答）（10 歳階級別）（単位：%） 

 

 
  
                                                  
11 複数回答のため、ライフプランの作成回数を集計すると、「1 回」（78.8%）が最も多く、「2 回」

（13.5%）、「3 回以上」（7.8%）である。（平均 1.4 回） 
12 カッコ内はライフプラン作成経験者の割合。以下、同様。 

就職活動または

就職

再就職または

転職

退職準備または

退職
恋愛 結婚 出産

20歳代 35.3 10.5 8.5 5.9 28.1 10.5

30歳代 16.5 12.5 5.2 4.0 28.6 21.8

40歳代 9.9 11.7 7.0 1.5 19.4 16.1

50歳代 4.5 6.7 13.4 0.4 9.3 4.1

60歳代（前半） 3.7 9.2 29.4 0.0 4.3 1.2

全体 12.7 10.1 11.7 2.2 18.0 11.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

子どもの成長・

進学

住宅

購入

親の
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病気・ケガ

・入院
その他

特にきっかけは

ない

20歳代 2.6 8.5 3.9 5.9 2.0 17.0

30歳代 12.9 16.9 5.2 4.4 7.3 15.7

40歳代 22.3 15.4 5.1 7.7 6.6 20.5

50歳代 21.2 10.4 5.2 6.3 10.4 29.7

60歳代（前半） 11.7 6.1 5.5 10.4 8.0 28.8

全体 15.6 12.2 5.1 6.8 7.2 22.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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・次に具体的なきっかけについて性別・世帯主別でみると、 
 ‐「男性世帯主」は、「結婚」（18.9%）、「就職活動または就職」（14.1%）が多い。 
‐「男性世帯員」は、「就職活動または就職」（26.2%）が多く、「結婚」（6.6%）は少ない。 
‐「女性世帯主」は、「子どもの成長・進学」（15.0%）、「就職活動または就職」（12.7%）が

多い。 
‐「女性世帯員」は、「結婚」（21.4%）、「子どもの成長・進学」（19.9%）、「住宅購入」

（16.4%）、「出産」（14.4%）が多い。 
 

図表 1-1-42  ライフプラン作成のきっかけ（複数回答）（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

 
1-4-3 ライフプランを作成する際に相談した相手13（Q62） 
 
・全体では「家族」（34.6%）が最も多く、特に「20 歳代」（41.8%）と「30 歳代」（41.1%）が

多い。 
・20 歳代と 30 歳代は「友人・知人」（20 歳代 15.7%、30 歳代 14.9%）が他の年齢階級よりも

大きい。 
・40 歳代は「保険会社の営業」（24.2%）が他の年齢階級よりも大きい。 
・50 歳代と 60 歳代は、「誰にも相談していない」（ともに 38.7%）が最も多く、他の年齢階級と

比べても大きい。 
 
  

                                                  
13 複数回答のため、相談した相手の選択数を集計すると、「1 つ」（68.9%）が最も多く、「2 つ」

（22.4%）、「3 つ以上」（8.7%）である（平均 1.4）。 
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男性 15.5 11.9 15.5 2.8 17.5 10.1 12.7 10.3 4.7 6.2 22.6

男性世帯主 14.1 11.6 15.4 2.7 18.9 11.2 13.5 11.6 4.4 6.3 21.5

男性世帯員 26.2 14.8 16.4 3.3 6.6 1.6 6.6 0.0 6.6 4.9 31.1

女性 10.0 8.4 8.1 1.6 18.4 12.8 18.4 14.0 5.4 7.4 22.4

女性世帯主 12.7 9.2 7.5 2.9 11.6 9.2 15.0 8.7 4.0 7.5 24.3

女性世帯員 8.8 8.1 8.3 1.0 21.4 14.4 19.9 16.4 6.0 7.3 21.4

全体 12.7 10.1 11.7 2.2 18.0 11.5 15.6 12.2 5.1 6.8 22.4
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図表 1-1-43 ライフプランを作成する際に相談した相手（複数回答）（10 歳階級別）（単位：%） 

 
 

・性別・世帯別に世帯間の違いをみると、 
 ‐男性世帯主と女性世帯員は、「家族」（前者 37.7%、後者 38.5%）が他の属性より大きい。 

‐男性世帯員は、「友人・知人」（19.7%）が大きい。 
‐女性世帯主は、「誰にも相談していない」（40.5%）がかなり大きい。 

 
図表 1-1-44 ライフプランを作成する際に相談した相手（複数回答） 

（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 
  

家族
友人・

知人

勤め先

の上司
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ファイナ

ンシャル

プラン

ナー

銀行員

誰にも

相談し

ていな

い

20歳代 41.8 15.7 9.2 2.6 4.6 2.0 17.6 8.5 17.0 1.3 19.6

30歳代 41.1 14.9 8.9 2.4 3.6 2.4 21.4 8.1 18.5 1.2 19.4

40歳代 31.5 10.3 4.8 2.6 1.8 4.0 24.2 4.8 19.0 2.6 29.3

50歳代 29.0 8.2 2.6 2.2 1.1 2.2 16.4 1.5 16.0 1.5 38.7

60歳代（前半） 32.5 6.1 4.3 1.8 0.6 1.2 12.3 1.8 17.2 1.2 38.7

全体 34.6 10.9 5.7 2.4 2.3 2.5 19.0 4.8 17.6 1.6 29.4

0.0

20.0

40.0

家族
友人・

知人

勤め先

の上司

や同僚

労働

組合

農協・生

協等の

協同組

合

共済の

窓口

保険会

社の営

業

保険

ショップ

の店員

ファイナ

ンシャル

プラン

ナー

銀行員

誰にも相

談してい

ない

男性 36.8 13.2 6.7 3.4 2.8 1.9 17.0 4.7 15.9 1.5 29.5

男性世帯主 37.7 12.4 6.7 3.2 2.5 2.1 17.1 5.1 17.3 1.5 29.1

男性世帯員 29.5 19.7 6.6 4.9 4.9 0.0 16.4 1.6 4.9 1.6 32.8

女性 32.6 8.8 4.7 1.4 1.8 3.2 20.9 4.9 19.3 1.8 29.3

女性世帯主 19.1 11.0 6.9 1.7 2.3 5.2 21.4 4.6 12.7 1.2 40.5

女性世帯員 38.5 7.8 3.8 1.3 1.5 2.3 20.7 5.0 22.2 2.0 24.4

全体 34.6 10.9 5.7 2.4 2.3 2.5 19.0 4.8 17.6 1.6 29.4

0.0

20.0

40.0
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1-4-4 ライフプランの作成が保険・共済加入に及ぼす影響（Q61） 
 
・全体では、ライフプラン作成者のうち「特に影響をなかった」（30.4%）を除く 7 割が具体的

な影響を受けている。 
・10 歳階級別にみると、 
 ‐「20 歳代」から「40 歳代」は、「保険・共済について考えるきっかけになった」が最も多い

（それぞれ 47.7%、48.0%、42.1%）。 
 ‐「50 歳代」と「60 歳代（前半）」は、「特に影響がなかった」が最も多い（それぞれ 40.1%、

40.5%）。 
 

図表 1-1-45 ライフプランの作成が保険・共済加入に及ぼす影響（複数回答） 

（10 歳階級別）（単位：%） 

 
 
・性別・世帯別にみてみよう。「保険・共済について考えるきっかけとなった」がすべての属性

において最も多い。属性間の違いに着目すると、 
 ‐「男性世帯主」は、「保険・共済について考えるきっかけとなった」（41.5%）、「保険料・ 

掛金の節約ができた」（14.5%）が大きい。 
 ‐「女性世帯主」は、「特に影響がなかった」（33.5%）がやや大きい。 
 ‐「男性世帯員」は、「保険料・掛金の節約ができた」（6.6%）が小さい。 

‐「女性世帯員」は、「保障内容の見直しができた」（19.9%）がやや大きい。 
 
  

保険・共済に

ついて考え

るきっかけに

なった

必要な保障

を理解するこ

とができた

より良い保

険・共済に加

入できた

保険料・掛金

の節約が

できた

保障内容の

見直しが

できた

保険・共済の

解約に役

立った

特に影響は

なかった

20歳代 47.7 28.1 13.1 11.1 11.8 3.9 26.8

30歳代 48.0 31.5 17.3 15.3 20.6 2.0 21.4

40歳代 42.1 34.8 16.8 15.4 19.0 4.8 24.9

50歳代 30.9 22.7 8.6 8.9 18.2 1.9 40.1

60歳代（前半） 32.5 17.8 3.1 9.2 13.5 2.5 40.5

全体 40.1 27.7 12.4 12.3 17.4 3.0 30.4

0.0

20.0

40.0
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図表 1-1-46 ライフプランの作成が保険・共済加入に及ぼす影響（複数回答） 

（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

 
 
1-4-5 保険・共済情報の接点14（Q18） 

 
〇過去 1 年間の保険・共済情報とどのような接点があったのだろうか。 
 
・「テレビ CM や番組」（72.1%）が最も多いが、過去 2 回と比べて減少している。 
・今回新設された「インターネットの広告」（25.1%）が次に多い。インターネットを通じて見聞

きした人は、全体の 33.1%を占める15。 
・テレビや新聞、雑誌などの従来型のメディアが減少している。 
・「保険会社・共済団体からの営業・連絡（訪問、ダイレクトメール、電話など）」（18.5%）が大

きく減少している。 
 

  

                                                  
14 複数回答のため、1 人あたりの見聞きした情報の種類を集計すると、2017 年 2.4（2014 年 2.9、2012
年 3.5）で減少傾向がみられる。「1 つ」（47.4%）が最も多く、「2 つ」（19.9%）、「3 つ」（12.3%）と続

く。 
15 インターネットの広告、保険会社・共済団体の公式 web サイト、一般の web サイトおよび SNS の合

計、ただし重複分を除く。 

保険・共済に

ついて考える

きっかけに

なった

必要な保障を

理解すること

ができた

より良い保

険・共済に加

入できた

保険料・掛金

の節約ができ

た

保障内容の

見直しができ

た

保険・共済の

解約に役立っ

た

特に影響はな

かった

男性 41.2 29.5 13.8 13.6 16.0 2.1 29.3

男性世帯主 41.5 29.7 13.9 14.5 16.0 2.1 29.1

男性世帯員 39.3 27.9 13.1 6.6 16.4 1.6 31.1

女性 38.9 26.0 11.1 11.1 18.6 3.9 31.4

女性世帯主 37.0 23.7 11.0 9.8 15.6 2.9 33.5

女性世帯員 39.8 27.0 11.1 11.6 19.9 4.3 30.5

全体 40.1 27.7 12.4 12.3 17.4 3.0 30.4

0.0

20.0

40.0
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図表 1-1-47 過去１年間の保険・共済情報の接点（複数回答）（単位：%） 

 

 
その他の例：ない、特にない、ポスティングのチラシ 
注 1 「雑誌広告や記事」（2014 年 12.2%、2012 年 15.6%）と「フリーペーパーや無料のタウン誌」

（2014 年 8.9%、2012 年 10.7%）を集約 
注 2 「保険会社・共済団体からの訪問」（2014 年 10.3%、2012 年 12.1%）、「保険会社・共済団体から

のダイレクトメール（郵送）」（2014 年 22.2%、2012 年 27.1%）、「保険会社・共済団体からの電

話」（2014 年 5.2%、2012 年 6.7%）を集約 
注 3 2014 年、2012 年は「その他、保険・保障に関するインターネット（Twitter、mixi、Facebook な

どのソーシャルネットワーキングサービスなども含む）」 
注 4 「家族・親戚との会話」（2014 年 10.6%、2012 年 11.0%）と「友人・知人との会話」（2014 年

7.8%、2012 年 8.8%）を集約 
  

テレビCMや

番組

新聞広告や

記事

新聞折込み

チラシ

雑誌やフ

リーペー

パーの広告

や記事（注

1）

ラジオ広告

や番組

インターネッ

トの広告

銀行やコン

ビニエンス

ストアなど

で見る広

告、店頭に

置いてある

パンフレット

電車・駅構

内や街頭で

見る広告

2017年 72.1 20.0 21.5 9.0 4.6 25.1 9.3 6.3

2014年 85.9 30.2 28.4 17.4 6.5 － 8.7 7.9

2012年 87.3 36.5 34.6 21.5 9.5 － 10.7 9.9

0.0

30.0

60.0

90.0

保険会社・

共済団体

からの営

業・連絡

（訪問、ダイ

レクトメー

ル、電話な

ど）（注2）

保険会社・

共済団体

の窓口、保

険ショップ

保険会社・

共済団体

の公式web

サイト（イン

ターネット）

一般のweb

サイト（イン

ターネット）

（注3）

家族・親

戚、友人・

知人から

（注4）

職場を通じ

て
SNS その他

2017年 18.5 8.8 5.9 9.9 12.7 11.6 1.8 1.5

2014年 29.4 5.1 11.5 9.0 14.4 5.2 － 1.6

2012年 35.5 5.6 17.1 12.3 15.1 5.6 － 1.6

0.0

30.0

60.0

90.0
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・性別でみると、 
 ‐男性は「インターネットの広告」（27.8%）、「新聞広告や記事」（21.3%）、「職場を通じて」

（13.6%）、「一般の web サイト」（11.7%）が女性よりも大きい。 
‐女性は「テレビ CM や番組」（75.7%）、「新聞折込みチラシ」（23.0%）、「家族・親戚、 

友人・知人から」（14.7%）、「銀行やコンビニなどで見る広告、店頭パンフレット」

（11.1%）などが男性よりも多い。 
 

図表 1-1-48 過去 1年間の保険・共済情報の接点（複数回答）（性別）（単位：%） 

  

68.5

27.8

21.3

20.0

18.1

13.6

11.7

10.8

7.5

7.5

7.4

6.8

6.0

5.5

2.1

1.8

75.7 22.4

18.7

23.0

18.9

9.6

8.2

14.7

10.2

11.1

10.7

4.9

6.6

3.7

1.5

1.2

80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

テレビCMや番組

インターネットの広告

新聞広告や記事

新聞折込みチラシ

保険会社・共済団体からの営業・連絡

職場を通じて

一般のwebサイト

家族・親戚、友人・知人から

保険会社・共済団体の窓口、保険ショップ

銀行やコンビニなどで見る広告、店頭パンフレット

雑誌やフリーペーパーの広告や記事

保険会社・共済団体の公式webサイト

電車・駅構内や街頭で見る広告

ラジオ広告や番組

SNS

その他

男性

女性
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・これらの接点を主な形態のメディアに整理し、性別・5 歳階級別にみると、 

 ‐「テレビ・ラジオ」（男性 69.0%、女性 76.0%）は、全年齢階級で女性が男性を上回る。 
 ‐「インターネット関連」（男性 36.9%、女性 29.2%）は、全年齢階級で男性が女性を上回

る。 
 ‐「新聞・雑誌関連」（男性 32.2%、女性 34.7%）は、年齢が高くなるとともに増加する傾

向がみられる。 
 
図表 1-1-49 主なメディアの形態別でみる過去 1年間の保険・共済情報の接点（複数回答） 

（5歳階級別×性別）（単位：%） 

 

  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

テレビ・ラジオ（男性）

（全体69.0）
56.9 65.8 63.9 69.6 70.7 69.5 75.4 73.4 68.2

インターネット関連（男性）

（全体36.9）
31.2 33.7 37.3 35.5 34.8 37.8 38.2 35.9 43.4

新聞・雑誌関連（男性）

（全体32.2）
17.4 23.1 25.8 26.3 30.3 32.0 39.9 39.0 46.1

テレビ・ラジオ（女性）

（全体76.0）
71.7 72.3 76.7 75.1 75.7 76.0 76.7 80.5 78.4

インターネット関連（女性）

（全体29.2）
23.0 24.1 30.1 30.0 31.7 27.1 32.7 34.4 27.6

新聞・雑誌関連（女性）

（全体34.7）
22.1 21.3 30.8 31.0 35.2 39.4 38.5 43.0 45.1

0.0

30.0

60.0

90.0
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２．生命共済・保険の加入実態 

 
〇加入率、加入件数、保障のタイプ、対象者、意思決定者などから加入実態を概観する。 
 
（１）現在の加入状況 
 
2-1-1 生命共済・保険加入率（Q24） 
 
・生命共済・保険加入率（個人ベース）は、74.3%（2014 年 79.6%、2012 年 87.4%）である。 
・わずかではあるが、「女性」（74.6%）が「男性」（74.0%）を上回っている。 
 

図表 1-2-1 生命共済・保険加入率（性別）（単位：%） 

 
 
・男女差が最も大きいのは、「20 歳代前半」（男性 46.8%、女性 41.6%）である。 
・多くの年齢階級において、「男性世帯員」（全体 56.3%）の加入率が他の属性よりも著しく低い。 
 

図表 1-2-2 生命共済・保険加入率（5歳階級別×性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

2012年 2014年 2017年

全体 87.4 79.6 74.3

男性 87.0 80.0 74.0

女性 87.7 79.3 74.6

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性（全体74.0） 46.8 53.8 67.2 70.4 77.0 78.8 84.4 84.1 86.3

男性世帯主（全体78.6） 38.5 61.4 71.3 75.5 80.9 80.6 84.8 84.4 86.1

男性世帯員（全体56.3） 51.4 44.6 57.1 52.5 59.6 68.8 80.0 81.0 91.7

女性（全体74.6） 41.6 54.4 66.2 73.5 77.9 79.4 86.7 85.9 87.4

女性世帯主（全体74.0） 45.5 52.7 70.6 74.1 74.8 76.6 83.3 86.0 82.7

女性世帯員（全体74.9） 40.0 55.0 64.6 73.2 79.4 80.7 88.3 85.9 89.5

男女計（全体74.3） 44.1 54.1 66.7 71.8 77.5 79.1 85.6 85.0 86.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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・個人年収について、2,000 万円までは収入の増加とともに加入率が高くなる傾向がある。 
・世帯年収について、「100 万円未満」（50.0%）「200 万円未満」（52.0%%）の加入率が低い。 
・世帯貯蓄についても、「貯蓄ゼロ」16（52.8%）は加入率が低い。 
 

図表 1-2-3 生命共済・保険加入率（個人年収別、世帯年収別、世帯貯蓄別）（単位：%） 

 

その他は「答えたくない・わからない」 

 

・主たる生計維持者別にみると、「子」（全体 86.2%）と回答する親の加入率と「配偶者」（全

体 83.9%）17の加入率が高く、「親」（全体 50.2%）と回答する子の加入率は低い。 
 

図表 1-2-4 生命共済・保険加入率（主たる生計維持者別×性別）（単位：%） 

    

その他の例：兄弟、祖父母、半々、それぞれ 
 
                                                  
16 「貯蓄ゼロ」（世帯）は、回答者全体の 4.9%。なお、「個人年収ゼロ」と「世帯年収ゼロ」はそれぞれ

0.1%と 0.0%である。 
17 男性の場合は世帯主が、女性の場合は世帯員がそれぞれほとんどを占めている。 

ゼロ
～100

万円

100～

200万

円

200～

300万

円

300～

400万

円

400～

500万

円

500～

600万

円

600～

700万

円

700～

800万

円

800～

900万

円

900～

1,000

万円

1,000

～

1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2,000

万円

～

その

他

個人年収 50.0 67.2 68.2 71.6 77.7 81.3 81.3 87.9 89.9 94.8 90.7 93.9 95.7 73.3 60.7

世帯年収 50.0 50.0 52.0 66.9 71.0 79.0 78.9 83.6 83.6 86.6 89.5 87.6 86.5 85.7 61.8

貯蓄 52.8 71.8 76.8 84.5 81.8 88.1 85.8 84.7 81.5 84.4 85.3 89.0 88.3 84.0 65.6

40.0

60.0

80.0

100.0

本人 配偶者 親 子 その他

男性（全体74.0） 78.1 82.4 47.8 88.9 71.4

女性（全体74.6） 73.3 84.0 52.2 85.0 76.4

男女計（全体74.3） 76.6 83.9 50.2 86.2 75.4

30.0

50.0

70.0

90.0
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2-1-2  生命共済・保険の加入件数（Q27） 
 
・「1 件」（41.0%）が最も多く、1 世帯あたり 2.4 件加入している。 
 

図表 1-2-5  現在加入している共済・保険の加入件数別の割合（単位：%） 

 

カッコ内は 1 世帯あたりの加入件数 

パーセンテージは、加入者全体に対する当該件数加入している者の割合 
 
・性別でみると、1 世帯あたりの加入件数は「女性」（2.6 件）が「男性」（2.3 件）を上回る。 
・「女性世帯員」は、1 世帯あたりの加入件数が 2.8 件で他の属性よりも多く、「4 件以上」加入

している割合も 26.0%と大きい。 
  

図表 1-2-6 生命共済・保険の加入件数別の割合（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 
カッコ内は 1 世帯あたりの加入件数 

パーセンテージは、加入者全体に対する当該件数加入している者の割合 

1件 2件 3件 4件 5件 6件 7件 8件 9件
10件

以上

2017年（2.4件） 41.0 24.3 15.1 7.5 5.5 2.6 1.1 1.3 0.4 1.3

2014年（3.1件） 27.1 22.9 17.9 11.4 8.2 5.3 2.4 2.2 0.6 2.1

0.0

20.0

40.0

1件 2件 3件 4件以上

男性（2.3件） 43.3 25.6 13.9 17.2

男性世帯主（2.3件） 42.2 26.4 14.1 17.3

男性世帯員（2.3件） 49.5 21.3 12.7 16.5

女性（2.6件） 38.7 23.0 16.2 22.1

女性世帯主（2.2件） 49.1 21.5 16.3 13.1

女性世帯員（2.8件） 34.1 23.7 16.2 26.0

全体（2.4件） 41.0 24.3 15.1 19.7

0.0

20.0

40.0
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・世帯年収が増えるにつれて、1 世帯あたりの加入件数が増える傾向がみられる。 
・「世帯年収 500 万円未満」の世帯は、「1 件」加入している割合（43.0～70.5%）が大きい。 
・「世帯年収 2,000 万円以上」の世帯は、「4 件以上」加入している割合が 42.9%である。 
 

図表 1-2-7 生命共済・保険の加入件数と件数別の割合（世帯年収別）（単位：件、%） 

 
世帯年収ゼロ（2 件加入が 1 世帯のみ）は省略 

その他は、分からない・答えたくない 

パーセンテージは、加入者全体に対する当該件数加入している者の割合 
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2,000
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2,000

万円

～
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他

1世帯あたりの

加入件数

（全体2.4件）（左軸：件）

1.4 2.0 1.8 2.1 2.3 2.4 2.6 2.6 2.7 3.1 3.3 2.8 3.4 2.3

世帯加入件数 1件の割合

（全体41.0）（右軸：%）
70.5 56.1 61.0 47.9 43.0 40.3 36.1 35.0 33.8 27.3 25.7 24.1 21.4 44.2

世帯加入件数 2件

（全体24.3）
22.7 22.0 18.6 25.1 24.4 22.6 24.2 28.1 27.9 24.9 23.4 28.9 19.0 25.2

世帯加入件数 3件

（全体15.1）
4.5 9.8 11.9 15.6 16.3 17.0 14.3 13.2 13.2 15.1 18.9 21.7 16.7 14.8

世帯加入件数 4件以上

（全体19.7）
2.3 12.1 8.5 11.4 16.3 20.1 25.3 23.7 25.1 32.7 31.9 25.3 42.9 15.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
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・「孫と同居」している場合、「1 世帯あたりの加入件数」（4.3 件）は多い。 
・1 人暮らしの「1 世帯あたりの加入件数」（1.7 件）は少なく、「1 件」加入している割合は 60.8%
を占める。 

 
図表 1-2-8 生命共済・保険の加入件数別の割合（同居家族別）（単位：%） 

 

子①：未就学児、子②：小学生・中学生、子③：高校生・大学生等の学生、子④：社会人 

カッコ内は 1 世帯あたりの加入件数 

パーセンテージは、加入者全体に対する当該件数加入している者の割合 
 
  

1件 2件 3件 4件以上

配偶者（2.7件） 33.4 26.6 15.2 24.9

親（2.8件） 32.6 25.9 14.4 27.1

子①（2.8件） 32.6 25.9 14.4 27.1

子②（2.7件） 34.6 22.5 14.3 28.7

0.0

20.0

40.0

60.0

1件 2件 3件 4件以上

子③（2.8件） 35.5 21.4 17.4 25.8

子④（2.8件） 32.1 24.0 17.9 26.0

孫（4.3件） 25.7 11.4 17.1 45.7

その他（2.7件） 42.7 19.4 13.1 24.8

一人暮らし（1.7件） 60.8 20.0 12.4 6.8

0.0

20.0

40.0

60.0
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2-1-3  現在加入している生命共済・保険のタイプ（Q24） 
 
〇保障タイプ別の加入状況について概観する。 
 
・「医療保障」（51.9%）の加入率が最も高い。差がなく「死亡保障」（51.8%）が続く。 
・「学資保障」（7.8%）が前回の 20.9%から大きく減少している。 
 

図表 1-2-9 保障タイプ別加入率（複数回答）（単位：%） 

 

その他の例：ドル積立、変額保険 

 

・性別、性別・世帯別でみると 
‐「休業保障（所得保障）」は、「男性」（5.6%）が「女性」（3.6%）よりも大きい。  

‐「医療保障」と「養老保障」は「女性」（医療 55.6%、養老 9.2%）が「男性」（医療 48.2%、

養老 4.7%）を上回る。 
 ‐「死亡保障」「がん保障」「学資保障」は、「男性世帯主」（死亡 62.4%、がん 34.8%、学資

9.9%）が他の属性より大きい。 
 ‐「年金保障」と「養老保障」は「女性世帯主」（年金 19.2%、養老 9.9%）が他の属性よりも 

大きい。 
  
  

死亡 がん 医療 年金
休業（所

得保障）
介護 学資 養老 その他

2017年 51.8 30.8 51.9 16.5 4.6 3.8 7.8 7.0 0.1

2014年 53.6 33.0 58.1 16.3 4.0 3.1 20.9 9.7 0.1

2012年 62.2 36.9 63.4 20.8 － 4.5 28.2 12.8 2.5

0.0

20.0

40.0

60.0
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図表 1-2-10 保障タイプ別加入率（複数回答）（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

 
・「世帯年収 300 万円未満」（全体 60.6%）と「同 300 万円以上」（全体 81.1%）の加入率には、

1.4 倍（医療）～3.5 倍（学資）の差がある。 
 

図表 1-2-11 保障タイプ別加入率（複数回答）（世帯年収別①）（単位：%、倍） 

世帯年収 死亡 がん 医療 年金 休業 介護 学資 養老 

300 万円未満(A) 

（全体 60.6%） 
34.1 17.4 40.4 10.2 2.9 2.3 2.9 5.3 

300 万円以上(B) 

（全体 81.1%） 
58.8 35.8 57.4 18.9 5.6 4.5 10.1 7.9 

(B)／(A) 1.7 2.1 1.4 1.9 1.9 2.0 3.5 1.5 

 
  

死亡 がん 医療 年金
休業（所

得保障）
介護 学資 養老

男性（全体74.0） 57.1 31.0 48.2 15.8 5.6 3.7 8.4 4.7

男性世帯主（全体78.6） 62.4 34.8 51.3 17.1 5.7 3.9 9.9 4.8

男性世帯員（全体56.3） 36.4 16.3 35.9 10.9 4.8 3.2 2.7 4.5

女性（全体74.6） 46.6 30.7 55.6 17.1 3.6 3.9 7.2 9.2

女性世帯主（全体74.0） 44.9 27.7 55.7 19.2 3.9 4.2 5.1 9.9

女性世帯員（全体74.9） 47.3 32.0 55.5 16.1 3.5 3.8 8.1 8.9

男女計（全体74.3） 51.8 30.8 51.9 16.5 4.6 3.8 7.8 12.8

0.0

20.0

40.0

60.0
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・概ね世帯収入が多いと加入率が高い傾向がみられる。 
 

図表 1-2-12 保障タイプ別加入率（複数回答）（世帯年収別②）（単位：%） 

 

 
世帯年収ゼロ（死亡、医療、年金に各 1 世帯加入）は省略 

  

100万

円未

満

100～

200万

円

200～

300万

円

300～

400万

円

400～

500万

円

500～

600万

円

600～

700万

円

700～

800万

円

800～

900万

円

900～

1,000

万円

1,000

～

1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2,000

万円

以上

その

他
全体

死亡 33.0 26.4 38.4 43.8 55.9 58.7 60.6 62.8 64.0 68.6 68.8 70.8 65.3 41.8 51.8

がん 9.1 13.8 20.8 24.5 29.5 35.9 38.7 36.7 41.9 48.5 44.3 45.8 46.9 24.4 30.8

医療 23.9 37.0 45.1 49.5 56.4 56.8 59.2 56.5 60.1 64.2 64.1 63.5 57.1 41.8 51.9

年金 6.8 7.5 12.2 14.7 14.4 15.7 19.1 23.5 22.5 25.8 22.8 28.1 28.6 12.7 16.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100

万円

未満

100

～

200

万円

200

～

300

万円

300

～

400

万円

400

～

500

万円

500

～

600

万円

600

～

700

万円

700

～

800

万円

800

～

900

万円

900

～

1,000

万円

1,000

～

1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2,000

万円

以上

その

他
全体

休業（所得保障） 2.3 2.4 3.3 3.0 5.0 4.3 5.8 4.7 8.3 5.7 8.7 12.5 12.2 2.5 4.6

介護 0.0 3.1 2.2 2.7 3.3 3.7 4.6 5.5 4.3 6.6 6.7 6.3 10.2 2.8 3.8

学資 4.5 3.5 2.2 5.8 8.6 10.3 15.4 10.6 13.4 11.4 11.6 6.3 8.2 3.6 7.8

養老 0.0 5.9 5.9 6.4 5.6 5.8 8.1 11.3 6.7 10.5 11.1 6.3 18.4 5.2 7.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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2-1-4  生命共済・保険の対象者（Q25） 
 
・学資保障を除くすべてのタイプの保障について、9 割（死亡 89.5%～年金 95.4%）は「本人」

が保障の対象である。次に、「配偶者」（学資 20.1%～がん 41.8%）が保障の対象であることが

多い。 
・学資保障は、「子①：未就学児」（24.8%）、「子②：小学生・中学生」（26.7%）が多い。 
 

図表 1-2-13 現在加入している生命共済・保険の対象者の割合（複数回答） 

（保障タイプ別）（単位：%） 

 

パーセンテージは、加入者全体に対する当該加入対象者の割合 

子①：未就学児、子②：小学生・中学生、子③：高校生・大学生等の学生、子④：社会人 

その他（省略）の例：兄弟姉妹、子供の配偶者、祖母 

 
  

本人 配偶者 親 子① 子② 子③ 子④ 孫

死亡 89.5 40.8 7.5 1.9 3.0 3.2 4.7 0.1

がん 92.5 41.8 4.7 1.1 1.1 2.5 3.9 0.1

医療 94.3 39.1 6.8 2.9 5.2 4.9 5.6 0.2

年金 95.4 24.3 2.9 0.9 0.9 0.8 2.0 0.3

0.0

40.0

80.0

本人 配偶者 親 子① 子② 子③ 子④ 孫

休業（所得保障） 89.6 29.5 8.4 1.6 1.2 1.2 2.8 0.8

介護 91.9 32.1 7.2 1.9 2.4 1.0 1.9 0.5

学資 44.0 20.1 1.4 24.8 26.7 10.8 1.2 0.9

養老 94.2 25.0 6.8 1.3 1.3 1.6 3.7 0.5

0.0

40.0

80.0
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・性別にみると、 
 ‐保障のタイプにかかわらず、「男性」は「本人」が保障の対象である割合が大きい。 
 ‐休業、学資、養老保障について、「女性」は「配偶者」が保障の対象である割合が大きい。 
・性別・世帯主別に「本人」が保障の対象である割合をみると、 

‐休業、介護保障を除き、「男性世帯主」は「男性世帯員」を上回る。 
‐保障のタイプにかかわらず、「女性世帯主」は「女性世帯員」を上回る。 

・性別・世帯主別に「配偶者」が保障の対象である割合をみると、 
 ‐学資保障を除いて、「男性世帯主」は「男性世帯員」を大きく上回る。 
‐保障のタイプにかかわらず、「女性世帯員」は「女性世帯主」を大きく上回る。 

・多くの場合、「女性世帯員」は「子・孫」が保障の対象者である割合が他の属性よりも大きい。 
 

図表 1-2-14 現在加入している生命共済・保険の対象者の割合（複数回答） 

（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 本人 配偶者 
子

（※） 
親  本人 配偶者 

子

（※） 
親 

 ＜死亡＞  ＜休業（所得保障）＞ 

男性 91.1 41.6 8.4 11.4 男性 94.7 23.0 7.2 4.6 

世帯主 92.0 46.3 4.6 12.1 世帯主 94.4 24.8 4.0 3.2 

世帯員 85.3 9.8 33.8 6.9 世帯員 96.3 14.8 22.2 11.1 

女性 87.4 40.0 6.5 14.7 女性 81.8 39.4 10.1 12.1 

世帯主 93.9 9.6 4.5 14.9 世帯主 93.9 12.1 6.1 6.1 

世帯員 84.7 52.7 7.4 14.6 世帯員 75.8 53.0 12.1 15.2 

 ＜がん＞  ＜介護＞ 

男性 94.8 44.2 4.8 7.2 男性 94.1 30.4 8.8 4.9 

世帯主 95.2 48.3 3.2 7.4 世帯主 94.0 34.5 6.0 3.6 

世帯員 91.2 9.9 18.7 5.5 世帯員 94.4 11.1 22.2 11.1 

女性 90.2 39.3 4.5 10.3 女性 89.7 33.6 5.6 10.3 

世帯主 97.4 6.5 2.2 6.9 世帯主 91.4 8.6 5.7 5.7 

世帯員 87.5 51.9 5.4 11.5 世帯員 88.9 45.8 5.6 12.5 

 ＜医療＞  ＜学資＞ 

男性 95.5 42.9 8.3 17.5 男性 48.5 15.6 0.9 65.4 

世帯主 95.9 48.8 5.1 19.4 世帯主 47.7 15.3 0.0 66.2 

世帯員 93.5 10.0 26.5 6.5 世帯員 60.0 20.0 13.3 53.3 

女性 93.2 35.8 5.4 19.8 女性 38.8 25.5 2.0 63.3 

世帯主 96.4 6.4 4.3 17.2 世帯主 41.9 2.3 2.3 60.5 

世帯員 91.8 48.8 5.9 21.0 世帯員 37.9 32.0 2.0 64.1 

 ＜年金＞  ＜養老＞ 

男性 96.5 24.5 3.5 3.9 男性 94.6 23.1 9.2 7.7 

世帯主 97.0 26.9 1.6 3.0 世帯主 95.2 27.6 4.8 7.6 

世帯員 93.4 9.8 14.8 9.8 世帯員 92.0 4.0 28.0 8.0 

女性 94.4 24.2 2.4 5.8 女性 93.3 25.8 5.6 8.7 

世帯主 96.9 2.5 1.9 3.7 世帯主 95.2 3.6 3.6 6.0 

世帯員 93.1 35.6 2.6 6.9 世帯員 92.3 36.7 6.5 10.1 

子（※）は、子どもまたは子どもの配偶者、 

パーセンテージは、加入者全体に対する当該加入対象者の割合 
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2-1-5  生命共済・保険加入の意思決定者（Q26） 
 
・保障のタイプにかかわらず、「本人」（学資 78.9%～年金 87.9%）が最も大きく、「配偶者」（年

金、養老 8.2%～学資 16.4%）が続く。 
・「子ども」は「学資」（2.8%）、「親」は「養老」（7.1%）がそれぞれ他の保障と比べて大きい。 
 

図表 1-2-15 現在加入している生命共済・保険の意思決定者の割合 

（保障タイプ別）（単位：%） 

 本人 配偶者 
子

（※） 
親  本人 配偶者 

子

（※） 
親 

 ＜死亡＞  ＜休業（所得保障）＞ 

2017 年 80.9 12.9 1.1 4.9 2017 年 84.5 12.0 0.4 3.2 

2014 年 81.0 14.4 0.6 4.1 2014 年 83.3 14.2 0.6 1.9 

 ＜がん＞  ＜介護＞ 

2017 年 83.0 13.3 0.3 3.2 2017 年 86.1 10.0 0.5 3.3 

2014 年 81.7 15.5 0.2 2.6 2014 年 85.8 10.2 1.6 2.4 

 ＜医療＞  ＜学資＞ 

2017 年 82.7 11.4 0.6 5.1 2017 年 78.9 16.4 2.8 1.6 

2014 年 83.4 12.6 0.4 3.6 2014 年 73.3 19.6 3.5 3.7 

 ＜年金＞  ＜養老＞ 

2017 年 87.9 8.2 0.4 3.3 2017 年 83.7 8.2 0.3 7.1 

2014 年 87.4 8.4 0.2 4.0 2014 年 79.9 10.0 0.0 10.0 

子（※）は、子どもまたは子どもの配偶者 

その他（省略）の例：会社、兄弟姉妹、祖母、孫 
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・性別にみると、 
‐「本人」の場合、「男性」の割合が「女性」のそれを上回る。 
‐「配偶者」の場合、「女性」の割合が「男性」のそれを上回る。 

・性別・世帯主別にみると、 
‐「本人」の場合、男性は介護保障を除き「世帯主」が「世帯員」を上回る。女性は保障の 
タイプにかかわらず、「世帯主」が「世帯員」を上回る。 

‐男性世帯員の場合、学資保障を除き、「親」（介護 5.6%～死亡 21.6%）が大きい。 
 ‐女性世帯員の場合、「配偶者」（養老 12.4%～学資 22.9%）が大きい。 
 

図表 1-2-16 生命共済・保険の意思決定者の割合（保障タイプ別） 
（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 本人 配偶者 
子

（※） 
親  本人 配偶者 

子

（※） 
親 

 ＜死亡＞  ＜休業（所得保障）＞ 

男性 84.6 10.1 0.9 4.3 男性 86.8 9.9 0.7 2.6 

世帯主 86.3 10.9 1.0 1.8 世帯主 87.2 12.0 0.8 0.0 

世帯員 73.0 4.9 0.5 21.6 世帯員 85.2 0.0 0.0 14.8 

女性 76.4 16.4 1.4 5.5 女性 80.8 15.2 0.0 4.0 

世帯主 89.6 3.5 1.9 4.8 世帯主 97.0 3.0 0.0 0.0 

世帯員 70.8 21.9 1.2 5.8 世帯員 72.7 21.2 0.0 6.1 

 ＜がん＞  ＜介護＞ 

男性 86.1 11.0 0.0 2.9 男性 87.3 8.8 1.0 2.9 

世帯主 86.5 11.9 0.0 1.6 世帯主 85.7 10.7 1.2 2.4 

世帯員 82.4 3.3 0.0 14.3 世帯員 94.4 0.0 0.0 5.6 

女性 79.9 15.6 0.6 3.5 女性 85.0 11.2 0.0 3.7 

世帯主 94.4 2.2 1.3 1.3 世帯主 94.3 0.0 0.0 5.7 

世帯員 74.3 20.8 0.3 4.3 世帯員 80.6 16.7 0.0 2.8 

 ＜医療＞  ＜学資＞ 

男性 85.1 9.3 0.5 4.9 男性 81.0 14.7 3.0 1.3 

世帯主 87.0 10.4 0.4 2.1 世帯主 81.0 14.8 2.8 1.4 

世帯員 74.5 3.5 1.0 21.0 世帯員 80.0 13.3 6.7 0.0 

女性 80.6 13.2 0.7 5.3 女性 76.5 18.4 2.6 2.0 

世帯主 90.8 3.2 0.9 4.5 世帯主 90.7 2.3 2.3 2.3 

世帯員 76.0 17.6 0.7 5.6 世帯員 72.5 22.9 2.6 2.0 

 ＜年金＞  ＜養老＞ 

男性 88.2 7.9 0.5 3.5 男性 86.9 6.2 0.0 6.9 

世帯主 89.0 8.1 0.3 2.7 世帯主 88.6 6.7 0.0 4.8 

世帯員 83.6 6.6 1.6 8.2 世帯員 80.0 4.0 0.0 16.0 

女性 87.6 8.6 0.4 3.2 女性 82.0 9.2 0.4 7.2 

世帯主 95.7 0.6 0.0 3.7 世帯主 88.9 2.5 0.0 8.6 

世帯員 83.3 12.7 0.7 2.9 世帯員 78.7 12.4 0.6 6.5 

子（※）は、子どもまたは子どもの配偶者  
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2-1-6  生命共済・保険加入の加入先（Q28） 
 
・「保険会社」（営業職員・代理店系の保険会社）（65.0%）の割合が最も大きいが、過去 2 回と

比べると減少している。 
 

図表 1-2-17 生命共済・保険の加入先（複数回答）（単位：%） 

 
   加入者全体に対する当該加入先の加入者の割合 

保険会社は、保険会社の代理店や営業担当から契約する保険会社 

ダイレクトは、インターネットや電話から直接契約する保険会社 

生協共済は、全労済、県民共済（都民共済、道民共済、府民共済）、CO・OP 共済の合計 

   2012 年の保険会社はダイレクトを含む 
 
・営業職員・代理店型の保険会社の割合が最も大きいが、保障のタイプによって異なる。 
・介護を除きダイレクト型の保険会社（ネット生保）が増えている。 
 

図表 1-2-18 生命共済・保険の加入先（複数回答）（保障タイプ別）（単位：%） 

 

保険会社 ダイレクト かんぽ生命 JA共済 生協共済

2017年 65.0 13.5 14.4 7.0 28.5

2014年 65.7 12.8 16.9 5.9 30.6

2012年 73.5 － 16.5 6.0 31.6
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2012 年の保険会社はダイレクトを含む。また、2012 年の休業（所得保障）は未調査。 

加入先の詳細は、図表 1-2-17 を参照 

 

・各加入先の合計を 100%とする構成比（シェア）をみると、 
‐保障のタイプにかかわらず、営業職員・代理店型の保険会社の割合が最も大きい。 
‐医療保障は、「生協共済」（26.1%）の割合が大きい。 
‐学資保障と養老保障は、「かんぽ生命」（学資 24.7%、養老 28.9%）の割合が大きい。 

 
図表 1-2-19 生命共済・保険の加入先（複数回答）（構成比）（単位：%） 

 
加入先の詳細は、図表 2-1-17 を参照  
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・性別にみると、 
 ‐女性は、死亡、がん保障を除き、「かんぽ生命」への加入割合が男性よりも大きい。 
・性別・世帯主別にみると、 
 ‐男性世帯主は、休業保障を除き、「保険会社」への加入割合が他の属性よりもやや大きい。 
 ‐男性世帯員は、休業保障を除き、「JA 共済」への加入割合が他の属性よりも大きい。 
 ‐女性世帯主は、休業保障の加入先として「ダイレクト」の割合が他より大きい。 
 ‐女性世帯員は、休業、介護保障の加入先として、「生協共済」が他より大きい。 
 

図表 1-2-20 生命共済・保険の加入先（複数回答）（性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 保険 

会社 

ダイレ

クト 

かんぽ 

生命 

JA 

共済 

生協 

共済 
 

保険 

会社 

ダイレ

クト 

かんぽ 

生命 

JA 

共済 

生協 

共済 

 ＜死亡＞  ＜休業（所得保障）＞ 

男性 66.7 8.8 8.1 6.5 20.7 男性 75.0 10.5 6.6 1.3 10.5 

世帯主 67.9 9.0 8.2 5.7 21.4 世帯主 74.4 10.4 6.4 1.6 11.2 

世帯員 58.3 7.4 7.4 11.3 16.2 世帯員 77.8 11.1 7.4 0.0 7.4 

女性 63.3 6.4 15.0 6.3 25.9 女性 70.7 13.1 7.1 7.1 18.2 

世帯主 62.0 10.4 13.0 4.8 23.4 世帯主 63.6 18.2 9.1 6.1 9.1 

世帯員 63.8 4.7 15.9 6.9 26.9 世帯員 74.2 10.6 6.1 7.6 22.7 

 ＜がん＞  ＜介護＞ 

男性 69.0 16.7 4.7 4.0 9.9 男性 74.5 6.9 2.0 7.8 8.8 

世帯主 70.0 16.5 4.2 3.7 10.2 世帯主 76.2 8.3 2.4 7.1 8.3 

世帯員 60.4 18.7 8.8 6.6 7.7 世帯員 66.7 0.0 0.0 11.1 11.1 

女性 70.8 13.1 3.6 4.3 15.0 女性 84.1 6.8 5.6 8.4 16.8 

世帯主 70.7 15.5 2.2 3.4 11.2 世帯主 82.9 5.7 5.7 8.6 14.3 

世帯員 70.8 12.2 4.1 4.6 16.5 世帯員 81.3 6.7 5.3 8.0 17.3 

 ＜医療＞  ＜学資＞ 

男性 59.4 12.1 6.1 4.9 24.1 男性 58.4 9.1 22.5 8.7 5.2 

世帯主 60.9 12.7 5.8 4.5 23.3 世帯主 59.3 9.3 23.6 7.9 4.6 

世帯員 51.0 9.0 8.0 7.5 28.0 世帯員 46.7 6.7 6.7 20.0 13.3 

女性 54.8 11.3 9.3 4.8 33.5 女性 56.6 5.1 31.6 10.2 8.7 

世帯主 53.9 13.7 7.7 3.9 31.5 世帯主 62.8 2.3 25.6 7.0 4.7 

世帯員 55.2 10.2 10.0 5.2 34.4 世帯員 54.9 5.9 33.3 11.1 9.8 

 ＜年金＞  ＜養老＞ 

男性 76.0 6.2 8.1 7.4 4.6 男性 59.2 9.2 27.7 9.2 9.2 

世帯主 76.3 5.6 8.3 6.7 5.1 世帯主 62.9 11.4 22.9 8.6 8.6 

世帯員 73.8 9.8 6.6 11.5 1.6 世帯員 44.0 0.0 48.0 12.0 12.0 

女性 77.9 3.6 12.0 7.7 7.1 女性 55.6 4.4 36.0 8.8 10.0 

世帯主 77.0 5.0 11.2 5.6 5.6 世帯主 51.9 2.5 38.3 6.2 3.7 

世帯員 78.4 2.9 12.4 8.8 7.8 世帯員 57.4 5.3 34.9 10.1 13.0 

加入先の詳細は、図表 1-2-17 を参照  
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・主たる生計維持者別にみると、 
‐本人の場合、死亡、医療、休業保障の加入先として、「保険会社」の割合が他の属性よりも 
大きい。 

 ‐配偶者の場合、介護、養老保障の加入先として「保険会社」の割合が他より大きい。また、 
  医療、死亡保障などの加入先として、「生協共済」の割合が他よりも大きい。 
‐親の場合、年金保障の加入先として「保険会社」の割合が他より大きい。 
 

図表 1-2-21 生命共済・保険の加入先（複数回答）（主たる生計維持者別）（単位：%） 

 保険 

会社 

ダイレ

クト 

かんぽ 

生命 

JA 

共済 

生協 

共済 
 

保険 

会社 

ダイレ

クト 

かんぽ 

生命 

JA 

共済 

生協 

共済 

 ＜死亡＞  ＜休業（所得保障）＞ 

本人 66.9 8.8 9.5 5.8 21.4 本人 74.4 10.5 7.0 2.9 11.6 

配偶者 65.1 6.1 14.5 6.7 28.0 配偶者 72.0 16.0 8.0 6.0 20.0 

親 53.7 5.8 12.8 9.9 19.8 親 72.0 12.0 4.0 4.0 8.0 

子 40.0 6.7 13.3 6.7 20.0 子 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

 ＜がん＞  ＜介護＞ 

本人 70.2 15.8 4.1 4.0 10.7 本人 79.2 7.2 4.8 8.0 9.6 

配偶者 70.2 14.5 3.9 4.1 15.3 配偶者 81.7 8.3 1.7 6.7 20.0 

親 66.9 11.5 6.2 5.4 14.6 親 64.7 0.0 5.9 17.6 11.8 

子 50.0 0.0 0.0 0.0 20.0 子 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

 ＜医療＞  ＜学資＞ 

本人 58.7 12.4 6.9 4.4 25.9 本人 59.2 8.5 24.2 8.8 5.4 

配偶者 55.9 11.8 8.1 5.4 35.1 配偶者 58.0 6.3 30.8 8.4 8.4 

親 49.8 8.2 12.2 6.1 29.4 親 35.3 0.0 29.4 29.4 11.8 

子 56.3 0.0 18.8 6.3 31.3 子 33.3 0.0 33.3 0.0 16.7 

 ＜年金＞  ＜養老＞ 

本人 75.7 5.3 9.5 7.6 6.0 本人 55.7 5.9 32.0 9.4 7.9 

配偶者 78.9 3.1 12.3 8.4 7.0 配偶者 63.7 7.3 29.8 9.7 11.3 

親 81.6 7.9 7.9 5.3 1.3 親 44.9 4.1 42.9 6.1 12.2 

子 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 子 － － － － － 

加入先の詳細は、図表 1-2-17 を参照 

主たる生計維持者が「子」であり、かつ休業保障、介護保障に加入している回答者は 1 名である（いずれ

も生協共済）。 

主たる生計維持者が「子」であり、養老保障に加入している回答者はゼロ。 
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2-1-7  掛金・保険料と保障内容（Q33） 
 
・過去 2 回の調査と比べて、保険料・掛金、各受取額ともに減少傾向がみられる。 
 

図表 1-2-22 生命共済・保険の掛金・保険料と保障額 

 度数 平均値 中央値 最頻値 

保険料・掛金（月額：円） 

2017 年 3,925 15,563 10,000 10,000 

2014 年 3,209 16,480 11,461 10,000 

2012 年 3,626 17,280 12,000 10,000 

傷病入院時の受取額（日額：円） 

2017 年 3,762 8,498 5,000 5,000 

2014 年 2,345 8,937 7,500 5,000 

2012 年 2,629 9,996 10,000 10,000 

死亡時の受取額（万円） 

2017 年 3,307 1,870 800 1,000 

2014 年 2,150 2,029 1,000 1,000 

2012 年 2,554 2,113 1,000 1,000 

要介護時の受取額（月額：円） 

2017 年 1,035 78,972 50,000 10,000 

2014 年 125 86,956 50,000 100,000 

2012 年 177 94,625 100,000 100,000 

 

・次に、保険料・掛金、各受取額の分布についてみてみよう。 
・保険料・掛金は、「1 万円以上 2 万円未満」（27.6%）が最も多いが、過去 2 回の調査と比べ

て減少傾向がみられる。 
 

図表 1-2-23 生命共済・保険の保険料・掛金と保障額の分布（単位：%）： 

①保険料・掛金（月額） 
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・入院時の受取額は、「5000 円以上 1 万円未満」（44.1%）が最も多い。 
 

②入院時の受取額（日額） 

 
 

・死亡時の受取額は、「250 万円未満」（20.6%）が最も多く、「1,000 万円以上 1,500 万円未満」

（18.1%）が続く。 
 

③死亡時の受取額 
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・介護保障額は、「2 万円未満」（30.3%）が最も多い。 
・「10 万円以上 20 万円未満」（22.2%）が減少傾向にある。 
 

④要介護時の受取額（月額） 

 
 
・世帯収入が多くなるほど、保険料・掛金が増える傾向がみられ、「世帯年収 2,000 万円以上」

（34,081 円）が最も大きい。 
・保険料・掛金が低いのは、「世帯年収ゼロ」（10,000 円）」18と「世帯貯蓄ゼロ」（10,624 円）

の世帯である。 
 

図表 1-2-24 生命共済・保険の保険料・掛金と保障額 

（世帯年収別、世帯貯蓄別、ローン残高別）： 

①保険料・掛金（月額）（単位：円） 

その他は「答えたくない・わからない」  

                                                  
18 ただし、該当者は 1 名である。 
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・世帯年収が増えるにつれて、入院時の受取額は増加する傾向がみられる。 
 

②入院時の受取額（日額）（単位：円） 

 

 
・同様に、世帯年収が増えるにつれて、死亡時の受取額は増加する傾向がみられる19。 
 

③死亡時の受取額（単位：万円） 

 
 
  

                                                  
19 「世帯貯蓄 800 万円以上 900 万円未満」の死亡受取額（平均）が 5,347 万円と突出しているが、受取

額が 7 億円の回答者が 1 名いることが影響している。 

なし
～100

万円

100～

200万

円

200～

300万

円

300～

400万

円

400～

500万

円

500～

600万

円

600～

700万

円

700～

800万

円

800～

900万

円

900～

1,000

万円

1,000

～

1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2,000

万円～
その他

世帯年収 10,000 6,324 7,248 7,649 8,343 8,082 8,118 8,356 9,172 8,348 9,190 9,773 10,790 13,125 8,239

世帯貯蓄 7,544 7,626 8,415 9,392 8,536 7,276 8,307 7,400 7,489 8,243 8,509 8,231 9,640 10,182 8,582

ローン残高 8,453 7,107 7,903 7,907 8,482 7,974 6,768 8,468 7,668 9,221 7,751 9,757 8,920 9,447 8,884

0 

5,000 

10,000 

15,000 

なし
～100

万円

100～

200万

円

200～

300万

円

300～

400万

円

400～

500万

円

500～

600万

円

600～

700万

円

700～

800万

円

800～

900万

円

900～

1,000

万円

1,000

～

1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2000万

円～
その他

世帯年収 300 1,611 757 1,358 1,246 1,431 1,663 1,769 2,649 2,358 2,147 2,770 3,531 3,756 1,749

世帯貯蓄 1,149 1,606 1,610 1,741 1,851 1,937 2,391 1,479 1,906 5,347 1,768 1,852 2,102 2,567 1,758

ローン残高 1,654 1,264 1,746 2,347 2,933 2,579 1,333 1,926 1,408 2,146 3,142 1,938 1,833 2,493 2,280

0 

2,000 

4,000 

6,000 
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・世帯年収が「1,500 万円以上 2000 万円未満」、「2,000 万円以上」の場合、要介護時の受取額

がそれぞれ 146,029 円、203,846 円に急増している。 
 

④要介護時の受取額（月額）（単位：円） 

 
 

・主たる生計維持者別にみると、 
 ‐保険料・掛金は、「親が生計維持者」の回答者「男性・子ども」（9,344 円）が最も低い。 
 ‐入院保障は、「本人が生計維持者」の回答者「男性・本人」（9,013 円）が最も大きい。 
 ‐死亡保障は、「子が生計維持者」の回答者「男性・親」（5,659 万円）が最も大きい。 
 ‐介護保障は、「子が生計維持者」の回答者「女性・親」（100,000 円）が最も大きく、 

「配偶者（妻）が生計維持者」の回答者「男性・夫」（50,926 円）が最も小さい。 
 

図表 1-2-25 生命共済・保険の保険料・掛金と保障額の平均（主たる生計維持者別） 

回答者 男性 

主たる生計維持者 本人 配偶者 親 子 

保険料・掛金（月額：円） 17,732 15,712 9,344 11,755 

入院保障（日額：円） 9,013 8,167 8,972 8,101 

死亡保障（万円） 2,304 2,219 1,822 5,659 

介護保障（月額：円） 85,461 50,926 60,313 － 

回答者 女性 

主たる生計維持者 本人 配偶者 親 子 

保険料・掛金（月額：円） 13,302 15,621 10,308 11,179 

入院保障（日額：円） 8,246 7,808 8,439 8,250 

死亡保障（万円） 1,471 1,401 1,783 931 

介護保障（月額：円） 72,535 76,280 76,532 100,000 

 

 
  

なし
～100万

円

100～

200万円

200～

300万円

300～

400万円

400～

500万円

500～

600万円

600～

700万円

700～

800万円

800～

900万円

900～

1,000万

円

1,000～

1,500万

円

1,500～

2,000万

円

2,000万

円～
その他

世帯年収 - 29,286 86,389 68,309 58,972 81,397 91,307 73,479 60,500 115,636 64,914 80,397 146,029 203,846 67,000

世帯貯蓄 60,682 78,592 88,073 66,441 77,091 54,875 71,634 80,500 91,176 61,000 98,919 65,943 113,000 90,558 75,399

ローン残高 77,331 75,851 89,000 48,676 94,000 78,182 82,857 54,091 54,444 142,000 91,176 79,375 101,481 77,611 81,446

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 
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（２）加入までのプロセス 
 
2-2-1  生命共済・保険加入の情報源（Q30） 
 
・「保険会社・共済の窓口や営業職員」（42.4%）が最も多く、「保険代理店の窓口や営業職

員」（16.4%）が続く。 
 

図表 1-2-26 生命共済・保険加入の情報源（複数回答）（単位：%） 

 

 
その他の例：クレジットカードの窓口、会社、職場、労働組合  

保険会社・共済の

窓口や営業職員

保険代理店の窓

口や営業職員

複数社の保険商

品を扱っている会

社・お店（保険の

窓口など）

保険会社・共済の

ショップ

郵便局の窓口や

営業職員

銀行・証券会社の

窓口や営業職員

2017年 42.4 16.4 5.7 2.9 4.6 2.8

2014年 43.4 15.6 5.0 3.0 8.3 3.2

2012年 45.2 9.1 － 4.5 8.5 2.5

0.0

20.0

40.0

家族・親類
友人・知人・近所

の人

職場の同僚・上

司

ファイナンシャ

ル・プランナー

（FP）や税理士・

公認会計士

保険・共済に関

する説明会など

テレビ・新聞・雑

誌・書籍など

2017年 8.6 6.9 2.5 3.8 0.8 3.8

2014年 13.0 8.1 3.2 4.5 1.0 6.2

2012年 16.5 10 5.4 7.0 1.4 7.4

0.0

20.0

40.0

決算報告書な

ど保険会社・

共済団体の経

営状況に関す

る資料

商品カタログ・

パンフレット

ダイレクトメー

ル（郵便など）

保険会社や代

理店、共済の

ホームページ

保険の比較サ

イトなど保険・

共済に関する

情報を提供し

ているホーム

ページ

その他
情報を得な

かった

2017年 0.6 10.5 4.6 7.0 4.1 0.6 9.5

2014年 0.4 17.2 5.5 8.5 5.7 1.8 －

2012年 0.5 18.3 5.5 9.7 6.8 1.9 －

0.0

20.0

40.0
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・図表 1-2-27 は、生命共済・保険加入時の情報源を、性別・10 歳階級別（ただし 60 歳代のみ

5 歳階級）に表したものである。また、全体を除いて、それぞれ 4 段階に色分けしている

（上位 10%を濃い網掛け、10%～20%をやや濃い網掛け、20%～40%を薄い網掛け、それ以

下は網掛けなし）。 
・それによると、 
 -「保険会社・共済の窓口や営業職員」は年齢階級にかかわらず、男性が女性をやや上回る。 

-「商品カタログ・パンフレット」は 20 歳代を除き、女性が男性をやや上回る。 
-「情報を得なかった」はどの年代も男性が女性を上回る。 
‐若年世代は、男女問わず「家族・親類」が多い。 
‐「郵便局」「銀行・証券会社」の窓口や営業職員は、女性が男性を上回る。 

 

図表 1-2-27 生命共済・保険加入の情報源（複数回答）（性別・10歳階級別）（単位：%）  

  

  

男性 女性 

20

歳

代 

30 

歳

代 

40 

歳

代 

50 

歳

代 

60 

歳

代

前

半 

全

体 

20

歳

代 

30 

歳

代 

40 

歳

代 

50 

歳

代 

60 

歳

代

前

半 

全 

体 

保険会社・共済の窓口や営業職員 41.8 43.5 44.5 48.2 41.6 44.4 37.1 40.1 41.0 44.3 36.2 40.4 

保険代理店の窓口や営業職員 12.9 16.6 15.6 16.7 20.9 16.6 17.4 16.5 17.6 14.6 15.1 16.2 

商品カタログ・パンフレット 7.2 8.7 9.0 9.8 8.4 8.8 5.4 10.1 13.1 14.0 15.8 12.2 

情報を得なかった 14.1 11.1 12.7 9.6 9.7 11.3 10.4 8.9 7.1 5.5 8.6 7.7 

家族・親類 14.5 8.9 6.6 3.4 2.8 6.7 19.3 14.8 10.5 6.5 3.6 10.5 

保険会社や代理店、共済の HP 6.0 7.5 7.5 6.4 5.3 6.7 5.8 9.1 6.0 7.7 7.2 7.2 

友人・知人・近所の人 7.2 7.9 7.5 4.0 6.6 6.6 7.7 8.9 6.9 6.1 6.9 7.2 

複数社を取り扱う保険ショップ 10.8 7.7 6.1 3.4 3.4 5.9 5.8 7.4 5.5 4.7 3.3 5.4 

郵便局の窓口や営業職員 4.0 2.6 2.6 3.4 3.8 3.2 2.7 6.4 4.3 8.1 8.9 6.1 

ダイレクトメール（郵便など） 4.0 3.8 2.8 4.6 4.7 3.9 3.1 3.7 5.2 5.7 8.9 5.3 

保険の比較サイトなどの HP 4.4 4.6 4.8 3.2 2.8 4.0 3.1 7.4 4.4 3.0 2.3 4.2 

FP や税理士・公認会計士 2.8 3.6 4.8 2.8 2.2 3.4 5.4 5.9 3.7 3.0 3.6 4.2 

テレビ・新聞・雑誌・書籍など 2.0 4.1 3.7 3.2 4.7 3.6 2.3 3.4 4.3 5.5 2.6 3.9 

保険会社・共済のショップ 3.6 3.4 2.6 2.2 2.8 2.8 3.1 3.7 3.4 2.4 2.3 3.0 

銀行・証券会社の窓口や営業職員 1.6 1.7 0.9 2.0 2.2 1.6 4.6 3.4 3.4 4.3 3.9 3.9 

職場の同僚・上司 4.0 3.1 2.2 2.2 3.1 2.8 5.0 2.7 2.0 1.0 1.3 2.2 

保険・共済に関する説明会など 1.2 0.5 0.7 1.0 1.3 0.9 0.8 0.7 0.7 0.4 1.3 0.7 

経営状況に関する資料 0.8 1.2 0.7 0.2 0.3 0.6 0.8 1.0 0.5 0.4 0.0 0.5 

その他 0.0 1.0 0.2 1.0 0.3 0.5 1.2 0.5 0.0 0.8 1.0 0.6 
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・同様に、図表 1-2-28 は生命共済・保険加入時の情報源を保障タイプ別に表したものである。

また、全体を除き 4 段階に色分けしている（上位 10%を濃い網掛け、10%～20%をやや濃い

網掛け、20%～40%を薄い網掛け、それ以下は網掛けなし）。 
・それによると、 

-「保険会社・共済の窓口や営業職員」と「保険代理店の窓口や営業職員」は、保障のタイプ

にかかわらず、それぞれ 1 位と 2 位を占める。 
- 休業保障は、「家族親類」（13.1%）、「複数社の保険商品を扱っている会社・お店（保険の

窓口など）」（10.0%）、「ファイナンシャル・プランナー（FP）や税理士・公認会計士」

（9.6%）が他の保障と比べて大きい。 
- 介護保障は、「家族親類」（13.4%）、「友人・知人・近所の人」（9.6%）、「ファイナンシャ

ル・プランナー（FP）や税理士・公認会計士」（8.1%）が他の保障と比べて大きい。 
- 養老保障は、「家族親類」（11.0%）、「郵便局の窓口や営業職員」（14.9%）、「ファイナンシ

ャル・プランナー（FP）や税理士・公認会計士」（9.4%）が他の保障と比べて大きい。 
 

図表 1-2-28 生命共済・保険加入の情報源（複数回答）（保障タイプ別）（単位：%） 

  
死 

亡 

が 

ん 

医 

療 

年 

金 

休 

業 

介 

護 

学 

資 

養 

老 

全 

体 

保険会社・共済の窓口や営業職員 47.7 46.1 41.0 54.7 49.0 56.5 55.5 51.8 42.4 

保険代理店の窓口や営業職員 17.1 20.6 17.6 17.7 17.1 19.6 18.7 18.6 16.4 

商品カタログ・パンフレット 9.4 10.4 12.3 10.1 8.8 11.5 10.8 8.6 10.5 

情報を得なかった 8.8 8.0 8.4 7.2 6.4 2.9 5.4 5.2 9.5 

家族・親類 7.6 7.7 9.4 9.4 13.1 13.4 10.1 11.0 8.6 

保険会社や代理店、共済の HP 6.5 7.3 8.1 7.9 6.8 8.6 9.1 7.6 7.0 

友人・知人・近所の人 6.8 8.1 7.3 7.0 8.8 9.6 8.4 6.8 6.9 

複数社を取り扱う保険ショップ 5.4 7.6 5.8 6.7 10.0 7.2 6.6 7.6 5.7 

郵便局の窓口や営業職員 4.7 4.0 4.3 6.7 3.6 5.7 4.9 14.9 4.6 

ダイレクトメール（郵便など） 4.2 4.3 5.4 3.4 3.2 3.8 3.3 5.2 4.6 

保険の比較サイトなどの HP 3.7 4.0 4.7 3.8 6.4 4.3 5.9 5.5 4.1 

FP や税理士・公認会計士 4.3 5.5 4.6 6.4 9.6 8.1 6.6 9.4 3.8 

テレビ・新聞・雑誌・書籍など 3.3 3.7 4.3 3.6 4.8 5.3 4.0 3.7 3.8 

保険会社・共済のショップ 2.5 2.7 2.8 3.0 8.4 5.7 3.7 3.4 2.9 

銀行・証券会社の窓口や営業職員 2.3 2.5 2.8 4.4 3.6 4.8 2.6 4.5 2.8 

職場の同僚・上司 2.6 2.6 2.6 3.1 4.8 6.7 3.5 2.9 2.5 

保険・共済に関する説明会など 0.9 0.9 0.9 1.1 3.2 2.4 1.2 1.3 0.8 

経営状況に関する資料 0.4 0.4 0.6 1.3 0.8 1.0 1.4 1.0 0.6 

その他  具体的に： 0.5 0.5 0.7 0.9 0.8 0.5 0.5 0.3 0.6 
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2-2-2  生命共済・保険加入時の比較（Q31） 
 
〇共済・保険に加入する際、他と比較したのだろうか。 
 
・「特に比較しなかった」が 5 割強（51.9%）で最も多い。 
・比較したなかでは、「営業職員・代理店系の保険会社」（32.6%）が最も多く、次に「生協共済」

（11.9%）が多い。ただし、生協共済は過去 2 回の調査と比べて大きく減少している。 
 

図表 1-2-29 生命共済・保険加入時の比較（複数回答）（単位：%） 

 
 比較をした 特に比較はしなかった 

2017 年 48.1 51.9 

2014 年 41.2 58.8 

2012 年 42.6 57.4 

 

 

その他の例：覚えていない、わからない 

生協共済は、全労済、県民共済（都民共済、道民共済、府民共済）、CO・OP 共済の合計 

2012 年の保険会社はダイレクトを含む 

 
  

48.1 51.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2017年

比較をした

特に比較はしなかった

営業職員・代

理店系の保険

会社

ダイレクト系の

保険会社
かんぽ生命 JA共済 生協共済

銀行等の預貯

金
その他

2017年 32.6 8.9 5.2 3.0 11.9 0.8 0.1

2014年 25.5 10.1 6.5 3.0 16.3 － 0.2

2012年 34.7 － 8.3 3.5 20.0 － 0.2

0.0

20.0
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・性別・5 歳階級別にみると、 
‐「特に比較はしなかった」は、ほぼすべての年齢階級で男性のほうが小さいことから、男性

は女性よりも加入時に比較している。 
‐ダイレクト系の保険会社は、20 歳から 39 歳の男性が同年代の女性よりも多く比較している。 
‐生協共済は 45 歳から 64 歳の女性が同年代の男性よりも多く比較している。 
 

図表 1-2-30 生命共済・保険加入時の比較（複数回答）（性別・5歳階級別）（単位：%） 

 

 
  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

男性

営業職員・代理店系の

保険会社（全体36.4）
41.2 34.8 42.7 38.1 35.3 32.5 33.5 40.6 35.9

ダイレクト系の

保険会社（全体10.0）
11.8 16.7 14.6 11.9 8.6 8.0 8.7 6.6 8.4

かんぽ生命（全体4.9） 3.9 6.1 6.7 4.8 5.9 4.6 3.9 4.9 4.1

JA共済（全体3.1） 7.8 3.5 3.0 4.0 2.3 1.9 4.7 2.5 2.2

生協共済（全体9.9） 21.6 7.1 13.4 9.1 4.1 9.6 10.2 8.6 13.8

銀行預金（全体0.7） 2.0 1.0 0.6 0.4 0.9 0.3 0.8 0.4 0.9

特に比較はしなかった

（全体49.1）
43.1 50.0 41.5 46.4 52.9 52.0 51.2 48.4 49.1

0.0

20.0

40.0

60.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

女性

営業職員・代理店系の

保険会社（全体28.9）
31.9 29.2 30.1 31.3 32.3 28.8 29.4 26.4 24.0

ダイレクト系の

保険会社（全体7.8）
6.4 4.2 8.0 10.4 7.0 8.6 5.2 9.1 9.9

かんぽ生命（全体5.5） 6.4 5.2 4.5 6.1 4.9 6.1 5.9 6.4 4.9

JA共済（全体2.9） 0.0 2.8 3.4 3.9 1.8 2.2 2.1 3.2 4.9

生協共済（全体13.9） 10.6 6.6 10.2 13.0 11.9 17.6 17.8 16.4 15.1

銀行預金（全体0.8） 0.0 1.9 0.6 1.7 0.7 1.1 0.3 0.0 0.7

特に比較はしなかった

（全体51.9）
59.6 55.2 55.1 53.9 54.7 51.4 54.9 54.1 56.9

0.0

20.0

40.0

60.0
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2-2-3  比較した内容（Q32） 
 
〇最後に、共済・保険に加入した際の比較内容についてみてみよう。 
 
・全体では「保険料・掛金」（79.3%）が最も多く、「保障の内容」（60.2%）が続く。 
・ほとんどすべての項目について女性が男性を上回っている。なかでも、「商品内容のわかりや

すさ」（女性 18.9%、男性 10.3%）と「保障の内容」（女性 64.0%、男性 56.7%）は、男女の差

が大きい。 
・男性世帯員は、世帯主よりも「受取額」（26.5%）や「利回り」（5.9%）を比較している割合が

大きい。 
・女性世帯員は、世帯主よりも「保障の範囲」（37.1%）や「保険料・掛金」（80.8%）を比較し

ている割合が大きい。 
 

図表 1-2-31 生命共済・保険加入時に比較した内容（複数回答）（単位：%） 

 
  その他の例：比較していない、保険金の支払いが適正に行われているか 

 
  

保険料・

掛金

保障の

内容

保障の

範囲
受取額

加入後

のサー

ビス

商品内

容のわ

かりや

すさ

運営会

社の経

営状況

加入・更

新の手

続き

利回り 配当金

税制上

のメリッ

ト

その他

男性 78.9 56.7 34.4 21.3 8.2 10.3 4.8 3.9 4.2 3.2 2.0 1.2

男性世帯主 78.8 57.3 34.5 20.6 8.6 10.3 4.8 3.7 3.9 3.1 1.8 1.2

男性世帯員 79.4 52.9 33.8 26.5 5.9 10.3 5.1 5.1 5.9 3.7 3.7 0.7

女性 79.8 64.0 35.6 25.3 12.0 18.9 6.1 7.7 4.3 6.0 2.5 1.1

女性世帯主 77.3 64.5 32.3 27.7 11.0 19.9 6.4 6.7 3.9 5.7 2.8 1.1

女性世帯員 80.8 63.7 37.1 24.3 12.5 18.5 5.9 8.1 4.5 6.1 2.3 1.1

男女計 79.3 60.2 35.0 23.2 10.0 14.4 5.4 5.7 4.2 4.5 2.3 1.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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・保障タイプ別にみると、 
 ‐保障のタイプにかかわらず、「保険料・掛金」（全体 79.3%）が最も大きい。 
 ‐「年金」は、「保障の内容」（70.2%）や「受取額（31.5%）」など多くの項目で、他の保障

よりも比較している割合が大きい。 
‐「休業（所得保障）」、「介護」、「学資」、「養老」は他の保障と比べて、多くの項目で比較

している割合が大きい。 
‐「休業（所得保障）」は、「受取額」（34.0%）と「加入後のサービス」（21.3%）の割合が

特に大きく、「介護」は「加入後のサービス」（21.2%）、「加入・更新の手続き」（17.3%）

の割合が特に大きい。 
‐「学資」は、「保険料・掛金」（85.8%）が他の保障と比べて最も大きい。 
‐「養老」は、「保障の内容」（70.1%）、「受取額」（40.7%）、「商品のわかりやすさ」

（23.7%）、「利回り」（15.5%）、「配当金」（10.3%）の割合が大きい。 
 
図表 1-2-32 生命共済・保険加入時に比較した内容（複数回答）（保障タイプ別）（単位：%） 

 

 
  

保険料・

掛金

保障の

内容

保障の

範囲
受取額

加入後

のサービ

ス

商品内

容のわ

かりやす

さ

運営会

社の経

営状況

加入・更

新の手

続き

利回り 配当金
税制上

のメリット

死亡 81.1 60.4 34.6 23.2 9.2 14.7 5.7 5.6 4.7 4.4 2.3

がん 80.2 65.8 39.1 24.3 10.6 14.6 6.5 5.7 4.9 5.7 2.7

医療 80.8 68.9 40.8 25.8 10.8 16.9 6.5 6.7 6.7 4.7 2.2

年金 79.0 70.2 42.1 31.5 12.4 16.3 10.5 9.2 8.2 6.7 4.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

保険料・

掛金

保障の

内容

保障の

範囲
受取額
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ス

商品内

容のわ

かりやす

さ

運営会

社の経

営状況

加入・更

新の手

続き

利回り 配当金
税制上

のメリット

休業 79.4 66.0 51.1 34.0 21.3 19.9 10.6 12.1 10.6 8.5 7.8

介護 74.0 68.3 51.0 31.7 21.2 18.3 16.3 17.3 10.6 9.6 8.7

学資 85.8 63.9 39.3 31.1 14.2 17.4 9.1 10.5 9.1 7.3 5.0

養老 84.0 70.1 49.5 40.7 19.1 23.7 12.9 14.4 15.5 10.3 6.2

全体 79.3 60.2 35.0 23.2 10.0 14.4 5.4 5.7 4.2 4.5 2.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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（３）加入に関する評価と解約経験 
 
〇加入者は、現在加入している共済・保険をどのように評価しているのだろうか。 
 
2-3-1  生命共済・保険加入の理由(Q29) 
 
・全般的に、「希望にあった保険・共済だったので」（平均 37.8%）が最も大きく、「保険料・掛

金が安かったので」（平均 18.4%）と「営業職員や代理店の人が親身になって説明してくれた

ので」（平均 18.4%）が続く。 
 

図表 1-2-33 生命共済・保険加入の理由（複数回答）（単位：%） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8 つのタイプの保障（死亡、がん、医療、年金、休業、介護、学資、養老）における最大、最少、平均を表す。 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

最大 44.6 9.4 28.2 8.7 24.4 17.9 10.2 7.1 3.1 2.5 5.7 9.3 22.6

最小 29.9 2.1 8.0 4.2 14.0 11.7 5.2 3.0 0.8 0.8 1.7 3.0 11.8

平均 37.8 4.7 18.4 5.9 18.4 14.8 7.1 4.0 2.0 1.9 3.4 5.2 15.9
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・保障のタイプにかかわらず、「希望にあった保険・共済だったので」（介護 29.9%～年金 44.6%）

が最も大きい。 
・「保険料・掛け金が安かったので」は、「医療」（28.2%）、「がん」（24.9%）、「死亡」（21.1%）、

「介護」（21.3%）が大きい。 
・「営業職員や代理店の人が親身になって説明してくれたので」は、「介護」（24.4%）、「休業」

（20.2%）が大きい。 
・保障のタイプにかかわらず、「営業職員や代理店の人が知り合いだったので」（医療 11.7%～休

業 17.9%）は比較的大きい。 
・「営業職員がファイナンシャル・プランナー（FP）の資格を持つなど、専門性を有していたの

で」は、「休業」（7.1%）が大きい。 
・「健全な経営をしている会社だったので」は、「養老」（9.3%）が最も大きい。 
・「家族、友人、知人などにすすめられたので」は、「養老」（22.6%）、「学資」（21.0%）が大き

い。 
 

図表 1-2-34 生命共済・保険加入の理由（複数回答）（保障タイプ別）（単位：%） 
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 ＜死亡＞ 

2017 年 38.8 3.5 21.1 4.2 17.2 13.9 6.3 3.1 1.5 1.4 3.4 4.4 15.4 

2014 年 32.8 2.6 25.6 3.9 18.5 15.4 7.0 2.5 1.8 1.9 3.4 5.5 14.8 

2012 年 30.7 2.8 25.2 4.3 17.7 15.0 7.9 4.0 1.4 2.0 4.0 6.1 17.5 

 ＜がん＞ 

2017 年 40.1 4.5 24.9 5.0 15.1 13.2 5.5 3.6 2.5 2.0 1.7 3.0 13.2 

2014 年 32.9 5.5 26.1 4.6 15.8 12.3 6.1 3.9 2.3 3.3 2.6 3.7 13.3 

2012 年 32.0 5.3 28.7 5.3 13.1 11.8 6.3 4.0 2.7 3.9 2.9 3.1 15.4 

 ＜医療＞ 

2017 年 37.6 2.8 28.2 4.6 14.0 11.7 5.2 3.6 2.8 1.8 2.6 4.1 16.3 

2014 年 33.3 2.9 31.9 4.6 14.9 12.0 5.8 3.5 3.4 2.2 2.6 4.8 14.8 

2012 年 33.0 2.8 35.3 5.4 13.4 12.7 6.0 3.8 3.4 2.9 3.3 5.8 14.7 
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 ＜年金＞ 

2017 年 44.6 3.9 10.4 5.8 18.9 16.1 8.3 3.2 0.8 0.8 2.2 3.9 14.3 

2014 年 33.5 3.8 10.5 5.2 23.1 15.8 12.2 3.0 1.7 0.9 5.2 6.2 12.8 

2012 年 33.4 3.2 9.3 4.1 21.6 17.2 9.4 3.1 0.1 1.4 4.1 6.1 16.1 

 ＜休業＞ 

2017 年 41.7 9.1 19.4 7.9 20.2 17.9 7.1 7.1 2.0 2.4 2.4 6.0 12.7 

2014 年 38.3 9.3 21.0 8.0 18.5 14.2 7.4 4.9 0.6 4.3 2.5 8.0 14.2 

2012 年 42.1 9.6 13.9 5.7 22.5 19.1 12.0 6.2 1.9 1.0 3.3 6.7 12.0 

 ＜介護＞ 

2017 年 29.9 9.4 21.3 8.7 24.4 15.7 10.2 4.7 3.1 1.6 4.7 3.9 11.8 

2014 年 33.5 11.9 14.1 6.5 20.0 21.1 9.2 5.4 0.5 1.1 7.6 4.3 10.8 

2012 年 44.5 2.3 12.4 6.3 16.9 12.6 7.0 4.4 2.1 3.5 3.5 4.0 17.1 

 ＜学資＞ 

2017 年 38.9 2.5 14.1 5.7 17.3 13.4 5.4 3.0 2.0 2.5 4.2 7.2 21.0 

2014 年 41.9 0.8 9.7 4.4 12.2 12.8 5.7 3.5 1.2 2.9 4.4 7.6 21.5 

2012 年 42.9 42.9 5.5 9.7 6.6 18.7 7.1 7.6 2.4 1.3 5.3 6.1 18.7 

 ＜養老＞ 

2017 年 30.6 2.1 8.0 5.4 19.8 16.2 9.0 3.3 1.3 2.3 5.7 9.3 22.6 

2014 年 33.8 3.6 7.5 5.1 17.5 16.4 8.3 3.8 0.4 1.7 5.3 6.4 16.5 

2012 年 41.7 9.1 19.4 7.9 20.2 17.9 7.1 7.1 2.0 2.4 2.4 6.0 12.7 

濃い網掛けは、その年の上位 5 を表す。 
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・加入先別にみると、 

‐「保険料・掛金が安かったので」（全体 30.5%）は、「ダイレクト保険会社」（51.1%）と 
「生協共済」（55.4%）が多い。 

 ‐「家族、友人、知人などにすすめられたので」（全体 19.9%）は、「JA 共済」（32.2%）が

最も大きく、「かんぽ生命」（26.2%）が続く。 
 

図表 1-2-35 生命共済・保険加入の理由（複数回答）（加入先別）（単位：%） 
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保険会社 46.5 7.0 24.9 29.5 25.6 21.2 10.4

ダイレクト 52.5 13.6 51.1 26.0 18.7 14.2 8.7

かんぽ生命 46.4 9.6 31.3 32.2 25.9 17.0 12.7

JA共済 41.0 10.6 24.0 29.0 23.7 23.0 16.6

生協共済 46.4 8.2 55.4 21.5 14.7 12.8 8.8

全体 42.3 6.1 30.5 23.5 18.9 15.4 8.1
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保険会社 5.3 2.5 2.6 4.3 5.8 18.3

ダイレクト 7.6 14.7 6.4 4.5 6.7 13.8

かんぽ生命 5.7 5.0 3.6 8.2 9.1 26.2

JA共済 6.4 6.0 4.6 8.8 7.8 32.2

生協共済 4.3 7.3 5.1 5.4 9.7 17.0

全体 4.3 3.4 2.8 4.4 5.9 19.9
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2-3-2  共済金・保険金の受取経験(Q23) 
 
・「どれにもあてはまらない」が 8 割（79.3%）近くを占める。 
・受取経験があるなかでは、「短期入院」（10.5%）が最も多い。 
 

図表 1-2-36 生命共済金・保険金の受取経験（複数回答）（単位：%） 

 
 経験あり 経験なし 

2017 年 20.7 79.3 

2014 年 19.8 80.2 

2012 年 19.8 80.2 

 

   「経験あり」は、通院から介護のいずれかの共済金・保険金を受け取った経験がある。 
   「経験なし」は、通院から介護のどの共済金・保険金も受け取った経験がない。 
 
  

20.7 79.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2017年

経験あり

経験なし

通院
短期入院

（1か月未満）

長期入院

（1か月以上）
手術 先進医療 死亡 介護

2017年 9.9 10.5 3.6 9.0 0.8 2.0 0.7

2014年 7.9 10.0 3.0 7.2 0.7 1.6 0.4

2012年 7.9 13.4 - 9.1 - 1.6 0.5

0.0

5.0

10.0

15.0
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2-3-3  現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度(Q35) 
 
〇生命共済・保険に関する総合的な満足度を多角的にみてみよう。 
 
・「どちらかといえば満足している」（69.1%）が過去 2 回の調査と比べて増加している。 
 

図表 1-2-37 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度（単位：%） 

 
 
・男性よりも女性のほうが満足度は高いようである。 
・5 歳階級別にみると、年代が上がるにつれて、男性は「満足している」（全体 11.8%）が 

減り、「どちらかといえば不満である」（全体 18.2%）が増える傾向がみられる。 
 

図表 1-2-38 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度 

（性別・5歳階級別）（単位：%） 
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不満である 1.8 2.1 2.0

どちらかといえば

不満である
22.7 20.4 17.0
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63.3 66.5 69.1

満足している 12.2 11.0 11.9
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21.6 11.6 11.0 13.9 16.3 20.7 18.5 22.1 24.1
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3.9 4.0 3.0 3.6 2.3 4.3 2.0 1.2 2.2
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・保障タイプ別にみると、「介護」（18.7%）と「休業」（16.7%）は、「満足している」（全体

11.9%）が他よりも大きい。 
・「満足している」と「どちらかといえば満足している」の合計では、「養老」（86.6%）、

「年金」（86.3%）が大きい。 
 

図表 1-2-39 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度 

（保障タイプ別）（単位：%） 

 満足して 

いる(a) 

どちらかと 

いえば満足(b) 
(a)+(b) 

不満で 

ある(c) 

どちらかと 

いえば不満(d) 
(c)+(d) 

死亡 12.7 68.7 81.3  16.4 2.3 18.7  

がん 13.0 69.8 82.8  15.8 1.4 17.2  

医療 12.9 70.3 83.1  15.5 1.4 16.9  

年金 14.2 72.1 86.3  12.1 1.6 13.7  

休業 16.7 66.5 83.3  15.9 0.8 16.7  

介護 18.7 66.5 85.2  14.4 0.5 14.8  

学資 12.4 71.7 84.1  13.8 2.1 15.9  

養老 13.4 73.3 86.6  11.5 1.8 13.4  

全体 11.9 69.1 80.9  17.0 2.0 19.1  

 
・加入先別にみると、生協共済（15.4%）とダイレクト保険会社（13.5%）の加入者は、「満足し

ている」（全体 11.9%）が他よりも大きい。 
・「満足している」と「どちらかといえば満足している」の合計では、「かんぽ生命」

（85.6%）が最も大きい。 
 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

女性

満足している

（全体11.9）
14.9 13.2 16.5 15.2 11.6 10.1 11.5 10.5 8.6

どちらかといえば

満足している

（全体71.0）

66.0 74.5 66.5 70.0 66.3 75.9 71.7 70.9 71.7

どちらかといえば

不満である

（全体15.9）

17.0 11.3 15.9 13.0 20.7 12.6 15.7 17.7 18.8

不満である

（全体1.2）
2.1 0.9 1.1 1.7 1.4 1.4 1.0 0.9 1.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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図表 1-2-40 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度（加入先別）（単位：%） 

 満足して 

いる(a) 

どちらかと 

いえば満足(b) 
(a)+(b) 

不満で 

ある(c) 

どちらかと 

いえば不満(d) 
(c)+(d) 

保険会社 12.0 69.1 81.2  16.9 2.0 18.8  

ダイレクト 13.5 68.9 82.4  15.8 1.8 17.6  

かんぽ生命 10.4 75.2 85.6  12.8 1.5 14.4  

JA 共済 9.9 72.8 82.7  15.5 1.8 17.3  

生協共済 15.4 68.9 84.3  14.4 1.3 15.7  

全体 11.9 69.1 80.9  17.0 2.0 19.1  

 

 

・過去 3 年以内に共済・保険金の「受取経験がある」20ほうが「満足している」割合は大きい。 

 

図表 1-2-41 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度 

（受取経験の有無別）（単位：%） 

 

 

・受取経験の内容についてみると、 

-「満足している」のなかでは、「先進医療の受取経験」（31.0%）が最も大きく、次に「介護の

受取経験」（24.2%）が続く。 

-「満足している」と「どちらかといえば満足している」の合計では、「介護」（84.8%）が

最も大きく、「死亡」（83.7%）が続く。 

 

  

                                                  
20 図表 2-3-3 の「どれにもあてはまらない」を受取経験なしとした。 

10.4

15.4

70.3

66.2

17.1

16.9

2.0

1.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

受取経験なし

受取経験あり

満足している

（全体11.9）

どちらかといえば満足している

（全体69.1）

どちらかといえば不満である

（全体17.0）

不満である

（全体2.0）
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図表 1-2-42 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度 

（受取経験の内容別）（単位：%） 

 満足  

(a) 

どちらか 

満足(b) 
(a)+(b) 

不満 

(c) 

どちらか 

不満(d) 
(c)+(d) 

通院 15.9 64.9 80.8 17.8 1.5 19.2 

短期入院（1か月未満） 15.7 65.1 80.8 17.7 1.4 19.2 

長期入院（1か月以上 19.7 61.2 80.9 17.6 1.6 19.1 

手術 16.6 66.0 82.6 15.7 1.7 17.4 

先進医療 31.0 50.0 81.0 19.0 0.0 19.0 

死亡 18.4 65.3 83.7 15.3 1.0 16.3 

介護 24.2 60.6 84.8 15.2 0.0 15.2 

全体 11.9 69.1 81.0 17.0 2.0 19.0 

 

 

・「満足している」と「どちらかといえば満足している」を合計すると、①の「情報を得た」（82.1%）

は、「情報を得なかった」（69.2%）を大きく上回る。ただし、②の他と「比較した」（81.4%）

と「比較しなかった」（80.5%）の差は小さい。 

・情報を得た場合の「満足している」は、情報を得なかった場合の 1.26 倍、情報を得た場合の

「不満である」は、情報を得なかった場合の 0.31 倍である。 

 

図表 1-2-43 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度 

（加入時の行動別）（単位：%、倍）： 

 
①加入時の情報入手(Q30) 

 

  

満足している
どちらかといえば

満足している

どちらかといえば

不満である
不満である

情報を得た（A） 12.1 70.0 16.2 1.7

情報を得なかった（Ｂ） 9.6 59.6 25.4 5.4

A/B［倍］ 1.26 1.18 0.64 0.31

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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②他社等の保障・金融商品との比較(Q31) 

 

 
・ライフプランの作成経験がある回答者の「満足している」（18.3%）割合は、経験なしのそれ

の 1.9 倍大きい。 
 

図表 1-2-44 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度 

（ライフプラン作成経験の有無別）（単位：%） 

 
 
・ライフプラン作成の好影響により、総合的な満足度が上昇している。 
・「満足している」のなかでは、「より良い保険・共済に加入できた」が 26.5%で最も大きい。 
・ただし、「満足している」のうち、「保険料・掛金の節約ができた」と「特に影響はなかった」

はそれぞれ 16.8%、16.5%で、「ライフプランの作成経験がある」の 18.3%よりも低い。 
・「満足している」と「どちらかといえば満足している」の合計では、「必要な保障を理解す

ることができた」（90.4%）、「より良い保険・共済に加入できた」（90.2%）が大きい。 
 
  

満足している
どちらかといえ

ば満足している

どちらかといえ

ば不満である
不満である

比較した（Ａ） 12.7 68.7 17.2 1.4

特に比較しなかった（Ｂ） 11.1 69.4 16.9 2.6

A/B［倍］ 1.14 0.99 1.02 0.55

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

満足している
どちらかといえば

満足している

どちらかといえば

不満である
不満である

経験あり（Ａ） 18.3 67.4 13.0 1.3

経験なし（Ｂ） 9.7 69.6 18.4 2.3

A/B［倍］ 1.88 0.97 0.71 0.56

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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図表 1-2-45 現在加入している生命共済・保険に関する総合的な満足度 

（ライフプラン作成の影響別）（単位：%） 

 満足  

(a) 

どちらか 

満足(b) 
(a)+(b) 

不満 

(c) 

どちらか 

不満(d) 
(c)+(d) 

保険・共済について考えるきっかけに

なった 
19.2 67.1 86.3  12.0 1.7 13.7  

必要な保障を理解することができた 21.2 69.3 90.4  8.5 1.0 9.6  

より良い保険・共済に加入できた 26.5 63.6 90.2  9.8 0.0 9.8  

保険料・掛金の節約ができた 16.8 69.5 86.3  12.2 1.5 13.7  

保障内容の見直しができた 21.6 65.9 87.6  12.4 0.0 12.4  

保険・共済の解約に役立った 24.2 63.6 87.9  12.1 0.0 12.1  

特に影響はなかった 16.5 68.7 85.2  13.7 1.1 14.8  

ライフプラン作成の経験あり 18.3 67.4 85.7  13.0 1.3 14.3  

 
 
2-3-4  現在加入している生命共済・保険の商品に満足している理由（Q36） 
 
・「契約に関する情報がわかりやすい」（40.9%）が最も多く、過去 2 回と比べて増加傾向がみら

れる。 
・「保障（補償）内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている」（18.5%）、「保障内容に比べ

保険料・掛金が安い」（14.7%）が過去 2 回から急増している。 
・「加入後の相談やサポートなどの対応が行き届いている」（4.7%）、「保障と貯蓄を兼ねている」

（5.7%）が前回から著しく減少している。 
 

図表 1-2-46 生命共済・保険の商品に満足している理由（複数回答）（単位：%） 

 

契約内容に関す

る情報がわかり

やすい

顧客の立場に

立って相談や質

問に誠実に対応

してくれる

社員や営業職

員が迅速に対

応してくれる

保険だけでなく

生活設計全般

に関する相談に

も対応してくれる

加入後の相談

やサポートなど

の対応が行き届

いている

保険金や共済

金が正確（誠

実）に支払われ

そう

2017年 40.9 12.7 15.9 3.4 4.7 12.2

2014年 33.2 14.8 22.3 - 27.4 11.6

2012年 24.8 13.7 19.4 - 27.3 10.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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その他の例：なし、特になし、わからない 

 

  

保険金や共済

金の請求手続

や契約内容の

変更手続が簡

単そうだ

会社の様々な

情報を積極的

に開示してい

る

社員や営業職

員、代理店へ

の教育が行き

届いている

経営内容が健

全である

顧客の個人情

報管理が行き

届いている

ホームページ

が充実してい

る

2017年 5.8 2.0 2.9 7.8 1.5 2.7

2014年 2.5 3.0 11.7 0.8 1.9 5.2

2012年 2.3 3.1 12.1 1.2 2.6 5.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

保障の範囲が広

い

保障内容が現在

の自分や自分の

家族状況に合っ

ている

契約の途中で内

容を自由に変更

できる

保障内容に比べ

保険料・掛金が

安い

契約者貸付が利

用できる

保障内容や仕組

みがシンプルで

わかりやすい

2017年 14.6 18.5 5.1 14.7 1.9 8.9

2014年 15.4 3.7 16.5 1.2 10.7 0.5

2012年 12.3 2.8 14.5 1.5 8.4 0.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

話題性のある商

品である

保障と貯蓄を兼

ねている

利回りが他の金

融商品に比べて

有利

配当金が期待で

きる

税制上のメリット

がある
その他

2017年 1.4 5.7 3.2 5.0 6.1 2.2

2014年 8.2 33.2 2.7 3.6 3.2 1.1

2012年 8.3 24.8 2.9 4.5 3.2 0.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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・図表 1-2-47 は、生命共済・保険商品に満足している理由を保障タイプ別に表したものであ

る。保障のタイプ毎に、4 段階に色分けしている（上位 10%を濃い網掛け、10%～20%をや

や濃い網掛け、20%～40%を薄い網掛け、それ以下は網掛けなし）。 
・保障のタイプ別にかかわらず、上位の満足理由は概ね同じである。 

・「医療」は、「保障内容に比べ保険料・掛金が安い」（17.0%）が他と比べて最も大きい。 

・「休業」「介護」は「顧客の立場に立って相談や質問に誠実に対応してくれる」（休業 23.9%、

介護 24.2%）が他と比べて大きい。 
・「養老」は、「保障と貯蓄を兼ねている」（17.5%）、「利回りが他の金融商品に比べて有利」（11.8%）

が最も大きい。 
 

図表 1-2-47 生命共済・保険の商品に満足している理由（複数回答） 

（保障タイプ別）（単位：%） 

 
死亡 がん 医療 年金 休業 介護 学資 養老 全体 

契約内容に関する情報がわかりやすい 42.2 42.2 39.7 36.6 39.7 43.3 47.6 42.0 40.9 

保障内容が現在の自分や自分の家族状況に 

合っている 
19.2 21.5 20.7 26.4 30.1 28.7 23.1 24.8 18.5 

社員や営業職員が迅速に対応してくれる 17.6 19.6 17.6 22.1 22.0 28.1 21.7 18.1 15.9 

保障内容に比べ保険料・掛金が安い 13.9 13.8 17.0 13.1 14.4 14.0 15.0 13.3 14.7 

保障の範囲が広い 15.5 16.8 15.8 16.6 26.8 22.5 24.2 20.8 14.6 

顧客の立場に立って相談や質問に誠実に対応
してくれる 14.3 15.0 12.7 15.6 23.9 24.2 17.0 15.4 12.7 

保険金や共済金が正確（誠実）に支払われそう 11.7 12.4 13.5 15.1 8.6 13.5 10.3 14.2 12.2 

保障内容や仕組みがシンプルでわかりやすい 8.0 8.4 10.6 9.3 12.0 7.9 10.6 11.2 8.9 

経営内容が健全である 7.1 8.0 8.5 7.7 11.5 10.1 8.4 9.1 7.8 

税制上のメリットがある 6.1 6.3 5.7 9.0 8.1 9.0 5.6 10.0 6.1 

保険金や共済金の請求手続や契約内容の変更
手続が簡単そうだ 5.3 5.3 6.4 7.3 6.7 7.3 5.0 5.7 5.8 

保障と貯蓄を兼ねている 6.4 6.2 5.9 10.2 9.1 10.1 5.0 17.5 5.7 

契約の途中で内容を自由に変更できる 5.4 6.0 5.9 6.2 11.0 11.2 8.6 9.7 5.1 

配当金が期待できる 4.6 4.9 5.6 4.8 5.3 5.6 6.1 6.9 5.0 

加入後の相談やサポートなどの対応が行き届
いている 4.9 6.0 5.3 7.5 9.1 14.6 7.8 7.3 4.7 

保険だけでなく生活設計全般に関する相談に
も対応してくれる 3.7 4.7 3.4 5.1 10.5 10.1 5.0 6.3 3.4 

利回りが他の金融商品に比べて有利 3.6 3.5 3.3 5.5 6.2 6.7 4.2 11.8 3.2 

社員や営業職員、代理店への教育が行き届い
ている 3.4 3.7 2.9 5.1 7.7 10.1 5.8 5.4 2.9 

ホームページが充実している 2.8 2.9 2.5 2.8 6.7 5.6 4.2 3.9 2.7 

会社の様々な情報を積極的に開示している 2.3 2.5 2.1 3.2 4.8 5.6 4.2 4.5 2.0 

契約者貸付が利用できる 2.3 2.6 1.9 3.2 3.8 6.7 6.4 5.4 1.9 

顧客の個人情報管理が行き届いている 1.7 1.8 1.4 1.9 3.3 4.5 3.6 3.6 1.5 

話題性のある商品である 1.2 1.3 1.1 2.6 4.8 3.4 3.6 3.0 1.4 
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・図表 1-2-48 は、生命共済・保険商品に満足している理由を、加入先別に表したものである。

図表 1-2-47 と同様、保障のタイプ毎に 4 段階に色分けしている。 
・「保険会社」は、「社員や営業職員が迅速に対応してくれる」（19.7%）が大きい。 
・「ダイレクト」は、「契約内容に関する情報がわかりやすい」（45.5%）、「保障内容が現在の自

分や自分の家族状況に合っている」（26.9%）が他と比べて最も大きい。 
・「かんぽ生命」は、「保険金や共済金が正確（誠実）に支払われそう」（16.4%）、「保障と貯蓄

を兼ねている」（10.4%）、「経営内容が健全である」（10.4%）が大きい。 
・「JA 共済」は、「社員や営業職員が迅速に対応してくれる」（20.9%）、「顧客の立場に立って

相談や質問に誠実に対応してくれる」（20.1%）が他と比べて最も大きい。 
・「生協共済」は、「保障内容に比べ保険料・掛金が安い」（27.3%）、「保険金や共済金が正確

（誠実）に支払われそう」（19.7%）、「配当金21が期待できる」（11.3%）が他と比べて最も大

きい。 
 

図表 1-2-48 生命共済・保険の商品に満足している理由（複数回答）（加入先別）（単位：%） 

 保険 

会社 

ダイレ

クト 

かんぽ

生命 

JA 

共済 

生協 

共済 
全体 

契約内容に関する情報がわかりやすい 41.6 45.5 40.4 44.0 43.2 40.9 

保障内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている 21.0 26.9 21.0 20.9 19.5 18.5 

社員や営業職員が迅速に対応してくれる 19.7 12.8 17.0 20.9 13.4 15.9 

保障内容に比べ保険料・掛金が安い 12.4 21.0 11.8 12.0 27.3 14.7 

保障の範囲が広い 15.9 17.4 13.2 17.5 12.7 14.6 

顧客の立場に立って相談や質問に誠実に対応してくれる 14.4 12.4 15.4 20.1 9.7 12.7 

保険金や共済金が正確（誠実）に支払われそう 11.3 12.4 16.4 12.4 19.7 12.2 

保障内容や仕組みがシンプルでわかりやすい 8.1 15.2 8.8 11.5 12.4 8.9 

経営内容が健全である 7.5 6.4 10.4 11.1 11.4 7.8 

税制上のメリットがある 6.7 6.4 9.2 8.1 6.0 6.1 

保険金や共済金の請求手続や契約内容の変更手続が簡単そうだ 4.6 6.4 7.0 7.7 10.3 5.8 

保障と貯蓄を兼ねている 6.7 6.2 10.4 11.1 4.9 5.7 

契約の途中で内容を自由に変更できる 5.7 6.4 6.2 8.5 6.9 5.1 

配当金が期待できる 3.7 4.9 6.8 5.6 11.3 5.0 

加入後の相談やサポートなどの対応が行き届いている 5.4 7.5 6.2 9.8 4.4 4.7 

保険だけでなく生活設計全般に関する相談にも対応してくれる 4.1 5.1 6.0 6.8 3.5 3.4 

利回りが他の金融商品に比べて有利 4.1 4.2 5.0 5.6 4.4 3.2 

社員や営業職員、代理店への教育が行き届いている 3.5 3.5 4.0 7.7 4.1 2.9 

ホームページが充実している 2.0 6.6 2.4 4.3 3.7 2.7 

会社の様々な情報を積極的に開示している 2.3 4.0 2.4 4.7 3.3 2.0 

契約者貸付が利用できる 2.2 3.8 3.4 4.7 3.0 1.9 

顧客の個人情報管理が行き届いている 1.5 2.0 1.6 4.7 1.6 1.5 

話題性のある商品である 1.5 2.9 1.8 2.1 2.7 1.4 

加入先の詳細は、図表 1-2-17 を参照  

                                                  
21 共済の場合は割戻しである。 
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2-3-5  現在加入している生命共済・保険の商品に関する不満足の理由（Q37） 
 

〇今回の調査では、生命共済・保険に関する不満足の理由も質問している。 
 
・「契約に関する情報がわかりにくい」（32.9%）が最も多く、「保障内容に比べ保険料・掛金が高

い」（22.6%）が続く。 
 

図表 1-2-49 生命共済・保険の商品に対する満足・不満足の理由（複数回答）（単位：%） 

 
  その他の例（不満足の理由）：なし、とくにない、1 つにまとめれば良かった、担当者がよく代わる 

40.9

12.7

15.9

3.4

4.7

12.2

5.8

2.0

2.9

7.8

1.5

2.7

14.6

18.5

5.1

14.7

1.9

8.9

1.4

5.7

3.2

5.0

6.1

2.2

32.9

4.4

3.0

2.2

4.5

3.2

4.1

1.4

2.3

1.2

1.2

2.7

18.4

8.5

5.8

22.6

1.2

7.3

1.7

6.4

3.6

13.5

7.9

3.9

40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

契約内容に関する情報が分かりやすい／わかりにくい

顧客の立場に立って相談や質問に誠実に対応して

くれる／くれない

社員や営業職員が迅速に対応してくれる／くれない

保険だけでなく生活設計全般に関する相談にも対応して

くれる／くれない

加入後の相談やサポートなどの対応が行き届いている／いない

保険金や共済金が正確（誠実）に支払われそう／なさそうだ

保険金や共済金の請求手続や契約内容の変更手続が簡単そう／

難しそうだ

会社の様々な情報を積極的に開示していない

社員や営業職員、代理店への教育が行き届いている／いない

経営内容が健全である／ない

顧客の個人情報管理が行き届いている／いない

ホームページが充実している／いない

保障の範囲が広い／狭い

保障内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている／いない

契約の途中で内容を自由に変更できない

保障内容に比べ保険料・掛金が安い／高い

契約者貸付が利用できる／できない

保障内容や仕組みが複雑でわかりやすい／にくい

話題性のある／ない商品である

保障と貯蓄を兼ねている／いない

利回りが他の金融商品に比べて有利／不利

配当金が期待できる／ない

税制上のメリットがある／ない

その他 具体的に：

満足の理由

不満足の理由
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・不満足の理由のうち、「契約に関する情報がわかりにくい」、「保障内容に比べ保険料・掛金が

高い」、「保障の範囲が狭い」、「配当金が期待できない」および「税制上のメリットがない」

について、保障タイプ別にみてみよう。 
 ‐「契約に関する情報がわかりにくい」は、「年金」（35.0%）、「死亡」（34.2%）が他よりも

大きい。 
‐「保障内容に比べ保険料・掛金が高い」は、「年金」（30.1%）と「学資」（30.9%）が他よ

りも大きい。 
‐「保障の範囲が狭い」は、「休業」（28.6%）と「介護」（25.8%）が他と比べて大きい。 

 
図表 1-2-50 生命共済・保険の商品に満足していない理由（複数回答） 

（保障タイプ別）（単位：%） 

 

 
  

契約内容に関する

情報がわかりにくい

保障内容に比べ保

険料・掛金が高い
保障の範囲が狭い

配当金が期待でき

ない

税制上のメリットが

ない

死亡 34.2 23.2 17.7 15.5 7.2

がん 33.1 27.6 16.9 12.8 7.6

医療 30.5 27.6 19.2 13.6 6.9

年金 35.0 30.1 14.6 16.3 7.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

契約内容に関する

情報がわかりにくい

保障内容に比べ保

険料・掛金が高い
保障の範囲が狭い

配当金が期待でき

ない

税制上のメリットが

ない

休業（所得保障） 31.0 23.8 28.6 7.1 14.3

介護 32.3 19.4 25.8 3.2 6.5

学資 20.6 30.9 13.2 11.8 8.8

養老 29.4 27.5 11.8 3.9 5.9

全体 32.9 22.6 18.4 13.5 7.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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・同様に、加入先別にみると、 

‐「契約に関する情報がわかりにくい」は、「保険会社」（34.7%）が他よりも大きい。 
‐「保障内容に比べ保険料・掛金が高い」は、「JA 共済」（30.6%）が他よりも大きい。 
‐「保障の範囲が狭い」は、「JA 共済」（24.5%）が他よりも大きい。 
‐「配当金が期待できない」は、「生協共済」（16.5%）が他よりも大きい。 

 

図表 1-2-51 生命共済・保険の商品に満足していない理由（複数回答）（加入先別）（単位：%）

 
 
  

契約内容に関する

情報がわかり

にくい

保障内容に比べ

保険料・掛金

が高い

保障の範囲

が狭い

配当金が

期待できない

税制上の

メリットがない

保険会社 34.7 25.9 18.3 14.5 6.2

ダイレクト 33.0 23.7 21.6 12.4 6.2

かんぽ生命 29.8 20.2 15.5 11.9 6.0

JA共済 18.4 30.6 24.5 16.3 10.2

生協共済 30.2 23.1 22.5 16.5 3.8

全体 32.9 22.6 18.4 13.5 7.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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2-3-6  生命共済・保険未加入の理由（Q38） 
 

・「保険料・掛金を支払う経済的余裕がないので」（44.2%）が最も多いが、減少傾向がみられる。 

・「生命保険・共済は営業職員がわずらわしいので入らない」（25.1%）が次に多い。 
 

図表 1-2-52  生命共済・保険未加入の理由（複数回答）（単位：%） 

 

 

その他の例：ない、わからない、検討中  

保険料・掛金を支

払う経済的余裕

がないので

以前に入っていた

保険料・掛金の支

払いができなく

なってやめたので

現時点では生命

保険・共済の必要

性をあまり感じて

いないので

将来への不安が

あまりないので

健康上の理由や

年齢制限のため

加入できないので

ほかの貯蓄方法

のほうが有利だと

思うので

2017年 44.2 3.5 14.0 3.9 3.8 6.7

2014年 47.1 3.9 16.7 4.5 4.5 8.3

2012年 50.6 6.7 19.5 4.6 5.3 11.8

0.0

20.0

40.0

厚生年金など国

の社会保障を期

待しているので

退職金や企業年

金など会社の保

障を期待している

ので

保険料・掛金の

支払い期間が長

すぎるから

生命保険・共済

が嫌いなので

生命保険・共済

は信用できない

ので入らない

生命保険・共済

に入るのは歳を

とってからで良い

2017年 1.5 0.5 1.5 1.9 1.4 2.6

2014年 1.8 0.9 2.6 3.8 2.8 1.7

2012年 2.1 0.2 4.2 9.7 6.1 2.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

生命保険・共済に入

るのは結婚や出産な

ど、家族構成が変

わった時で良い

滅多に起きないこと

なので、生命保険・

共済には入らなくて

良い

貯蓄があるので生命

保険・共済には入ら

なくて良い

生命保険・共済は営

業職員がわずらわし

いので入らない

その他

2017年 3.4 3.8 3.6 25.1 3.3

2014年 3.2 3.4 4.1 23.6 4.7

2012年 5.2 3.6 2.9 12.2 4.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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・未加入の最大の理由「保険料・掛金を支払う経済的余裕がないので」（44.2%）について、家計

状況から、また個人年収、世帯年収および世帯貯蓄別にみると、 
‐個人年収は「100 万円未満」（57.9%）、「100 万円以上 200 万円未満」（60.0%）、 
‐世帯年収は「100 万円未満」（61.4%）、「100 万円以上 200 万円未満」（66.4%）、 
‐世帯貯蓄は「ゼロ」（65.1%）、「100 万円未満」（57.2%） 
のように、低収入、低貯蓄の世帯が大きく影響を受けている22。 

 
図表 1-2-53 生命共済・保険未加入の理由「保険料・掛金を支払う経済的余裕がないので」 

（個人年収別、世帯年収別、世帯貯蓄別）（単位：%） 

 
その他とは「答えたくない・わからない」 

 

  

                                                  
22 なお、ローン残高別にみると、「ローン残高 400 万円未満」（66.9%）が多く、「ローン残高 100 万円未

満」（70.8%）が特に多い。 

ゼロ

100万

円未

満

100～

200万

円

200～

300万

円

300～

400万

円

400～

500万

円

500～

600万

円

600～

700万

円

700～

800万

円

800～

900万

円

900～

1,000

万円

1,000

～

1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2,000

万円

以上

その

他

個人年収 33.3 57.9 60.0 47.2 37.8 29.0 25.0 14.8 10.0 40.0 12.5 37.5 0.0 0.0 35.9

世帯年収 100.0 61.4 66.4 54.9 46.8 50.4 38.5 32.4 19.4 20.6 25.0 32.0 23.1 0.0 41.5

世帯貯蓄 65.1 57.2 51.6 43.2 33.3 45.5 42.9 46.2 26.7 14.3 31.6 20.7 23.5 13.8 40.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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2-3-7 過去 3 年の解約経験（Q39） 
 
〇最後に、解約について概観する。 
 
・3 年以上未加入者（全体の 18.9%）を除いて集計すると、「やめたものはない」が 75.3%であ

るため、3 年間の解約経験（解約率）は 24.7%である。 
・保障タイプ別にみると、「万が一に備えた死亡保険・共済」（13.5%）が最も大きい。 
・前回と比べて、どの保障のタイプも解約経験が減少している。 
 

図表 1-2-54  過去 3年の解約経験（複数回答）（単位：%） 

 

2-3-8  解約内容(Q40) 
 

・「このタイプの生命保険・共済を全て解約した」（平均 37.2%）と「このタイプ内で、他の生

命保険・共済に切り替えた（保険会社の変更など）」（平均 36.4%）が同程度である。 

 

図表 1-2-55  解約内容（複数回答）（単位：%） 

 

    その他の例：複数を 1 つにまとめた（死亡、がん、医療保障）  

24.7 75.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2017年

やめたものがある

やめたものはない

死亡 がん 医療 年金 休業 介護 学資 養老 その他

2017年 13.5 6.8 7.7 2.7 2.2 1.1 1.8 1.9 0.0

2014年 19.6 11.4 16.0 6.5 5.4 3.7 4.9 5.0 4.1

2012年 16.7 9.7 14.1 6.1 － 3.1 4.4 4.6 3.4

0.0

10.0

20.0

このタイプの生命保険・

共済を全て解約した

このタイプ内で、他の

生命保険・共済に切り

替えた（保険会社の変

更など）

このタイプの生命保険・

共済をやめて、他のタ

イプの保険・共済に切

り替えた（商品の変更

など）

その他

最大 49.3 50.0 32.0 2.5

最小 20.0 26.3 17.6 0.0

平均 37.2 36.4 25.1 1.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0
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・多くのタイプで「全て解約した」が前回より増加し、他の生命保険・共済などへの切り替え

は減少している。 

・「このタイプの生命保険・共済を全て解約した」は、「死亡」（49.3%）、「養老」（48.2%）が

他よりも大きい。 
・「このタイプ内で、他の生命保険・共済に切り替えた（保険会社の変更など）」は、「年金」

（42.9%）、「介護」（50.0%）が他よりも大きい。 
・「このタイプの生命保険・共済をやめて、他のタイプの保険・共済に切り替えた（商品の変更

など）」は、「休業」（32.0%）、「介護」（30.0%）、「学資」（30.9%）が大きい。 
 

図表 1-2-56  解約内容（保障タイプ別）（複数回答）（単位：%） 

 

こ
の
タ
イ
プ
の
生
命
保
険
・
共
済
を
全
て
解
約
し
た 

こ
の
タ
イ
プ
内
で
、
他
の
生
命
保
険
・
共
済
に
切
り
替
え
た

（
保
険
会
社
の
変
更
な
ど
） 

こ
の
タ
イ
プ
の
生
命
保
険
・
共
済
を
や
め
て
、
他
の
タ
イ
プ

の
保
険
・
共
済
に
切
り
替
え
た
（
商
品
の
変
更
な
ど
） 

そ
の
他 

こ
の
タ
イ
プ
の
生
命
保
険
・
共
済
を
全
て
解
約
し
た 

こ
の
タ
イ
プ
内
で
、
他
の
生
命
保
険
・
共
済
に
切
り
替
え
た

（
保
険
会
社
の
変
更
な
ど
） 

こ
の
タ
イ
プ
の
生
命
保
険
・
共
済
を
や
め
て
、
他
の
タ
イ
プ

の
保
険
・
共
済
に
切
り
替
え
た
（
商
品
の
変
更
な
ど
） 

そ
の
他 

  ＜死亡＞   ＜休業＞  

2017 年 49.3 26.3 22.6 1.8 26.8 41.2 32.0 0.0 

2014 年 30.4 40.2 24.5 4.9 28.2 47.6 20.0 4.1 

2012 年 33.9 38.8 24.7 2.6 - - - - 

  ＜がん＞   ＜介護＞  

2017 年 39.8 38.1 20.4 1.7 20.0 50.0 30.0 0.0 

2014 年 28.0 41.7 26.6 3.6 32.2 43.5 20.0 4.3 

2012 年 28.7 45.6 25.1 0.6 30.5 44.8 24.8 0.0 

  ＜医療＞   ＜学資＞  

2017 年 36.0 37.4 24.6 2.0 40.7 27.2 30.9 1.2 

2014 年 29.1 42.3 24.4 4.2 40.1 36.2 19.7 3.9 

2012 年 30.5 48.5 19.3 1.7 51.0 24.8 20.1 4.0 

  ＜年金＞   ＜養老＞  

2017 年 37.0 42.9 17.6 2.5 48.2 27.7 22.9 1.2 

2014 年 34.0 36.0 26.6 3.4 33.3 37.2 24.4 5.1 

2012 年 40.5 36.2 22.4 1.0 40.1 32.5 26.8 0.6 
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2-3-9  解約理由(Q42) 
 
・全般的に、「保険料・掛金を支払う余裕がなくなったから」（平均 30.7%）、「保険料・掛金が更

新により高くなってしまったから」（平均 18.9%）、「まとまったお金が必要となって」（平均

16.0%）のような経済面での理由が大きい。 
 

図表 1-2-57  解約理由（複数回答）（単位：%） 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 

保
険
料
・
掛
金
を
支
払
う
余
裕
が
な
く
な
っ
た
か
ら 

掛

裕
が

保
険
料
・
掛
金
が
更
新
に
よ
り
高
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら 

掛
金
が

新

ま
と
ま
っ
た
お
金
が
必
要
と
な
っ
て 

期
間
が
長
す
ぎ
る
の
で
い
や
に
な
っ
た 

義
理
で
入
っ
た
も
の
な
の
で 

高
額
な
保
障
が
必
要
な
く
な
っ
た
か
ら 

保
障
が
小
さ
す
ぎ
る
の
で 

他
の
保
険
・
共
済
に
切
り
替
え
た
の
で 

保
険
金
・
共
済
金
の
受
け
取
り
の
際
の
対
応
や
受
け
取
り
額
に
対
し
て

不
満
が
あ
っ
た
の
で 

加
入
後
の
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
が
不
満
だ
っ
た
の
で 

離
婚
や
子
ど
も
の
独
立
な
ど
家
族
の
構
成
が
変
わ
っ
た
か
ら 

そ
の
保
険
会
社
・
共
済
団
体
の
経
営
内
容
が
不
安
だ
っ
た
の
で 

が

そ
の
他 
 

 

      8 つのタイプの保障（死亡、がん、医療、年金、休業、介護、学資、養老）における 

最大、最少、平均を表す。 
 
  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

最大 46.3 25.2 26.9 21.6 17.5 22.7 19.6 16.7 7.2 8.2 8.2 6.0 4.7

最小 10.0 6.0 9.2 6.0 6.7 3.4 5.7 8.0 2.0 2.0 3.3 1.0 0.0

平均 30.7 18.9 16.0 11.5 12.3 10.2 9.8 12.9 3.6 4.5 5.2 3.5 2.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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・「保険料・掛金を支払う余裕がなくなったから」は、「死亡」（46.3%）が他より大きい。 
・「保険料・掛金が更新により高くなってしまったから」は、「年金」（25.2%）、「がん」（25.1%）

が他より大きい。 
・「まとまったお金が必要となって」は、「年金」（26.9%）、「養老」（25.5%）が大きい。 
 

    図表 1-2-58  解約理由（保障タイプ別）（複数回答）（単位：%） 
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が
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険
会
社
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共
済
団
体
の
経
営
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で 

済

経

が
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他 

 
 

 ＜死亡＞ 

2017 年 46.3 23.1 9.2 6.0 9.0 8.2 5.9 10.7 2.7 3.2 3.3 4.7 3.2 

2014 年 28.1 21.2 9.8 6.5 11.8 8.5 6.4 16.3 2.5 2.5 3.3 3.8 6.0 

2012 年 34.4 16.8 9.4 4.7 12.2 8.0 7.9 18.9 4.0 4.2 4.7 1.9 3.1 

 ＜がん＞ 

2017 年 31.1 25.1 14.7 11.7 12.7 10.0 8.0 16.1 4.7 3.7 4.3 5.7 3.0 

2014 年 26.1 16.5 5.9 8.1 12.6 8.1 8.4 17.9 4.2 4.5 2.5 5.3 5.9 

2012 年 29.9 15.4 13.0 6.9 12.1 5.4 10.3 19.0 3.9 3.3 4.2 1.5 2.7 

 ＜医療＞ 

2017 年 28.7 23.4 11.7 7.6 14.0 10.2 12.3 16.7 3.2 5.6 5.0 2.3 3.2 

2014 年 26.7 16.6 5.0 6.4 12.2 7.6 8.2 18.0 2.6 3.6 2.6 3.6 6.2 

2012 年 31.1 14.5 8.5 3.5 11.2 5.8 10.6 22.4 3.5 4.8 3.5 1.7 3.9 

 ＜年金＞ 

2017 年 37.0 25.2 26.9 16.0 14.3 10.1 10.1 15.1 2.5 3.4 5.9 2.5 1.7 

2014 年 32.0 13.8 12.8 8.9 13.3 8.9 7.9 10.3 3.0 5.4 4.4 6.9 2.0 

2012 年 32.4 10.0 19.5 9.0 7.6 3.8 7.6 14.3 4.8 4.3 1.4 2.9 2.4 
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保
険
料
・
掛
金
を
支
払
う
余
裕
が
な
く
な
っ
た
か
ら 

保
険
料
・
掛
金
が
更
新
に
よ
り
高
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
か
ら 

ま
と
ま
っ
た
お
金
が
必
要
と
な
っ
て 

期
間
が
長
す
ぎ
る
の
で
い
や
に
な
っ
た 

義
理
で
入
っ
た
も
の
な
の
で 

高
額
な
保
障
が
必
要
な
く
な
っ
た
か
ら 

保
障
が
小
さ
す
ぎ
る
の
で 

他
の
保
険
・
共
済
に
切
り
替
え
た
の
で 

保
険
金
・
共
済
金
の
受
け
取
り
の
際
の
対
応
や
受
け

取
り
額
に
対
し
て
不
満
が
あ
っ
た
の
で 

加
入
後
の
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
が
不
満
だ
っ
た
の
で 

離
婚
や
子
ど
も
の
独
立
な
ど
家
族
の
構
成
が
変
わ
っ

た
か
ら 

そ
の
保
険
会
社
・
共
済
団
体
の
経
営
内
容
が
不
安
だ

っ
た
の
で 

そ
の
他 

 
 

 ＜休業（所得保障）＞ 

2017 年 21.6 23.7 16.5 21.6 17.5 22.7 19.6 10.3 7.2 8.2 8.2 4.1 0.0 

2014 年 25.3 17.6 11.2 11.2 15.9 10.6 10.0 11.2 2.9 4.7 3.5 6.5 3.5 

 ＜介護＞ 

2017 年 10.0 12.0 11.0 10.0 9.0 9.0 7.0 8.0 2.0 7.0 4.0 6.0 0.0 

2014 年 20.0 24.0 22.0 20.0 18.0 18.0 14.0 16.0 4.0 14.0 8.0 12.0 0.0 

2012 年 27.0 17.4 13.0 7.8 15.7 11.3 3.5 15.7 5.2 1.7 3.5 5.2 5.2 

 ＜学資＞ 

2017 年 39.0 12.4 12.4 9.5 15.2 7.6 5.7 15.2 2.9 2.9 3.8 1.0 1.0 

2014 年 25.9 11.1 18.5 7.4 16.0 9.9 19.8 12.3 6.2 9.9 17.3 2.5 0.0 

2012 年 25.0 7.2 10.5 9.2 15.1 8.6 11.2 12.5 1.3 4.6 9.2 7.2 5.3 

 ＜養老＞ 

2017 年 32.2 6.0 25.5 9.4 6.7 3.4 10.1 11.4 3.4 2.0 6.7 1.3 4.7 

2014 年 39.8 18.1 30.1 13.3 18.1 8.4 15.7 10.8 8.4 3.6 9.6 2.4 0.0 

2012 年 21.9 7.8 8.9 7.8 10.4 7.8 10.9 9.9 2.1 2.6 1.0 4.7 4.2 

その他の例：ない、特にない（死亡、がん、医療保障）。お金を残したい人がいないから（死亡保障）、 

時代にそぐわなくなった保障内容だから（がん保障）、保障内容が古い（医療保障） 

    濃い網掛けは、その年の上位 5 を表す。 

 
・最大の解約理由「保険料・掛金を支払う余裕がなくなったから」について、家計状況からみて

みると、 
 ‐個人収入別では、「200 万円以上 300 万円未満」（16.6%）が最も多い。 
 ‐世帯収入別では、「300 万円以上 400 万円未満」（13.6%）が最も多い。 

‐世帯貯蓄別では、「100 万円未満」（24.4%）が最も多い。 
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‐ローン残高別では、「100 万円以上 200 万円未満」（15.7%）が最も多い。 
 
図表 1-2-59 解約理由「保険料・掛金を支払う余裕がなくなったから」（個人収入別、世帯収入

別、世帯貯蓄別、ローン残高別）（単位：%） 

 
 
2-3-10 解約しなかった理由(Q41) 
 

・過去 2 回と同様、「特に現在の契約内容に不満がないので」(61.0%)が最も多い。 

 

図表 1-2-60  解約しなかった理由（複数回答）（単位：%）

 

その他の例：3 年よりも前にやめた。解約すると損するから、現在見直し中。  

ゼロ
～100
万円

100～
200
万円

200～
300
万円

300～
400
万円

400～
500
万円

500～
600
万円

600～
700
万円

700～
800
万円

800～
900
万円

900～
1,000
万円

1,000
～

1,500
万円

1,500
～

2,000
万円

2,000
万円

～

答え

たくな

い・わ

からな

い

個人収入 0.7 10.8 12.7 16.6 16.1 13.1 7.1 3.2 3.7 2.3 0.9 2.3 0.5 0.2 9.7

世帯収入 0.2 3.0 4.4 9.9 13.6 12.2 11.8 6.7 6.7 5.3 4.6 5.3 1.4 1.2 13.8

世帯貯蓄 6.7 24.4 9.7 5.1 4.6 3.2 2.3 1.6 1.8 0.9 1.8 6.0 2.8 5.5 23.5

ローン残高 － 14.2 15.7 7.8 3.9 3.9 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 13.7 9.3 12.7 9.3

0.0

10.0

20.0

特に現在の契約

内容に不満がな

いので

契約していたこ

とを忘れていた

ので

契約変更する

きっかけがない

ので

契約変更が面倒

なので

契約を見直すと

いう意識自体が

ないので

その他

2017年 61.0 0.7 15.2 16.3 15.1 2.4

2014年 62.2 0.5 19.5 17.2 14.8 2.4

2012年 57.1 0.6 23.7 18.5 14.7 2.1

0.0

20.0

40.0

60.0
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（４）今後に向けての意向 
 
〇今後に向けて、保障の見直し、追加（新規）加入の意向、望ましい保障額と保険料・掛金、

保障内容、加入方法についての意識を概観する（未加入者を含む）。 
 
2-4-1  見直しの意向(Q43) 
 
・見直しをしたい生命保険・共済について、「ある」が 33.9%、「ない」が 66.1%。 
・最も見直しをしたい保障のタイプは、「死亡」（16.3%）であり、「医療」（15.4%）が、差がな

く続く。 
 

図表 1-2-61  見直しの意向（保障タイプ別）（複数回答）（単位：%） 

 
 意向あり 意向なし 

2017 年 33.9 66.1 

2014 年 30.7 69.3 

2012 年 35.9 64.1 

 
 
  

33.9 66.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2017年

意向あり

意向なし

死亡 がん 医療 年金 休業 介護 学資 養老 その他

2017年 16.3 7.4 15.4 2.8 1.1 0.7 1.3 1.3 0.0

2014年 14.5 7.4 15.1 2.5 0.9 0.9 1.0 1.6 0.0

2012年 16.8 7.7 18.4 3.2 － 1.0 1.0 2.0 0.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0



122 
 

・見直しの意向がある人について 5 歳階級別、性別、性別・世帯主別にみると、 
‐「20 歳代前半男性世帯主」（53.3%）、「20 歳代後半男性世帯主」（44.4%）が他の属性より

も意向が大きい。 
‐「20 歳代前半女性世帯員」（12.5%）が他の属性と比較して最も小さい。 
‐男性世帯員は総じて見直しの意向が小さい。 

 
図表 1-2-62  見直しの意向（保障タイプ別）（複数回答） 

（5歳階級別、性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

 
  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性（全体35.0） 41.2 39.9 33.5 36.9 32.1 35.6 30.3 30.3 38.8

男性世帯主（全体36.0） 53.3 44.4 34.7 38.1 33.7 36.6 31.2 31.3 39.2

男性世帯員（全体29.2） 36.1 32.4 30.0 31.0 22.6 29.5 20.0 17.6 27.3

女性（全体32.8） 17.0 35.8 31.3 33.9 36.5 36.3 29.0 34.1 29.3

女性世帯主（全体33.3） 26.7 36.2 31.3 36.5 33.7 41.5 28.9 33.8 27.5

女性世帯員（全体32.6） 12.5 35.7 31.3 32.9 37.8 34.2 29.1 34.3 30.0

0.0

20.0

40.0

60.0
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2-4-2  現在加入している生命共済・保険の見直しを検討しようとする理由(Q45) 
 
・「他に魅力的な生命保険・共済があったため」（平均 23.7%）が最も大きく、「お金に余裕

がなくなったため」（平均 19.1%）が続く。 
 

図表 1-2-63  現在加入している生命共済・保険の見直しを検討しようとする理由 

（複数回答）（単位：%） 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 

他
に
魅
力
的
な
生
命
保
険
・
共
済
が
あ
っ
た
た
め 

信
頼
で
き
る
保
険
会
社
や
営
業
担
当
者
が
い
た
た
め 

加
入
し
て
い
る
生
命
保
険
・
共
済
に
不
満
が
あ
っ
た
た
め 

加
入
し
て
い
る
生
命
保
険
会
社
・
共
済
団
体
や
担
当
者
に
不
満
が
あ
っ
た
た
め 

人
に
す
す
め
ら
れ
た
た
め 

家
族
構
成
に
変
化
が
あ
っ
た
た
め 

自
分
や
家
族
の
就
職
・
転
職
・
退
職
な
ど
、
生
活
に
変
化
が
あ
っ
た
た
め 

通
信
販
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、
手
続
き
が
簡
単
に
で
き
そ
う
と
思
っ
た
た
め 

周
り
の
人
や
TV
・
新
聞
な
ど
の
死
亡
・
病
気
の
話
に
影
響
さ
れ
て 

加
入
し
て
い
る
保
険
・
共
済
が
満
期
・
更
新
時
期
を
迎
え
た
た
め 

税
金
対
策
の
た
め 

お
金
に
余
裕
が
で
き
た
た
め 

お
金
に
余
裕
が
な
く
な
っ
た
た
め 

そ
の
他 

 
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

最大 35.7 25.0 25.0 13.7 22.7 29.4 21.4 15.7 14.3 14.3 11.4 15.1 28.3 9.8

最小 14.0 6.6 7.1 3.8 6.3 10.1 9.6 4.1 3.9 3.9 3.7 2.3 14.0 0

平均 23.7 14.9 14.2 7.5 13.3 17.5 15.1 8.5 8.5 8.4 7.9 7.1 19.1 3.95

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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・「他に魅力的な生命保険・共済があったため」は、「死亡」（31.3%）と「介護」（35.7%）が他

よりも大きい。 
・「信頼できる保険会社や営業担当者がいたため」は、「休業」（25.0%）と「介護」（21.4%）が

他よりも大きい。 
・「人にすすめられたため」は、「休業」（22.7%）が最も大きい。 
・「家族構成に変化があったため」は、「学資」（29.4%）が最も大きい。 
・「自分や家族の就職・転職・退職など、生活に変化があったため」は、「介護」（21.4%）と「養

老」（20.8%）が大きい。 
・「お金に余裕ができたため」「お金に余裕がなくなったため」は、どちらも「養老」（前者 15.1%、

後者 28.3%）が最も大きい。 
 

図表 1-2-64  現在加入している生命共済・保険の見直しを検討しようとする理由 

（複数回答）（保障タイプ別）（単位：%） 

 

他
に
魅
力
的
な
生
命
保
険
・
共
済
が
あ
っ
た
た
め 

信
頼
で
き
る
保
険
会
社
や
営
業
担
当
者
が
い
た
た
め 

加
入
し
て
い
る
生
命
保
険
・
共
済
に
不
満
が
あ
っ
た

た
め 

加
入
し
て
い
る
生
命
保
険
会
社
・
共
済
団
体
や
担
当

者
に
不
満
が
あ
っ
た
た
め 

人
に
す
す
め
ら
れ
た
た
め 

家
族
構
成
に
変
化
が
あ
っ
た
た
め 

自
分
や
家
族
の
就
職
・
転
職
・
退
職
な
ど
、
生
活
に
変

化
が
あ
っ
た
た
め 

通
信
販
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、
手
続

き
が
簡
単
に
で
き
そ
う
と
思
っ
た
た
め 

周
り
の
人
や
TV
・
新
聞
な
ど
の
死
亡
・
病
気
の
話
に

影
響
さ
れ
て 

加
入
し
て
い
る
保
険
・
共
済
が
満
期
・
更
新
時
期
を
迎

え
た
た
め 

税
金
対
策
の
た
め 

お
金
に
余
裕
が
で
き
た
た
め 

お
金
に
余
裕
が
な
く
な
っ
た
た
め 

そ
の
他 

 
 

 ＜死亡＞ 

2017 年 31.3 12.7 13.0 5.3 6.3 10.7 10.3 4.1 4.7 5.9 4.8 3.3 18.6 2.6 

2014 年 16.6 6.7 10.1 6.2 4.3 10.1 11.8 6.5 7.1 9.7 4.5 2.8 28.6 6.0 

2012 年 14.4 5.4 10.0 3.9 4.9 8.8 11.8 5.9 7.0 8.2 2.5 3.8 30.1 5.9 

 ＜がん＞ 

2017 年 21.4 15.4 18.4 8.4 10.0 11.4 11.0 4.7 9.0 6.4 3.7 3.0 18.1 5.4 

2014 年 18.0 10.0 14.6 9.2 7.9 7.5 6.7 6.7 11.7 6.3 3.3 6.7 22.2 8.4 

2012 年 15.1 7.2 11.9 4.3 6.8 6.1 10.1 5.4 12.2 4.7 0.7 2.2 26.6 7.9 

 ＜医療＞ 

2017 年 16.2 6.6 14.7 4.2 7.4 10.1 14.1 6.7 9.8 5.8 5.0 5.8 21.8 3.5 

2014 年 16.7 6.0 11.5 4.1 4.9 9.3 10.9 9.3 12.0 6.6 2.3 4.7 22.9 6.8 

2012 年 14.3 4.2 10.8 3.1 6.0 6.4 11.1 9.7 12.0 7.8 1.5 3.4 24.4 8.1 
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他
に
魅
力
的
な
生
命
保
険
・
共
済
が
あ
っ
た
た
め 

信
頼
で
き
る
保
険
会
社
や
営
業
担
当
者
が
い
た
た
め 

加
入
し
て
い
る
生
命
保
険
・
共
済
に
不
満
が
あ
っ
た
た
め 

加
入
し
て
い
る
生
命
保
険
会
社
・
共
済
団
体
や
担
当
者
に
不
満
が
あ

っ
た
た
め 

人
に
す
す
め
ら
れ
た
た
め 

家
族
構
成
に
変
化
が
あ
っ
た
た
め 

自
分
や
家
族
の
就
職
・
転
職
・
退
職
な
ど
、
生
活
に
変
化
が
あ
っ
た

た
め 

通
信
販
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、
手
続
き
が
簡
単
に
で

き
そ
う
と
思
っ
た
た
め 

周
り
の
人
や
TV
・
新
聞
な
ど
の
死
亡
・
病
気
の
話
に
影
響
さ
れ
て 

加
入
し
て
い
る
保
険
・
共
済
が
満
期
・
更
新
時
期
を
迎
え
た
た
め 

税
金
対
策
の
た
め 

お
金
に
余
裕
が
で
き
た
た
め 

お
金
に
余
裕
が
な
く
な
っ
た
た
め 

そ
の
他 

 
 

 ＜年金＞ 

2017 年 14.0 13.2 10.5 4.4 16.7 17.5 9.6 6.1 8.8 7.9 8.8 10.5 14.0 4.4 

2014 年 19.0 15.2 11.4 12.7 8.9 11.4 17.7 7.6 7.6 6.3 6.3 8.9 24.1 2.5 

2012 年 9.5 7.8 6.9 5.2 5.2 5.2 12.1 11.2 12.9 3.4 3.4 9.5 20.7 8.6 

 ＜休業＞ 

2017 年 25.0 25.0 25.0 9.1 22.7 20.5 18.2 6.8 11.4 13.6 11.4 2.3 15.9 2.3 

2014 年 20.0 10.0 16.7 20.0 13.3 20.0 20.0 3.3 6.7 16.7 6.7 10.0 20.0 3.3 

 ＜介護＞ 

2017 年 35.7 21.4 7.1 10.7 17.9 21.4 21.4 14.3 14.3 14.3 10.7 10.7 14.3 3.6 

2014 年 17.9 3.6 17.9 17.9 10.7 14.3 21.4 10.7 14.3 3.6 10.7 14.3 21.4 10.7 

2012 年 11.1 5.6 5.6 0.0 8.3 0.0 11.1 8.3 8.3 5.6 0.0 11.1 27.8 5.6 

 ＜学資＞ 

2017 年 21.6 13.7 17.6 13.7 13.7 29.4 15.7 15.7 3.9 3.9 7.8 5.9 21.6 9.8 

2014 年 9.7 3.2 6.5 6.5 9.7 19.4 12.9 6.5 9.7 6.5 6.5 16.1 38.7 0.0 

2012 年 7.9 5.3 5.3 5.3 15.8 13.2 10.5 5.3 7.9 13.2 0.0 2.6 31.6 2.6 

 ＜養老＞ 

2017 年 24.5 11.3 7.5 3.8 11.3 18.9 20.8 9.4 5.7 9.4 11.3 15.1 28.3 0.0 

2014 年 11.8 9.8 11.8 5.9 11.8 7.8 13.7 7.8 11.8 13.7 9.8 11.8 21.6 5.9 

2012 年 8.1 8.1 9.5 2.7 4.1 10.8 14.9 8.1 10.8 14.9 9.5 5.4 13.5 10.8 

その他の例：なし、特になし  
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2-4-3  新規（追加）加入の意向(Q44) 
 
・新たに（追加で）加入したい保険・共済が「ある」は 40.0%、「ない」は 60.0%23。 
・最も多い新たに（追加で）加入したい保障のタイプは「死亡」（12.1%）で、過去 2 回と比べ

て増加傾向がみられる。 
 

図表 1-2-65  新規（追加）加入の意向（保障タイプ別）（複数回答）（単位：%） 

 

※持病があっても入れる生命保険・共済 

その他の例：なし、特になし、わからない、不妊治療 

 

・生命共済・保険の加入者と未加入者に分けると、 
 ‐加入者の 6 割、未加入者の 7 割は、新たに（追加で）加入したい保険・共済はない。 
 ‐新規（追加）加入の意向が最も大きい保障について、加入者は「がん」（12.3%）、未加入

者は「医療」（13.8%）である。 
 

図表 1-2-66  新規（追加）加入の意向（保障タイプ別）（複数回答） 

（生命保険・共済の加入の有無別）（単位：%）

 

                                                  
23 2014 年生命分野に限定すると、新たに（追加で）加入したい保険・共済が「ある」は 37.6% 

40.0 60.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2017年

意向あり

意向なし

死亡 がん 医療 年金 休業 介護 学資 養老 生命（※） その他

2017年 12.1 11.5 9.9 8.5 6.3 6.8 2.9 5.0 2.8 0.2

2014年 9.7 10.3 10.4 9.5 5.3 7.6 3.5 5.9 3.3 0.4

2012年 8.4 14.3 11.8 12.6 － 10.8 3.8 8.9 － 1.1

0.0

10.0

55.6

72.8

44.4

27.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

保険・共済

加入

保険・共済

未加入

意向なし 意向あり
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※持病があっても入れる生命保険・共済 

 

・5 歳階級別、性別、性別・世帯主別にみると、 
‐女性世帯主が多くの年代で最も大きい。 
‐男性世帯員はほとんどの年代で最も小さい。 

 

図表 1-2-67  新規（追加）加入の意向（複数回答） 

（性別・5歳階級別・世帯主別）（単位：%） 

 
  

死亡 がん 医療 年金 休業 介護 学資 養老
生命

（※）
その他

加入 12.2 12.3 8.5 9.4 6.5 8.1 3.3 5.6 2.9 0.2

未加入 11.7 2.1 13.8 6.0 5.8 3.0 1.7 3.4 2.6 0.1

全体 12.1 11.5 9.9 8.5 6.3 6.8 2.9 5.0 2.8 0.2

0.0

10.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性（全体37.8） 34.9 39.1 38.5 35.8 35.2 39.3 31.9 38.3 43.7

男性世帯主（全体36.6） 33.3 41.6 38.5 34.9 32.8 37.3 30.1 37.5 40.9

男性世帯員（全体30.9） 32.9 32.5 32.9 28.8 32.7 28.1 20.0 28.6 33.3

女性（全体42.2） 35.4 39.0 44.4 45.7 46.2 42.0 42.4 42.6 38.8

女性世帯主（全体43.0） 30.3 39.1 45.6 51.8 47.2 44.9 38.0 46.2 38.2

女性世帯員（全体38.2） 33.8 36.8 41.4 40.4 40.3 35.8 41.0 36.8 35.3

0.0

20.0

40.0

60.0
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2-4-4  望ましい保障額①入院(Q46) 
 
・入院は日額「5,000 円以上 1 万円未満」（36.3%）が最も多い。 
・「5,000 円未満」（18.3%）が前回よりも大きく増加している。 
 

図表 1-2-68  望ましい保障額：①入院（日額）（単位：%） 

 
2014 年、2012 年調査は見直しまたは追加加入の意向のある回答者を対象 

 
・実際の保障額と比較すると、いずれも「5,000 円以上 1 万円未満」が最も多いが、次に多い

のは医療保険加入者が「1 万円以上 1 万 5,000 円未満」（31.4%）であるのに対して、未加入

者は「5,000 円未満」（26.1%）である。 
 

図表 1-2-69  望ましい保障額と実際の保障額：①入院（単位：%） 

 
未加入者・加入者は、医療保険・共済の未加入者・加入者 
  

～5,000

円

5,000

～1万円

1～1万

5,000円

1万5,000

～2万円

2～3

万円

3～5

万円

5～7

万円

7～10

万円
10万円～

2017年 18.3 36.3 26.5 9.9 4.7 1.7 0.5 0.3 1.9

2014年 9.0 43.4 31.1 10.4 4.7 0.8 0.3 0.0 0.5

2012年 2.7 19.9 50.1 12.2 11.6 2.0 0.7 0.1 0.7

0.0

20.0

40.0

60.0

15.2

11.1

26.1

44.1

38.6

33.8

29.1

31.4

21.1

5.7

10.9

8.8

4.7

6.4

6.4

0.8

0.6

0.9

0.3

1.0

2.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

実際の保障額

望ましい保障額②

（加入者）

望ましい保障額①

（未加入者）

～5,000円 5,000～1万円 1～1万5,000円 1万5,000～2万円 2～5万円 5～10万円 10万円～
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2-4-5  望ましい保障額②死亡(Q47) 
 
・死亡保障額は、「300 万円以上 500 万円未満」（13.3%）と「1,000 万円以上 1,500 万円未満」

（13.2%）が上位を占める。 
 

図表 1-2-70  望ましい保障額：②死亡（単位：%） 

 

2014 年、2012 年調査は見直しまたは追加加入の意向のある回答者を対象 

 

・実際の保障額と比較すると、死亡保険・共済未加入者の望ましい保障額は、「200 万円未満」

（31.3%）が最も大きい。 
 

図表 1-2-71  望ましい保障額と実際の保障額：②死亡（単位：%） 

 
未加入者・加入者は、死亡保険・共済の未加入者・加入者 
  

～

100

万円

100

～

200

万円

200

～

300

万円

300

～

500

万円

500

～

700

万円

700

～

1,000

万円

1,000

～

1,500

万円

1,500

～

2,000

万円

2,000

～

3,000

万円

3,000

～

5,000

万円

5,000

～

7,000

万円

7,000万

～

1億円

1億円

～

2017年 8.3 7.5 10.2 13.3 9.1 9.3 13.2 7.3 9.6 6.6 1.9 1.1 2.6

2014年 4.5 7.0 8.0 11.8 7.8 10.2 14.7 9.9 11.5 9.2 2.7 0.8 1.8

2012年 0.0 6.4 4.6 10.2 14.5 1.1 23.4 2.4 11.5 13.4 7.9 0.4 4.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

13.5

11.7

31.3

19.6

22.5

25.1

17.8

18.6

16.3

18.1

14.7

10.9

12.4

17.6

6.8

9.3

8.6

3.4

5.1

3.6

2.3

4.2

2.6

3.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

実際の保障額

望ましい保障額②

（加入者）

望ましい保障額①

（未加入者）

～200万円 200～500万円 500～1,000万円 1,000～1,500万円

1,500～3,000万円 3,000～5,000万円 5,000万～1億円 1億円～
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2-4-6  望ましい保障額③介護(Q48) 
 
・介護保障額は、「10 万円以上 20 万円未満」（26.9%）が最も多い。 
 

図表 1-2-72  望ましい保障額：③介護（月額）（単位：%） 

 

 

・「1 万円以上 3 万円未満」において、実際の保障額と望ましい保障額との間にギャップがみら

れる。 
 

図表 1-2-73  望ましい保障額と実際の保障額：③介護（月額）（単位：%） 

 
未加入者・加入者は、介護保険・共済の未加入者・加入者 

 
  

～1万円 1～3万円 3～5万円 5～10万円 10～20万円 20～30万円 30～50万円 50万円～

2017年 6.1 11.7 10.7 20.3 26.9 16.8 4.3 3.3

2014年 1.8 10.4 12.8 26.5 25.9 15.5 4.6 2.4

2012年 9.7 18.1 4.9 16.5 28.9 11.4 8.4 2.1

0.0

10.0

20.0

30.0

0.0

2.9

13.5

38.6

11.5

14.0

7.9

9.6

13.2

19.1

22.5

20.7

22.2

28.7

20.8

5.8

17.2

10.2

4.1

4.3

3.6

2.2

3.3

3.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

実際の保障額

望ましい保障額②

（加入者）

望ましい保障額①

（未加入者）

～1万円 1～3万円 3～5万円 5～10万円 10～20万円 20～30万円 30～50万円 50万円～
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2-4-7  今後加入を見直しまたは追加する場合の望ましい保険料・掛金(Q49) 
 
・保険料・掛金は、「7,000 円以上 1 万円未満」（16.0%）が最も多い。 
 

図表 1-2-74  今後加入を見直しまたは追加する場合の望ましい保険料・掛金 

（月額）（単位：%） 

 

 

2-4-8  望ましい保障のタイプ (Q57) 
 
・最も多いのは、「Ａ（シンプルで保障内容が分かりやすいものを選びたい）に近い」（44.0%）

であり、前回調査とほとんど変わらない。 
 

図表 1-2-75  望ましい保障のタイプ（単位：%） 

A：シンプルで保障内容が分かりやすいものを選びたい 

B：ある程度代表的な保障がセットになっているものから自分に合うものを選びたい 

C：いろいろな保障のタイプを多数そろえており、自分でカスタマイズできるものを選びたい 

 
 
  

～
1,000

円

1,000
～

2,000
円

2,000
～

3,000
円

3,000
～

4,000
円

4,000
～

5,000
円

5,000
～

7,000
円

7,000
～

1万円

1万

～

1万

5,000
円

1万
5,000

～

2万円

2
～

3
万円

3
～

5
万円

5
～

7
万円

7
～

10
万円

10
万円

～

2017年 6.4 6.2 10.5 9.9 14.5 8.9 16.0 11.8 6.2 4.8 3.1 0.5 0.4 1.0

2014年 3.1 5.4 10.5 10.2 15.1 9.9 16.4 11.4 7.4 6.4 2.3 0.9 0.3 0.7

2012年 0.5 1.5 3.5 10.3 3.1 20.6 6.5 24.3 9.6 11.3 5.8 1.8 0.2 1.0

0.0

10.0

20.0

30.0

Aに近い Bに近い Cに近い わからない

2017年 44.0 27.3 16.0 12.7

2014年 45.1 26.3 15.3 13.3

2012年 39.5 34.3 16.0 10.2

0.0

20.0

40.0
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・性別・5 歳年齢階級別にみると、女性は 40 歳代後半から、男性は 50 歳代前半から、「Ａ（シ

ンプルで保障内容が分かりやすいものを選びたい）に近い」が増加している。 
 

   図表 1-2-76  望ましい保障のタイプ（性別・5歳階級別）（単位：%） 

 

 
・生命保険・共済加入の有無別でみると、 
 ‐Ａ～Ｃのすべてにおいて加入者が未加入者を上回っている。 
 ‐未加入者は「わからない」（27.5%）が最も多い。 
 

図表 1-2-77  望ましい保障のタイプ（生命保険・共済加入の有無別）（単位：%） 

 
 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

Aに近い 男性

（全体42.2）
31.2 34.0 39.8 45.5 39.7 37.8 43.5 49.7 51.8

Aに近い 女性

（全体45.8）
35.4 36.7 39.1 41.9 41.0 50.3 53.9 55.9 53.7

Bに近い 男性

（全体28.5）
31.2 30.4 25.0 24.9 30.7 30.0 28.9 25.5 30.2

Bに近い 女性

（全体26.2）
28.3 27.9 32.0 29.1 26.2 25.1 20.6 22.3 25.9

Cに近い 男性

（全体15.0）
16.5 17.9 18.9 14.0 16.0 15.4 13.6 14.1 10.8

Cに近い 女性

（全体17.0）
19.5 20.8 16.2 18.8 19.7 14.6 15.5 14.5 13.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Aに近い Bに近い Cに近い わからない

加入（①） 45.9 30.0 16.6 7.5

未加入（②） 38.6 19.7 14.2 27.5

①/② 1.19 1.52 1.17 0.27

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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2-4-9  安心感のある保障のタイプ(Q58) 
 
・最も多いのは、「どちらかといえばＡ（保険料・掛金が安いが、掛け捨て（貯蓄機能のな

い）の生命保険・共済）に近い」（40.4%）であるが、前回調査とほぼ変わらない。 
・「Ａに近い」（16.5%）は減少傾向がみられる。 
 

図表 1-2-78  安心感のある保障のタイプ（単位：%） 

A：保険料・掛金が安いが、掛け捨て（貯蓄機能のない）の生命保険・共済 

B：保険料・掛金が高いが、貯蓄機能のある生命保険・共済 

 
 
・男性はすべての年代で「どちらかといえばＡに近い」が最も多く、女性は 30 歳代後半までは

「どちらかといえばＢに近い」が最も多く、以降「どちらかといえばＡに近い」が最も多い。 
 

      図表 1-2-79  安心感のある保障のタイプ（性別・5歳階級別）（単位：%） 

 
 
  

Aに近い
どちらかといえばA

に近い

どちらかといえばB

に近い
Bに近い

2017年 16.5 40.4 35.2 7.9

2014年 17.3 41.3 34.8 6.6

2012年 22.2 33.2 38.0 6.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 全体

男性

Aに近い 11.9 13.9 17.6 17.3 18.5 17.3 19.3 22.8 26.4 18.8

どちらかと

いえばAに近い
43.1 39.4 37.7 41.1 40.4 42.7 38.5 46.2 45.8 41.7

どちらかと

いえばBに近い
36.7 35.9 34.8 31.3 35.5 33.7 35.2 26.6 24.0 32.2

Bに近い 8.3 10.9 9.8 10.3 5.6 6.3 7.0 4.5 3.8 7.3

0.0

20.0

40.0

60.0
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・生命保険・共済加入者は、どちらかといえば保険料・掛金の安さを重視し、一方未加入者は貯

蓄機能を重視するようである。 
 

図表 1-2-80  安心感のある保障のタイプ（生命保険・共済加入の有無別）（単位：%） 

 
 
2-4-10 今後希望する加入方法 (Q50) 
 
〇最後に、加入方法に関する意向について概観する。 
 
・「分からない」（34.1%）が最も多い24。 
・具体的な加入方法のなかでは、「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」(23.3%)

が最も多く、2014 年より 4.4 ポイント増加している。 
                                                  
24「分からない」について生命保険・共済の加入の有無別にみると、加入者の 24.4%、未加入者の 61.8%

がそれぞれ「分からない」と回答しており、未加入者の割合が大きい。 
 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 全体

女性

Aに近い 10.6 9.0 11.3 12.5 12.8 16.0 17.6 17.2 19.0 14.2

どちらかと

いえばAに近い
33.6 32.8 35.3 39.3 38.8 42.6 39.7 38.7 46.8 39.1

どちらかと

いえばBに近い
53.1 45.4 42.1 41.5 37.7 34.9 35.2 35.5 28.2 38.2

Bに近い 2.7 12.8 11.3 6.7 10.7 6.6 7.6 8.6 6.0 8.6

0.0

20.0

40.0

60.0

Ａに近い
どちらかといえばＡ

に近い

どちらかといえばＢ

に近い
Ｂに近い

加入（①） 16.8 41.8 33.5 7.9

未加入（②） 15.7 36.4 40.0 8.0

①/② 1.07 1.15 0.84 0.99

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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図表 1-2-81  今後希望する加入方法（複数回答）（単位：%） 

 

 

その他の例：ファイナンシャル・プランナー（FP）を通じて、家族と相談して、知り合いを通じて 

 

自宅を訪問する保険・共

済の営業職員を通じて

自宅を訪問する銀行・労

働金庫・証券会社等の営

業職員を通じて

自宅を訪問する郵便局の

営業職員を通じて

職場を訪問する保険・共

済の営業職員を通じて

2017年 23.3 4.1 3.4 7.6

2014年 18.9 2.1 2.5 6.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

職場を訪問する銀

行・労働金庫・証券

会社等の営業職員

を通じて

職場を訪問する郵

便局の営業職員を

通じて

保険・共済を取り扱

う店舗・代理店へ

行って

銀行・労働金庫・証

券会社等の窓口（店

舗）へ行って

郵便局へ行って

2017年 2.0 1.5 12.0 3.9 4.3

2014年 1.7 1.0 10.0 3.0 3.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

保険・共済（ダイレ

クト系を除く）の

ホームページを通

じて

ダイレクト系保険の

電話、ホームペー

ジを通じて

保険・共済からの

ダイレクトメール、

パンフレット、チラ

シ等を通じて

その他 分からない

2017年 15.0 12.3 8.4 0.6 34.1

2014年 17.2 17.2 10.3 1.0 39.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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2-4-11 最も利用する可能性が高い加入方法 (Q51) 
 
・「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」（31.0%）が最も多く、2014 年より 3.8 ポイ

ント増加している。 
・「保険・共済を取り扱う店舗・代理店へ行って」（14.3%）が次に多く、2014 年より 3.6 ポイン

ト増加している。 
 

図表 1-2-82 最も利用する可能性が高い加入方法（単位：%） 

 

 

その他の例：ファイナンシャル・プランナー（FP）を通じて、家族と相談して、知り合いを通じて 

     職場で、労働組合を通じて、わからない 

自宅を訪問する保険・共

済の営業職員を通じて

自宅を訪問する銀行・労

働金庫・証券会社等の営

業職員を通じて

自宅を訪問する郵便局の

営業職員を通じて

職場を訪問する保険・共

済の営業職員を通じて

2017年 31.0 2.9 2.5 8.6

2014年 27.2 1.2 1.3 7.8

0.0

20.0

職場を訪問する銀

行・労働金庫・証券

会社等の営業職員

を通じて

職場を訪問する郵便

局の営業職員を通じ

て

保険・共済を取り扱う

店舗・代理店へ行っ

て

銀行・労働金庫・証

券会社等の窓口（店

舗）へ行って

郵便局へ行って

2017年 1.6 0.8 14.3 2.3 2.8

2014年 1.1 0.6 10.7 2.0 2.5

0.0

20.0

保険・共済（ダイレクト系

を除く）のホームページを

通じて

ダイレクト系保険の電

話、ホームページを通じ

て

保険・共済からのダイレク

トメール、パンフレット、チ

ラシ等を通じて

その他

2017年 13.7 12.8 6.1 0.8

2014年 16.1 19.0 9.1 1.4

0.0

20.0



137 
 

・図表 1-2-83 は、最も利用する可能性が高い方法を保障タイプ別と生命共済保険の加入・未加

入別に表したものである。また、保障毎にまた加入・未加入別に（ただし全体を除く）それ

ぞれ 4 段階に色分けしている（上位 10%を濃い網掛け、10%～30%をやや濃い網掛け、30%
～50%を薄い網掛け、それ以下は網掛けなし）。 

・それによると、 
 ‐保障のタイプにかかわらず、「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」（医療 32.5

～介護 42.9%）が最上位を占める。 
 ‐「保険・共済（ダイレクト系を除く）のホームページを通じて」と「ダイレクト系保険の

電話、ホームページを通じて」は、「医療」が 13.4%と 12.5%で最も大きい。 
 ‐生命共済・保険の未加入者は、「保険・共済（ダイレクト系を除く）のホームページを通じ

て」（20.5%）が最も大きい。 
 

 図表 1-2-83 最も利用する可能性が高い加入方法 

      （保障タイプ別、生命保険・共済加入の有無別）（単位：%） 

  
死 

亡 
が 

ん 

医 

療 

年 

金 

休 

業 

介 

護 

学 

資 

養 

老 

加
入 

未
加
入 

全 

体 

自宅を訪問する保険・共済の営業職員 

を通じて 
37.8 36.8 32.5 36.6 41.9 42.9 42.5 32.7 33.8 15.3 31.0 

保険・共済を取り扱う店舗・代理店へ 

行って 
13.1 14.7 15.1 13.5 12.6 11.5 15.8 17.3 13.6 18.1 14.3 

保険・共済（ダイレクト系を除く）の 

ホームページを通じて 
11.2 10.5 13.4 10.8 6.6 6.4 8.8 9.9 12.5 20.5 13.7 

ダイレクト系保険の電話、ホームページ 

を通じて 
9.8 9.8 12.5 8.8 7.6 5.1 10.3 6.7 11.6 19.6 12.8 

職場を訪問する保険・共済の営業職員を 

通じて 
11.1 11.6 9.4 13.4 13.1 15.4 11.1 9.0 9.4 4.3 8.6 

保険・共済からのダイレクトメール、 

パンフレット、チラシ等を通じて 
4.7 4.5 6.5 3.4 2.0 5.1 2.3 4.5 5.8 7.6 6.1 

自宅を訪問する銀行・労働金庫・証券 

会社等の営業職員を通じて 
3.2 3.5 2.1 1.9 5.1 2.6 2.1 1.6 3.2 1.1 2.9 

郵便局へ行って 2.5 1.8 2.1 2.6 2.0 2.6 1.8 8.0 2.7 3.4 2.8 

自宅を訪問する郵便局の営業職員を 

通じて 
2.3 2.2 1.9 2.1 3.0 1.3 1.8 3.2 2.5 2.4 2.5 

銀行・労働金庫・証券会社等の窓口 

（店舗）へ行って 
1.7 1.6 1.8 3.6 1.0 1.9 1.5 2.9 2.0 3.7 2.3 

職場を訪問する銀行・労働金庫・証券 

会社等の営業職員を通じて 
1.3 1.6 1.3 2.0 2.5 3.8 1.2 2.9 1.5 1.9 1.6 

職場を訪問する郵便局の営業職員を 

通じて 
0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.3 0.3 0.7 1.3 0.8 
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2-4-12 今後最も利用する可能性が高い加入方法を選択した理由(Q52)  
 
・「保険に関する専門知識が豊富だから」（31.4%）が最も多く、「保険料・掛金が安いから」に次

いで２番目に多かった前回調査（21.9%）より 9.5 ポイント増加している。 
 
図表 1-2-84 今後最も利用する可能性が高い加入方法を選択した理由（複数回答）（単位：%）

 

 
   その他の例：自宅や職場に来てもらいたくないから、わずらわしさがないから、比較検討を 

したいため、直接説明が聞きたいから 
 
  

金融全般に関

する知識が豊

富だから

保険に関する

専門知識が豊

富だから

営業職員等の

担当者や保険

会社・共済団

体が信頼でき

るから

保険・共済加

入後もアフ

ターフォロー

がしっかりし

ているから

以前からの付

き合いがある

から

加入手続きが

簡単そうだか

ら

2017年 25.5 31.4 14.6 11.2 12.6 21.4

2014年 13.5 21.9 16.0 11.9 13.4 20.1

0.0

10.0

20.0

30.0

保険料・掛金

が安いから

営業職員との

接点が多い、

店舗・代理店

が近所にある

から

自分のペース

で商品・

会社等を

比較検討・

選択・見直し

できるから

家計全体を相

談できるから
その他 分からない

2017年 17.7 3.5 19.0 3.6 0.6 6.9

2014年 22.8 5.1 20.4 3.2 0.7 8.0

0.0

10.0

20.0

30.0
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・図表 1-2-85 は、今後最も利用する可能性が高い方法を保障タイプ別と生命共済保険の加入・

未加入別に表したものである。また、保障毎にまた加入・未加入別に（ただし全体を除く）

それぞれ 4 段階に色分けしている（上位 10%を濃い網掛け、10%～30%をやや濃い網掛け、

30%～50%を薄い網掛け、それ以下は網掛けなし）。 
・それによると、 
 ‐保障のタイプにかかわらず、「保険に関する専門知識が豊富だから」（医療 33.8%～介護

41.7%）が最も大きい。 
 ‐「保険・共済加入後もアフターフォローがしっかりしているから」は、「休業」（25.3%）、

「介護」（25.0%）が他よりも大きい。 
‐生命保険・共済の未加入者は、「加入手続きが簡単そうだから」（27.6%）が最も大きい。 

 
図表 1-2-85 今後最も利用する可能性が高い加入方法を選択した理由（複数回答） 

（保障タイプ別、生命保険・共済加入の有無別）（単位：%） 

  
死 
亡 

が 

ん 

医 

療 

年 

金 

休 

業 

介 

護 

学 

資 

養 

老 

加
入 

未
加
入 

全 

体 

保険に関する専門知識が豊富だから 34.4 37.8 33.8 36.5 39.4 41.7 38.4 37.5 32.4 25.5 31.4 

金融全般に関する知識が豊富だから 28.4 28.8 23.9 29.6 36.4 28.8 34.6 34.3 26.5 19.9 25.5 

加入手続きが簡単そうだから 19.3 18.4 23.0 19.2 15.7 17.9 20.5 17.9 20.3 27.6 21.4 

自分のペースで商品・会社等を比較検討・

選択・見直しできるから 
16.6 17.6 20.6 20.9 16.7 22.4 19.9 19.6 18.2 23.5 19.0 

保険料・掛金が安いから 16.1 15.9 19.3 14.8 13.6 14.1 17.3 13.5 17.2 20.7 17.7 

営業職員等の担当者や保険会社・共済団体

が信頼できるから 
17.8 18.5 16.3 21.2 25.3 21.8 18.2 21.2 16.1 6.1 14.6 

以前からの付き合いがあるから 15.7 16.6 16.0 20.1 24.7 25.0 22.3 20.8 14.0 4.5 12.6 

保険・共済加入後もアフターフォローが 

しっかりしているから 
12.5 14.3 13.2 15.8 25.3 25.0 17.0 15.7 11.6 8.8 11.2 

分からない 5.6 4.8 5.4 5.3 5.1 5.1 3.5 3.8 5.9 12.3 6.9 

家計全体を相談できるから 3.7 4.5 3.8 4.3 9.6 8.3 5.6 5.1 3.5 3.9 3.6 

営業職員との接点が多い、店舗・代理店が

近所にあるから 
3.9 4.1 4.1 5.7 8.6 9.0 5.6 8.0 3.8 2.2 3.5 

保険に関する専門知識が豊富だから 34.4 37.8 33.8 36.5 39.4 41.7 38.4 37.5 32.4 25.5 31.4 

 
・図表 1-2-86 は、今後最も利用する可能性が高い加入方法とその理由をクロス集計したもので

ある。全体を除く各割合について 4 段階に色分けしている（図表 1-2-85 と同様）。 
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・それによると、 
 ‐「保険に関する専門知識が豊富だから」（全体 31.4%）は、多くの加入方法で最も大き

い。そのうち「保険・共済を取り扱う店舗・代理店へ行って」（57.8%）が最大である。 
 ‐「金融全般に関する知識が豊富だから」（全体 25.5%）は、「自宅を訪問する銀行・労働金

庫・証券会社等の営業職員を通じて」（52.4%）が最も大きい。 
 ‐「加入手続きが簡単そうだから」（全体 21.4%）、「自分のペースで商品・会社等を比較検討・

選択・見直しできるから」（全体 19.0%）、「保険料・掛金が安いから」（全体 17.7%）は、ホ

ームページやダイレクトメール、パンフレット、チラシ等によるものが他よりも大きい。 
 

図表 1-2-86 最も利用する可能性が高い加入方法とその理由（複数回答）（単位：%） 

 自
宅
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業
職
員

を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業
職
員

を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

保
険
・
共
済
を
取
り
扱
う
店
舗
・
代
理
店
へ
行
っ
て 

銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
窓
口
（
店
舗
）
へ
行
っ
て 

郵
便
局
へ
行
っ
て 

保
険
・
共
済
（
ダ
イ
レ
ク
ト
系
を
除
く
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通

じ
て 

ダ
イ
レ
ク
ト
系
保
険
の
電
話
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て 

保
険
・
共
済
か
ら
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ

ラ
シ
等
を
通
じ
て 

そ
の
他 

全
体 

保険に関する専門知識が豊富だから 44.9 40.8 33.7 33.5 31.6 28.6 57.8 25.6 21.6 8.7 5.4 4.6 32.1 31.4 

金融全般に関する知識が豊富だから 42.5 52.4 29.2 21.6 24.6 21.4 27.6 40.2 21.6 7.5 5.7 6.0 14.3 25.5 

加入手続きが簡単そうだから 7.3 4.9 15.7 15.8 8.8 17.9 13.0 18.3 21.6 44.7 44.1 36.7 7.1 21.4 

自分のペースで商品・会社等を比較検

討・選択・見直しできるから 
7.7 5.8 3.4 7.4 7.0 7.1 24.7 13.4 7.8 39.7 30.2 35.8 3.6 19.0 

保険料・掛金が安いから 2.5 2.9 5.6 11.3 17.5 3.6 5.6 11.0 11.8 40.5 49.8 34.9 7.1 17.7 

営業職員等の担当者や保険会社・ 

共済団体が信頼できるから 
20.4 24.3 23.6 27.1 24.6 28.6 14.2 24.4 21.6 2.4 2.2 2.8 10.7 14.6 

以前からの付き合いがあるから 21.8 9.7 22.5 18.7 14.0 10.7 8.8 17.1 17.6 2.4 2.2 2.8 21.4 12.6 

保険・共済加入後もアフターフォロー

がしっかりしているから 
14.9 11.7 19.1 16.5 10.5 10.7 15.2 8.5 9.8 4.5 3.7 5.0 7.1 11.2 

家計全体を相談できるから 5.2 1.9 2.2 1.9 3.5 0.0 4.3 3.7 3.9 1.6 1.5 4.6 14.3 3.6 

営業職員との接点が多い、店舗・代理

店が近所にあるから 
3.2 3.9 5.6 8.7 8.8 3.6 4.3 9.8 6.9 0.8 1.1 0.9 3.6 3.5 

その他  0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.2 4.9 0.0 0.8 0.2 0.9 7.1 0.6 
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３．損害共済・保険の加入実態 

 
（１）現在の加入状況 
 
〇多面的に加入率の状況を概観する。 
 
3-1-1 損害共済・保険加入率(Q24) 
 
・損害共済・保険加入率は 60.5%、過去 2 回と比べて低下している。 
・「男性」（65.0%）が「女性」（55.9%）を大きく上回る。 
 

図表 1-3-1 損害共済・保険加入率（性別）（単位：%） 

 
 
・すべての年代で、「男性」が「女性」を上回る。 
・すべての年代で、「男性世帯主」（全体 69.9%）の加入率が最も高い。 
 

図表 1-3-2 損害共済・保険の加入率（5歳階級別、性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

2012年 2014年 2017年

全体 73.6 65.0 60.5

男性 81.9 76.4 65.0

女性 65.2 53.9 55.9

0.0

40.0

80.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性（全体65.0） 40.4 43.5 51.6 63.1 67.2 68.5 74.8 77.2 81.4

男性世帯主（全体69.9） 41.0 46.5 56.9 67.6 69.4 72.0 75.7 78.4 81.9

男性世帯員（全体46.1） 40.0 39.8 38.6 47.5 57.7 50.0 64.0 61.9 66.7

女性（全体55.9） 29.2 41.5 45.5 53.0 56.3 55.4 67.3 68.0 71.8

女性世帯主（全体57.5） 24.2 41.8 44.1 60.0 52.8 54.2 72.2 68.8 73.6

女性世帯員（全体55.3） 31.3 41.4 46.0 50.4 58.0 56.0 64.9 67.5 71.0

男女計（全体60.5） 34.7 42.5 48.4 58.4 61.1 62.5 70.8 72.9 76.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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・個人年収、世帯年収、世帯貯蓄、ローン残高別にみると、 
 ‐個人年収、世帯年収「100 万円未満」「100 万円以上 200 万円未満」の加入率が低い。 
‐全般的にローンがある人（全体 70.7%）の加入率が高い。 

 
図表 1-3-3 損害共済・保険加入率（個人年収別、世帯年収別、世帯貯蓄額別、 

ローン残高別）（単位：%） 

 
  その他は答えたくない・わからない 

  全体は年収、貯蓄、ローンがある世帯（その他はあるとみなして含めた）   
 
・補償タイプ別にみると、 

‐「自動車保険・共済」（51.6%）の加入率が最も高く、「火災保険・共済」（33.2%）が続く。 
 

図表 1-3-4 損害共済・保険加入率（補償タイプ別）（単位：%） 

 
その他の例：ゴルフ保険、バイク保険 

ゼロ

100
万円

未満

100
～

200
万円

200
～

300
万円

300
～

400
万円

400
～

500
万円

500
～

600
万円

600
～

700
万円

700
～

800
万円

800
～

900
万円

900
～

1,000
万円

1,000
～

1,500
万円

1,500
～

2,000
万円

2,000
万円

以上

その

他

個人年収

（全体60.5）
66.7 51.2 53.9 58.8 62.4 64.4 70.7 78.9 78.8 75.0 84.9 82.4 73.9 66.7 47.5

世帯年収

（全体60.5）
50.0 39.8 45.3 55.1 56.5 62.5 66.9 71.0 67.0 69.2 79.5 70.0 74.0 69.4 48.1

世帯貯蓄

（全体61.1）
47.9 55.5 64.8 70.4 67.2 69.2 62.2 64.7 69.1 66.7 73.6 76.0 70.3 73.6 52.2

ローン

（全体70.7）
58.8 62.7 73.0 73.1 69.4 69.1 79.2 82.9 82.9 81.1 71.8 82.4 74.3 78.3 53.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

自動車保険・

共済

火災保険・

共済
地震保険

自然災害補償

付共済

自転車保険・

共済
賠償責任保険 その他

2017年 51.6 33.2 12.4 4.8 8.3 8.3 0.3

2014年 55.8 40.6 15.1 5.8 － － 0.8

2012年 62.9 42.2 19.0 － － － 2.6

0.0

20.0

40.0

60.0



143 
 

・5 歳階級別、性別、性別・世帯主別にみると、 
‐自動車は、ほとんどの年代で「男性世帯主」（全体 61.5%）が最も高い。 
‐自動車は、すべての年代で「女性世帯主」（全体 39.5%）が最も低い。 

 

図表 1-3-5 自動車共済・保険加入率（5歳階級別、性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

 
‐火災は、ほとんどの年代で「男性世帯主」（全体 46.5%）が最も高い。 
‐火災は、ほとんどの年代で「男性世帯員」（全体 9.1%）が最も低い。 

 
図表 1-3-6 火災共済・保険加入率（5歳階級別、性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性（全体57.3） 30.3 37.5 43.0 55.6 59.9 62.0 67.4 67.2 73.0

男性世帯主（全体61.5） 25.6 39.1 46.6 59.4 61.3 65.0 67.8 68.4 73.5

男性世帯員（全体41.3） 32.9 35.5 34.3 42.5 53.8 45.3 64.0 52.4 58.3

女性（全体45.8） 26.5 37.4 36.1 43.8 47.0 44.9 53.3 54.3 57.2

女性世帯主（全体39.5） 21.2 30.9 23.5 40.0 38.2 41.1 47.2 46.2 50.0

女性世帯員（全体48.6） 28.8 40.0 40.4 45.2 51.4 46.5 56.3 58.9 60.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性（全体38.9） 3.7 12.2 22.5 34.1 42.5 41.5 51.8 59.0 59.0

男性世帯主（全体46.5） 5.1 18.8 30.5 42.1 48.5 46.8 54.3 61.0 59.3

男性世帯員（全体9.1） 2.9 4.2 2.9 6.3 15.4 12.5 24.0 33.3 50.0

女性（全体27.5） 6.2 10.8 15.0 23.6 25.4 28.0 37.3 40.6 48.9

女性世帯主（全体33.0） 15.2 19.1 20.6 32.9 30.1 27.1 42.6 45.2 49.1

女性世帯員（全体25.1） 2.5 7.5 13.1 20.2 23.0 28.4 34.7 38.0 48.7

0.0

20.0

40.0

60.0
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・火災保険・共済の加入率について住居形態別にみると、 

 -「分譲マンション」（41.5%）が最も高く、差がなく「持ち家一戸建て」（39.5%）が続く。 

 

図表 1-3-7 火災共済・保険加入率（住居形態別）（単位：%） 

 
その他の例：公営住宅 

 
・ローンの有無別に加入率をみると、 
 ‐自動車、火災ともに、ローンがあるほうがないほうを大きく上回る。 
 

図表 1-3-8 自動車／火災共済・保険加入率（ローンの有無別）（単位：%） 

 
 
  

持ち家一戸

建て

分譲

マンション

賃貸

一戸建て

賃貸

マンション

賃貸

アパート

寮・社宅など

集合住宅
その他

2017年（全体33.2） 39.5 41.5 14.4 23.9 21.3 14.7 20.0

2014年（全体40.6） 45.7 50.3 25.3 31.7 28.6 18.0 19.4

2012年（全体42.2） 46.0 55.4 27.4 34.3 30.0 24.6 12.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

あり なし あり なし

自動車ローン

（自動車保険・共済）

住宅ローン

（火災保険・共済）

加入 72.3 48.3 51.0 27.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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3-1-2  損害共済・保険の加入件数(Q27) 
 
〇1 世帯あたりの加入件数はどのくらいだろうか。 
 
・全体では、１世帯あたり 2.4 件加入している。 
・「孫と同居世帯」（4.3 件）の加入件数が多く、「単身世帯」（1.7 件）は少ない。 
 

図表 1-3-9 損害共済・保険の加入件数（同居家族別）（単位：%） 

 

 
子①：未就学児、子②：小学生・中学生、子③：高校生・大学生等の学生、子④：社会人 
 
  

1件 2件 3件 4件以上

配偶者（2.7件） 50.5 29.7 11.3 8.5

親（2.8件） 55.3 24.0 11.3 9.4

子①（2.8件） 51.3 31.3 10.5 6.8

子②（2.7件） 50.8 27.8 11.0 10.4

子③（2.8件） 51.6 29.1 10.4 9.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

1件 2件 3件 4件以上

子④（2.8件） 48.7 27.3 10.8 13.2

孫（4.3件） 41.4 41.4 3.4 13.8

その他（2.7件） 63.7 16.7 10.1 9.5

一人暮らし

（1.7件）
72.3 19.4 5.2 3.1

全体（2.4件） 57.2 26.1 9.9 6.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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3-1-3  損害共済・保険の対象者(Q25) 
 
〇損害共済・保険の対象者と意思決定者は誰か。 
 
・どの補償のタイプについても回答者「本人」が 8 割以上を占める。 
・「自転車」と「賠償責任」は、子どもが対象とされている割合が他と比べて大きい。 
 

図表 1-3-10 損害共済・保険の対象者の割合（複数回答）（補償タイプ別）（単位：%） 

 本人 配偶者 親 子① 子② 子③ 子④ 孫 

自動車 90.6 36.1 5.9 0.5 0.8 2.1 4.9 0.2 

火災 80.7 29.5 5.3 0.7 1.3 1.1 1.3 0.1 

地震保険 80.0 31.3 4.7 1.2 1.6 1.2 2.1 0.3 

自然災害補償 

付共済 
83.9 33.9 9.8 2.0 2.8 2.4 4.7 0.4 

自転車 86.2 40.9 8.8 7.0 13.8 13.8 8.1 1.1 

賠償責任 90.4 46.7 6.6 10.5 16.2 12.7 9.9 1.3 

子①：未就学児、子②：小学生・中学生、子③：高校生・大学生等の学生、子④：社会人 

その他の例：兄弟姉妹、子どもの配偶者 

 
3-1-4  損害共済・保険加入の意思決定者(Q26) 
 
・補償のタイプにかかわらず、「本人」が 8 割ほど（自然災害 77.3%～賠償責任 85.3%）を占め

る。 
 

図表 1-3-11 損害共済・保険加入の意思決定者の割合（補償タイプ別）（単位：%） 

 本人 配偶者 
子

（※） 
親  本人 配偶者 

子

（※） 
親 

 ＜自動車＞  ＜自然災害補償付共済＞ 

2017 年 81.0 13.5 0.4 4.8 2017 年 77.3 14.8 0.4 6.8 

2014 年 81.2 15.8 0.2 2.8 2014 年 79.4 17.6 1.5 1.5 

 ＜火災＞  ＜自転車＞ 

2017 年 78.7 16.3 0.2 3.5 2017 年 82.9 11.6 1.1 4.4 

2014 年 76.5 19.7 0.2 2.3 2014 年 - - - - 
 ＜地震保険＞  ＜賠償責任＞ 

2017 年 79.1 17.1 0.6 2.1 2017 年 85.3 11.2 0.7 2.9 

2014 年 76.7 20.3 0.1 2.6 2014 年 - - - - 
子（※）は、子どもまたは子どもの配偶者 

その他（省略）の例：兄弟（自動車）、マンションのオーナー、大家（火災） 
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3-1-5  損害共済・保険加入の加入先(Q28) 
 
〇損害共済・保険の加入先にどのような違いがあるだろうか。 
 
・補償タイプ別に、加入者全体に対する当該加入先の加入者の割合をみると、 
‐自動車については、「ダイレクト」保険会社が 3 割（31.5%）を占める。 

 
図表 1-3-12 損害共済・保険の加入先（複数回答）（補償タイプ別）（単位：%） 

 

 
保険会社は、保険会社の代理店や営業担当から契約する保険会社 

ダイレクトは、インターネットや電話から直接契約する保険会社 

生協共済は、全労済、県民共済（都民共済、道民共済、府民共済）、CO・OP 共済の合計 

地震保険の加入先に共済を選択したもの、自然災害補償付共済の加入先に保険会社を選択したものについ

てはそれぞれ除外した。 

 
  

保険会社 ダイレクト JA共済 生協共済 保険会社 ダイレクト JA共済 生協共済 保険会社 ダイレクト

自動車 火災 地震保険

2017年 52.7 31.5 6.0 6.6 64.9 9.1 6.7 14.2 78.4 9.4

2014年 54.9 32.9 5.2 4.6 69.2 0.5 5.6 19.2 91.8 1.2

2012年 85.4 - 5.9 7.0 73.8 - 6.7 18.1 - -

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

JA共済 生協共済 保険会社 ダイレクト JA共済 生協共済 保険会社 ダイレクト JA共済 生協共済

自然災害補償付共

済
自転車 賠償責任

2017年 32.2 52.3 47.5 25.1 4.2 22.4 54.2 16.9 5.3 22.6

2014年 24.4 51.7 - - - - - - - -

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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3-1-6  掛金・保険料と補償内容(Q34) 
 
〇損害共済・保険の掛金・保険料を概観する。 
 
・自動車保険・共済の保険料・掛金の平均は 60,518 円、火災保険・共済のそれは 58,669 円。 
 

図表 1-3-13 損害共済・保険の掛金・保険料 

 度数 平均値 中央値 最頻値 

自動車（年額：円） 

2017 年 2,681 60,518 48,000 30,000 

2014 年 1,783 50,906 40,000 30,000 

2012 年 2,614 51,596 40,000 30,000 

火災（年額：円） 

2017 年 2,411 58,669 24,000 10,000 

2014 年 1,636 24,378 12,000 10,000 

2012 年 1,753 40,663 11,000 10,000 

 
・保険料・掛金の分布でみると、自動車は「2 万円以上 5 万円未満」（41.3%）が最も多く、火

災も「2 万円以上 5 万円未満」（26.5%）が最も多い。 

 

図表 1-3-14 損害共済・保険の掛金・保険料（年額）： 

①自動車（単位：%） 

 

②火災（単位：%） 

 
  

13.8

17.3

9.8

46.3

42.5

41.3

31.3

31.1

33.2

7.3

7.7

12.7

0.7

0.8

2.1

0.3

0.3

0.7

0.3

0.4

0.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2012年

2014年

2017年

～2万円 2～5万円 5～10万円 10～20万円 20～30万円 30～50万円 50万円～

33.5

32.6

18.1

29.6

30.8

21.6

23.3

24.5

26.5

8.4

7.0

14.3

4.3

3.8

12.3

0.6

1.0

6.2

0.2

0.2

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2012年

2014年

2017年

～1万円 1～2万円 2～5万円 5万～10万円 10～20万円 20～50万円 50万円～
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（２）加入までのプロセス 
 
〇加入時の情報源と比較についてまとめる。 
 
3-2-1  損害共済・保険加入時の情報源(Q30) 
 
・「保険会社・共済の窓口や営業職員」（29.1%）が最も多く、「保険代理店の窓口や営業職

員」（18.9%）が続く。 
 

図表 1-3-15 損害共済・保険加入時の情報源（複数回答）（単位：%） 

 

 

その他の例：会社、自動車販売店、住宅会社、不動産会社、労働組合 

2014 年は補償（保障）タイプ別から集約した数値である。 

保険会社・共済

の窓口や営業職

員

保険代理店の窓

口や営業職員

複数社の保険商

品を扱っている

会社・お店（保険

の窓口など）

保険会社・共済

のショップ

郵便局の窓口や

営業職員

銀行・証券会社

の窓口や営業職

員

2017年 29.1 18.9 3.6 2.2 1.5 1.8

（参考2014年） 4.1 28.6 3.3 - 0.9 1.9

2012年 28.7 18.8 - - 1.2 2.9

0.0

10.0

20.0

30.0

家族・親類
友人・知人・近所

の人

職場の同僚・上

司

ファイナンシャ

ル・プランナー

（FP）や税理士・

公認会計士

保険・共済に関

する説明会など

テレビ・新聞・雑

誌・書籍など

2017年 8.6 6.5 2.8 2.5 1.1 2.6

（参考2014年） 6.1 5.2 2.4 0.9 0.8 2.5

2012年 11.4 10.4 3.8 2.2 - 4.9

0.0

10.0

20.0

30.0

決算報告書な

ど保険会社・

共済団体の

経営状況に

関する資料

商品カタログ・

パンフレット

ダイレクトメー

ル（郵便など）

保険会社や

代理店、共済

のホームペー

ジ

保険の比較

サイトなど保

険・共済に関

する情報を提

供している

ホームページ

その他
情報を得な

かった

2017年 0.5 8.5 3.9 10.5 8.8 1.1 13.3

（参考2014年） 0.3 6.3 3.3 11.3 9.7 3.3 -

2012年 0.3 12.4 4.5 14.7 12.0 5.7 -

0.0

10.0

20.0

30.0



150 
 

・図表 1-3-16 は、損害共済・保険加入時の情報源を、性別・10 歳階級別（ただし 60 歳代のみ

5 歳階級）に表したものである。また、全体を除いて、それぞれ 4 段階に色分けしている

（上位 10%を濃い網掛け、10%～20%をやや濃い網掛け、20%～40%を薄い網掛け、それ以

下は網掛けなし）。 
・それによると、 
 -「保険会社・共済の窓口や営業職員」がほとんどの年代で最も大きい。 

-「保険代理店の窓口や営業職員」は、「男性 60 歳代前半」（27.2%）が最も大きい。 
-「情報を得なかった」は「20 歳代男性」（21.6%）が大きい。 
‐若年世代は、男女問わず「家族・親類」が大きく、「女性 20 歳代」（28.7%）が最大。 

 

図表 1-3-16 損害共済・保険加入の情報源（複数回答）（性別・10歳階級別）（単位：%）  

  

  

男性 女性 

20

歳

代 

30 

歳

代 

40 

歳

代 

50 

歳

代 

60 

歳

代

前

半 

全

体 

20

歳

代 

30 

歳

代 

40 

歳

代 

50 

歳

代 

60 

歳

代

前

半 

全 

体 

保険会社・共済の窓口や営業職員 22.1 32.1 31.0 33.6 25.8 30.0 26.7 30.7 29.8 27.0 24.8 28.0 

保険代理店の窓口や営業職員 14.7 18.2 17.5 17.4 27.2 18.9 16.9 17.1 19.3 18.4 22.4 18.8 

情報を得なかった 21.6 12.5 14.6 12.7 10.9 13.9 13.8 13.9 12.8 10.4 14.0 12.7 

保険会社や代理店、共済の HP 7.4 12.5 11.4 12.9 12.3 11.7 6.7 9.1 8.3 12.1 8.4 9.2 

保険の比較サイトなどの HP 6.4 8.8 11.6 9.1 7.9 9.2 3.6 10.1 9.3 10.4 5.6 8.4 

家族・親類 18.6 8.0 7.6 2.4 3.0 6.9 28.7 15.3 7.5 5.1 4.4 10.5 

商品カタログ・パンフレット 4.4 7.7 5.9 9.6 7.6 7.3 5.6 10.5 9.3 11.1 11.6 9.9 

友人・知人・近所の人 8.8 8.5 5.7 5.3 5.0 6.4 10.3 8.0 4.5 5.8 6.4 6.5 

ダイレクトメール（郵便など） 2.5 2.3 2.1 5.8 5.3 3.6 1.5 4.2 3.5 6.1 4.8 4.3 

複数社を取り扱う保険ショップ 4.9 5.4 4.0 2.0 3.3 3.8 5.1 3.8 4.0 1.8 2.8 3.3 

テレビ・新聞・雑誌・書籍など 2.5 3.4 3.4 2.7 2.3 2.9 0.5 2.8 2.0 2.5 6.8 2.9 

職場の同僚・上司 4.4 3.7 2.3 3.1 3.3 3.2 4.1 3.8 2.3 1.0 1.6 2.4 

FP や税理士・公認会計士 2.0 4.0 3.6 1.8 0.7 2.5 3.1 4.2 2.5 1.8 1.6 2.6 

保険会社・共済のショップ 7.8 2.3 2.5 1.1 1.7 2.6 0.0 2.1 1.8 1.8 3.2 1.8 

銀行・証券会社の窓口や営業職員 2.0 1.7 1.3 2.4 2.3 1.9 2.1 2.1 1.5 2.8 2.8 2.2 

郵便局の窓口や営業職員 2.5 2.3 0.8 0.7 0.3 1.2 2.6 2.4 1.5 1.5 2.0 1.9 

その他  1.0 0.3 0.4 1.3 1.7 0.9 0.5 1.4 1.0 2.0 1.2 1.3 

保険・共済に関する説明会など 2.5 1.1 1.1 1.8 1.0 1.4 0.0 0.7 1.0 1.0 0.0 0.7 

経営状況に関する資料 1.0 0.0 1.1 0.2 0.0 0.4 0.5 0.7 0.8 0.5 0.4 0.6 
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・図表 1-3-17 は、損害共済・保険加入時の情報源を補償タイプ別に表したものである。また、

タイプ毎にそれぞれ 4 段階に色分けしている（図表 1-3-16 と同様）。 
・それによると、 

‐補償のタイプにかかわらず、「保険会社・共済の窓口や営業職員」（自動車 30.2%～自然災

害 39.4%）が最も大きく、「保険代理店の窓口や営業職員」（自然災害 15.2%～地震

24.0%）がそれに続く。 
‐「商品カタログ・パンフレット」は、「自転車」（14.9%）、「賠償責任」（14.9%）、「自然災

害」（14.0%）などが他よりも大きい。 
 

図表 1-3-17 損害共済・保険加入の情報源（複数回答）（補償タイプ別）（単位：%） 

  
自
動
車 

火
災 

地
震 

自
然
災
害 

自
転
車 

賠
償
責
任 

全
体 

保険会社・共済の窓口や営業職員 30.2 32.2 33.2 39.4 32.7 33.1 29.1 

保険代理店の窓口や営業職員 20.3 19.9 24.0 15.2 17.5 22.6 18.9 

情報を得なかった 12.2 12.7 11.0 11.4 9.4 13.3 13.3 

保険会社や代理店、共済の HP 10.7 10.3 10.6 11.4 13.6 13.4 10.5 

保険の比較サイトなどの HP 9.4 7.6 5.1 4.9 9.0 7.2 8.8 

家族・親類 8.8 6.3 6.5 10.2 11.0 7.0 8.6 

商品カタログ・パンフレット 7.6 9.5 11.3 14.0 14.9 14.9 8.5 

友人・知人・近所の人 6.7 6.3 6.5 9.1 8.3 8.1 6.5 

ダイレクトメール（郵便など） 3.4 4.2 3.4 6.1 5.3 5.7 3.9 

複数社を取り扱う保険ショップ 3.7 3.6 4.7 4.2 4.8 4.2 3.6 

職場の同僚・上司 3.0 3.0 4.0 5.7 5.0 5.7 2.8 

テレビ・新聞・雑誌・書籍など 2.5 2.8 2.9 3.4 3.3 3.9 2.6 

FP や税理士・公認会計士 2.6 3.3 4.4 3.0 4.4 3.9 2.5 

保険会社・共済のショップ 2.1 2.3 4.0 5.3 2.0 3.5 2.2 

銀行・証券会社の窓口や営業職員 1.7 2.2 2.8 3.0 2.4 3.3 1.8 

郵便局の窓口や営業職員 1.6 1.2 1.9 2.3 2.9 2.4 1.5 

保険・共済に関する説明会など 1.0 1.5 2.2 3.8 1.8 1.8 1.1 

その他 0.9 1.2 1.5 0.8 1.5 1.5 1.1 

経営状況に関する資料 0.5 0.4 1.2 1.1 0.7 1.1 0.5 
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3-2-2  損害共済・保険加入時の比較(Q31) 
 
・加入の際 44.9%が比較を行い、55.1%が特に比較はしていない。 
・比較したなかでは、「営業職員・代理店系の保険会社」（25.1%）が最も多い。 
 

図表 1-3-18 損害共済・保険加入時の比較（複数回答）（単位：%） 

 
2014 年は補償タイプ別を集計した 

2012 年「営業職員・代理店の保険会社」は「ダイレクト」を含む 

 
3-2-3  比較した内容(Q32) 
 
・比較した内容では、「保険料・掛金」（80.7%）が最も多く、「補償の内容」（60.9%）が続く。 
 

図表 1-3-19 損害共済・保険加入時に比較した内容（複数回答）（単位：%） 

 
その他の例：比較していない 

  

営業職員・

代理店系の

保険会社

ダイレクト

系の保険会

社

JA共済 生協共済
銀行等の預

貯金
その他

特に比較は

しなかった

2017年 25.1 15.6 3.6 9.5 0.6 0.1 55.1

（2014年参考） 26.4 25.6 3.9 8.9 － 0.4 60.6

2012年 33.5 － 3.0 9.9 － 0.1 62.7

0.0

20.0

40.0

60.0

保険

料・掛

金

保障

（補償）

の内容

保障

（補償）

の範囲

受け取

り額

加入後

のサー

ビス

事故時

の対応

（サー

ビス）

商品内

容のわ

かりや

すさ

運営会

社の経

営状況

加入・

更新の

手続き

利回り 配当金

税制上

のメ

リット

その他

比較内容 80.7 60.9 40.9 17.2 10.4 14.7 12.8 4.6 7.6 2.2 3.0 1.5 1.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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・地震は、補償の内容・範囲、受け取り額、加入後のサービスについて他よりも比較している。 

・自転車は、加入後のサービス、事故対応、商品内容のわかりやすさを他よりも比較している。 

 

図表 1-3-20 損害共済・保険加入時に比較した内容（複数回答）（補償タイプ別）（単位：%） 

 

 

 

 

保険料・掛金 保障（補償）の内容 保障（補償）の範囲 受け取り額 加入後のサービス

自動車 82.2 61.9 41.2 16.3 10.4

火災 81.7 63.8 44.0 18.8 10.1

地震 78.4 71.2 49.5 28.2 15.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

事故対応

（サービス）

商品内容の

わかりやすさ

運営会社の

経営状況

加入・更新の

手続き
利回り 配当金

税制上のメ

リット
その他

自動車 15.5 12.0 4.5 7.5 1.9 3.0 1.5 1.1

火災 14.1 12.9 5.8 7.5 2.0 3.0 1.9 0.9

地震 18.0 15.0 10.2 10.5 5.4 5.7 3.3 0.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

保険料・掛金 保障（補償）の内容 保障（補償）の範囲 受け取り額 加入後のサービス

自然災害補償 80.1 61.0 47.5 27.7 16.3

自転車 79.6 68.9 51.1 28.0 19.1

賠償責任 78.9 71.3 49.3 27.8 16.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

事故対応

（サービス）

商品内容の

わかりやすさ

運営会社の

経営状況

加入・更新の

手続き
利回り 配当金

税制上のメ

リット
その他

自然災害補償 17.0 18.4 11.3 14.9 6.4 7.8 5.7 1.4

自転車 20.4 22.2 9.3 13.8 3.6 6.2 4.0 1.3

賠償責任 21.1 20.2 11.2 12.6 5.8 6.7 5.4 1.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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（３）加入に関する評価と解約経験 
 
〇加入理由、満足度、解約に関する意識を探る。 
 
3-3-1  損害共済・保険の加入理由(Q29) 
 
・全般的に「希望にあった保険・共済だったので」（平均 38.6%）が最も大きい。 

・次に、「保険料・掛金が安かったので」（平均 23.3%）、「家族、友人、知人などにすすめられた

ので」（平均 12.8%）が続く。 
 

図表 1-3-21 損害共済・保険の加入理由（複数回答）（単位：%） 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 

希
望
に
あ
っ
た
保
険
・
共
済
だ
っ
た
の
で 

従
来
に
な
か
っ
た
よ
う
な
新
し
い
保
険
・
共
済
だ
っ
た
の
で 

保
険
料
・
掛
金
が
安
か
っ
た
の
で 

加
入
後
の
サ
ー
ビ
ス
が
よ
い
と
思
っ
た
の
で 

営
業
職
員
や
代
理
店
の
人
が
親
身
に
な
っ
て
説
明
し
て
く
れ

た
の
で 

営
業
職
員
や
代
理
店
の
人
が
知
り
合
い
だ
っ
た
の
で 

以
前
か
ら
加
入
し
て
い
た
営
業
職
員
や
代
理
店
の
人
に
す
す

め
ら
れ
た
の
で 

営
業
職
員
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
（
FP
）
の

資
格
を
持
つ
な
ど
、
専
門
性
を
有
し
て
い
た
の
で 

通
信
販
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、
手
続
き
が
簡

単
に
で
き
た
の
で 

テ
レ
ビ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
で
、
し
ば
し
ば
見
聞
き
し
て
い

る
会
社
な
の
で 

以
前
加
入
し
た
こ
と
の
あ
る
会
社
だ
っ
た
の
で 

健
全
な
経
営
を
し
て
い
る
会
社
だ
っ
た
の
で 

家
族
、
友
人
、
知
人
な
ど
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で 

そ
の
他 

   
  その他の例：会社関連（団体扱いなど、自動車）、賃貸契約、マンション購入の際勧められた（火災） 

        学校からの案内（自転車）  

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

最大 42.1 5.3 32.1 6.4 12.6 12.8 8.3 2.9 7.9 2.3 8.0 6.1 16.2 7.7

最小 30.7 1.4 10.9 3.0 7.7 6.6 5.7 0.8 1.8 1.1 3.5 2.8 11.0 1.5

平均 38.6 3.1 23.3 5.0 10.3 10.2 7.0 1.5 4.5 1.6 5.1 4.7 12.8 3.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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・「希望にあった保険・共済だったので」は、「地震」（42.1%）が最も大きい。 

・「保険料・掛金が安かったので」は、「自転車」（32.1%）と「賠償責任」（30.0%）が大きい。 

・「通信販売やインターネットなどにより、手続きが簡単にできたので」は、「自動車」（7.5%）

と「自転車」（7.9%）が大きい。 
・「家族、友人、知人などにすすめられたので」は、「自動車」（16.2%）が大きい。 

 

図表 1-3-22 損害共済・保険の加入理由（複数回答）（補償タイプ別）（単位：%） 

 

希
望
に
あ
っ
た
保
険
・
共
済
だ
っ
た
の
で 

従
来
に
な
か
っ
た
よ
う
な
新
し
い
保
険
・
共
済
だ
っ
た
の
で 

保
険
料
・
掛
金
が
安
か
っ
た
の
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加
入
後
の
サ
ー
ビ
ス
が
よ
い
と
思
っ
た
の
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営
業
職
員
や
代
理
店
の
人
が
親
身
に
な
っ
て
説
明
し
て
く

れ
た
の
で 

営
業
職
員
や
代
理
店
の
人
が
知
り
合
い
だ
っ
た
の
で 

以
前
か
ら
加
入
し
て
い
た
営
業
職
員
や
代
理
店
の
人
に
す

す
め
ら
れ
た
の
で 

営
業
職
員
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
（
FP
）
の

資
格
を
持
つ
な
ど
、
専
門
性
を
有
し
て
い
た
の
で 

通
信
販
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、
手
続
き
が
簡

単
に
で
き
た
の
で 

テ
レ
ビ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
で
、
し
ば
し
ば
見
聞
き
し
て
い

る
会
社
な
の
で 

以
前
加
入
し
た
こ
と
の
あ
る
会
社
だ
っ
た
の
で 

健
全
な
経
営
を
し
て
い
る
会
社
だ
っ
た
の
で 

家
族
、
友
人
、
知
人
な
ど
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で 

 ＜自動車＞ 

2017 年 30.7 2.2 25.2 5.5 10.6 12.8 5.7 1.0 7.5 2.3 4.5 2.8 16.2 

2014 年 28.6 2.2 32.5 6.6 11.4 16.0 7.1 0.6 7.5 2.8 4.8 2.8 10.7 

2012 年 28.8 1.2 33.1 6.3 9.3 17.1 7.7 0.4 8.3 1.9 5.9 2.9 13.0 

 ＜火災＞ 

2017 年 36.7 1.4 15.9 3.0 11.7 10.7 6.7 1.7 1.8 1.2 5.5 4.5 11.4 

2014 年 31.2 1.5 20.5 3.2 11.4 10.8 7.8 1.0 2.0 1.2 5.7 4.2 8.7 

2012 年 29.5 1.3 22.2 2.7 7.8 10.3 7.1 1.0 1.1 0.9 5.5 5.5 8.6 

 ＜地震＞ 

2017 年 42.1 1.8 10.9 4.6 12.6 11.6 7.6 2.9 1.8 1.2 5.4 5.6 11.0 

2014 年 35.9 3.5 14.5 4.6 16.0 12.1 8.6 1.6 1.5 1.1 5.5 3.2 6.3 

 ＜自然災害＞ 

2017 年 40.2 5.3 25.8 6.4 9.8 8.7 8.3 0.8 2.3 2.3 8.0 6.1 13.6 

2014 年 36.0 8.8 25.7 5.9 8.1 9.6 6.6 1.5 2.2 2.2 7.4 5.9 7.4 

 ＜自転車＞ 

2017 年 41.1 4.2 32.1 5.7 7.7 6.6 6.2 1.5 7.9 1.1 3.5 4.2 12.7 

 ＜賠償責任＞ 

2017 年 41.0 3.5 30.0 5.0 9.4 10.7 7.5 1.3 5.7 1.5 3.7 5.0 11.6 
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3-3-2  現在加入している損害共済・保険に関する総合的な満足度(Q35) 
 
・「満足している」（12.1%）はやや 2014 年（13.2%）よりやや減少、「満足している」と「どち

らかといえば満足している」の合計は 84.7%、2014 年の 82.5%よりやや増加している。 
 

図表 1-3-23 損害共済・保険に関する総合的な満足度（単位：%） 

 
 
・性別・5 歳階級別にみると、 

-「満足している」は、多くの年代で「男性」（全体 12.7%）が「女性」（全体 11.5%）を上回

っている。 
 

図表 1-3-24 損害共済・保険に関する総合的な満足度（性別・5歳階級別）（単位：%） 

 
  

13.2

12.1

69.3

72.6

16.7

13.6

0.8

1.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2014年

2017年

満足している どちらかといえば満足している どちらかといえば不満である 不満である

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

男性

満足している

（全体12.7）
22.7 19.4 12.7 15.0 14.5 11.7 11.1 12.1 7.6

どちらかといえば

満足している

（全体70.9）

52.3 65.6 69.0 73.5 71.5 70.5 70.7 69.6 76.5

どちらかといえば

不満である

（全体14.5）

22.7 13.1 16.7 8.8 13.0 14.6 16.4 17.0 15.2

不満である

（全体1.8）
2.3 1.9 1.6 2.7 1.0 3.2 1.8 1.3 0.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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・補償タイプ別にみると、 

 -「どちらかといえば満足している」（自然災害 70.5%～地震 74.9%）が最も大きい。 

-「満足している」のなかでは、「賠償責任」（17.8%）が最も大きい。 

-「満足している」と「どちらかといえば満足している」の合計では、「地震」（89.9%）と

「賠償責任」（89.9%）が大きい。 

 

図表 1-3-25 損害共済・保険に関する総合的な満足度（補償タイプ別）（単位：%） 

 満足して 

いる(a) 

どちらかと 

いえば満足(b) 
a+b 

不満で 

ある(c) 

どちらかと 

いえば不満(d) 
c+d 

自動車 12.0 72.8 84.8  1.5 13.6 15.2  

火災 12.6 73.0 85.6  1.3 13.1 14.4  

地震 15.0 74.9 89.9  0.9 9.3 10.1  

自然災害 14.8 70.5 85.2  1.5 13.3 14.8  

自転車 14.9 71.5 86.4  0.9 12.7 13.6  

賠償責任 17.8 72.1 89.9  1.1 9.0 10.1  

全体 12.1 72.6 84.8  1.6 13.6 15.2  

 

  

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

女性

満足している

（全体11.5）
9.1 11.1 17.4 13.9 12.6 13.9 10.4 9.2 7.2

どちらかといえば

満足している

（全体74.6）

78.8 74.7 68.6 72.9 71.8 74.2 75.2 79.3 76.8

どちらかといえば

不満である

（全体12.6）

9.1 11.7 12.4 12.0 13.1 9.8 14.0 10.3 16.0

不満である

（全体1.4）
3.0 2.5 1.7 1.2 2.4 2.1 0.5 1.1 0.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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・加入先別にみると、 

 -「満足している」のなかでは、「生協共済」（18.1%）が最も大きい。 

-「満足している」と「どちらかといえば満足している」の合計では、「ダイレクト」（87.4%）

が大きい。 

 

図表 1-3-26 損害共済・保険に関する総合的な満足度（加入先別）（単位：%） 

 満足して 

いる(a) 

どちらかと 

いえば満足(b) 
a+b 

不満で 

ある(c) 

どちらかと 

いえば不満(d) 
c+d 

保険会社 12.0 72.8 84.8 1.5 13.6 15.1 

ダイレクト 13.0 74.4 87.4 1.3 11.4 12.7 

JA 共済 12.1 72.0 84.1 1.8 14.2 16.0 

生協共済 18.1 68.0 86.1 1.1 12.8 13.9 

 
・補償タイプ別にみると、 

 -受取経験があるほうが「満足している」割合が大きい。 

 
図表 1-3-27 損害共済・保険に関する総合的な満足度（受取経験別）（単位：%） 

 

 

  

満足している
どちらかといえば満

足している

どちらかといえば不

満である
不満である

自動車 あり 17.4 66.5 15.1 0.9

自動車 なし 11.8 73.1 13.5 1.6

住宅 あり 23.1 64.6 10.8 1.5

住宅 なし 11.9 72.8 13.7 1.6

受取経験 なし 11.1 73.6 13.6 1.7

受取経験 あり 14.7 70.2 13.8 1.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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・加入時の行動別にみると、 

 -情報を得たほうが満足度は高い。 

 -他社等と比較したほうが、「満足している」が大きい。 

 

図表 1-3-28 損害共済・保険に関する総合的な満足度（加入時の行動別）（単位：%）： 

①加入時の情報入手 

 

 
②他社等の補償・金融商品との比較 

 
 
  

満足している
どちらかといえ

ば満足している

どちらかといえ

ば不満である
不満である

情報を得た（Ａ） 12.6 73.8 12.3 1.4

情報を得なかった（Ｂ） 9.5 64.9 22.4 3.2

Ａ/Ｂ［倍］ 1.32 1.14 0.55 0.43

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

満足している
どちらかといえば

満足している

どちらかといえば

不満である
不満である

比較した（Ａ） 13.7 71.3 13.8 1.2

比較しなかった（Ｂ） 10.9 73.7 13.5 1.9

Ａ/Ｂ［倍］ 1.25 0.97 1.02 0.63

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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3-3-3 現在加入している損害共済・保険の商品に満足している理由(Q 36) 
 
・「契約内容に関する情報がわかりやすい」（36.6%）が最も多い。 
・「保険金や共済金が正確（誠実）に支払われそうだ」（8.8%）が、前回から大きく減少している。 
・「保障（補償）内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている」（19.8%）が、前回から大き

く増加している。 
 

図表 1-3-29 損害共済・保険の商品に満足している理由（複数回答）（単位：%）

 

 
  

契約内容に関す

る情報がわかり

やすい

顧客の立場に

立って相談や質

問に誠実に対応

してくれる

社員や営業職員

が迅速に対応し

てくれる

保険だけでなく

生活設計全般に

関する相談にも

対応してくれる

加入後の相談や

サポートなどの

対応が行き届い

ている

保険金や共済金

が正確（誠実）に

支払われそう

2017年 36.6 12.3 15.7 3.0 5.0 8.8

2014年 30.1 12.3 21.0 2.4 － 16.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

保険金や共済

金の請求手続

や契約内容の

変更手続が簡

単そうだ

会社の様々な

情報を積極的に

開示している

社員や営業職

員、代理店への

教育が行き届い

ている

経営内容が健

全である

顧客の個人情

報管理が行き届

いている

ホームページが

充実している

2017年 4.2 1.8 3.1 6.8 1.8 3.2

2014年 9.0 1.5 2.9 6.3 1.0 4.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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その他の例：特になし、わからない 

 
・補償タイプ別にみると、 

‐「契約内容に関する情報がわかりやすい」は、「賠償責任」（38.8%）が最も大きい。 
‐「保障（補償）内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている」は、「賠償責任」

（27.8%）、「地震」（26.5%）が大きい。 
‐「保障（補償）内容に比べ保険料・掛金が安い」は、「賠償責任」（22.0%）、「自転車」

（21.6%）が大きい。 
‐「社員や営業職員が迅速に対応してくれる」は、「賠償責任」（18.3%）、「地震」（18.2%）

が大きい。 
  

保障（補償）の

範囲が広い

保障（補償）内

容が現在の自

分や自分の家

族状況に合って

いる

契約の途中で

内容を自由に変

更できる

保障（補償）内

容に比べ保険

料・掛金が安い

契約者貸付が

利用できる

保障（補償）内

容や仕組みが

シンプルでわか

りやすい

2017年 14.7 19.8 4.2 16.9 1.1 6.3

2014年 5.4 8.7 2.4 15.3 0.3 5.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

話題性のある商

品である

保障（補償）と貯

蓄を兼ねている

利回りが他の金

融商品に比べて

有利

配当金が期待

できる

税制上のメリット

がある
その他

2017年 1.0 1.8 1.1 2.0 3.4 2.6

2014年 0.4 0.6 0.3 1.1 1.2 1.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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図表 1-3-30 損害共済・保険の商品に満足している理由（複数回答） 

（補償タイプ別）（単位：%） 

 

 
  

契約内容に関

する情報がわ

かりやすい

顧客の立場に

立って相談や質

問に誠実に対

応してくれる

社員や営業職

員が迅速に対

応してくれる

保険だけでなく

生活設計全般

に関する相談に

も対応してくれ

る

加入後の相談

やサポートなど

の対応が行き

届いている

保険金や共済

金が正確（誠

実）に支払われ

そう

自動車 37.3 12.9 17.0 3.0 5.1 8.5

火災 37.1 12.7 15.7 3.0 4.4 10.0

地震 37.2 14.6 18.2 3.9 5.6 9.7

自然災害 37.3 18.7 11.6 4.9 6.7 13.8

自転車 37.8 13.7 15.5 5.1 6.6 10.2

賠償責任 38.8 14.4 18.3 4.9 7.3 9.5

全体 36.6 12.3 15.7 3.0 5.0 8.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

保険金や共済

金の請求手続

や契約内容の

変更手続が簡

単そうだ

会社の様々な

情報を積極的

に開示している

社員や営業職

員、代理店へ

の教育が行き

届いている

経営内容が健

全である

顧客の個人情

報管理が行き

届いている

ホームページ

が充実している

自動車 4.3 1.8 3.2 6.5 1.9 3.3

火災 4.3 2.1 2.8 7.9 1.7 2.5

地震 5.4 2.8 2.6 9.5 2.9 3.1

自然災害 7.6 4.0 5.8 10.2 3.6 4.4

自転車 6.6 3.0 5.1 9.9 2.5 3.6

賠償責任 7.3 3.2 4.9 10.5 2.7 2.9

全体 4.2 1.8 3.1 6.8 1.8 3.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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保障（補償）の

範囲が広い

保障（補償）内

容が現在の自

分や自分の家

族状況に合っ

ている

契約の途中で

内容を自由に

変更できる

保障（補償）内

容に比べ保険

料・掛金が安

い

契約者貸付が

利用できる

保障（補償）内

容や仕組みが

シンプルでわ

かりやすい

自動車 15.0 19.8 4.6 17.0 1.1 6.1

火災 14.5 22.5 3.4 16.1 1.0 5.7

地震 17.2 26.5 4.3 15.5 1.3 6.9

自然災害 17.8 22.2 4.9 20.0 2.7 8.4

自転車 19.5 24.6 5.8 21.6 1.5 8.1

賠償責任 22.2 27.8 4.6 22.0 1.7 9.3

全体 14.7 19.8 4.2 16.9 1.1 6.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

話題性のある

商品である

保障（補償）と

貯蓄を兼ねて

いる

利回りが他の

金融商品に比

べて有利

配当金が期待

できる

税制上のメ

リットがある
その他

自動車 1.0 2.0 1.2 1.8 3.3 2.4

火災 0.8 1.7 1.2 1.5 3.7 2.4

地震 1.5 2.9 1.3 2.3 4.7 2.0

自然災害 3.1 5.3 3.1 6.2 4.4 1.8

自転車 2.8 3.0 1.8 2.8 4.8 2.3

賠償責任 2.7 3.2 2.0 3.2 4.6 1.7

全体 1.0 1.8 1.1 2.0 3.4 2.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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・加入先別にみると、 
‐「契約内容に関する情報がわかりやすい」は、「ダイレクト」（45.5%）が最も大きい。 
‐「保障（補償）内容が現在の自分や自分の家族状況に合っている」は、「ダイレクト」

（26.9%）が最も大きい。 
‐「社員や営業職員が迅速に対応してくれる」は、「JA 共済」（20.9%）、「保険会社」

（19.7%）が大きい。 
‐「保障（補償）内容に比べ保険料・掛金が安い」は、「生協共済」（27.3%）が最も大き

い。 
 

図表 1-3-31 損害共済・保険の商品に満足している理由（複数回答） 

（加入先別）（単位：%） 

 

契約内容に関す

る情報がわかり

やすい

顧客の立場に

立って相談や質

問に誠実に対応

してくれる

社員や営業職

員が迅速に対応

してくれる

保険だけでなく

生活設計全般に

関する相談にも

対応してくれる

加入後の相談

やサポートなど

の対応が行き届

いている

保険金や共済

金が正確（誠

実）に支払われ

そう

保険会社 41.6 14.4 19.7 4.1 5.4 11.3

ダイレクト 45.5 12.4 12.8 5.1 7.5 12.4

かんぽ生命 40.4 15.4 17.0 6.0 6.2 16.4

JA共済 44.0 20.1 20.9 6.8 9.8 12.4

生協共済 43.2 9.7 13.4 3.5 4.4 19.7

全体 40.9 12.7 15.9 3.4 4.7 12.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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保険金や共済

金の請求手続

や契約内容の

変更手続が簡

単そうだ

会社の様々な

情報を積極的

に開示している

社員や営業職

員、代理店へ

の教育が行き

届いている

経営内容が健

全である

顧客の個人情

報管理が行き

届いている

ホームページ

が充実している

保険会社 4.6 2.3 3.5 7.5 1.5 2.0

ダイレクト 6.4 4.0 3.5 6.4 2.0 6.6

かんぽ生命 7.0 2.4 4.0 10.4 1.6 2.4

JA共済 7.7 4.7 7.7 11.1 4.7 4.3

生協共済 10.3 3.3 4.1 11.4 1.6 3.7

全体 5.8 2.0 2.9 7.8 1.5 2.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

保障（補償）の

範囲が広い

保障（補償）内

容が現在の自

分や自分の家

族状況に合っ

ている

契約の途中で

内容を自由に

変更できる

保障（補償）内

容に比べ保険

料・掛金が安い

契約者貸付が

利用できる

保障（補償）内

容や仕組みが

シンプルでわ

かりやすい

保険会社 15.9 21.0 5.7 12.4 2.2 8.1

ダイレクト 17.4 26.9 6.4 21.0 3.8 15.2

かんぽ生命 13.2 21.0 6.2 11.8 3.4 8.8

JA共済 17.5 20.9 8.5 12.0 4.7 11.5

生協共済 12.7 19.5 6.9 27.3 3.0 12.4

全体 14.6 18.5 5.1 14.7 1.9 8.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

話題性のある商品

である

保障（補償）と貯蓄

を兼ねている

利回りが他の金融

商品に比べて有利

配当金が期待でき

る

税制上のメリットが

ある

保険会社 1.5 6.7 4.1 3.7 6.7

ダイレクト 2.9 6.2 4.2 4.9 6.4

かんぽ生命 1.8 10.4 5.0 6.8 9.2

JA共済 2.1 11.1 5.6 5.6 8.1

生協共済 2.7 4.9 4.4 11.3 6.0

全体 1.4 5.7 3.2 5.0 6.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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3-3-4  現在加入している損害共済・保険の商品に関する不満足の理由(Q37) 
 
・「保障（補償）内容に比べ保険料・掛金が高い」（28.2%）が最も多く、「契約内容に関する情報

がわかりにくい」（27.8%）が、差がなく続く。 
 

図表 1-3-32 損害共済・保険の商品に満足していない理由（複数回答）（単位：%） 

 
その他の例：特になし  

36.6

12.3

15.7

3.0

5.0

8.8

4.2

1.8

3.1

6.8

1.8

3.2

14.7

19.8

4.2

16.9

1.1

6.3

1.0

1.8

1.1

2.0

3.4

2.6

27.8

4.2

5.0

2.4

3.6

3.8

2.8

1.8

2.0

0.6

0.8

3.4

11.3

5.4

4.8

28.2

1.2

6.5

3.0

3.8

1.6

9.7

10.7

2.4

40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

契約内容に関する情報が分かりやすい／わかりにくい

顧客の立場に立って相談や質問に誠実に対応して

くれる／くれない

社員や営業職員が迅速に対応してくれる／くれない

保険だけでなく生活設計全般に関する相談にも対応して

くれる／くれない

加入後の相談やサポートなどの対応が行き届いている／い

ない

保険金や共済金が正確（誠実）に支払われそう／なさそう

だ

保険金や共済金の請求手続や契約内容の変更手続が簡単そ

う／難しそうだ

会社の様々な情報を積極的に開示していない

社員や営業職員、代理店への教育が行き届いている／いな

い

経営内容が健全である／ない

顧客の個人情報管理が行き届いている／いない

ホームページが充実している／いない

保障（補償）の範囲が広い／狭い

保障（補償）内容が現在の自分や自分の家族状況に合って

いる／いない

契約の途中で内容を自由に変更できない

保障（補償）内容に比べ保険料・掛金が安い／高い

契約者貸付が利用できる／できない

保障（補償）内容や仕組みが複雑でわかりやすい／にくい

話題性のある／ない商品である

保障（補償）と貯蓄を兼ねている／いない

利回りが他の金融商品に比べて有利／不利

配当金が期待できる／ない

税制上のメリットがある／ない

その他

満足の理由

不満足の理由
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（４）今後に向けての意向  
 
〇今後に向けて、保障の見直し、追加（新規）加入の意向、加入方法についての意識を概観

する（未加入者を含む）。 
 
3-4-1  新規（追加）加入の意向(Q44) 
 
・新規（追加）加入の意向が「ある」は 40.0%、「ない」は 60%25。 
・加入の意向があるなかでは、「自動車」（5.2%）が最も多い。 
 

図表 1-3-33 新規（追加）加入の意向（複数回答）（単位：%） 

 

 意向あり 意向なし 

2017 年 40.0 60.0 

2014 年 40.6 59.4 

 

 

 
  

                                                  
25 2014 年の意向なしは 59.4%。 

40.0 60.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

2017年

意向あり

意向なし

自動車

保険・共済

火災

保険・共済

地震

保険

自然災害

補償付

共済

自転車

保険・共済

個人賠償

責任保険

（自転車保

険を除く）

地震保険

の上乗せ

補償

ペット

保険・共済
その他

2017年 5.2 3.6 2.4 2.5 3.3 2.7 2.0 2.0 0.2

2014年 3.4 3.3 5.5 3.6 4.4 － 1.4 2.0 0.1

0.0

2.0

4.0
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・加入の有無別にみると、現在加入しているほうが、補償のタイプにかかわらず、新規（追加）

の加入意向が大きい。 
 

図表 1-3-34 新規（追加）加入の意向（複数回答） 

（損害保険・共済の加入の有無別）（単位：%） 

 

「なし」は生命分野の保障についても新規（追加）加入の意向がない 

その他の例：バイク保険 

  

42.0

37.0

58.0

63.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

加入

未加入

意向あり

意向なし

自動車 火災 地震保険
自然災害

共済
自転車

賠償責任

（自転車を

除く）

地震保険

の上乗せ

補償

ペット その他

加入 6.2 4.1 2.9 3.2 3.7 3.1 2.4 2.4 0.2

未加入 3.5 2.8 1.7 1.4 2.6 2.1 1.4 1.3 0.1

0.0

2.0

4.0
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・5 歳階級別、性別、性別・世帯主別にみると、 
 ‐40 歳代後半と 50 歳代後半以降の男性世帯主は、他の属性よりも新規（追加）加入の意向が

高い。 
 ‐50 歳代後半以降、男性世帯員は新規（追加）加入の意向が低い。 
 ‐30 歳代の女性世帯主は、他の属性よりも加入の意向が高い。 
 
図表 1-3-35 新規（追加）加入の意向（複数回答）（5歳階級別、性別、性別・世帯主別）（単位：%） 

 
 
3-4-2 今後希望する加入方法(Q50) 
 
・自動車は、「分からない」（39.3%）、「ダイレクト系保険の電話、ホームページを通じて」（20.8%）、

住宅は「分からない」（47.4%）、「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」（15.6%）が

大きい。 
図表 1-3-36 今後希望する加入方法（複数回答）（単位：%）： 

①自動車 

 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

年齢

男性

（全体15.0）
18.3 12.0 11.5 10.1 10.5 18.0 14.3 16.6 23.7

男性世帯主

（全体16.0）
20.5 12.4 12.1 9.7 10.6 19.4 14.9 17.5 24.2

男性世帯員

（全体11.3）
17.1 11.4 10.0 11.3 9.6 10.9 8.0 4.8 8.3

女性

（全体13.8）
12.4 10.5 13.2 14.7 14.8 13.7 15.5 14.5 14.7

女性世帯主

（全体15.1）
12.1 10.0 16.2 16.5 14.6 14.0 18.5 16.1 16.4

女性世帯員

（全体13.2）
12.5 10.7 12.1 14.0 14.8 13.6 14.0 13.5 13.9

0.0

10.0

20.0

30.0

自宅を訪問す

る保険・共済の

営業職員を通

じて

自宅を訪問す

る銀行・労働金

庫・証券会社

等の営業職員

を通じて

自宅を訪問す

る郵便局の営

業職員を通じ

て

職場を訪問す

る保険・共済の

営業職員を通

じて

職場を訪問す

る銀行・労働金

庫・証券会社

等の営業職員

を通じて

職場を訪問す

る郵便局の営

業職員を通じ

て

保険・共済を取

り扱う店舗・代

理店へ行って

2017年 13.8 2.1 2.0 5.2 2.1 1.6 8.8

2014年 15.7 1.5 1.3 5.1 1.4 1.0 7.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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その他の例：会社、自動車ディーラー、自動車修理工場、知人、労働組合 

 
②住宅 

 

その他の例：住宅メーカー、不動産会社、家族、知人、労働組合 

  

銀行・労働金

庫・証券会社

等の窓口（店

舗）へ行って

郵便局へ行っ

て

保険・共済（ダ

イレクト系を除

く）のホーム

ページを通じ

て

ダイレクト系保

険の電話、

ホームページ

を通じて

保険・共済か

らのダイレクト

メール、パンフ

レット、チラシ

等を通じて

その他 分からない

2017年 1.7 1.2 13.1 20.8 6.4 0.9 39.3

2014年 1.8 1.5 15.3 21.9 8.3 1.2 42.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

自宅を訪問す

る保険・共済

の営業職員を

通じて

自宅を訪問す

る銀行・労働

金庫・証券会

社等の営業職

員を通じて

自宅を訪問す

る郵便局の営

業職員を通じ

て

職場を訪問す

る保険・共済

の営業職員を

通じて

職場を訪問す

る銀行・労働

金庫・証券会

社等の営業職

員を通じて

職場を訪問す

る郵便局の営

業職員を通じ

て

保険・共済を

取り扱う店舗・

代理店へ行っ

て

2017年 15.6 3.2 2.1 4.4 2.3 1.3 8.2

2014年 15.2 1.7 1.1 4.2 1.8 1.0 7.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

銀行・労働金

庫・証券会社

等の窓口（店

舗）へ行って

郵便局へ行っ

て

保険・共済（ダ

イレクト系を除

く）のホーム

ページを通じ

て

ダイレクト系保

険の電話、

ホームページ

を通じて

保険・共済か

らのダイレクト

メール、パンフ

レット、チラシ

等を通じて

その他 分からない

2017年 4.5 1.5 10.9 12.2 6.1 0.4 47.4

2014年 2.5 1.4 13.6 15.8 8.7 0.7 48.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0
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3-4-3 最も利用する可能性が高い加入方法(Q51) 
 
・自動車は、「ダイレクト系保険の電話、ホームページを通じて」（26.3%）、「自宅を訪問する保

険・共済の営業職員を通じて」（22.3%）が他より大きい。 
 

図表 1-3-37 最も利用する可能性が高い方法（単位：%）： 

①自動車 

 

 

その他の例：会社、自動車ディーラー、自動車修理工場、知人、労働組合  

自宅を訪問す

る保険・共済

の営業職員を

通じて

自宅を訪問す

る銀行・労働

金庫・証券会

社等の営業職

員を通じて

自宅を訪問す

る郵便局の営

業職員を通じ

て

職場を訪問す

る保険・共済

の営業職員を

通じて

職場を訪問す

る銀行・労働

金庫・証券会

社等の営業職

員を通じて

職場を訪問す

る郵便局の営

業職員を通じ

て

保険・共済を

取り扱う店舗・

代理店へ行っ

て

2017年 22.3 2.6 1.7 7.1 1.5 0.9 13.3

2014年 23.6 1.2 1.2 6.5 1.2 0.7 9.4

0.0

10.0

20.0

30.0

銀行・労働金庫・

証券会社等の窓

口（店舗）へ行っ

て

郵便局へ行って

保険・共済（ダイ

レクト系を除く）

のホームページ

を通じて

ダイレクト系保険

の電話、ホーム

ページを通じて

保険・共済から

のダイレクトメー

ル、パンフレッ

ト、チラシ等を通

じて

その他

2017年 1.2 1.1 16.0 26.3 5.1 1.1

2014年 1.2 0.9 16.3 28.5 7.4 1.8

0.0

10.0

20.0

30.0
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・住宅は、「自宅を訪問する保険・共済の営業職員を通じて」（27.9%）、「ダイレクト系保険の電

話、ホームページを通じて」（16.2%）が他より大きい。 
 

②住宅 

 

 

その他の例：住宅メーカー、不動産会社、家族、知人、労働組合 

 
  

自宅を訪問す

る保険・共済

の営業職員を

通じて

自宅を訪問す

る銀行・労働

金庫・証券会

社等の営業職

員を通じて

自宅を訪問す

る郵便局の営

業職員を通じ

て

職場を訪問す

る保険・共済

の営業職員を

通じて

職場を訪問す

る銀行・労働

金庫・証券会

社等の営業職

員を通じて

職場を訪問す

る郵便局の営

業職員を通じ

て

保険・共済を

取り扱う店舗・

代理店へ行っ

て

2017年 27.9 3.3 2.0 6.6 1.6 0.9 13.8

2014年 26.5 1.3 1.1 6.5 1.5 0.7 10.7

0.0

10.0

20.0

30.0

銀行・労働金庫・

証券会社等の窓

口（店舗）へ行っ

て

郵便局へ行って

保険・共済（ダイ

レクト系を除く）

のホームページ

を通じて

ダイレクト系保険

の電話、ホーム

ページを通じて

保険・共済から

のダイレクトメー

ル、パンフレッ

ト、チラシ等を通

じて

その他

2017年 4.1 1.1 15.5 16.2 6.5 0.6

2014年 1.6 1.0 16.8 21.2 9.8 1.3

0.0

10.0

20.0

30.0
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3-4-4 今後最も利用する可能性が高い加入方法を選択した理由(Q52) 
 
・自動車は、「保険料・掛金が安いから」（27.4%）が最も大きく、「加入手続きが簡単そうだか

ら」（26.5%）が、差がなく続く。 
 

図表 1-3-38 今後最も利用する可能性が高い方法を選択した理由（複数回答）（単位：%）： 

①自動車 

 

 
  

金融全般に関

する知識が豊

富だから

保険に関する

専門知識が豊

富だから

営業職員等の

担当者や保険

会社・共済団体

が信頼できる

から

保険・共済加入

後もアフター

フォローがしっ

かりしているか

ら

以前からの付

き合いがあるか

ら

加入手続きが

簡単そうだから

2017年 15.1 19.5 11.0 10.2 12.2 26.5

2014年 9.2 15.3 12.0 9.3 13.9 21.9

0.0

10.0

20.0

30.0

保険料・掛金が

安いから

営業職員との

接点が多い、

店舗・代理店が

近所にあるから

自分のペース

で商品・会社等

を比較検討・選

択・見直しでき

るから

家計全体を相

談できるから
その他 分からない

2017年 27.4 4.3 18.7 2.3 0.6 6.8

2014年 28.7 5.3 19.2 1.8 0.8 7.6

0.0

10.0

20.0

30.0
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・住宅は、「保険に関する専門知識が豊富だから」（23.9%）が最も大きく、「加入手続きが簡単そ

うだから」（22.2%）が続く。 
 

②住宅 

 

 

  

金融全般に関

する知識が豊

富だから

保険に関する

専門知識が豊

富だから

営業職員等の

担当者や保険

会社・共済団体

が信頼できる

から

保険・共済加入

後もアフター

フォローがしっ

かりしているか

ら

以前からの付

き合いがあるか

ら

加入手続きが

簡単そうだから

2017年 19.5 23.9 12.1 10.9 10.9 22.2

2014年 10.9 16.9 12.3 8.3 11.3 21.0

0.0

10.0

20.0

30.0

保険料・掛金が

安いから

営業職員との

接点が多い、

店舗・代理店が

近所にあるから

自分のペース

で商品・会社等

を比較検討・選

択・見直しでき

るから

家計全体を相

談できるから
その他 分からない

2017年 20.0 4.6 19.3 3.3 0.4 5.6

2014年 23.3 5.1 19.7 1.8 0.8 8.6

0.0

10.0

20.0

30.0
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・図表 1-3-39 は、今後最も利用する可能性が高い方法とその理由についてクロス集計したもの

である。また、全体を除いて、4 段階に色分けしている（上位 10%を濃い網掛け、10%～

30%をやや濃い網掛け、30%～50%を薄い網掛け、それ以下は網掛けなし）。 
・自動車に関して、保険料・掛金の安さ、手続きの簡単さ、自分のペースでの比較検討を重視

する場合は、保険・共済のホームページ、ダイレクトの電話・ホームページなどを選ぶ傾向

がみられる。 
・保険に関する専門知識を重視する場合は、営業職員や代理店を選ぶ傾向がみられる。 
 

図表 1-3-39 今後最も利用する可能性が高い方法とその理由（単位：%）： 
①自動車 

 自
宅
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業

職
員
を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業

職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

保
険
・
共
済
を
取
り
扱
う
店
舗
・
代
理
店
へ
行
っ
て 

銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
窓
口
（
店
舗
）
へ
行
っ

て 郵
便
局
へ
行
っ
て 

保
険
・
共
済
（
ダ
イ
レ
ク
ト
系
を
除
く
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
通
じ
て 

ダ
イ
レ
ク
ト
系
保
険
の
電
話
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て 

保
険
・
共
済
か
ら
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
チ
ラ
シ
等
を
通
じ
て 

そ
の
他 

全
体 

保険料・掛け金が安いから 4.2 8.2 7.3 15.7 22.4 26.7 5.0 10.0 5.7 43.7 57.6 25.1 13.9 27.4 

加入手続きが簡単そうだから 8.4 17.6 12.7 19.6 26.5 20.0 13.6 17.5 22.9 41.4 43.9 27.5 16.7 26.5 

保険に関する専門知識が豊富だから 38.7 34.1 21.8 21.3 14.3 6.7 39.7 15.0 8.6 5.6 3.3 5.8 19.4 19.5 

自分のペースで商品・会社等を比較検

討・選択・見直しできるから 
5.4 5.9 3.6 2.1 4.1 0.0 16.8 5.0 14.3 31.5 29.3 35.7 2.8 18.7 

金融全般に関する知識が豊富だから 37.5 23.5 12.7 14.5 8.2 3.3 20.0 17.5 5.7 4.9 3.0 2.9 8.3 15.1 

以前からの付き合いがあるから 21.7 12.9 16.4 22.6 20.4 6.7 19.7 22.5 8.6 3.6 2.5 2.9 36.1 12.2 

営業職員等の担当者や保険会社・ 

共済団体が信頼できるから 
18.9 35.3 21.8 24.3 16.3 20.0 16.3 10.0 11.4 1.7 1.4 2.3 16.7 11.0 

保険・共済加入後もアフターフォロー

がしっかりしているから 
14.3 24.7 38.2 17.4 26.5 16.7 13.8 5.0 14.3 3.4 3.4 6.4 16.7 10.2 

分からない 6.7 1.2 7.3 8.9 0.0 13.3 6.1 17.5 20.0 5.6 5.3 15.2 5.6 6.8 

営業職員との接点が多い、店舗・代理

店が近所にあるから 
5.0 8.2 3.6 6.4 12.2 20.0 9.5 12.5 14.3 1.5 0.6 1.8 2.8 4.3 

家計全体を相談できるから 3.9 3.5 3.6 0.9 6.1 0.0 2.5 7.5 2.9 1.7 1.0 3.5 0.0 2.3 

その他  0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.6 0.3 0.6 16.7 0.6 
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・住宅に関しては、保険に関する専門知識が重視されているため、営業職員や代理店を選ぶ傾向

がみられる。 
・保険料・掛金の安さ、手続きの簡単さ、自分のペースでの比較検討を重視する場合は、保険・

共済のホームページ、ダイレクトの電話・ホームページなどを選ぶ傾向がみられる。 

 

②住宅 

 自
宅
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業
職
員

を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業
職
員

を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

保
険
・
共
済
を
取
り
扱
う
店
舗
・
代
理
店
へ
行
っ
て 

銀
行
・
労
働
金
庫
・
証
券
会
社
等
の
窓
口
（
店
舗
）
へ
行
っ
て 

郵
便
局
へ
行
っ
て 

保
険
・
共
済
（
ダ
イ
レ
ク
ト
系
を
除
く
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通

じ
て 

ダ
イ
レ
ク
ト
系
保
険
の
電
話
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て 

保
険
・
共
済
か
ら
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ

ラ
シ
等
を
通
じ
て 

そ
の
他 

全
体 

保険に関する専門知識が豊富だから 40.9 28.4 19.0 23.6 17.4 12.0 48.2 16.2 12.5 6.3 3.2 2.1 22.2 23.9 

加入手続きが簡単そうだから 7.2 11.6 15.5 19.9 23.9 12.0 12.4 6.8 18.8 43.6 40.6 31.9 11.1 22.2 

保険料・掛け金が安いから 4.1 5.3 12.1 15.2 19.6 28.0 4.5 2.6 12.5 40.0 49.6 24.5 27.8 20.0 

金融全般に関する知識が豊富だから 38.8 27.4 17.2 15.2 13.0 4.0 23.7 34.2 9.4 5.6 3.0 1.1 5.6 19.5 

自分のペースで商品・会社等を比較検

討・選択・見直しできるから 
6.6 3.2 6.9 4.7 6.5 20.0 16.7 5.1 9.4 39.3 30.9 44.1 5.6 19.3 

営業職員等の担当者や保険会社・ 

共済団体が信頼できるから 
18.1 25.3 22.4 26.7 19.6 16.0 12.6 19.7 9.4 2.9 1.7 1.6 11.1 12.1 

保険・共済加入後もアフターフォロー

がしっかりしているから 
13.8 21.1 27.6 23.0 26.1 12.0 15.2 10.3 15.6 2.5 1.9 4.8 16.7 10.9 

以前からの付き合いがあるから 16.5 11.6 27.6 19.9 23.9 20.0 11.4 11.1 15.6 2.7 2.4 5.3 33.3 10.9 

分からない 5.4 6.3 3.4 5.2 0.0 16.0 5.6 7.7 21.9 2.0 6.0 10.6 5.6 5.6 

営業職員との接点が多い、店舗・代理

店が近所にあるから 
4.7 3.2 8.6 8.9 10.9 0.0 6.6 13.7 9.4 1.6 1.5 3.2 0.0 4.6 

家計全体を相談できるから 4.6 2.1 5.2 1.6 4.3 4.0 4.3 9.4 0.0 1.3 0.9 3.2 16.7 3.3 

その他  0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.0 0.7 0.0 0.0 11.1 0.4 
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第２部 特定のテーマについての解説 

１．世帯構造別にみるリスク・公的保障に対する意識と共済・保険の加入実態 

 
（１）世帯構造別の基本属性 
 
①単身世帯（回答者の 19.7%） 

 いわゆる一人暮らしの世帯である（単身赴任を含む）。回答者は「男性」54.0%（2014 年

65.8%）が多いが、前回調査と比べると減少している。「20 歳代」（25.4%）が最も多く、年代

が上がるとともに減少している。「未婚」75.5%（2014 年 72.5%）が大部分を占める一方で、

「離別・死別」19.3%（2014 年 20.8%）は他の世帯と比べて多い。単身女性の「離別・死別」

（24.1%）は、男性のそれ（15.1%）を上回る。 
 個人年収、世帯年収（6 区分）ともに最も多いのが「300 万円以上 500 万円未満」（個人

34.8%、世帯 34.9%）である。個人年収は「100 万円未満」の割合が 5.1%で他より小さいが、

世帯年収は「100 万円未満」の割合が 4.3%で他よりも大きい。世帯貯蓄は「100 万円未満」

（ゼロを含む）36.4%が最も多く、「1,000 万円以上」18.8%が続く。住居形態別にみると、「賃

貸アパート」36.2%（2014 年 30.1%）、「賃貸マンション」29.2%（2014 年 32.3%）が多い。 
 
②夫婦のみの世帯（回答者の 17.0%） 
 夫婦のみの世帯は、「子どもがいないか、子どもと別居している世帯」を指す。回答者は「女

性」54.2%（2014 年 58.4%）が多い。年代が上がるとともに増加し、「60 歳代前半」（27.1%）

が最も多い。主たる生計維持者は「配偶者」（49.8%）と「本人」（49.4%）がほぼ同じであ

る。 
 個人年収は、「300 万円以上 500 万円未満」（23.4%）が最も多い。また、他と比べて「100
万未満」（19.2%）と「1,000 万円以上」（5.1%）の割合が大きい。世帯年収は「500 万円以上

1,000 万円未満」（46.6%）が最も多い。世帯貯蓄も「1,000 万円以上」（31.7%）が最も多い。

「共働き」が 8 割近く（75.4%）占めており、前回（2014 年 51.1%）を大きく上回る。 
 
③親との同居世帯（回答者の 18.4%） 
 回答者は、「男性」（50.4%）、「女性」（49.6%）でほぼ同じ割合である。「20 歳代」（31.0%）

が最も多く、年代が上がるとともに減少している。（世帯主でない）「世帯員」（79.2%）が 8 割

を占め、「未婚」（81.3%）が大多数である。主たる生計維持者は、「親」（60.0%）である。 
 個人年収は、「300 万円以上 500 万円未満」（26.5%）が最も多く、「100 万円以上 200 万円未

満」（24.4%）が続く。その他の世帯と同様、個人年収「500 万円以上」（11.1%）の割合が小さ

い。住居形態は、「持ち家一戸建て」（73.3%）が多い。 
 
④子（孫）との同居世帯（回答者の 32.2%） 

回答者は、「男性（50.6%）、「女性」（49.4%）でほぼ同じ割合である。「40 歳代」（34.4%）

が最も多い。「世帯主」（61.9%）が多く、「既婚」（89.8%）が 9 割を占める。 
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個人年収は、「500 万円以上 1,000 万円未満」（29.1%）が最も多く、他と比べても最も大き

い。世帯年収も「500 万円以上 1,000 万円未満」（51.3%）が 5 割を占める。夫婦「共働き」が

69.1%である。 
 

図表 2-1-1 世帯構造別の基本属性（単位：%） 

 
単身者 夫婦のみ 親と同居 

子（孫）と 

同居 

親と子（孫） 

と同居 
その他 全体 

全回答者に占める割合 19.7 17.0 18.4 32.2 6.8 6.0 100.0 

＜性＞        

男性 54.0 45.8 50.4 50.6 52.2 42.5 50.1 

女性 46.0 54.2 49.6 49.4 47.8 57.5 49.9 

＜年齢＞        

20-29 歳 25.4 10.5 31.0 6.2 10.3 45.6 17.9 

30-39 歳 24.0 15.3 25.4 22.4 14.1 24.5 21.6 

40-49 歳 21.4 20.4 22.2 34.4 30.3 15.6 25.8 

50-59 歳 18.2 26.7 15.6 25.1 27.8 9.2 21.5 

60-64 歳 11.0 27.1 5.8 11.9 17.6 5.2 13.1 

＜世帯主＞        

世帯主 93.6 48.3 20.8 61.9 54.1 18.3 55.1 

世帯員（世帯主でない） 6.4 51.7 79.2 38.1 45.9 81.7 44.9 

＜婚姻状況＞        

未婚 75.5 0.0 81.3 0.9 8.1 88.7 35.9 

既婚 5.2 100.0 12.2 89.8 75.9 4.9 54.7 

離別・死別 19.3 0.0 6.5 9.3 15.9 6.4 9.4 

＜同居家族＞        

配偶者 0.0 100.0 10.6 87.8 72.7 4.0 52.4 

親 0.0 0.0 100.0 0.0 92.2 76.5 29.2 

子（未就学児） 0.0 0.0 0.0 28.4 20.0 0.0 10.5 

子（小学生・中学生） 0.0 0.0 0.0 37.9 30.8 0.0 14.3 

子（高校生・大学生等） 0.0 0.0 0.0 28.7 30.5 0.0 11.3 

子（社会人） 0.0 0.0 0.0 27.2 43.2 2.4 11.8 

孫 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 2.8 0.7 

その他 0.0 0.0 0.0 0.4 5.7 97.6 6.3 

一人暮らし 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 

＜主たる生計維持者＞        

本人 98.7 49.4 33.9 59.8 57.3 27.2 58.8 

配偶者 0.5 49.8 5.5 38.5 26.5 1.5 23.9 

親 0.6 0.0 60.0 0.5 14.3 55.0 15.5 

子 0.2 0.0 0.2 1.0 1.9 0.0 0.5 

その他 0.1 0.8 0.4 0.2 0.0 16.2 1.3 

＜週あたりの労働時間＞        

20 時間未満 8.3 18.9 12.5 14.2 9.2 13.1 13.1 

20 時間以上 40 時間未満 31.7 34.2 36.6 32.7 33.0 41.3 34.0 

40 時間以上 60 時間未満 51.3 41.2 45.3 45.1 50.0 41.6 45.8 

60 時間以上 8.7 5.7 5.6 7.9 7.8 4.0 7.0 

＜個人年収＞        

100 万円未満 5.1 19.2 15.1 15.5 12.9 15.1 13.8 

100 万円～200 万円 15.8 15.9 24.4 16.8 18.5 30.6 18.6 

200 万円～300 万円 23.6 14.4 22.9 10.5 16.9 23.6 17.1 

300 万円～500 万円 34.8 23.4 26.5 23.8 25.8 22.5 26.4 

500 万円～1,000 万円 18.3 22.0 9.6 29.1 20.3 7.4 20.6 

1,000 万円以上 2.5 5.1 1.6 4.4 5.5 0.7 3.5 

＜世帯年収＞        

100 万円未満 4.3 1.5 2.3 1.2 1.0 0.4 2.0 

100 万円～200 万円 14.9 2.4 4.9 2.9 3.0 3.9 5.7 

200 万円～300 万円 23.5 8.0 10.8 5.8 6.0 12.2 11.0 

300 万円～500 万円 34.9 27.8 30.9 23.0 25.5 29.7 28.1 

500 万円～1,000 万円 19.3 46.6 40.2 51.3 43.6 37.6 40.8 

1,000 万円以上 3.1 13.5 11.0 15.9 20.8 16.2 12.4 
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単身者 夫婦のみ 親と同居 

子（孫）と 

同居 

親と子（孫） 

と同居 
その他 全体 

＜世帯貯蓄＞        

100 万円未満 36.4 27.1 34.9 31.8 34.5 43.2 33.1 

（貯蓄ゼロ） (8.1) (4.6) (8.2) (6.7) (9.8) (11.0) (7.2) 

100 万円～200 万円 14.3 10.9 8.2 10.5 7.5 9.0 10.9 

200 万円～300 万円 8.2 6.3 6.7 8.9 7.5 3.9 7.7 

300 万円～500 万円 10.0 11.0 10.0 10.9 9.0 9.7 10.4 

500 万円～1,000 万円 12.3 12.9 12.6 14.4 15.7 8.4 13.2 

1,000 万円以上 18.8 31.7 27.5 23.6 25.9 25.8 24.6 

＜ローン＞        

ある 33.4 44.8 39.7 59.9 56.2 43.4 47.2 

ない 66.6 55.2 60.3 40.1 43.8 56.6 52.8 

＜ローン残高＞        

100 万円未満 31.9 14.4 19.7 7.5 15.9 28.8 14.6 

100 万円～200 万円 18.1 12.5 19.0 10.7 13.1 26.9 13.4 

200 万円～300 万円 10.5 8.2 15.0 5.3 9.7 7.7 7.8 

300 万円～500 万円 8.8 10.5 13.6 4.9 4.1 15.4 7.4 

500 万円～1,000 万円 9.2 12.5 15.6 16.4 17.2 5.8 14.4 

1,000 万円以上 21.4 42.0 17.0 55.2 40.0 15.4 42.4 

＜住居形態＞        

持ち家一戸建て 14.7 44.5 73.3 55.2 85.4 64.2 51.3 

分譲マンション 9.2 16.1 10.4 18.0 5.4 8.3 13.1 

賃貸一戸建て 2.8 4.7 3.4 3.3 2.2 5.8 3.5 

賃貸マンション 29.2 14.8 6.1 10.9 3.8 10.7 13.8 

賃貸アパート 36.2 15.8 4.8 10.0 2.2 8.9 14.6 

寮・社宅など集合住宅 7.3 3.2 1.3 2.0 0.5 0.9 3.0 

その他  0.6 0.9 0.7 0.5 0.5 1.2 0.6 

＜就業状況＞        

共働き 3.8 75.4 10.4 69.1 59.2 3.4 42.0 

夫婦の一方が非就業者 1.4 24.6 1.8 20.7 16.8 1.5 12.7 

その他 94.8 0.0 87.8 10.2 24.1 95.1 45.3 

＜雇用形態＞        

正規 66.4 54.3 54.7 62.6 61.6 48.4 59.6 

非正規 33.6 45.7 45.3 37.4 38.4 51.6 40.4 

個人年収、世帯年収、世帯貯蓄、ローン残高については、「答えたくない・わからない」を除いて算出した。 

また、個人・世帯年収、ローン残高が「ゼロ」については、100 万円未満に含めた。 

 
⑤親と子（孫）との同居世帯（回答者の 6.8%） 

いわゆる三世代同居で、③親との同居と④子（孫）との同居の中間である。回答者は、「男

性」（52.2%）がやや多く、「40 歳代」（30.3%）が最も多い。「親」との同居が 9 割（92.2%）

を超え、「世帯員」（45.9%）も多い。ただし、主たる生計維持者が「親」の割合は、14.3%で

小さい。また、同居している子のうち、「社会人との同居」（43.2%）が最も多い。 
個人年収は、「300 万円以上 500 万円未満」（25.8%）が最も多い。世帯年収は「1,000 万円

以上」（20.8%）で他より大きい。住居形態は「持ち家一戸建て」（85.4%）が 9 割を占める。 
 
⑥その他の世帯（回答者の 6.0%） 
 その他の世帯とは、「親・子ども以外の親族や友人・知人等と同居している世帯」を指す。回

答者は「女性」（57.5%）が多い。「20 歳代」（45.6%）が最も多く、年代が上がるとともに減少

している。また、「世帯員」（81.7%）、「未婚」（88.7%）が多い。同居家族については「親」

（76.5%）、兄弟など「その他」（97.6%）がほとんどを占める。個人年収は、「100 万円以上

200 万円未満」（30.6%）が最も多い。雇用形態は「非正規」（51.6%）が他と比べて大きい。 
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図表 2-1-2 は、世帯構造別に 6 項目の属性を表示したレーダーチャートである。 
 

図表 2-1-2 世帯構造別の基本属性の比較（単位：%） 

①単身者                 ②夫婦のみ 

 
       ③親と同居            ④子（孫）と同居 

 
     ⑥親と子（孫）と同居           ⑦その他 

 

70.8

93.6

44.522.341.1

23.9

「20-49歳」
の割合

「世帯主」
の割合

「個人年収
300万円

未満」の割合

「世帯年収
500万円

以上」の割合

「世帯貯蓄
300万円

以上」の割合

「持ち家」
の割合

単身者 全体

46.2
48.3

49.5

60.2
55.7

60.6

「20-49歳」
の割合

「世帯主」
の割合

「個人年収
300万円

未満」の割合

「世帯年収
500万円

以上」の割合

「世帯貯蓄
300万円

以上」の割合

「持ち家」
の割合

夫婦のみ 全体

78.6

20.8

62.4

51.1

50.1

83.7

「20-49歳」
の割合

「世帯主」
の割合

「個人年収
300万円
未満」の割

合

「世帯年収
500万円
以上」の割

合

「世帯貯蓄
300万円
以上」の割

合

「持ち家」
の割合

親と同居 全体

63.0

61.9

42.7

67.2

48.8

73.2

「20-49歳」
の割合

「世帯主」
の割合

「個人年収
300万円

未満」の割合

「世帯年収
500万円

以上」の割合

「世帯貯蓄
300万円

以上」の割合

「持ち家」
の割合

子（孫）と同居 全体

54.7

54.1

48.3

64.4

50.6

90.8

「20-49歳」
の割合

「世帯主」
の割合

「個人年収
300万円

未満」の割合

「世帯年収
500万円

以上」の割合

「世帯貯蓄
300万円

以上」の割合

「持ち家」
の割合

親と子（孫）と同居 全体

85.7

18.3

69.4

53.7

43.9

72.5

「20-49歳」
の割合

「世帯主」
の割合

「個人年収
300万円

未満」の割合

「世帯年収
500万円

以上」の割合

「世帯貯蓄
300万円

以上」の割合

「持ち家」
の割合

その他 全体
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（２）生活リスクに対する不安と公的保障に対する意識 
 
1-2-1 日常生活における不安（Q56） 
 
 世帯構造の違いが生活リスクに対する不安にどのような影響を及ぼしているかについて概観

する。図表 2-1-3 は、日常生活の最大の不安項目について上位 2 つの属性を濃く、下位 2 つの属

性を薄くそれぞれ網掛けしている。 
 ‐単身者とその他は、「本人」についての不安が大きく、夫婦のみと子（孫）と同居は「家族」

についての不安が大きい。 
 ‐単身者とその他は、本人の「老後の生活費用」（全体 24.2%）についての不安が大きい。 
 ‐夫婦のみ、親と同居、親と子（孫）と同居は、家族の「介護費用」（全体 8.0%）についての

不安が大きい。 
 ‐子（孫）と同居、親と子（孫）と同居は「本人死亡後の家族の生活費用」（全体 13.9%）と

「子どもの教育費用」（全体 4.2%）についての不安が大きい。 
‐「不安はない」（全体 8.8%）は、若い世代が多くを占める単身者、親と同居が大きい。 

 
図表 2-1-3 日常生活における最大の不安（世帯構造別）（単位：%） 

  
単身者 

夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

本

人 

老後の生活費用 30.6 26.3 24.8 18.7 19.7 30.9 24.2 

自分が死亡した場合の家族の生活費用 5.3 12.4 11.0 20.7 24.3 6.4 13.9 

ケガや病気で長期間働けなくなったときの

生活費用 
16.2 6.2 10.8 5.8 5.9 13.8 9.3 

ケガや病気で入・通院したときの入院費用・

治療費用 
11.9 5.9 9.7 5.8 7.8 11.6 8.2 

寝たきりや認知症になったときの介護費用 5.9 9.2 4.3 5.1 5.7 1.8 5.6 

子どもの教育費用 1.1 1.6 0.8 9.7 5.7 0.9 4.2 

その他   0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 

 

 

 

家

族 

寝たきりや認知症になったときの介護費用 5.9 10.5 10.6 6.1 10.5 7.3 8.0 

死亡した場合の家族の生活費用 1.5 6.9 5.1 7.7 6.8 6.7 5.7 

老後の生活費用 3.3 5.0 4.0 5.3 3.8 4.3 4.5 

ケガや病気で入・通院したときの入院費用・

治療費用 
2.6 3.4 3.1 4.8 4.1 4.9 3.8 

ケガや病気で長期間働けなくなったときの

生活費用 
2.0 3.9 3.1 4.6 2.2 1.8 3.3 

その他 0.6 0.1 0.0 0.0 0.5 0.3 0.2 

 不安はない 12.8 8.5 12.4 5.7 2.7 8.9 8.8 
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1-2-2 必要な費用のイメージ(Q19～Q22) 
 
・葬儀費用について 
 ‐「100 万円未満」（全体 51.8%）は単身者（57.1%）、親と同居（58.1%）とその他（58.7%）

が大きい。 
‐「100 万円以上 300 万円未満」（全体 42.1%）は、夫婦のみ（44.9%）、子（孫）と同居（47.3%）、

親・子（孫）と同居（47.0%）が大きい。 
‐「300 万円以上」（全体 6.1%）は、その他（2.8%）を除くと差は小さい。 
 

図表 2-1-4 必要な費用のイメージ：①葬儀費用（世帯構造別）（単位：%） 

 
 
・短期入院費用について 
‐「5,000 円未満」（全体 35.3%）は、親と同居（39.7%）とその他（39.1%）が大きい。 
‐「5,000 円以上 1 万円未満」（全体 35.8%）は、親・子（孫）と同居（40.0%）が大きい。 

 
図表 2-1-5 必要な費用のイメージ：②短期入院費用（日額）（世帯構造別）（単位：%） 

 
 
 

～100万円 100～300万円 300万円～

単独者 57.1 36.7 6.2

夫婦のみ 49.1 44.9 6.0

親と同居 58.1 35.3 6.6

子（孫）と 同居 46.1 47.3 6.6

親・子（孫）と同居 47.0 47.0 5.9

その他 58.7 38.5 2.8

全体 51.8 42.1 6.1

0.0

20.0

40.0

60.0

～5千円 5千～1万円 1万円～

単独者 36.4 36.4 27.3

夫婦のみ 32.2 37.6 30.2

親と同居 39.7 31.4 28.9

子（孫）と 同居 33.9 36.3 29.8

親・子（孫）と同居 31.1 40.0 28.9

その他 39.1 34.6 26.3

全体 35.3 35.8 28.9

0.0

20.0

40.0
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・長期入院費用について 
‐「10 万円未満」（全体 66.2%）は、親と同居（70.2%）が最も大きい。 
‐「10 万円以上 30 万円未満」（全体 22.1%）は、夫婦のみ（24.0%）と子（孫）と同居（23.9%）

が大きい。 
‐「30 万円以上」（全体 11.7%）は、夫婦のみ（13.6%）とその他（14.4%）が大きい。 
 
図表 2-1-6 必要な費用のイメージ：③長期入院費用（月額）（世帯構造別）（単位：%） 

 

 

介護費用について 
‐「10 万円未満」（全体 72.7%）は、親と同居（76.7%）が最も大きい。 
‐「10 万円以上 30 万円未満」（全体 20.0%）は、夫婦のみ（23.4%）が最も大きい。 
‐「30 万円以上」（全体 7.3%）は、夫婦のみ（8.1%）が他と比べて大きい。 
 

図表 2-1-7 必要な費用のイメージ：④介護費用（月額）（世帯構造別）（単位：%） 

 

～10万円 10万～30万円 30万円～

単独者 66.9 20.8 12.3

夫婦のみ 62.4 24.0 13.6

親と同居 70.2 20.6 9.2

子（孫）と 同居 64.9 23.9 11.2

親・子（孫）と同居 66.8 21.6 11.6

その他 68.5 17.1 14.4

全体 66.2 22.1 11.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

～10万円 10万～30万円 30万円～

単独者 72.9 19.3 7.8

夫婦のみ 68.5 23.4 8.1

親と同居 76.7 15.9 7.4

子（孫）と 同居 72.2 20.9 6.9

親・子（孫）と同居 72.4 20.8 6.8

その他 74.9 19.0 6.1

全体 72.7 20.0 7.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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1-2-3 公的保障（社会保障）に対する意識（Q53～Q55） 
 

次に、公的保障（社会保障）に対する意識の違いについてみてみよう。図表 2-1-8 は、公的

年金、健康保険および介護保険の認知項目について第 1 位を濃く、第 2 位を薄くそれぞれ網掛

けしている。図表 2-1-9、図表 2-1-10 も同様である。 
‐単身者は、すべての保障について、「内容まで詳しく知っている」と「知らない」が他の属

性と比べて大きく、二極化している。 
‐夫婦のみは年金について「ある程度は知っている」（51.1%）が最も大きく、介護について

の認知度が高い。 
‐親と同居は、回答者が若年世代であるため、年金、健康、介護のすべての保障について、

「知らない」が最も大きい。 
‐子（孫）と同居は、健康保険について「内容まで詳しく知っている」（11.4%）が最大であ

る。 
‐親と子（孫）と同居は、すべての保障について認知度が高い。 
‐その他は、すべての保障について「名前程度は知っている」が最も大きく、認知度は高く

ない。 
 

図表 2-1-8 公的保障（社会保障）制度の認知（世帯構造別）（単位：%） 

  
単身者 

夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

年

金 

内容まで詳しく知っている 9.2 7.7 8.1 8.6 9.2 4.9 8.3 

ある程度は知っている 40.9 51.1 39.0 43.6 44.1 41.0 43.4 

名前程度は知っている 28.5 27.0 29.2 32.2 36.8 37.6 30.7 

知らない 21.4 14.2 23.8 15.6 10.0 16.5 17.7 

健

康 

内容まで詳しく知っている 11.3 11.2 10.4 11.4 9.7 7.0 10.8 

ある程度は知っている 50.0 56.6 47.0 53.0 58.4 52.3 52.2 

名前程度は知っている 24.7 22.8 27.1 25.4 25.1 32.1 25.5 

知らない 13.9 9.5 15.5 10.2 6.8 8.6 11.4 

介

護 

内容まで詳しく知っている 6.9 7.4 6.6 6.8 6.2 3.1 6.6 

ある程度は知っている 35.9 42.5 34.7 39.6 41.1 32.4 38.2 

名前程度は知っている 39.9 39.2 39.4 41.3 45.4 48.9 41.0 

知らない 17.3 10.8 19.3 12.3 7.3 15.6 14.2 
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 公的保障（社会保障）制度の将来に対する意識はどうだろうか。 
‐単身者と夫婦のみは、すべての保障について、「悪くなっている」が大きい。 
‐子（孫）と同居は、すべての保障について、「多少良くなっている」が最も大きい。 
‐子（孫）と同居、親と子（孫）と同居は、すべての保障について、「多少悪くなっている」が

大きい。 
‐親と同居とその他は、すべての保障について「わからない」が大きい。 
 

図表 2-1-9 公的保障（社会保障）制度の将来に対する意識（世帯構造別）（単位：%） 
  

単身者 
夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

年

金 

良くなっている 2.0 1.8 2.0 1.5 1.6 0.6 1.7 

多少良くなっている 4.7 3.5 5.7 6.2 4.9 4.9 5.2 

多少悪くなっている 15.6 20.3 18.3 23.2 24.1 15.0 19.9 

悪くなっている 46.5 49.4 39.0 44.8 43.0 42.8 44.6 

わからない 31.2 24.9 35.0 24.2 26.5 36.7 28.6 

多少悪くなっている／悪くなっている（合計） 62.1  69.7  57.3  68.0  67.0  57.8  64.5  

健

康 

良くなっている 1.2 1.2 1.5 0.9 1.4 0.9 1.1 

多少良くなっている 5.3 5.4 6.4 7.4 4.6 7.0 6.3 

多少悪くなっている 22.0 25.7 20.1 28.1 27.3 19.6 24.5 

悪くなっている 39.3 40.9 34.9 38.6 38.4 33.0 38.1 

わからない 32.2 26.9 37.1 25.0 28.4 39.4 30.0 

多少悪くなっている／悪くなっている（合計） 61.3  66.6  55.0  66.7  65.7  52.6  62.6  

介

護 

良くなっている 1.3 1.4 1.1 1.0 1.6 0.3 1.1 

多少良くなっている 6.5 5.6 7.1 7.8 5.1 5.2 6.7 

多少悪くなっている 16.7 19.4 17.0 22.4 23.0 13.5 19.3 

悪くなっている 39.1 43.2 34.4 38.6 39.2 35.5 38.6 

わからない 36.5 30.4 40.4 30.2 31.1 45.6 34.3 

多少悪くなっている／悪くなっている（合計） 55.7  62.6  51.4  61.0  62.2  48.9  57.8  
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私的保障加入時に公的保障（社会保障）をどの程度意識したのだろうか。 
‐すべての公的保障について、夫婦のみが最も意識が高い。単身者は「年金」、子（孫）と同居

は「健康」について意識が高い。 
‐反対に、その他は意識が最も低く、単身者の大部分がそれに続く。回答者に若年層を多く含

んでいることによると考えられる。 
 
図表 2-1-10 私的保障加入時における公的保障（社会保障）の意識（世帯構造別）（単位：%） 
  

単身者 
夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

年

金 

よく考えて選んだ 9.1 11.1 8.3 8.7 7.3 4.0 8.7 

多少考えて選んだ 22.6 27.5 24.2 29.9 29.5 22.3 26.5 

意識しなかった 68.3 61.4 67.6 61.4 63.2 73.7 64.8 

健

康 

よく考えて選んだ 9.1 10.1 8.8 10.1 7.6 3.7 9.1 

多少考えて選んだ 23.9 32.4 23.8 31.1 29.7 24.5 28.1 

意識しなかった 67.0 57.5 67.5 58.8 62.7 71.9 62.8 

介

護 

よく考えて選んだ 6.4 6.7 6.5 6.4 4.3 1.8 6.1 

多少考えて選んだ 16.0 22.4 17.8 22.4 22.7 15.0 19.9 

意識しなかった 77.6 70.9 75.7 71.2 73.0 83.2 74.1 

 
1-2-4 ライフプランの作成経験(Q59) 
 

ライフプランの作成経験は、「子（孫）と同居」（27.1%）が最も大きく、「夫婦のみ」

（22.7%）が続く。 
 

図表 2-1-11 ライフプランの作成経験（世帯構造別）（単位：%） 

 

作成したことがある 作成したことがない

単独者 16.0 84.0

夫婦のみ 22.7 77.3

親と同居 12.8 87.2

子（孫）と 同居 27.1 72.9

親、子（孫）と 同居 21.1 78.9

その他 11.9 88.1

合計 20.2 79.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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 図表 2-1-12 は、ライフプラン作成のきっかけについて、上位 10%を濃く、10～20%をやや

濃く、20～40%を薄く網掛けしている。 
‐「特になし」が全体（22.4%）では最も大きいが、単身者（30.2%）と親と同居（28.7%）が

特に大きい。 
‐単身者は、「就職活動または就職」（24.4%）が他と比べて大きい。 
‐夫婦のみは、「結婚」（23.2%）、「退職準備または退職」（19.0%）が大きい。 
‐親と同居は、「就職活動または就職」（21.7%）が大きい。 
‐子（孫）と同居、親と子（孫）と同居は、複数の項目で回答割合が大きく、ライフプランを

作成する機会が多いことがうかがえる。 
‐子（孫）と同居は、「子どもの成長・進学」（23.3%）、「結婚」（21.0%）、「出産」（20.5%）が

大きい。 
‐親と子（孫）と同居は、上記のほか、「病気・ケガ・入院」（12.8%）が大きい。 
‐その他は、「就職活動または就職」（25.6%）と「再就職または転職」（20.5%）が大きい。 
 

図表 2-1-12 ライフプラン作成のきっかけ（複数回答）（世帯構造別）（単位：%） 
 

単身者 
夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

特になし 30.2 21.8 28.7 19.9 14.1 17.9 22.4 

結婚 9.9 23.2 9.3 21.0 19.2 15.4 18.0 

子どもの成長・進学 6.4 9.5 9.3 23.3 24.4 0.0 15.6 

就職活動または就職 24.4 7.1 21.7 6.3 19.2 25.6 12.7 

住宅購入 5.8 13.7 7.0 15.9 10.3 7.7 12.2 

退職準備または退職 10.5 19.0 10.9 8.0 17.9 12.8 11.7 

出産 3.5 2.4 2.3 20.5 19.2 0.0 11.5 

再就職または転職 15.1 7.6 13.2 8.8 3.8 20.5 10.1 

その他 9.9 9.0 3.9 6.3 7.7 7.7 7.2 

病気・ケガ・入院 7.6 6.6 10.1 4.2 12.8 12.8 6.8 

親の老い 4.7 4.3 10.1 2.7 11.5 10.3 5.1 

恋愛 3.5 2.4 2.3 20.5 19.2 0.0 2.2 
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（３）共済・保険の加入実態 
 
1-3-1 共済・保険加入率(Q24) 
 
 保険・共済加入率は、「夫婦のみ」（86.5%）、「子（孫）と同居」（89.4%）、「親と子（孫）と

同居」（92.7%）が高い。 
 

図表 2-1-13 共済・保険加入率（世帯構造別）（単位：%） 

 
 
 図表 2-1-14 は、保障（補償）タイプ別の加入率を表す。 
‐生命系については、世帯構造にかかわらず、「医療」と「死亡」の加入率が大きい。 

 夫婦のみは、「年金」（17.8%）と「養老」（7.3%）、「介護」（4.0%）が全体を上回る。 
‐損害系については、世帯構造にかかわらず、「自動車」と「火災」が中心。ただし、回答者が

契約当事者でない割合が多いと推測される親と同居（14.8%）、その他（14.1%）は「火災」

の加入率が低い。 

 

図表 2-1-14 保障（補償）タイプ別加入率（世帯構造別）（単位：%） 

  
単身者 

夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

生 

命 

系 

死亡 36.4 57.1 38.1 66.1 67.8 35.2 51.8 

がん 21.7 25.9 21.3 39.7 38.1 20.2 30.8 

医療 42.7 58.9 39.6 60.7 58.9 44.3 51.9 

年金 16.1 17.8 12.9 17.8 20.3 13.1 16.5 

休業 3.6 4.5 3.4 6.0 4.1 4.9 4.6 

介護 2.7 4.0 3.2 4.3 5.4 4.9 3.8 

学資 0.3 0.5 0.8 19.6 17.0 0.9 7.8 

養老 6.0 7.3 5.5 8.3 7.6 5.8 7.0 

 
  

単身者 夫婦のみ 親と同居
子（孫）

と同居

親、子

（孫）と

同居

その他 合計

生命保険・共済加入率 61.5 81.2 60.5 86.2 88.6 59.0 74.3

損害保険・共済加入率 50.4 65.7 46.4 71.0 75.7 48.3 60.5

保険・共済加入率 70.1 86.5 68.9 89.4 92.7 68.8 80.3

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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  単身者 夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

損 

害 

系 

自動車 35.2 57.1 41.4 62.7 68.4 42.2 51.6 

火災 28.7 41.0 14.8 44.6 38.9 14.1 33.2 

地震 9.3 14.7 4.5 18.0 16.8 5.5 12.4 

自然災害 3.3 5.8 3.8 5.2 10.0 2.4 4.8 

自転車 5.7 7.6 4.6 11.8 11.9 8.0 8.3 

賠償責任 5.4 8.5 4.0 12.3 11.9 5.5 8.3 

 全体 70.1 86.5 68.9 89.4 92.7 68.8 80.3 

 
1-3-2 共済・保険の掛金・保険料と保障額(Q33) 
 
 以上、各種の共済・保険の加入率についてみてきたが、これらの共済・保険に対する掛金・

保険料はどれくらいだろうか。図表 2-1-15 は、共済・保険の掛金・保険料と生命系の保障額

（受取額）の平均値、中央値、最頻値を表す。 
‐世帯人員の少ない単身者は保険料・掛金、保障額とも他と比べて少ない。 
‐親と同居、その他は回答者に若年層の占める割合が多く、生命系の保険料・掛金が少ない。 
‐夫婦のみは、世帯人員は少ないが、保険料・掛金、保障額が相対的に多い。 
 

図表 2-1-15 共済・保険の掛金・保険料と保障額（世帯構造別） 
  

単身者 
夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

生命系 

保険料・掛金 

（月額：円） 

度数 635 732 585 1,469 319 185 3,925 

平均値 11,659 16,237 12,714 17,996 17,292 12,992 15,563 

中央値 8,000 10,000 9,000 12,000 14,000 8,500 10,000 

最頻値 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 20,000 10,000 

傷病入院時の

受取額 

（日額：円） 

度数 601 706 555 1,421 312 167 3,762 

平均値 8,353 8,500 8,664 8,535 8,525 8,101 8,498 

中央値 6,000 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

最頻値 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

死亡時の 

受取額（万円） 

度数 505 627 452 1,292 286 145 3,307 

平均値 1,351 1,629 1,875 2,087 2,168 2,176 1,870 

中央値 500 600 500 1,000 1,000 500 800 

最頻値 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 1,000 

要介護時の 

受取額 

（月額：円） 

度数 168 183 152 394 96 42 1,035 

平均値 75,161 90,885 67,579 81,701 71,667 74,643 78,972 

中央値 50,000 50,000 30,000 50,000 50,000 30,000 50,000 

最頻値 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
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単身者 

夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

自動車 

保険料・掛金 

（年額：円） 

度数 385 483 272 991 191 89 2,681 

平均値 40,702 58,407 62,720 61,549 70,816 67,309 60,518 

中央値 40,000 45,000 45,000 50,000 50,000 52,000 48,000 

最頻値 30,000 30,000 30,000 50,000 30,000 100,000 30,000 

火災 

保険料・掛金 

（年額：円） 

度数 369 514 372 1,059 237 130 2,411 

平均値 56,497 59,746 57,777 62,033 63,577 64,898 58,669 

中央値 15,000 24,000 35,000 24,000 35,000 40,000 24,000 

最頻値 10,000 10,000 20,000 10,000 20,000 10,000 10,000 

 
1-3-3 共済・保険に対する満足度(Q35) 
 
 最後に、共済・保険に対する満足度である。図表 2-1-16 は、生命系・損害系の各項目につい

て第 1 位を濃く、第 2 位を薄くそれぞれ網掛けしている。 
‐世帯構造別の満足度に大きな差はみられない。 
‐「満足している／どちらかといえば満足している」に着目すると、生命系・損害系ともに、 
 夫婦のみ、親と同居の満足度が高い。 
‐生命系よりも損害系の満足度が高い。 
 

図表 2-1-16 共済・保険の総合的な満足度（世帯構造別） 
  

単身者 
夫婦 

のみ 

親と 

同居 

子

（孫）

と同居 

親と子

（孫） 

と同居 

その他 全体 

生 

命 

系 
満足している 11.6 13.6 11.0 11.1 11.0 15.5 11.9 

どちらかといえば満足している 69.1 68.1 71.4 69.3 68.3 64.8 69.1 

どちらかといえば不満である 16.6 16.9 14.6 17.8 19.2 17.1 17.0 

不満である 2.6 1.3 3.0 1.8 1.5 2.6 2.0 

満足している／どちらかといえば

満足している（合計） 
80.7  81.7  82.4  80.4  79.3  80.3  81.0  

損 

害 

系 

満足している 12.5 13.2 11.4 11.8 12.1 12.0 12.1 

どちらかといえば満足している 71.0 73.9 73.8 73.3 67.9 72.8 72.6 

どちらかといえば不満である 14.4 12.3 12.4 13.6 18.2 12.0 13.6 

不満である 2.0 0.7 2.4 1.4 1.8 3.2 1.6 

満足している／どちらかといえば

満足している（合計） 
83.5  87.1  85.2  85.1  80.0  84.8  84.7  
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（４）共働き、専業主婦および母子世帯の特徴、生活リスク・公的保障に対する意識と

共済・保険の加入実態 
 
1-4-1 共働き、専業主婦および母子世帯の基本属性 
 
①共働き世帯（回答者の 42.0%） 
 回答者は「女性」（57.3%）が多い。また、「40 歳代」（29.4%）が最も多く、「50 歳代」（26.1%）

が続く。「世帯員」（55.0%）が「世帯主」（45.0%）を上回り、主たる生計維持者は「本人」（43.8%）

よりも「配偶者」（54.2%）のほうが多い。 
 個人年収は「500 万円以上 1,000 万円未満」（20.7%）と「300 万円以上 500 万円未満」（20.6%）

がほぼ同じである。世帯年収は「500 万円以上 1,000 万円未満」（44.6%）が 5 割に近い。世帯

貯蓄は「1,000 万円以上」（18.6%）が最も多い。 
  
②専業主婦（主夫）世帯（回答者の 12.7%） 
 回答者は「男性」（84.7%）が大部分を占める。また、「60 歳代前半」（28.7%）が最も多く、

「世帯主」（85.0%）、生計維持者は「本人」（90.5%）がほとんどである。 
 個人年収は「500 万円以上 1,000 万円未満」（36.7%）が 4 割近くを占め、他の世帯構造と比

べて大きい。世帯年収は「500 万円以上 1,000 万円未満」（38.6%）、世帯貯蓄は「1,000 万円以

上」（25.4%）が最も多い。回答者のおよそ 8 割（77.1%）が正規雇用である。 
 
③母子世帯1（回答者の 1.7%） 
「40 歳代」（51.6%）が最も多く、「50 歳代」（20.0%）、「30 歳代」（18.9%）が続く。「未婚」

（10.5%）は少なく、「離別・死別」（89.5%）がほとんどを占める。同居家族は、「高校生・大学

生等の学生」（55.8%）が最も多く、「小学生・中学生」（43.2%）が続く。 
個人年収は「200 万円以上 300 万円未満」（28.4%）が最も多く、「300 万円未満」が 6 割（57.9%）

近い。世帯収入は「300 万円未満」（45.3%）が最も多く、世帯貯蓄は「ゼロ」が 1 割（9.5%）、

「100 万円未満」（ゼロ除く）は（35.8%）である。ローン残高は「100 万円未満」（31.0%）が

最も多く、住居形態は「賃貸一戸建て」、「賃貸マンション」および「賃貸アパート」が 5 割（49.5%）

を占める。正規雇用は 5 割（48.3%）である。 
 
  

                                                      
1 女性の一人親世帯（回答者の 3.0%）のうち、社会人の子を除いた世帯を母子世帯としている。 
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 図表 2-1-17 は、世帯構造別に 6 項目の属性を表示したレーダーチャートである。 
 

図表 2-1-17 世帯構造別の基本属性の比較（単位：%） 

①共働き世帯               ②専業主婦世帯 

  

③母子世帯 

 

 
1-4-2 生活リスクに対する不安と公的保障に対する意識(Q56) 
 
本人に対する日常生活の最大の不安項目についてみると、 
‐共働き世帯は「老後の生活費」（23.0%）、「本人が死亡した場合の家族の生活費用」

（15.4%）が多い。 
‐専業主婦世帯は「本人が死亡した場合の家族の生活費用」（26.4%）、「老後の生活費」

（19.5%）で、共働き世帯と順位が逆転する。 
‐母子世帯は「本人が死亡した場合の家族の生活費用」（23.2%）、「本人の老後の生活費用」

（20.0%）が多い。また、「ケガや病気で長期間働けなくなったときの生活費用」（13.7%）

と「子どもの教育費用」（12.6%）は、回答者全体（前者 9.3%、後者 4.2%）を上回る。 
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67.9
14.538.0

45.3

「20-49歳」
の割合

「世帯主」
の割合

「個人年収
300万円

未満」の割合

「世帯年収
500万円

以上」の割合

「世帯貯蓄
300万円

以上」の割合

「持ち家」
の割合

母子世帯 全体
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 1-4-3 必要な費用のイメージ(Q19～Q22) 
 
・葬儀費用 

‐共働き世帯は「100 万円未満」（47.4%）、専業主婦世帯は「100 万円以上 300 万円未満」

（51.0%）が最も多い。 
‐母子世帯は「100 万円未満」（64.2%）が最も多く、全体（51.8%）を大きく上回る。 

・短期入院費用 
‐共働き、専業主婦世帯は「5,000 円以上 1 万円未満」（共働き 36.8%、専業主婦 39.3%）が

最も多い。 
‐母子世帯は「5,000 円未満」（47.4%）が最も多く、全体（35.3%）を大きく上回る。 

・長期入院費用 
‐どの世帯も「10 万円未満」（共働き 64.2%、専業主婦 61.2%、母子 68.4%）が最も多い。 
‐「10 万円以上 30 万円未満」は専業主婦世帯（25.9%）が最も大きい。 

・介護費用 
‐どの世帯も「10 万円未満」（共働き 70.6%、専業主婦 69.5%、母子 74.7%）が最も多い。 
‐「10 万円以上 30 万円未満」は専業主婦世帯（23.5%）が最も大きい。 

 
図表 2-1-18 必要な費用のイメージ（共働き、専業主婦、母子世帯）（単位：%） 

 共働き世帯 専業主婦世帯 母子世帯 全体 

葬儀費用 ～100 万円 47.4 41.5 64.2 51.8 

100～300 万円 46.1 51.0 35.8 42.1 

300 万円～ 6.5 7.5 0.0 6.1 

短期入院費用 ～5,000 円 32.4 30.7 47.4 35.3 

5,000 円～1 万円 36.8 39.3 28.4 35.8 

1 万円～ 30.8 30.0 24.2 28.9 

長期入院費用 ～10 万円 64.2 61.2 68.4 66.2 

10～30 万円 23.6 25.9 17.9 22.1 

30 万円～ 12.2 12.8 13.7 11.7 

介護費用 ～10 万円 70.6 69.5 74.7 72.7 

10～30 万円 21.9 23.5 16.8 20.0 

30 万円～ 7.5 7.1 8.4 7.3 

 
1-4-4 公的保障（社会保障）に対する意識（Q53～Q55） 

 
図表 2-1-19 は、公的保障（社会保障）の認知を表す。年金・健康・介護の各項目について、

最も大きな割合を網掛けしている（以下、同様）。 
共働き世帯は、年金・健康・介護のいずれも「名前程度は知っている」が最も大きく、専業

主婦世帯（回答者は有業者）と比較すると、認知度は低いようである。 
母子世帯は、「内容まで詳しく知っている」と「知らない」の二極化がみられる。 
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図表 2-1-19 公的保障（社会保障）制度の認知（共働き、専業主婦、母子世帯）（単位：%） 

  共働き世帯 専業主婦世帯 母子世帯 全体 

年金 

内容まで詳しく知っている 7.9 11.0 9.5 8.3 

ある程度は知っている 45.2 52.0 37.9 43.4 

名前程度は知っている 32.1 25.2 29.5 30.7 

知らない 14.8 11.8 23.2 17.7 

健康 

内容まで詳しく知っている 10.6 11.7 14.7 10.8 

ある程度は知っている 54.2 57.8 52.6 52.2 

名前程度は知っている 25.7 21.2 20.0 25.5 

知らない 9.5 9.4 12.6 11.4 

介護 

内容まで詳しく知っている 6.8 6.86.8 8.4 6.6 

ある程度は知っている 40.3 45.5 38.9 38.2 

名前程度は知っている 41.4 38.6 34.7 41.0 

知らない 11.5 9.1 17.9 14.2 

 
年金・健康・介護にかかわらず、制度の将来に対する意識にも似たような傾向がみられる。 
共働き世帯よりも専業主婦世帯のほうが、将来制度が「多少悪くなっている／悪くなってい

る」（年金 74.1%、健康 72.5%、介護 65.6%）の割合が大きい。 
母子世帯は、「良くなっている」「多少良くなっている」の割合が最も大きい一方、「わからな

い」も最も大きい。 
 

図表 2-1-20 公的保障（社会保障）制度の将来に対する意識 

（共働き、専業主婦、母子世帯）（単位：%） 
  共働き世帯 専業主婦世帯 母子世帯 全体 

年金 

良くなっている 1.6 2.0 2.1 1.7 

多少良くなっている 5.6 4.6 6.3 5.2 

多少悪くなっている 20.8 26.9 21.1 19.9 

悪くなっている 46.6 47.1 36.8 44.6 

わからない 25.5 19.3 33.7 28.6 

多少悪くなっている／悪くなっている（合計） 67.3 74.1 57.9 64.5 

健康 

良くなっている 1.0 1.2 2.1 1.1 

多少良くなっている 6.7 5.6 8.4 6.3 

多少悪くなっている 26.6 29.3 20.0 24.5 

悪くなっている 39.0 43.2 37.9 38.1 

わからない 26.8 20.7 31.6 30.0 

多少悪くなっている／悪くなっている（合計） 65.6 72.5 57.9 62.6 

介護 

良くなっている 1.1 1.0 3.2 1.1 

多少良くなっている 6.6 8.1 8.4 6.7 

多少悪くなっている 20.5 24.5 15.8 19.3 

悪くなっている 40.7 41.1 32.6 38.6 

わからない 31.0 25.4 40.0 34.3 

多少悪くなっている／悪くなっている（合計） 61.2 65.6 48.4 57.8 
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私的保障加入時における公的保障（社会保障）の意識については、以下の傾向がみられる。

共働き世帯よりも専業主婦世帯のほうが、年金・健康・介護にかかわらず、公的保障を考えて

私的保障に加入している。母子世帯は、年金・健康・介護のすべてにおいて、「意識しなかっ

た」が最も大きい。ただし、介護については「よく考えて選んだ」（9.5%）も最も大きい。 
 

図表 2-1-21 私的保障加入時における公的保障（社会保障）の意識 

（共働き、専業主婦、母子世帯）（単位：%） 
  共働き世帯 専業主婦世帯 母子世帯 全体 

年金 
よく考えて選んだ 8.9 12.4 9.5 8.7 

多少考えて選んだ 28.6 31.7 24.2 26.5 

意識しなかった 62.5 55.9 66.3 64.8 

健康 
よく考えて選んだ 9.4 12.4 11.6 10.7 

多少考えて選んだ 31.1 33.6 27.4 26.2 

意識しなかった 59.6 54.0 61.1 63.1 

介護 
よく考えて選んだ 6.2 7.9 9.5 6.1 

多少考えて選んだ 22.5 25.5 12.6 19.9 

意識しなかった 71.3 66.6 77.9 74.1 

 
1-4-5 ライフプランの作成経験(Q59) 
 
 ライフプランの作成経験について、「ある」と回答した割合は、共働き世帯（25.4%）と専業

主婦世帯（24.9%）はほぼ同じである。母子世帯（28.4%）は、全体（20.0%）を大きく上回っ

ている。 
 図表 2-1-22 は、ライフプラン作成のきっかけについて、上位 10%を濃く、10～20%をやや

濃く、20～40%を薄く網掛けしている。 共働き世帯は「結婚」（23.8%）、専業主婦世帯は「退

職準備または退職」（20.8%）、母子世帯は「子どもの成長・進学」（40.7%）が最も多い。 
 

図表 2-1-22 ライフプラン作成の経験ときっかけ（複数回答） 

（共働き、専業主婦、母子世帯）（単位：%） 
 共働き世帯 専業主婦世帯 母子世帯 全体 

作成経験あり 25.4 24.9 28.4 20.2 

特になし 18.7 19.7 29.6 22.4 

結婚 23.8 16.2 7.4 18.0 

子どもの成長・進学 20.4 15.6 40.7 15.6 

就職活動または就職 7.0 8.7 0.0 12.7 

住宅購入 15.9 10.4 11.1 12.2 

退職準備または退職 11.3 20.8 0.0 11.7 

出産 15.2 13.9 14.8 11.5 

再就職または転職 7.5 10.4 3.7 10.1 

その他 6.7 7.5 11.1 7.2 

病気・ケガ・入院 5.5 6.4 11.1 6.8 

親の老い 4.5 2.3 0.0 5.1 

恋愛 1.5 2.3 0.0 2.2 
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1-4-6 共済・保険加入率(Q24) 
 
  共働き世帯（88.9%）、専業主婦世帯（91.4%）および母子世帯（82.1%）の共済・保険加入

率は、それぞれ全体（80.3%）を上回っている。  
‐共働き世帯は、「医療」（60.9%）、「学資」（12.6%）、「自動車」（60.8%）の加入率が高い。 
‐専業主婦世帯は、「死亡」（69.6%）、「がん」（41.1%）、「学資」（12.7%）、「自動車」

（69.2%）、「地震」（23.2%）の加入率が高い。 
‐母子世帯は、「休業」（8.4%）、「学資」（17.9%）、「養老」（15.8%）、「自転車」（15.8%）、 

「賠償責任」（17.9%）の加入率が高い。 
 

図表 2-1-23 保障（補償）タイプ別加入率（共働き、専業主婦、母子世帯）（単位：%） 

  共働き世帯 専業主婦世帯 母子世帯 全体 

生 命 系 

死亡 63.0 69.6 55.8 48.2 

がん 38.2 41.1 30.5 30.8 

医療 60.9 58.2 55.8 51.9 

年金 17.9 19.2 16.8 16.5 

休業 5.4 5.0 8.4 4.6 

介護 4.4 4.0 4.2 3.8 

学資 12.6 12.7 17.9 7.8 

養老 8.1 5.9 15.8 7.0 

全体 85.2 87.2 77.9 74.3 

損 害 系 

自動車 60.8 69.2 54.7 51.6 

火災 40.7 53.7 34.7 33.2 

地震 15.3 23.2 15.8 12.4 

自然災害 6.4 6.2 2.1 4.8 

自転車 10.1 11.2 15.8 8.3 

賠償責任 10.8 11.2 17.9 8.3 

全体 68.5 77.4 64.2 60.5 

共済・保険 88.9 91.4 82.1 80.3 
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1-4-7 共済・保険の掛金・保険料と保障額(Q33) 
 
  図表 2-1-24 は、共済・保険の掛金・保険料と生命系の保障額（受取額）の平均値、中央値、

最頻値を表す。 
  ‐専業主婦世帯の保険料・掛金、各保障額（いずれも生命系）は、全世帯のそれを上回る。 
‐母子世帯の保険料・掛金、保障額（いずれも生命系）は、要介護時の受取額を除き全世帯

のそれを下回っている。なかでも、死亡時の受取額は平均 995 万円で、全体の平均 1,870
万円の 5 割強に過ぎない。 

‐共働き世帯と専業主婦世帯を比べると、専業主婦世帯のほうが保険料・掛金が多く、受取

額も大きい。 
 ‐損害系の保険料・掛金についてみると、母子世帯、専業主婦世帯、共働き世帯の順で大き

くなり、共働き世帯は全体を上回っている。 
 

図表 2-1-24 共済・保険の掛金・保険料と保障額（共働き、専業主婦、母子世帯） 
   共働き世帯 専業主婦世帯 母子世帯 全体 

生 

命 

系 

 

保険料・掛金 

（月額：円） 

度数 1,901 577 72 3,925 

平均値 17,178 19,552 14,944 15,563 

中央値 11,000 12,000 10,000 10,000 

最頻値 10,000 10,000 10,000 10,000 

傷病入院時の受取額 

（日額：円） 

度数 1,847 556 69 3,762 

平均値 8,481 9,024 7,732 8,498 

中央値 5,000 6,000 5,000 5,000 

最頻値 5,000 5,000 5,000 5,000 

死亡時の 

受取額（万円） 

度数 1,628 530 68 3,307 

平均値 1,953 2,261 995 1,870 

中央値 1,000 1,000 500 800 

最頻値 1,000 1,000 300 1,000 

要介護時の 

受取額 

（月額：円） 

度数 539 149 10 1,035 

平均値 81,297 93,826 109,000 78,972 

中央値 50,000 50,000 55,000 50,000 

最頻値 10,000 10,000 10,000 10,000 

損 

害 

系 

自動車 

保険料・掛金 

（年額：円） 

度数 1,345 455 48 2,681 

平均値 62,470 59,744 49,179 60,517 

中央値 49,000 50,000 44,000 48,000 

最頻値 30,000 30,000 30,000 30,000 

火災 

保険料・掛金 

（年額：円） 

度数 1,223 424 38 2,411 

平均値 64,554 53,787 37,841 58,669 

中央値 28,000 24,000 15,100 24,000 

最頻値 10,000 10,000 10,000 10,000 
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1-4-8 共済・保険に対する満足度(Q35) 
 

総合的な満足度についてみると、生命系については、専業主婦世帯の満足度が全体と比べてや

や低いようである。損害系については、母子世帯の満足度が全体と比べて高い。 
‐母子世帯は、生命系について「満足している／どちらかといえば満足している」（81.1%）が 
最も大きいが、「不満である」（4.1%）も最も大きい。 

‐母子世帯は、損害系について「満足している」（16.4%）が最も多い反面、「不満である」（1.6%）

も最も大きい。 
‐共働き世帯と専業主婦世帯を比較すると、生命・損害系いずれも、共働き世帯のほうが満足度

は高いようである。 

 
表 2-1-25 共済・保険の総合的な満足度（共働き、専業主婦、母子世帯） 

 共働き世帯 専業主婦世帯 母子世帯 全体 

生 

命 

系 

満足している 12.3 9.9 12.2 11.9 

どちらかといえば満足している 68.4 68.4 68.9 69.1 

どちらかといえば不満である 17.9 19.0 14.9 17.0 

不満である 1.4 2.6 4.1 2.0 

満足している／どちらかといえば

満足している（合計） 
80.7 78.3 81.1 80.9 

損 
害 

系 

満足している 12.6 11.2 16.4 12.1 

どちらかといえば満足している 72.6 72.4 72.1 72.6 

どちらかといえば不満である 13.7 15.1 9.8 13.6 

不満である 1.1 1.3 1.6 1.6 

満足している／どちらかといえば

満足している（合計） 
85.2 83.6 88.5 84.8 
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２．非正規勤労者の公的保障に対する意識と共済・保険の加入実態 

 
（１）雇用形態の基本属性 
 
 本調査の回答者は、正規勤労者2（以下「正規」とする）が 59.6%（2,891 人）であるのに対し

て、非正規勤労者3（以下「非正規」とする）が 40.4%（1,956 人）である。ここでは、初めに雇

用形態別に正規、非正規の概要を確認し、つぎに、非正規を職業別に分類し概観する。なお、詳

細は図表 2-2-11 職業別基本属性にて、正規・非正規および職業について集計している。 
 正規、非正規について性別をみると、男性は 79.7%が正規であり、20.3%が非正規となってい

る。また非正規男性の職業では、「契約社員」（32.5%）、「アルバイト」（30.4%）が多い。女性は

41.1%が正規であり、58.9%が非正規である。非正規女性の職業では「パートタイマー」（60.2%）

が多い。 
 年齢では、60 歳代前半を除いて、20 歳代から 50 歳代で正規が 6 割前後（57.9%～66.7%）で

あるのに対して、非正規が 4 割前後（33.3%～42.1%）となる。60 歳代では正規と非正規の割合

が逆転し、非正規が 61.7%、正規が 38.3%となっている。 
 婚姻状況について、正規・非正規間で比較すると、図表 2-2-1 にあるように相違はあまりなく、

正規では、「未婚」（36.7%）、「既婚」（56.1%）、「離別・死別」（7.2%）、非正規では、「未婚」（35.7%）、

「既婚」（52.4%）、「離別・死別」（11.9%）となっている。 
 

図表 2-2-1 婚姻状況（正規・非正規）（単位：%）4 

 

 

主たる生計維持者は、図表 2-2-2 にあるように正規では「自分自身」（71.9%）が最も多く、つ

いで「親」（13.9%）、「配偶者」（13.1%）である。非正規では「配偶者」（41.7%）が最も多く、

次いで「自分自身」（36.1%）、「親」（19.5%）となっている。この相違は非正規に占める女性の

割合が大きく、また、「パートタイマー」が多いことが影響していると考えられる。 

                                                      
2 本調査では、役員を除く正社員を正規勤労者としている。 
3 ここでは、非正規勤労者をパートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者、嘱託としている。な

お、会社役員、自営業、内職およびその他の回答は除外している。 
4 割合については、小数点以下第二位を四捨五入しているため若干のずれがある。なお、これ以降の図表

についても同様である。 

未婚 既婚 離別・死別

正 規 36.7 56.1 7.2

非正規 35.7 52.4 11.9

0.0

20.0

40.0

60.0
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図表 2-2-2 主たる生計維持者（正規・非正規）（単位：%） 

 

 配偶者の職業について見ると、図表 2-2-3 のように正規・非正規共に正規（「正社員」）が最

も多いが、その割合には相違があり、正規では 37.6%、非正規では 59.3%である。正規では

「パートタイマー」（22.5%）、「専業主婦・主夫」（21.3%）とつづく。一方、非正規では「自

営業・内職」（7.7%）、「パートタイマー」（5.6%）となっている。 
 

図表 2-2-3 配偶者の職業（正規・非正規）（単位：%） 

 

 

 個人年収では、「答えたくない・わからない」などを除いた有効回答のみを集計すると、図表

2-2-4 のように正規では「300～500 万円」（39.4%）が最多となり、「500～1,000 万円」（33.2%）

とつづく。非正規では「100～200 万円」（38.3%）が最多となり、ついで「100 万円未満」（31.9%）

となる。個人年収では正規・非正規間で大きな差があり、非正規では 300 万円未満が 89.0%と

なり、正規では 300 万円以上が 76.7%となっている。 

世帯年収を個人年収と同様に「答えたくない・わからない」などを除いた有効回答のみを集計

すると、図表 2-2-5 のように、正規・非正規間で個人年収ほどの相違はない。非正規よりも正規

の世帯所得が大きいことが示されているが、傾向はほぼ同じである。正規では「500～1,000 万

円」（48.8%）が最多となり、「300～500 万円」（26.6%）とつづき、非正規では、「300～500 万

円」（31.0%）が最多となり、ほぼ同じ水準で「500～1,000 万円」（30.9%）となる。300 万円未

満では正規 9.6%に対し非正規は 32.4%となる。なお、世帯類型で子などと同居の 2 世代、3 世

代同居について、世帯所得 300 万円未満をみると、正規では 3.9%、非正規では 15.6%となる。

非正規世帯での低所得の割合が大きいことが示される。 

自分自身 配偶者 親 子 その他

正 規 71.9 13.1 13.9 0.3 0.7

非正規 36.1 41.7 19.5 0.9 1.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

正社員
パートタ

イマー

アルバイ

ト
契約社員

派遣労働

者
嘱託 会社役員

自営業・

内職

専業主

婦・主夫
その他

正 規 37.6 22.5 2.8 2.8 0.7 0.3 1.6 2.8 21.3 7.6

非正規 59.3 5.6 2.9 4.9 0.8 1.5 3.3 7.7 5.6 8.5

0.0

20.0

40.0

60.0
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図表 2-2-4 個人年収（有効回答のみ）（正規・非正規）（単位：%） 

 
  

 
なお、個人年収との傾向の相違は、非正規における主たる生計維持者が「配偶者」（41.7%）、

「親」（19.5%）など「自分自身」以外が 63.9%であることによると考えられる。 

 

図表 2-2-5 世帯年収（有効回答のみ）（正規・非正規）（単位：%） 

 

世帯貯蓄について「答えたくない・わからない」などを除いた有効回答のみを集計すると、図

表 2-2-6 のように、正規では、「1,000 万円以上」（26.4%）が最多であり、次いで「100 万円未

満」22.4%とつづく。非正規では、「100 万円未満」（32.9%）が最多であるが、その一方で、「1,000
万円以上」（19.8%）がつづく。非正規における世帯貯蓄が多い職業は、「パートタイマー」（53.3%）、

「契約社員」（28.1%）となる。さらに年代性別で分類すると、「パートタイマー」は「女性 30～
60 歳代」が 93.7%を占めており、その中で「主たる生計維持者」が「配偶者」の割合はそれぞ

れ約 8 割程度である。このことから、「パートタイマー」における世帯貯蓄が多い回答の理由は、

「配偶者」による影響が大きいことが推定される。同様に「契約社員」は「男性 60 歳代」が 32.3%
を占めており、退職金などが考えられる。 
  

100万円未満 100～200万円 200～300万円 300～500万円 500～1,000万円 1,000万円以上

正 規 1.0 6.1 16.2 39.4 33.2 4.1

非正規 31.9 38.3 18.8 8.4 2.4 0.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

100万円未満 100～200万円 200～300万円 300～500万円 500～1,000万円 1,000万円以上

正 規 0.7 1.8 7.1 26.6 48.8 15.1

非正規 3.5 12.1 16.8 31.0 30.9 5.6
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30.0

40.0
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なお、「貯蓄なし」は、正規 5.4%、非正規 10.2%である。金融広報中央委員会による「家計の

金融行動に関する世論調査（二人以上世帯調査）2017 年」 では、金融資産非保有世帯比率（貯

蓄なし）が 31.2%である。二人以上世帯に対する調査であることに注意が必要であるが本調査は

「貯蓄なし」の割合が低い傾向にあることが示されている。 
 

図表 2-2-6 世帯貯蓄（有効回答のみ）（正規・非正規）（単位：%） 

 

 

 ローンの有無およびローンの種類について、「答えたくない・わからない」などを除いた有効

回答のみを集計したものが図表 2-2-7 であるが、正規・非正規間で同様の傾向があり、「ローン

なし」が最多で、正規では 47.3%、非正規では 57.0%となる。ついで「住宅ローン」、「自動車ロ

ーン」とつづき、それぞれ、正規では 28.8%、14.7%、非正規では 21.1%、11.8%である。「住宅

ローン」では、正規・非正規間での差が大きい。 
なお、「家計の金融行動に関する世論調査 2017 年」では、借入金がある世帯の割合が 39.7%

となっており、貯蓄と同様に二人以上世帯であることに注意が必要であるが、本調査のローン

（借入金）の割合が多い傾向にあることが示されている。 
 

図表 2-2-7 ローンの種類（複数回答）（有効回答のみ）（正規・非正規）（単位：%） 

 

 
 

  

100万円未満
100～200万

円

200～300万

円

300～500万

円

500～1,000

万円

1,000万円以

上
なし

正 規 22.4 11.0 8.2 12.1 14.6 26.4 5.4

非正規 32.9 11.3 6.7 8.7 10.4 19.8 10.2
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ローン残高について「ローンなし」などを除いた有効回答のみでは、図表 2-2-8 のように正規・

非正規ともに、「1,000 万円以上」が最多で正規では 48.6%、非正規では 31.4%となる。正規で

は「500～1,000 万円」（14.6%）、「100～200 万円」（12.0%）とつづく。非正規では「100 万円

未満」（23.0%）、「100～200 万円」（15.5%）となる。なお、「1,000 万円以上」の内容は、正規

では 98.4%、非正規では 98.8%が「住宅ローン」である。「100 万円未満」の内容は、「自動車ロ

ーン」の回答が正規・非正規ともに多く、正規では 62.7%、非正規では 49.6%となる。ついで

「消費者金融からのローン」が正規 20.9%、非正規 29.9%となっている。 
  

 
図表 2-2-8 ローン残高（有効回答のみ）（正規・非正規）（単位：%） 

 

 

以下では、非正規の職業について、①パートタイマー、②アルバイト、③契約社員、④派遣

労働者、⑤嘱託に分類し詳細を確認する。なお、数値は、条件にもとづいて算出している場合

があり、図表に掲載していないものもある。 

 

①パートタイマー 

‐女性が 91.7%と大半を占めている。 
‐個人年収 200 万円未満が約 8 割である。その一方で、世帯年収では「400～500 万円」が最

多となる。主たる生計維持者が「配偶者」のためと考えられる。 
‐「共働き」が全体で 6 割程度と多い。 
 

 回答者は「女性」が 91.7%と圧倒的多く、性別年代では「女性 40 歳代」（25.9%）、「女性 50
歳代」（25.5%）、「女性 30 歳代」（15.3%）である。業種では「その他サービス業」（28.3%）、「卸

売業・小売業・飲食サービス業」（26.9%）、「医療、福祉、教育・学習支援」（21.3%）となる。

個人年収は、「答えたくない・わからない」（11.0%）を含めて、「100 万円未満」（40.3%）、「100
～200 万円」（40.1%）、「200～300 万円」（6.1%）であり、300 万円未満で 86.5%を占めている。

なお、所得税負担、扶養家族等で問題となる 103 万円以下については、無回答が 59.9%を占め

ているので参考程度であるが、103 万円以下が 10.3%、103 万円超が 29.8%であり、無回答を除

いた有効回答でみると 103 万円以下は 25.6%と約 4 分の 1 程度となっている。 
世帯年収は「400～500 万円」（12.8%）、「300～400 万円」（11.4%）、「200～300 万円」（10.1%）

100万円未満 100～200万円 200～300万円 300～500万円
500～1,000万

円
1,000万円以上

正 規 10.6 12.0 6.9 7.4 14.6 48.6

非正規 23.0 15.5 9.0 7.5 13.6 31.4
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であり、個人年収を上回っているが、主たる生計維持者について「自分自身」の回答が 22.4%と

低く、主たる生計維持者が「配偶者」（62.7%）、「親」（12.2%）であることに要因があると考え

られる。 
 世帯貯蓄では、有効回答についてみると「100 万円未満」（30.1%）、「100～200 万円」（11.6%）

であり、「なし」も 9.2%であるが、その一方で、「1,000 万円以上」が 11.0%である。世帯ローン

残高については、「答えたくない・わからない」「不明」が 72.2%あるが、それを除いた有効回答

をみると「100 万円未満」（17.0%）、「100～200 万円」（14.8%）と残高が低い回答が多いが、

「1,000 万円以上」も 37.3%ある。これは「住宅ローン」があるとの回答とほぼ一致することか

ら、「住宅ローン」によるものと考えられる。 
 世帯類型では、子、孫との同居である「2 世代同居」（43.3%）が最も多く、ついで「夫婦のみ」

（22.2%）である。世帯構造では、「共働き」（62.5%）が最も多く、ついで主たる生計維持者が

家族などである「その他」（31.2%）である。なお、社会人の子どもを除く母子世帯、父子世帯に

ついてみると、母子世帯のみの回答が 29 人あり、本調査全体では回答数が 95 人より、母子世

帯における「パートタイマー」の割合は 30.5%占めていることがわかる。また、年収との関係を

見ると、「答えたくない・わからない」（13.8%）を含めて、「100～200 万円」（44.8%）、「200～
300 万円」（20.7%）、「100 万円未満」（17.2%）と 300 万円未満が 82.8%となる。さらに世帯年

収では「答えたくない・わからない」が 13.8%から 20.7%、「300～400 万円」が 3.4%から 10.3%
と増加するが、他は「100～200 万円」（34.5%）、「200～300 万円」（20.7%）、「100 万円未満」

（10.2%）と 300 万円未満が 65.5%と若干収入が増加しているが全体の傾向は同様である。子ど

もがアルバイトなどで働くことができる年齢になれば、世帯所得が若干増加する傾向にあるこ

とが見て取れるが、厳しい所得環境にあると言えよう。  
 
②アルバイト 
‐性別による相違はそれほど大きくないが、若い年代が多い傾向にある。 
‐個人年収は、300 万円未満が 8 割近くを占める。また、世帯年収が個人年収を上回っている

が、主たる生計維持者が「本人」3 割程度に対して、「親」の回答が約 4 割あるためと考え

られる。 
‐世帯貯蓄が他の職業と比べ低い傾向にある。 
 

 回答者は、「女性」（56.8%）が「男性」（43.2%）を上回る。性別年代別でみると、「女性 20 歳

代」（21.8%）、「男性 20 歳代」（19.9%）、「女性 30 歳代」（12.7%）とつづき、若い年代ほど多

く、年代があがると減少する傾向がある。業種別でみると、「その他サービス業」（39.6%）、「卸

売業・小売業・飲食サービス業」（30.8%）、「医療、福祉、教育・学習支援」（10.6%）である。

個人年収は、「答えたくない・わからない」（14.5%）を含めて、「100 万円未満」（35.3%）、「100
～200 万円」（33.8%）、「200～300 万円」（12.4%）であり、300 万円未満で 81.5%を占めてい

る。 
なお、103 万円以下については、無回答が 66.2%を占めているので参考程度であるが、有効回答

でみると 103 万円以下は 12.5%、103 万円超は 87.5%である。「パートタイマー」ほど個人年収

103 万円は意識されていないようである。 
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 世帯年収は、「答えたくない・わからない」が 29.8%に達し、個人年収のほぼ倍近い数値とな

っている。これは世帯類型で親との同居である「世代同居」が 36.9%、子や孫との同居である「2
世代同居」が 13.6%あり、また、主たる生計維持者でも「親」が 43.5%を占めている。そのため

家族の所得が分からないためと推定することができよう。この不明等を含めて、世帯年収は「100
～200 万円」（13.6%）、「200～300 万円」、「300～400 万円」がともに 13.0%である。全体とし

て個人年収を上回っているが、主たる生計維持者について「自分自身」の回答が 33.8%に対して、

「親」（43.5%）、「配偶者」（18.4%）であることが要因と考えられる。 
世帯貯蓄は、「答えたくない・わからない」（44.4%）を除いた有効回答についてみると「100

万円未満」（45.7%）、「100～200 万円」（10.9%）であり、「なし」も 12.0%である。全体的に「パ

ートタイマー」よりも少ない傾向にある。「パートタイマー」よりも年齢が若いことが影響して

いるとみることもできよう。その一方で「1,000 万円以上」が 10.3%となっている。回答数が 19
人と少ないことを考慮する必要もあるが、世帯貯蓄「1,000 万円以上」を性別年代で分類すると、

「60 歳代」が男性では 60.0%、女性では 50.0%を占めており、高額貯蓄には退職金などが考え

られる。ただ、女性の中では、40 歳代が 35.7%であることにも注意が必要であろう。 
世帯ローン残高については、「答えたくない・わからない」「不明」が 81.0%あるが、それを除

いた有効回答をみると「100 万円未満」（39.7%）、「100～200 万円」（11.1%）とローン残高はそ

れほど多くない印象をもつが、「1,000 万円以上」も 22.2%ある。世帯ローン残高が「1,000 万円

以上」の回答と「住宅ローン」を保有する回答が一致しているので、「住宅ローン」によるもの

と考えられる。世帯類型では、親との同居である「世代同居」（36.9%）が最も多く、ついで「夫

婦のみ」（19.3%）である。世帯構造では、生計維持者が家族、パートナーなどである「その他」

（75.2%）が最も多く、ついで「共働き」（19.6%）である。 
なお、社会人の子どもを除く母子世帯、父子世帯についてみると、母子世帯の回答が 5 人、父

子世帯が 2 人であり、本調査全体では回答数がそれぞれ 95 人、8 人より、母子世帯における「ア

ルバイト」の割合は 5.3%、父子世帯では 25.0%となる。 
 
③契約社員 
‐女性の 40 歳代、50 歳代が多い。 
‐個人年収は、パートタイマー、アルバイトよりも多い傾向にある。また、世帯貯蓄 1,000 万円

以上の回答が 25%と多い。 
 

 回答者は「女性」（59.7%）が「男性」（40.3%）より多く、性別年代別でみると、「男性 60 歳

代」（15.8%）、「女性 40 歳代」（15.3%）、「女性 50 歳代」（14.2%）とつづき、女性の 40、50 歳

代が多く、男性は 60 歳代を除いて少ない。業種では「その他サービス業」（26.8%）、「製造業・

建設業・鉱業」（20.3%）、「医療、福祉、教育・学習支援」（18.9%）である。個人年収は、「答え

たくない・わからない」（11.1%）を含めた全体では、「200～300 万円」（35.3%）、「100～200 万

円」（22.9%）、「300～400 万円」（14.5%）であり、400 万円未満では 77.1%を占めている。な

お、103 万円以下については、無回答が 77.1%を占めているので参考程度であるが、無回答を除

いた有効回答でみると 103 万円以下は 10.3%、103 万円超は 89.7%である。「アルバイト」同様

に「パートタイマー」ほど個人年収 103 万円は意識されていないようである。 
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世帯年収は、「答えたくない・わからない」が 20.5%あり、「アルバイト」同様に個人年収のほ

ぼ倍近い数値となっている。その理由として、世帯類型で子や孫との同居である「2 世代同居」

が 21.8%、親との同居である「世代同居」が 20.5%あることから、「配偶者」「親」といった家族

の所得が分からないためと推定することができるが、「アルバイト」ほど明確にはならない。こ

の不明等を含めて、世帯年収は「200～300 万円」「300～400 万円」はともに 16.1%、「400～500
万円」（11.1%）となっている。 

世帯貯蓄は、「答えたくない・わからない」（30.5%）を除いた有効回答についてみると「100
万円未満」（28.8%）、「100～200 万円」（11.7%）であり、「なし」も 11.0%あるが、「1,000 万円

以上」（25.3%）も多い。世帯貯蓄「1,000 万円以上」を性別年代で分類すると、男性の中では「60
歳代」（66.7%）が最多であることから、退職金などが考えられる、女性の中では、「50 歳代」

（28.6%）、「40 歳代」、「60 歳代」ともに 25.7%であり、男性ほど年代による偏りはない。 
世帯ローン残高については、「答えたくない・わからない」「不明」が 73.2%あるが、それを除

いた有効回答をみると「1,000万円以上」（32.4%）が最多となる。ついで「100万円未満」（20.6%）、

「200～300 万円」（15.7%）、「100～200 万円」（12.7%）である。世帯ローン「1,000 万円以上」

では「住宅ローン」があるとの回答と 97.0%一致する。さらに住居形態をみると、「持ち家一戸

建て」「分譲マンション」が 97.0%となることから、「住宅ローン」によると考えられる。 
 世帯類型では、「単独者」（25.5%）が最も多く、ついで、子、孫との同居である「2 世代同居」

（21.8%）、親との同居である「世代同居」（20.0%）、「夫婦のみ」（19.5%）となる。世帯構造で

は、生計維持者が家族などである「その他」（53.7%）が最も多く、ついで「共働き」（35.5%）

である。なお、社会人の子どもを除く母子世帯、父子世帯についてみると、母子世帯の回答が 11
人、父子世帯が 1 人であるため、母子世帯における「契約社員」の割合は 11.6%、父子世帯では

12.5%となる。 
 
④派遣労働者 
‐女性の割合が 7 割と多い。女性の年代別では 60 歳代を除き差は少ない。 
‐他の職業と異なり、業種で「運輸業・情報通信業」が 1 割程度ある。 
‐個人年収は契約社員と同様の傾向を持つ。 
 

回答者は「男性」が 27.9%、「女性」が 72.1%であり、性別年代では「女性 30 歳代」（19.2%）、

「女性 40 歳代」（18.3%）、「女性 50 歳代」（15.9%）、「女性 20 歳代」（14.9%）とつづき、女性

は「60 歳代」を除き、比較的平均している。また、男性も「60 歳代」を除き、4.8%～8.7%とな

っている。業種では「製造業・建設業・鉱業」（31.3%）、「その他サービス業」（23.6%）、「運輸

業・情報通信業」（12.0%）である。個人年収は、「答えたくない・わからない」（17.8%）を含め

て、「200～300 万円」（35.1%）、「100～200 万円」（25.0%）、「300～400 万円」（8.7%）であり、

400 万円未満が 75.5%を占めており、「契約社員」と同様の傾向をもつ。なお、103 万円以下に

ついては、無回答が 75.0%を占めているので参考程度であるが、無回答を除いた有効回答でみる

と 103 万円以下は 5.8%、103 万円超は 94.2%となり、個人年収 103 万円は意識されていない。 
世帯年収は、「答えたくない・わからない」が 23.6%あるが、この不明等を含めて、世帯年収

は「200～300 万円」（21.2%）、「100～200 万円」（12.0%）、「300～400 万円」（11.1%）、「400～
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500 万円」（10.6%）となっている。 
世帯貯蓄は、「答えたくない・わからない」（37.5%）を除いた有効回答についてみると「100

万円未満」が 36.9%、「100～200 万円」が 10.0%であり、「なし」も 12.3%と他の業種と比較し

て相対的に低い。また、「1,000 万円以上」も 9.2%と少ない。 
世帯ローン残高については、「答えたくない・わからない」「不明」が 74.0%あるが、それを除

いた有効回答をみると「100 万円未満」（40.7%）、「100～200 万円」（27.8%）であるが、「1,000
万円以上」も 16.7%である。世帯ローン「1,000 万円以上」は「住宅ローン」があるとの回答と

一致するため、「住宅ローン」によると考えられる。 
 世帯類型では、「単独者」（30.8%）が最も多く、ついで、親との同居である「世代同居」（29.3%）、

子、孫との同居である「2 世代同居」（16.3%）、「夫婦のみ」（14.4%）となる。世帯構造では、

生計維持者が家族などである「その他」（73.6%）が最も多く、ついで「共働き」（24.5%）であ

る。なお、社会人の子どもを除く母子世帯の回答が 4 人となることから、母子世帯における「派

遣労働者」の割合は 4.2%となる。 
 
⑤嘱託 
‐男性 60 歳代が 7 割を占める。 
‐世帯貯蓄が他の職業よりも多く、1,000 万円以上が 3 割以上いる。 
‐回答数が他の職業と比較して少ないことを考慮する必要がある。 
 

回答数は 63 人と少なく、非正規全体に対する割合も 3.2%と低いことに留意する必要がある

が、「男性」が 58.1%、「女性」が 41.9%であり、男性では「60 歳代」（69.4%）が最も多く、女

性では、「20 歳代」が 26.9%、「30 歳代」がやや少なく 15.4%、他は 19.2%で同じである。業種

では「その他サービス業」（24.2%）、「製造業・建設業・鉱業」、「医療、福祉、教育・学習支援」

がともに 21.0%である。個人年収は、「答えたくない・わからない」8.1%を含めて、「100～200
万円」「200～300 万円」がともに 24.2%となっている。 

世帯年収は、「答えたくない・わからない」が 12.9%あるが、この不明等を含めて、世帯年収

は「200～300 万円」「300～400 万円」が 12.9%と最多であり、「100～200 万円」「400～500 万

円」「500～600 万円」がそれぞれ 9.7%である。 
世帯貯蓄は、「答えたくない・わからない」（30.6%）を除いた有効回答についてみると「100

万円未満」が 30.2%、「100～200 万円」が 9.3%であり、「なし」も 7.0%であるのに対して、「1,000
万円以上」（32.6%）が最多であり、ばらつきが大きいことが示されている。世帯ローン残高につ

いては、「答えたくない・わからない」「不明」（69.4%）を除くと、件数が数件程度となり参考程

度になるが、全金額に平均してあると言えよう。 
 世帯類型では、「夫婦のみ」、子、孫との同居である「2 世代同居」が 25.8%であるが、他も

11.3%～14.5%の間にあり、回答が平均している。世帯構造では、「共働き」が 45.2%、生計維持

者が家族などの「その他」が 33.9%となっている。なお、社会人の子どもを除く母子世帯、父子

世帯はない。 
 図表 2-2-9、2-2-10 は、職業別の個人年収および世帯年収を視覚的に比較しやすいように、有

効回答のみについてまとめている。 
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図表 2-2-9 個人年収（有効回答のみ）（職業別）（単位：%） 

 
 

図表 2-2-10 世帯年収（有効回答のみ）（職業別）（単位：%） 
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図表 2-2-11 職業別の基本属性（単位：%） 

  

雇用形態 非正規 

度数 正規 非正規 度数 
パート 

タイマー 

アルバ

イト 

契約 

社員 

派遣 

労働者 
嘱託 

TOTAL 4,847 59.6 40.4 1,956  49.8  16.9  19.4  10.6  3.2  

＜性＞          

 男性 2,324 79.7 20.3 471  17.2  30.4  32.5  12.3  7.6  

 女性 2,523 41.1 58.9 1,485  60.2  12.7  15.3  10.1  1.8  

＜年齢＞          

 20-29 歳 950 62.8 37.2 353  31.7  39.1  15.3  11.6  2.3  

 30-39 歳 1112 66.7 33.3 370  44.3  18.9  20.0  14.9  1.9  

 40-49 歳 1268 61.6 38.4 487  55.6  13.6  17.7  11.5  1.6  

 50-59 歳 969 57.9 42.1 408  62.3  6.1  18.6  10.8  2.2  

 60-64 歳 548 38.3 61.7 338  51.5  9.5  26.6  3.6  8.9  

＜居住地域＞          

 北日本 566 58.7 41.3 234  50.0  12.0  24.4  11.5  2.1  

 東日本 1,907 60.9 39.1 745  46.0  20.9  18.7  11.7  2.7  

 中日本 1,305 59.5 40.5 528  55.7  15.2  16.3  10.8  2.1  

 西日本 1,069 58.0 42.0 449  49.2  14.9  21.8  8.2  5.8  

＜世帯主＞         

 世帯主 2,616 74.9 25.1 656  31.3  16.3  31.3  15.1  6.1  

 世帯員 2,231 41.7 58.3 1,300  59.2  17.2  13.5  8.4  1.7  

＜婚姻状況＞        

 未婚 1,760 60.3 39.7 698  25.4  33.1  22.8  17.0  1.7  

 既婚 2,646 61.3 38.7 1,025  65.5  8.0  17.2  5.4  4.0  

 離婚・死別 441 47.2 52.8 233  54.5  7.7  19.3  14.6  3.9  

＜同居家族＞         

 配偶者 2,534 61.4 38.6 977  65.9  8.2  16.4  5.4  4.1  

 親 1,393 55.7 44.3 617  37.1  28.5  19.1  12.2  3.1  

 子（未就学児） 551 76.8 23.2 128  71.1  11.7  10.2  5.5  1.6  

 子（小学生・中学生） 731 66.3 33.7 246  72.8  6.1  12.6  5.7  2.8  

 子（高校・大学生等） 551 60.3 39.7 219  67.6  6.8  15.5  7.3  2.7  

 子（社会人） 545 47.9 52.1 284  62.3  9.2  19.0  4.6  4.9  

 孫 34 38.2 61.8 21  61.9  9.5  19.0  0.0  9.5  

 その他 306 48.0 52.0 159  38.4  34.0  15.7  8.2  3.8  

 一人暮らし 956 66.4 33.6 321  27.1  19.9  30.2  19.9  2.8  

＜主たる生計維持者＞         

 あなた自身 2,786 74.7 25.3 706  30.9  15.9  31.4  16.1  5.7  

 配偶者 1,194 31.7 68.3 815  75.0  7.5  10.7  5.3  1.6  

 親 784 51.4 48.6 381  31.2  37.8  16.5  12.3  2.1  

 子 27 37.0 63.0 17  64.7  23.5  5.9  0.0  5.9  

 その他 56 33.9 66.1 37  43.2  27.0  18.9  10.8  0.0  

＜配偶者の職業＞          

 正社員 1,217 50.0 50.0 608  72.5  7.2  13.3  5.1  1.8  

 パートタイマー 421 86.5 13.5 57  43.9  8.8  29.8  5.3  12.3  

 アルバイト 75 60.0 40.0 30  50.0  6.7  36.7  0.0  6.7  

 契約社員 96 47.9 52.1 50  56.0  8.0  30.0  6.0  0.0  

 派遣労働者 20 60.0 40.0  8  25.0  0.0  12.5  62.5  0.0  

 嘱託 20 25.0 75.0  15  66.7  0.0  0.0  0.0  33.3  

 会社役員 60 43.3 56.7  34  76.5  11.8  5.9  2.9  2.9  

 自営業・内職 125 36.8 63.2  79  72.2  7.6  7.6  10.1  2.5  

 専業主婦・主夫 402 85.8 14.2  57  17.5  15.8  40.4  5.3  21.1  

 その他 15 53.3 46.7  7  71.4  0.0  28.6  0.0  0.0  

 働いていない 195 59.0 41.0  80  65.0  10.0  22.5  1.3  1.3  
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雇用形態 非正規 

度数 正規 非正規 
非正規

度数 

パート 

タイマー 

アルバ

イト 

契約 

社員 

派遣 

労働者 
嘱託 

＜業種＞          

製造業・建設業・鉱業 1,133 74.1 25.9 294 37.1  10.2  26.2  22.1  4.4  

電気・ガス・熱供給・水道業 66 66.7 33.3 22 40.9  4.5  18.2  31.8  4.5  

運輸業・情報通信業 386 69.9 30.1 116 30.2  12.1  35.3  21.6  0.9  

卸売業・小売業・飲食サービス業 733 41.9 58.1 426 61.5  23.9  9.4  4.2  0.9  

金融業・保険業 228 64.5 35.5 81 44.4  3.7  24.7  21.0  6.2  

不動産業 89 70.8 29.2 26 38.5  23.1  19.2  19.2  0.0  

医療、福祉、教育・学習支援 883 60.5 39.5 349 61.0  10.0  20.6  4.6  3.7  

その他サービス業 1,138 49.6 50.4 573 48.2  22.9  17.8  8.6  2.6  

その他 191 63.9 36.1 69 36.2  13.0  27.5  8.7  14.5  

＜1 週間の平均勤務時間＞          

  20 時間未満 592 14 86.0 509 67.8  26.1  3.1  2.4  0.6  

  20～40 時間 1,668 39 61.0 1,018 54.2  13.7  18.4  10.0  3.7  

  40～60 時間 2,284 82.4 17.6 402 17.4  13.7  40.8  23.1  5.0  

  60 時間以上 303 91.1 8.9 27 29.6  14.8  48.1  3.7  3.7  

＜労働組合のへ加入状況＞          

  勤務先の労働組合 1,323 76.5 23.5 311 52.1  9.0  29.6  6.1  3.2  

  勤務先にあるが別の労働組合 27 40.7 59.3 16 37.5  0.0  18.8  43.8  0.0  

  勤務先にないので別の労働組合 58 72.4 27.6 16 50.0  6.3  0.0  37.5  6.3  

  加入していない 3439 53.1 46.9 1,613 49.5  18.7  17.7  10.9  3.2  

＜個人年収＞          

  100 万円未満 574 4.7 95.3 547 71.8  21.4  3.1  2.6  1.1  

  100～200 万円 814 19.3 80.7 657 59.5  17.0  13.2  7.9  2.3  

  200～300 万円 742 56.6 43.4 322 18.3  12.7  41.6  22.7  4.7  

  300～500 万円 1,163 87.6 12.4 144 14.6  4.9  56.3  18.1  6.3  

  500～1,000 万円 900 95.4 4.6 41 4.9  12.2  43.9  14.6  24.4  

  1,000 万円以上 111 96.4 3.6 4 25.0  25.0  25.0  0.0  25.0  

  収入はない 3 33.3 66.7 2 50.0  0.0  0.0  0.0  50.0  

  答えたくない・わからない 540 55.7 44.3 239 44.8  20.1  17.6  15.5  2.1  

＜個人年収 103 万円＞          

  103 万円以下 144 12.5 87.5 126 79.4  11.1  7.1  2.4  0.0  

  103 万円超 670 20.7 79.3 531 54.8  18.5  14.7  9.2  2.8  

＜世帯年収＞                   

  100 万円未満 69 23.2 76.8 53 56.6  28.3  5.7  7.5  1.9  

  100～200 万円 226 19.0 81.0 183 45.4  24.6  13.1  13.7  3.3  

  200～300 万円 428 40.7 59.3 254 38.6  16.9  24.0  17.3  3.1  

  300～500 万円 1,118 58.2 41.8 467 50.5  14.8  22.1  9.6  3.0  

  500～1,000 万円 1,660 71.9 28.1 466 57.7  10.9  20.0  7.5  3.9  

  1,000 万円以上 455 81.3 18.7 85 52.9  11.8  21.2  5.9  8.2  

  収入はない 2 50.0 50.0 1 0.0  0.0  0.0  100.0 0.0  

  答えたくない・わからない 889 49.7 50.3 447 47.9  21.9  17.4  11.0  1.8  

＜世帯貯蓄額＞          

 100 万円未満 864 53.5 46.5 402 45.0  20.9  18.9  11.9  3.2  

 100～200 万円 364 62.1 37.9 138 50.7  14.5  22.5  9.4  2.9  

 200～300 万円 251 67.3 32.7 82 54.9  12.2  18.3  12.2  2.4  

 300～500 万円 355 70.1 29.9 106 48.1  14.2  21.7  13.2  2.8  

 500～1,000 万円 428 70.3 29.7 127 55.1  11.0  17.3  13.4  3.1  

 1,000 万円以上 786 69.2 30.8 242 53.3  7.9  28.1  5.0  5.8  

 ない 236 47.0 53.0 125 44.0  17.6  23.2  12.8  2.4  

 答えたくない・わからない 1563 53.0 47.0 734 51.0  20.0  15.8  10.6  2.6  
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雇用形態 非正規 

度数 正規 非正規 度数 
パート 

タイマー 
アルバ
イト 

契約 
社員 

派遣 
労働者 

嘱託 

＜ローンの有無＞                   

 ローンがある 1,885 65.0 35.0 660  55.6  12.9  18.3  9.4  3.8  

 ない・不明 2,962 56.2 43.8 1,296  46.9  19.0  20.0  11.3  2.9  

＜ローンの種類＞                   

 住宅ローン 1,280 68.3 31.7  406  64.0  9.9  17.2  5.2  3.7  

 教育ローン 175 64.0 36.0  63  54.0  14.3  19.0  7.9  4.8  

 自動車ローン 673 66.4 33.6  226  54.4  13.7  17.7  8.8  5.3  

 消費者金融からのローン 208 57.7 42.3 88  38.6  26.1  17.0  15.9  2.3  

 その他 88 54.5 45.5 40  47.5  10.0  12.5  22.5  7.5  

＜世帯ローン残高＞                   

 100 万円未満 227 48.5 51.5 117  45.0  20.9  18.9  11.9  3.2  

 100～200 万円 204 61.3 38.7 79  50.7  14.5  22.5  9.4  2.9  

 200～300 万円 118 61.0 39.0 46  54.9  12.2  18.3  12.2  2.4  

 300～500 万円 115 67.0 33.0 38  57.9  10.5  18.4  5.3  7.9  

 500～1,000 万円 221 68.8 31.2 69  59.4  13.0  17.4  4.3  5.8  

 1,000 万円以上 666 76.0 24.0 160  63.1  8.8  20.6  5.6  1.9  

 答えたくない・わからない 229 54.8 45.2 125  63.6  14.6  12.6  5.3  4.0  

＜住居形態＞                   

 持ち家一戸建て 1,710 76.5 23.5  994  54.6  16.4  18.8  6.9  3.2  

 分譲マンション 473 77.6 22.4  278  53.6  12.2  20.1  9.0  5.0  

 賃貸一戸建て 99 78.8 21.2  68  45.6  20.6  22.1  8.8  2.9  

 賃貸マンション 304 76.6 23.4  253  36.8  21.7  20.9  19.0  1.6  

 賃貸アパート 315 79.7 20.3  289  40.5  18.3  20.8  17.6  2.8  

 寮・社宅など集合住宅 71 69.0 31.0  48  58.3  10.4  14.6  14.6  2.1  

 その他 18 55.6 44.4  26  53.8  26.9  7.7  7.7  3.8  

＜世帯類型＞                   

 単独者 956 66.4  33.6  321  27.1  19.9  30.2  19.9  2.8  

 夫婦のみ 805 54.3  45.7  368  58.7  8.7  20.1  8.2  4.3  

 世代同居：親との同居 872 54.7  45.3  395  32.7  30.9  19.2  15.4  1.8  

 2 世代同居：子（孫）と 1,605 62.6  37.4  600  70.3  7.5  13.8  5.7  2.7  

 3 世代同居 320 61.6  38.4  123  54.5  13.0  21.1  4.9  6.5  

 その他 289 48.4  51.6  149  36.2  34.9  16.1  8.7  4.0  

＜世帯構造＞          

 共働き 2,049 56.7  43.3  888  68.6  7.3  15.2  5.7  3.2  

 夫婦の一方が非就業者 597 77.1  22.9  137  45.3  12.4  29.9  2.9  9.5  

 その他 2201 57.7  42.3  931  32.7  26.7  21.9  16.4  2.3  

＜一人親世帯＞          

 母子世帯 150 43.3  56.7  85  61.2  5.9  20.0  12.9  0.0  

 父子世帯 9 44.4  55.6  5  0.0  40.0  40.0  20.0  0.0  

＜一人親世帯（子社会人を除く）＞         

 母子世帯 89 48.3  51.7  46  63.0  4.3  23.9  8.7  0.0  

 父子世帯 4 50.0  50.0  2  0.0  50.0  50.0  0.0  0.0  

＜保険・共済加入＞          

 保険・共済加入有 3,879 62.0  38.0  1,475  53.5  11.9  21.2  9.7  3.7  

 保険・共済加入無 968 50.3  49.7  481  38.7  32.2  14.1  13.5  1.5  

＜生命保険・共済＞          

 生命加入有 3,580 62.7  37.3  1,335  55.2  10.4  21.6  9.3  3.4  

 生命加入無 1,267 51.0  49.0  621  38.3  30.9  14.7  13.5  2.6  

＜損害保険・共済＞          

 損害加入有 2,895 63.3  36.7  1,063  53.4  11.9  21.3  8.6  4.9  

 損害加入無 1,952 54.3  45.7  893  45.6  23.0  17.2  13.1  1.1  
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（２）生活リスクに対する不安と公的保障に対する意識 
 
2-2-1 日常生活における不安（Q56） 
 
 職業の相違による生活リスクに対する不安を概観する。図表 2-2-12 は、日常生活の最大の不

安について職業別に集計している。これによると、最大の不安は、どの職業も同じで「本人」の

「老後の生活費」となっている。また、その割合も 25.1%～29.3%である。 
 「全体」でみると、「本人のケガや病気で長期間働けなくなったときの生活費用」（以下、長期

入院費用）（9.6%）、「家族の介護費用」（8.7%）、「不安はない」（8.1%）、「家族死亡後の家族の生

活費用」（8.0%）とつづく。 
パートタイマーでは、2 番目以降が「全体」と異なり、「家族死亡後の家族の生活費用」（9.6%）、

「家族の介護費用」（9.3%）となり、「家族」が多い。これは主たる生計者が自分以外であること

の影響を受けていると考えられる。アルバイトでは、「不安はない」（15.1%）が 2 番目となる。

派遣労働者では、「家族」よりも、「本人」の割合が多い。 
嘱託では、アルバイトと同様に「不安はない」（12.9%）が 2 番目となり、家族死亡後の家族

の生活費用」（11.3%）、「本人死亡後の家族の生活費用」（9.7%）がつづく。 
 

図表 2-2-12 日常生活における最大の不安（職業別）（単位：%） 

（第 1 位を濃いグレー、第 2 位を薄いグレーにしている） 

  

  

非正規 

パート 

タイマー 
アルバイト 契約社員 

派遣 

労働者 
嘱託 全体 

本
人 

本人が死亡した場合の家族の
生活費用 

6.3 8.5 7.1 8.2 9.7 7.1 

ケガや病気の入院・治療費用 5.8 7.6 8.9 7.7 6.5 7.0 

ケガや病気で長期間働けなく
なったときの生活費用 

7.4 12.4 11.6 13.0 4.8 9.6 

寝たきりや認知症になったと
きの介護費用 

8.4 4.5 6.3 6.3 3.2 7.0 

老後の生活費用 25.7 25.1 26.3 29.3 27.4 26.2 

子どもの教育費用 5.9 1.5 2.6 3.4 3.2 4.2 

その他 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 

家
族 

死亡した場合の家族の生活費用 9.6 6.9 5.3 6.3 11.3 8.0 

ケガや病気の入院・治療費用 4.1 5.4 4.2 2.9 3.2 4.2 

ケガや病気で長期間働けなく
なったときの生活費用 

5.4 3.0 4.5 2.9 3.2 4.5 

寝たきりや認知症になったと
きの介護費用 

9.3 6.9 10.0 6.7 8.1 8.7 

老後の生活費用 5.8 2.7 4.7 5.8 6.5 5.1 

その他 0.1 0.3 0.3 1.0 0.0 0.3 

  
不安はない 5.9 15.1 8.2 5.8 12.9 8.1 
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2-2-2 必要な費用のイメージ（Q19～Q22） 
 
①葬儀費用 
 ‐「100 万円未満」（全体 52. 1%）は「アルバイト」（72.8%）、「派遣労働者」（64.4%）と 

「パートタイマー」（60.8%）が大きい。 
‐「100 万円以上 300 万円未満」（全体 42.0%）は、「正社員」（46.9%）、「嘱託」（43.5%）、

「契約社員」（39.2%）が大きい。 
‐「300 万円以上」（全体 6.0%）は、「正社員」（7.7%）が大きいが、それ以外の差は小さい。 
 

図表 2-2-13  必要な費用のイメージ：①葬儀費用（職業別）（単位：%） 

 

 
②短期入院費用 
 ‐全体的に「アルバイト」を除いて金額による回答の相違は小さい。 
‐「5,000 円未満」（全体 35.2%）は、「アルバイト」（48.9%）と「派遣労働者」（41.3%） 
 が大きい。 
‐「5,000 円以上 1 万円未満」（全体 36.0%）は、「嘱託」（41.9%）が大きい。 

 
図表 2-2-14  必要な費用のイメージ②：短期入院費用（日額）（職業別）（単位：%） 

 

～100万円 100～300万円 300万円～

正社員 45.3 46.9 7.7

パートタイマー 60.8 36.1 3.1

アルバイト 72.8 25.1 2.1

契約社員 56.1 39.2 4.7

派遣労働者 64.4 32.2 3.4

嘱託 51.6 43.5 4.8

全体 52.1 42.0 6.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

～5千円 5千～1万円 1万円～

正社員 31.0 36.3 32.8

パートタイマー 43.0 36.3 20.7

アルバイト 48.9 26.9 24.2

契約社員 33.4 39.5 27.1

派遣労働者 41.3 37.5 21.2

嘱託 30.6 41.9 27.4

全体 35.2 36.0 28.8

0.0

20.0

40.0

60.0
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③長期入院費用 
‐「10 万円未満」（全体 66.9%）は「アルバイト」（74.3%）、「パートタイマー」（71.5%） 
が大きい。 

‐「10 万円以上 30 万円未満」（全体 22.0%）は「契約社員」（25.0%）が大きいが、「アルバ

イト」を除くとほぼ同様である。 
‐「30 万円以上」（全体 11.2%）は「派遣労働者」（14.9%）と「嘱託」（12.9%）が大きい。 
 

図表 2-2-15 必要な費用のイメージ③：長期入院費用（月額）（職業別）（単位：%） 

 

 
④介護費用 
‐「10 万円未満」（全体 73.4%）は、「アルバイト」（83.7%）が大きい。 
‐「10 万円以上 30 万円未満」（全体 19.5%）は、「嘱託」（29.0%）が大きい。 
 

図表 2-2-16 必要な費用のイメージ④：介護費用（月額）（職業別）（単位：%） 

 
 

～10万円 10万～30万円 30万円～

正社員 65.1 22.5 12.4

パートタイマー 71.5 21.3 7.2

アルバイト 74.3 16.9 8.8

契約社員 63.4 25.0 11.6

派遣労働者 64.4 20.7 14.9

嘱託 67.7 19.4 12.9

全体 66.9 22.0 11.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

～10万円 10万～30万円 30万円～

正社員 71.0 21.0 8.0

パートタイマー 79.0 15.8 5.2

アルバイト 83.7 10.9 5.4

契約社員 72.1 21.1 6.8

派遣労働者 69.2 23.6 7.2

嘱託 64.5 29.0 6.5

全体 73.4 19.5 7.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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2-2-3 公的保障（社会保障）に対する意識（Q53～Q55） 
 

公的保障（社会保障）に対する意識の違いを概観する。図表 2-2-17 は、公的年金、健康保険

および介護保険の認知項目についてまとめたものである。 
全体では年金、健康保険については「ある程度は知っている」が最多であり、健康保険では

51.8%、年金では 42.5%となる。しかし、介護保険では「名前程度は知っている」が最多となり、

他の社会保障制度に比べると認知度が若干低いことがわかる。また、アルバイトは各公的保障に

対する理解が他の職業よりも低めとなる傾向がある。 
正社員、契約社員は各保障に対する理解が他の職業に比べ高い傾向がある。 
 

図表 2-2-17 公的保障（社会保障）制度の認知（職業別）（単位：%） 

 正規 非正規 

全体 
正社員 

パート 

タイマー 

アルバ

イト 

契約 

社員 

派遣 

労働者 
嘱託 

年

金 

内容まで詳しく知っている 9.5 5.4 3.9 8.7 4.3 6.5 8.0 

ある程度は知っている 43.4 41.8 29.0 44.7 46.2 59.7 42.5 

名前程度は知っている 30.4 34.7 36.6 28.9 28.8 25.8 31.5 

知らない 16.7 18.1 30.5 17.6 20.7 8.1 18.0 

健

康 

内容まで詳しく知っている 11.2 9.0 6.3 10.8 11.1 9.7 10.4 

ある程度は知っている 51.7 52.4 43.2 55.0 53.4 64.5 51.8 

名前程度は知っている 25.3 28.2 32.0 22.6 26.0 22.6 26.1 

知らない 11.7 10.4 18.4 11.6 9.6 3.2 11.7 

介

護 

内容まで詳しく知っている 7.6 4.9 2.4 4.7 4.8 3.2 6.3 

ある程度は知っている 39.5 36.5 23.3 39.5 30.8 51.6 37.6 

名前程度は知っている 39.5 44.8 48.3 38.7 50.0 37.1 41.6 

知らない 13.3 13.7 26.0 17.1 14.4 8.1 14.5 

（第 1 位を薄いグレーにしている） 

 
 公的保障（社会保障）制度の将来に対する意識についてみると、年金、健康、介護すべての

保障制度において全体として、悪くなっているとの回答が最多である。とくに、年金では、

44.1%と他よりも高い傾向がある。 
 年金では、「嘱託」（51.6%）、「派遣労働者」（49.0%）が大きく、年齢が高くなるにつれて悪

くなっているとの回答が多い。また、アルバイトでは、公的保障制度を知らないとの回答が最

も多く、また、他の職業と比較しても非常に多いことが示されている。 
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図表 2-2-18 公的保障（社会保障）制度の将来に対する意識（職業別）（単位：%） 
 正規 非正規 

全体 
正社員 

パート 
タイマー 

アルバイト 
契約 
社員 

派遣 
労働者 

嘱託 

年 
 
金 

良くなっている 2.2 0.9 0.6 1.8 0.0 1.6 1.7 

多少良くなっている 6.5 3.3 3.3 3.9 4.3 3.2 5.3 

多少悪くなっている 20.4 20.9 12.7 19.2 16.3 19.4 19.7 

悪くなっている 43.2 45.5 40.5 46.6 49.0 51.6 44.1 

知らない 27.6 29.3 42.9 28.4 30.3 24.2 29.1 

健 
 
康 

良くなっている 1.2 0.7 0.9 0.8 0.5 1.6 1.1 

多少良くなっている 7.7 5.0 4.5 4.2 7.2 4.8 6.6 

多少悪くなっている 24.9 25.0 15.1 27.1 19.2 30.6 24.3 

悪くなっている 37.2 38.2 33.2 39.7 40.4 40.3 37.5 

知らない 29.0 31.1 46.2 28.2 32.7 22.6 30.6 

介 
 
護 

良くなっている 1.2 0.9 0.6 1.1 1.0 1.6 1.1 

多少良くなっている 8.1 5.7 3.9 4.5 6.3 4.8 6.9 

多少悪くなっている 20.2 18.1 12.7 21.3 15.9 27.4 19.3 

悪くなっている 37.8 40.1 33.2 38.4 39.9 37.1 38.1 

知らない 32.7 35.2 49.5 34.7 37.0 29.0 34.6 

（第 1 位を薄いグレーにしている） 

 
私的保障加入時に公的保障（社会保障）をどの程度意識しているのかについて見ると、全体

では各公的保障について意識していないが非常に多く、中でも介護では 74.4%と他の保障に比

べてとくに高い。これは先の公的保障制度に対する意識の結果と関連していると言えよう。 
また、アルバイトが他の職業と比較して各保障に対して「意識しなかった」との回答がとく

に多い。これも公的保障制度に対する意識の結果と関係していると考えられる。 

 
図表 2-2-19 私的保障加入時における公的保障（社会保障）の意識（職業別）（単位：%） 

 正規 非正規 

全体 
正社員 

パート 

タイマー 
アルバイト 契約社員 

派遣 

労働者 
嘱託 

年 

 

金 

よく考えて選んだ 10.3 6.1 3.6 8.2 4.3 1.6 8.5 

多少考えて選んだ 28.4 24.5 16.3 25.8 25.5 38.7 26.6 

意識しなかった 61.3 69.4 80.1 66.1 70.2 59.7 64.9 

健 

 

康 

よく考えて選んだ 10.5 6.6 4.8 7.1 5.3 3.2 8.8 

多少考えて選んだ 29.7 28.3 15.4 26.6 26.4 38.7 28.2 

意識しなかった 59.8 65.1 79.8 66.3 68.3 58.1 63.1 

介 

 

護 

よく考えて選んだ 7.3 3.8 3.0 3.9 2.9 1.6 5.8 

多少考えて選んだ 22.2 18.1 8.8 17.9 15.9 21.0 19.8 

意識しなかった 70.5 78.2 88.2 78.2 81.3 77.4 74.4 

（第 1 位を薄いグレーにしている） 
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2-2-4 ライフプランの作成経験(Q59) 
 

ライフプランの作成経験についてみると、図表 2-2-20 が示しているように、経験がないとの

回答が全体として非常に多い。しかし、その中でも、アルバイトが最も多く回答しており、

92.1%となっている。他の職業も「嘱託」（71.0%）を除くと、正社員を含めて 8 割前後が作成

経験なしと回答している。 
 

図表 2-2-20 ライフプランの作成経験（職業別）（単位：%）  

 
ライフプラン作成のきっかけについて、クロス集計すると回答の割合では、正規（正社員）が

多く 65.9%、ついでパートタイマーが 19.4%、契約社員が 7.0%であり、他は数%と非常に少な

いため、偏りがあることに注意が必要である。なお、回答数でみても、アルバイト、嘱託は数件

となっている。 
正規では、「住宅購入」が 13.9%と最も多く、「特になし」（11.6%）、「その他」（10.0%）とつ

づく。パートタイマーでは、「再就職、転職」（18.6%）が最多で、「住宅購入」（12.5%）、「その

他」（11.0%）である。契約社員では「子どもの成長・進学」（16.8%）、「恋愛」「結婚」（ともに

12.6%）とつづき、契約社員は、正規、パートタイマーと異なる傾向にある。 
 

図表 2-2-21 ライフプラン作成のきっかけ（複数回答）（職業別）（単位：%） 

 正規 非正規 

全体 
正社員 

パート 

タイマー 
アルバイト 契約社員 派遣労働者 嘱託 

特になし 11.6 3.4 11.4 6.3 8.9 17.4 9.6 

結婚 7.9 6.5 5.7 12.6 4.4 4.3 7.7 

子どもの成長・進学 8.4 6.1 5.7 16.8 4.4 17.4 8.5 

就職活動または就職 2.2 0.4 2.9 1.1 2.2 0.0 1.8 

住宅購入 13.9 12.5 17.1 9.5 11.1 8.7 13.3 

退職準備または退職 9.9 8.0 8.6 2.1 2.2 8.7 8.7 

再就職または転職 9.2 18.6 11.4 9.5 6.7 0.0 10.9 

その他 10.0 11.0 2.9 4.2 4.4 4.3 9.3 

病気・ケガ・入院 3.1 4.6 8.6 5.3 6.7 4.3 3.9 

親の老い 4.6 7.2 2.9 4.2 4.4 8.7 5.1 

恋愛 4.0 4.9 0.0 12.6 13.3 4.3 5.0 

作成したことがある 作成したことがない

正社員 22.3 77.7

パートタイマー 18.7 81.3

アルバイト 7.9 92.1

契約社員 20.0 80.0

派遣労働者 18.3 81.7

嘱託 29.0 71.0

全体 20.3 79.7

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
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（３）共済・保険の加入実態 
 
2-3-1 共済・保険加入率(Q24) 
 
 保険・共済加入率は、全体で 80.0%と高く、「嘱託」（88.7%）、「正社員（正規）」（83.2%）、「契

約社員」（82.1%）、「パートタイマー」（80.9%）となっている。その一方で、「アルバイト」（53.2%）

が低い。アルバイトの加入率が低いことは、生活リスクにおける「日常生活における最大の不安」

について、「不安はない」（15.1%）との回答が他の職業に比べ多く、他の職業よりも若い年代が

多いためか、不安を感じていない人が多いことが理由として考えられる。また、公的保障制度に

対する認知も他の職業に比べ低く公的保障を含め保険・共済などに対する理解が低い可能性が

あることなども理由として考えられる。一方で、嘱託も日常生活における不安はないとの回答が

比較的多いが、アルバイトと異なり、保障等が手当てされていることによると推定できよう。 
また生命保険・共済、損害保険・共済も同じ傾向であるが、嘱託を除いて、生命保険・共済が

損害保険・共済よりも加入率が高い。なお、嘱託では、損害保険・共済が 83.9%、生命保険・共

済が 74.2%である。生命保険・共済の加入率が低いことは、回答者の年齢が高いことも一因であ

ろう。 
 

図表 2-2-22 共済・保険加入率（職業別）（単位：%） 

 
  

図表 2-2-23 は、保障（補償）タイプ別の加入率を表す。生命系では、全体として、「医療」「死

亡」の加入率が高く、50%を越えている。つぎに「がん」（31.2%）となっている。しかし、アル

バイトは他の職業と比較して加入率が低く、「死亡」（21.8%）、「医療」（30.2%）である。また、

派遣労働者も、「死亡」（31.3%）では加入率が低い。 
損害系では、全体では「自動車」が 50%を越えており、ついで「火災」（31.8%）となってい

る。生命系と同様にアルバイトは他の職業にくらべ加入率が低いが、派遣労働者も同様に加入率

が低い。逆に、嘱託は他の職業に比べ加入率が高く、「自動車」（74.2%）、「火災」（54.8%）とな

っている。 

生命保険・共済加入率 損害保険・共済加入率 保険・共済加入率

正社員 77.7 63.4 83.2

パートタイマー 75.6 58.3 80.9

アルバイト 42.0 38.1 53.2

契約社員 76.1 59.5 82.1

派遣労働者 59.6 43.8 68.8

嘱託 74.2 83.9 88.7

全体 73.9 59.7 80.0

0.0

20.0

40.0

60.0
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アルバイトが他の職業に比べ各保険への加入率が低い理由としては，先のように不安がない

との回答者が多いことや，保険に対する理解が低い回答者が多い可能性などが考えられる。さ

らに，死亡保険については，未婚者が 69.8%と多いことも影響しているであろう。 
また，派遣労働者における死亡保険への加入率が低いことも，同様に，未婚者が 57.2%と高

いことによると見ることもできよう。 
 

図表 2-2-23 保障（補償）タイプ別加入率（職業別）（単位：%） 

 正規 非正規 
全体 

正社員 
パート 

タイマー 
アルバイト 契約社員 

派遣 
労働者 

嘱託 

生 

命 

系 

死亡 58.0 47.1 21.8 49.2 31.3 51.6 51.4 

がん 34.8 28.5 10.6 31.8 24.5 32.3 31.2 

医療 52.7 55.7 30.2 56.1 44.7 58.1 51.8 

年金 18.6 13.9 7.6 16.1 16.8 14.5 16.6 

休業 5.8 2.8 0.9 3.2 2.9 0.0 4.5 

介護 4.3 2.9 1.8 3.7 2.9 3.2 3.7 

学資 10.0 6.9 3.6 4.5 4.3 3.2 8.1 

養老 7.4 6.7 3.3 9.5 5.8 6.5 7.1 

損 

害 

系 

自動車 55.1 49.6 28.7 48.7 30.8 74.2 50.9 

火災 35.6 27.4 15.1 32.4 18.3 54.8 31.8 

地震 13.7 10.4 4.2 11.6 6.3 21.0 12.0 

自然災害 4.9 4.8 2.4 3.9 3.8 8.1 4.6 

自転車 8.7 7.9 5.1 6.6 8.7 6.5 8.1 

賠償責任 8.7 8.8 4.2 6.3 5.8 6.5 8.1 

 全体 83.2 80.9 53.2 82.1 68.8 88.7 80.0 

（第 1 位を濃いグレー，第 2 位を薄いグレーにしている） 

 
2-3-2 共済・保険の掛金・保険料と保障額(Q33) 
 

図表 2-2-24 は、共済・保険の掛金・保険料と生命系の保障額（受取額）の平均値、中央値、

最頻値をまとめている。非正規ではパートタイマーを除いて回答数が少なく、とくに、要介護

時の受取額および職業として嘱託、派遣労働者、アルバイトの回答については考慮する必要が

ある。 
 生命系の保険料、掛金と介護保障額（受取額）についてみると、平均値、中央値、最頻値と

もにアルバイトと派遣労働者が低い。また、自動車保険では保険料、掛金について、平均値で

アルバイト、嘱託、派遣労働者が低いことが示されているが、他ではばらつきが大きく特定の

傾向はないであろう。 
 なお、アルバイト、派遣労働者について生命保険の保険料・掛金と保障を考えると、死亡時

の受取額は低いが、疾病入院時の受取額は他と比較しても差があまりない。このことから、死

亡よりも疾病入院の保障が手厚く、保険料・掛金が安い保険を選択していると考えることもで

きよう。すでにアルバイト全体は保険への理解が低いことが示されているが、アルバイトの中

でも保険加入者はある程度、保険を理解していると考えることもできる。  
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 パートタイマーもアルバイトなどと同様に、死亡時の受取額が低く、疾病入院時の受取額は

他と比較して大きな差は無い。これは主たる生計維持者が配偶者となっていることが影響して

いるとみることもできよう。 
 火災保険における保険料・掛金の差について見ると、住宅の所有形態では、「持ち家一戸建

て」と「分譲マンション」の所有割合が「嘱託」（74.2%）、「パートタイマー」（71.0%）、契約

社員、正社員、アルバイト（59.5～63.9%）、派遣労働者（45.2%）であり、派遣労働者を除い

て、持ち家一戸建て、分譲マンションの割合が 6、7 割を占める。そのため、所有形態よりも

所得の影響を受けていると推定できよう。 
 

図表 2-2-24 共済・保険の掛金・保険料と保障（補償）額（職業別） 

 正規 非正規 

全体 
正社員 

パート 

タイマー 
アルバイト 契約社員 

派遣 

労働者 
嘱託 

生命系 

保険料・掛金 

（月額：円） 

度数 2,179 703 129 279 121 44 3,925 

平均値 16,244 12,671 11,285 13,429 12,234 13,662 15,563 

中央値 10,000 10,000 5,288 10,000 6,870 10,000 10,000 

最頻値 10,000 10,000 5,000 10,000 5,000 20,000 10,000 

傷病入院時の

受取額 

（日額：円） 

度数 2,089 689 119 261 117 41 3,762 

平均値 8,754 7,410 7,702 7,797 8,448 10,329 8,498 

中央値 5,000 5,000 5,000 5,000 7,000 8,000 5,000 

最頻値 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 5,000 

死亡時の受取

額（万円） 

度数 1,892 588 97 224 91 40 3,307 

平均値 2,178 1,214 1,471 1,052 946 1,215 1,870 

中央値 1,000 400 500 500 500 500 800 

最頻値 1,000 100 500 500 1,000 500 1,000 

要介護時の 

受取額 

（月額：円） 

度数 650 117 35 71 21 8 1,035 

平均値 77,357 71,274 66,429 85,282 71,429 106,250 78,972 

中央値 50,000 50,000 30,000 50,000 40,000 50,000 50,000 

最頻値 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 注１ 10,000 

自動車 

保険料・掛金 

（年額：円） 

度数 1,366 389 71 165 58 40 2,411 

平均値 59,893 60,165 45,137 53,240 49,166 45,576 58,669 

中央値 20,000 25,000 20,000 24,000 20,000 30,000 24,000 

最頻値 10,000 10,000 20,000 20,000 10,000 30,000 10,000 

火災 

保険料・掛金 

（年額：円） 

度数 1,493 462 81 185 72 42 2,681 

平均値 61,593 57,903 56,626 53,656 52,530 49,826 60,518 

中央値 50,000 45,350 40,000 40,000 45,000 48,000 48,000 

最頻値 30,000 50,000 20,000 30,000 50,000 60,000 30,000 

注１）10,000 円、50,000 円の各回答が最頻値で、各 2 件である。 

 
2-3-3 共済・保険に対する満足度 
 
 図表 2-2-25 は、共済・保険に対する総合的な満足度を集計しているものである。生命系およ

び損害系どちらも、全体として満足、どちらかといえば満足を合計すると、8 割を越えており、

おおよそ満足していることがうかがえる。 
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 生命系では、嘱託が他の職業と比較して満足の回答が多く、逆にアルバイト、派遣労働者は満

足の回答が低い。不満については、パートタイマー、派遣労働者を除くと、ほぼ同じ 2%程度で

ある。 
 生命系における不満に対する調査項目を参照すると、「契約内容がわかりにくい」、「保険料・

掛金が高い」、「保障（補償）範囲が狭い」などの回答が多い。職業にかかわらず全体的に同様の

傾向をもつ。だが「嘱託」では「保障(補償)範囲が狭い」、「保険料・掛金が高い」が同率で最も

高く、不満もつ者が多いようである。また、「アルバイト」と「派遣労働者」では「配当が期待

できない」との回答も多いことが示されている。 
 損害系では、生命系よりも満足、どちらかといえば満足の合計の割合が大きい。しかし、契約

社員、派遣労働者では、生命系よりも満足の回答が少なく、とくに契約社員（5.3%）は低い。ま

た、不満については、アルバイト（3.2%）が大きい。 
 損害系における不満に対する調査項目を参照すると、生命系と同様に全体として「契約内容が

わかりにくい」、「保険料・掛金が高い」、「保障（補償）範囲が狭い」などの回答が多いことが示

されている。しかし、「嘱託」では「保険料・保険金が高い」との回答が最多となる点で異なる。

また、「アルバイト」は、「補償内容や仕組みが複雑でわかりにくい」との回答も多いことに特徴

がある。 
 

図表 2-2-25 共済・保険の総合的な満足度（職業別）（単位：%） 

 正規 非正規 

全体 
正社員 

パート 

タイマー 

アル 

バイト 

契約 

社員 

派遣労

働者 
嘱託 

生 

命 
系 

満足している 13.1 11.5 9.4 10.0 9.7 15.2 12.3 

どちらかといえば満足している 68.3 70.1 69.1 71.3 70.2 69.6 69.0 

どちらかといえば不満である 16.4 17.4 19.4 16.6 18.5 13.0 16.8 

不満である 2.2 0.9 2.2 2.1 1.6 2.2 1.9 

満足している／どちらかといえ
ば満足している（合計） 

81.4 81.7 78.4 81.3 79.8 84.8 81.3 

損 

害 

系 

満足している 13.9 12.3 10.3 5.3 8.8 13.5 12.6 

どちらかといえば満足している 70.7 73.1 73.8 81.0 78.0 75.0 72.4 

どちらかといえば不満である 13.9 13.4 12.7 11.9 11.0 9.6 13.4 

不満である 1.5 1.2 3.2 1.8 2.2 1.9 1.6 

満足している／どちらかといえ
ば満足している（合計） 

84.6 85.4 84.1 86.3 86.8 88.5 85.0 

（第 1 位を薄いグレーにしている） 
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３．特定の回答に影響を与える回答者の属性 

 
ここで、特定の回答に大きな影響を与える回答者の主な属性について概観する。なお、図表

中の「」は全体と比べて高い割合を、＜＞は、低い割合をそれぞれ示す。 
 
（１）生活リスクと公的保障（社会保障）に対する意識 
 
3-1-1 日常生活の最大の不安 
 

日常生活の最大の不安について、「本人の老後の生活費用」（全体の 24.2%）と回答した割合

が大きい回答者の属性は、「40 歳代・50 歳代女性」、「一人暮らし」などの特徴がみられる。 
老後の生活費用への不安が年金保障の加入に与える影響について、「50 歳代女性」（24.4%）

は加入率が全体（16.5%）を大きく上回っているが、「40 歳代女性」（17.0%）は全体をわずか

に上回るに過ぎない。したがって、40 歳代女性の不安意識は 50 歳代女性と比べて年金保障の

加入に結びついていないのかもしれない。 
一方、「本人の老後の生活費用」（全体の 24.2%）と回答した割合が小さい回答者の属性は、

「20 歳代男性」（13.0%）などである。「20 歳代男性」の年金保障の加入率は 10.9%で全体よ

りもかなり低い。 
  

図表 2-3-1「日常生活の最大の不安」に関する属性： 

①「本人の老後の生活費用」（全体の 24.2%）（単位：%） 

年齢・性 「50 歳代女性」（31.1%）、「40 歳代女性」（29.7%）、＜20 歳代男性（13.0%）＞ 

性・世帯主 「女性世帯主」（29.5%） 

世帯構造 「一人暮らし」（30.6%） 

個人年収 ＜2,000 万円以上（6.7%）＞ 

世帯年収 「100 万円以上 200 万円未満」（32.3%）、「900 万円以上 1,000 万円未満」（30.6%） 

世帯貯蓄 「600 万円以上 700 万円未満」（29.4%） 

 
 次に、「本人が死亡した場合の家族の生活費用」（全体の 13.9%）と回答した割合が大きい回答

者の属性は、「40 歳代男性」（24.1%）、「夫」（28.5%）であり、とりわけ「配偶者が専業主婦・

主夫」（30.6%）の場合そうである。 
 死亡保障の加入率について、「40 歳代男性」（61.3%）、「夫」（72.2%）、「配偶者が専業主婦・

主夫」（73.2%）のいずれもが全体（64.5%）を大きく上回っており、不安意識と保障への加入が 
結びついているようにみえる。 
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図表 2-3-2「日常生活の最大の不安」に関する属性： 

②「本人が死亡した場合の家族の生活費用」（全体の 13.9%）（単位：%） 

年齢・性 「40 歳代男性」（24.1%）、＜60 歳代（前半）女性（2.9%）＞ 
＜50 歳代女性（3.9%）＞、＜40 歳代女性（6.8%）＞ 

性・世帯主 「男性世帯主」（22.3%） 

世帯構造 「未就学児と同居」（28.6%）、「夫婦の一人が非就業者の世帯」（26.4%） 
＜単身（5.3%）＞ 

配偶関係 「夫」（28.5%）、＜妻（6.4%）＞  

配偶者職業 「家業の手伝い（専業主婦・主夫）」（30.6%）、「パートタイマー」（26.4%） 

個人年収 「900 万円以上 1,000 万円未満」（29.1%）、「700 万円以上 800 万円未満」（27.0%）、
「2,000 万円以上」（26.7%）、＜100 万円未満（6.8%）＞ 

世帯ローン 「600 万円以上～700 万円未満」（31.4%）、「2,000 万円以上」（29.9%） 

 
 「ケガや病気で長期間働けなくなったときの生活費用」（全体の 9.3%）については、「母子世

帯」（21.4%）が目立つが、休業保障（所得保障）の加入率は 5.5%で、全体（4.6%）よりもやや

高い程度である。社会人の子を除く「母子世帯」（13.7%）の保障加入率は 8.4%である5。 
 また、「女性世帯主」（3.9%）、「未婚」（3.5%）、「離別・死別」（4.5%）、「派遣労働者」（2.9%）

などの加入率は高くない。 
 一方、不安意識が低い「60 歳代（前半）男性」（3.8%）の加入率は 2.2%と低い。 
 

図表 2-3-3「日常生活の最大の不安」に関する属性： 
③「ケガや病気で長期間働けなくなったときの生活費用」（全体の 9.3%）（単位：%） 

年齢・性 「20 歳代男性」（12.6%）、「30 歳代男性」（12.0%）、 
＜60 歳代（前半）男性（3.8%）＞ 

性・世帯主 「女性世帯主」（14.1%） 

世帯構造 「母子」（社会人の子を含む）（21.4%）、「単身」（16.2%） 

配偶関係 「未婚」（14.0%）、「離別・死別」（13.6%） 

職業 「派遣労働者」（13.0%） 

世帯年収 「200 万円以上 300 万円未満」（14.1%） 

世帯貯蓄 「800 万円以上 900 万円未満」（22.2%）、＜2,000 万円以上（4.8%）＞ 

世帯ローン 「100 万円未満」（15.7%）、＜700 万円以上 800 万円未満（2.4%）＞ 
＜600 万円以上 700 万円未満（2.9%）＞ 

 
「ケガや病気で入・通院したときの入院費用・治療費用」（全体の 8.2%）については、20 歳

代の若年層の割合が大きい。もっとも、これらの医療保障の加入率をみると、「20 歳代男性」

が 30.2%、「20 歳代女性」が 35.0%であり、全体（51.9%）を大きく下回る。 
一方、「世帯年収 2,000 万円以上」（57.1%）、「世帯貯蓄 800 万円以上 900 万円未満」

（57.8%）、「同 700 万円以上 800 万円未満」（55.6%）の加入率は、全体（51.9%）を上回る。 
 

                                                      
5 回答者は少ないが、社会人の子を除く「父子世帯」は「ケガや病気で長期間働けなくなったときの生活

費用」を最も不安に思う割合は 13.7%、休業保障（所得保障）の加入率は 25.0%と高い。 
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図表 2-3-4「日常生活の最大の不安」に関する属性： 
④「ケガや病気で入・通院したときの入院費用・治療費用」（全体の 8.2%）（単位：%） 

年齢・性 「20 歳代男性」（12.8%）、「20 歳代女性」（11.1%） 

性・世帯主 「男性世帯員」（11.4%） 

世帯構造 「その他と同居」（12.1%）、「単身」（11.9%）、「その他」（11.6%） 
＜一人親（3.2%）＞ 

配偶関係 「未婚」（11.9%） 

住居形態 「賃貸一戸建て」（12.9%） 

世帯年収 「2,000 万円以上」（12.2%）、「100 万円未満」（11.4%） 

世帯貯蓄 「800 万円以上 900 万円未満」（13.3%）、「700 万円以上 800 万円未満」（12.3%） 

世帯ローン 「300 万円以上 400 万円未満」（12.5%）、＜400 万円以上 500 万円未満（1.8%）＞ 

その他 ＜会社役員（4.3%）＞ 

 
 最後に、「不安はない」（全体の 8.8%）と回答した割合が大きい回答者の属性は、「20 歳代男

性」（20.3%）、「男性世帯員」（16.1%）、「アルバイト」（15.1%）などの特徴がみられる。これら

の保障未加入率は、「20 歳代男性」（36.1%）、「男性世帯員」（33.2%）、「アルバイト」（46.8%）

であり、全体（19.7%）大きく上回る。 
 

図表 2-3-5「日常生活の最大の不安」に関する属性： 
⑤「不安はない」（全体の 8.8%）（単位：%） 

年齢・性 「20 歳代男性」（20.3%）、 

性・世帯主 「男性世帯員」（16.1%） 

世帯構造 「父子」（21.4%）、「一人暮らし」（12.8%）、＜3世代同居（2.7%）＞ 

配偶関係 「未婚」（13.2%） 

職業 「アルバイト」（15.1%） 

住居形態 「寮・社宅など集合住宅」（13.5%） 

個人年収 「2,000 万円以上」（40.0%）、「1,000 万円以上 1,500 万円未満」（14.5%） 

世帯年収 「2,000 万円以上」（20.4%） 

世帯ローン 
「300 万円以上 400 万円未満」（12.5%）、「100 万円未満」（18.2%）、 
＜800 万円以上 900 万円未満（0.0%）＞ 

その他 
「保険・共済未加入者」（22.9%） 
＜配偶者が派遣（0.0%）＞、＜配偶者が契約社員（2.9%）＞ 
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3-1-2 保険・共済に加入する際の公的保障（社会）の意識 
 
 公的年金、健康保険、介護保険のうち、公的年金を例にあげる。「公的保障を意識しなかっ

た」（全体 64.8%）回答者の属性として、「20 歳代女性」（74.6%）、「30 歳代女性」（72.2%）の

若年女性層が大きい。職業は「アルバイト」（80.1%）が大きく、収入面では低収入または「答

えたくない」が目立つ。また、「保険・共済未加入者」（85.3%）の割合が大きいことから、公

的保障への意識の低さは、保険・共済加入にも影響を及ぼしているかもしれない。 
 一方、「公的保障を意識しなかった」（全体 64.8%）割合が低い回答者の属性をみると、収入

や貯蓄が高い回答者が上位を占めている。これらは、「よく考えて／多少考えて選んだ」回答者

である。 
 なお、健康保険、介護保険についても公的年金と似たような傾向がみられる。 
 

図表 2-3-6 保険・共済に加入する際に「公的保障を意識しなかった」（公的年金） 

の回答者の属性（全体の 64.8%）（単位：%） 

年齢・性 「20 歳代女性」（74.6%）、「30 歳代女性」（72.2%） 

世帯構造 「その他」（73.7%） 

職業 「アルバイト」（80.1%）  

個人年収 ＜2,000 万円以上（40.0%）＞、＜1,000 万円以上 1,500 万円未満（40.5%）＞ 

世帯年収 
「100 万円未満」（78.0%）、 
＜2,000 万円以上（38.8%）＞ 

世帯貯蓄 
「貯蓄ゼロ」（82.0%）、「答えたくない」（74.9%）、「100 万円未満」（71.6%） 
＜1,500 万円以上 2,000 万円未満（44.1%）＞、 
＜800 万円以上 900 万円未満（44.4%）＞ 

世帯ローン 
「答えたくない」（73.4%）、 
＜400 万円以上 500 万円未満（43.6%）＞ 

その他 「保険・共済未加入者」（85.3%）、「主たる生計維持者が親」（75.5%） 

 
3-1-3 ライフプランの作成経験 
 
 ライフプランの作成経験者（全体の 20.2%）は、「60 歳代前半女性」（26.4%）、「子との同

居」（27.1%～31.2%）、個人年収・世帯年収ともに高収入者である。また、「金融・保険業」

（35.0%）が大きい。 
一方、ライフプランの作成経験の割合が小さい属性としては、「20 歳代女性」（7.1%）、「世

帯主女性」（10.9%）、「未婚」（12.4%）、「アルバイト」（7.9%）、低年収・低貯蓄といった特徴

がみられる。また、「保険・共済未加入者」（5.9%）もライフプランの作成経験者が少ない。 
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図表 2-3-7 「ライフプランの作成経験者」の属性（全体の 20.2%）（単位：%） 

年齢・性 「60 歳代前半女性」（26.4%）、＜20 歳代女性 7.1%＞ 

性・世帯主 ＜世帯主女性 10.9%＞ 

世帯構造 「未就学児と同居」（31.2%）、「子（孫）と同居」（27.1%）、「母子」（28.4%）、 

配偶関係 ＜未婚 12.4%＞ 

職業 ＜アルバイト 7.9%＞  

住居形態 「分譲マンション」（24.7%） 

個人年収 
「1,000 万円以上 1,500 万円未満」（39.7%）、 
「1,500 万円以上 2,000 万円未満」（39.1%） 

世帯年収 
「1,000 万円以上 1,500 万円未満」（34.7%）、「2,000 万円以上」（34.7%） 
＜年収 100 万円未満（9.1%）＞ 

世帯貯蓄 
「600 万円以上 700 万円未満」（34.1%）、「1,500 万円以上 2,000 万円未満」（29.7%） 
＜ゼロ（10.9%）＞ 

世帯ローン 「400 万円以上 500 万円未満」（34.5%）、「2,000 万円以上」（33.0%） 

その他 
「金融・保険業」（35.0%）、＜保険・共済未加入者（5.9%）＞ 
＜主たる生計維持者が親（8.6%）＞ 

 
（２）保険・共済の加入実態と意識 
 
3-2-1 保険・共済の未加入者 
 
 保険・共済の未加入者の割合が大きい属性についてみると、「20 歳代女性」（40.2%）、「女性世

帯主」（33.2%）、「未婚」（34.4%）、「アルバイト」（46.8%）、さらに低年収・貯蓄ゼロなどの特徴

がみられる。すでに述べたように、これらの者は、「保険・共済に加入する際、公的保障を意識

する」割合が低く、またライフプランの作成経験も少ない。保険・共済の加入率を高める視点の

1 つとして、公的保障（制度）に対する認知・理解やライフプランの作成経験をとりあげること

ができるかもしれない。 
 

図表 2-3-8 「保険・共済未加入者」の属性（全体の 19.7%）（単位：%） 

年齢・性 「20 歳代女性」（40.2%） 

性・世帯主 「女性世帯主」（33.2%） 

配偶関係 「未婚」（34.4%） 

職業 「アルバイト」（46.8%） 

個人年収 
＜800 万円以上 900 万円未満（4.2%）＞、 
＜1,500 万円以上 2,000 万円未満（4.5%）＞ 

世帯年収 「100 万円未満」（39.8%）、「100 万円以上 200 万円未満」（39.0%） 

世帯貯蓄 「ゼロ」（37.1%） 

世帯ローン 
＜800 万円以上 900 万円未満（0.0%）＞、 
＜1,000 万円以上 1,500 万円未満（4.5%）＞ 

その他 ＜配偶者が会社役員（4.8%）＞ 
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3-2-2 保険・共済加入時の比較 
 

生命・損害の両方に質問しているが、ここでは生命系に焦点をあて、「保険・共済の加入時に

他の保障などと比較しなかった」（51.9%）割合が大きい属性についてみてみよう。 
「60 歳代前半女性」（56.9%）、「女性世帯主」（56.8%）から女性高齢者が多いようにみえる。

職業では「嘱託」（71.7%）、「アルバイト」（70.5%）、低収入・貯蓄が特徴である。 
一方、「他と比較しなかった」割合が小さい、いいかえれば他と比較した割合が大きい回答者

の属性は、高収入の個人・世帯が多くを占めている。また、「労働組合に加入していない」（36.7%）

回答者も比較している割合が大きい。 
 

図表 2-3-9 「他と比較しなかった」（生命）の属性（全体の 51.9%）（単位：%） 

年齢・性 「60 歳代前半女性」（56.9%） 

性・世帯主 「女性世帯主」（56.8%） 

世帯構造 「その他の世帯」（63.2%） 

配偶関係 「未婚」（55.0%） 

職業 「嘱託」（71.7%）、「アルバイト」（70.5%） 

住居形態 「分譲マンション」（24.7%） 

個人年収 
「100 万円未満」（61.8%） 
＜2,000 万円以上（33.3%）＞、＜1,500 万円以上 2,000 万円未満（36.4%）＞ 

世帯年収 
「100 万円未満」（63.6%）、「100 万円以上 200 万円未満」（63.6%） 
＜1,500 万円以上 2,000 万円未満（34.9%）＞ 

世帯貯蓄 「ゼロ」（61.7%） 

世帯ローン 
「700 万円以上 800 万円未満」（65.8%） 
＜800 万円以上 900 万円未満（32.4%）＞、 

その他 ＜労働組合に加入していない（36.7%）＞ 

 
3-2-3 保険・共済に対する総合的な満足度 
 
 最後に、保険・共済に対する総合的な満足度について、これも生命を対象にみてみる。 
「満足している」割合が大きい属性として、「20 歳代男性」（17.7%）、高年収があげられる。 
 

図表 2-3-10 「満足している」（生命）の属性（全体の 11.9%）（単位：%） 

年齢・性 「20 歳代男性」（17.7%） 

個人年収 
「1,000 万円以上 1,500 万円未満」（20.3%）、 
＜800 万円以上 900 万円未満（6.6%）＞ 

世帯年収 「1,500 万円以上 2,000 万円未満」（19.3%）、「2000 万円以上」（19.0%） 

世帯貯蓄 
「800 万円以上 900 万円未満」（23.7%）、「300 万円以上 400 万円未満」（17.9%）、 
＜500 万円以上 600 万円未満（6.3%）＞ 

世帯ローン 「700 万円以上 800 万円未満」（65.8%）、＜答えたくない・わからない（6.9%）＞ 

その他 
「金融・保険業」（18.0%）、＜主たる生計維持者が子（0.0%）＞ 
＜配偶者職業が派遣（0.0%）＞、＜同嘱託（5.3%）＞、 
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 これまでのまとめとして、各項目と総合的な満足度（生命）をクロス集計したのが、図表 2-
3-11 である。なお、各列の最上位に網掛けをしている。 
・最大の不安のうち、 

－「ケガや病気で入・通院したときの入院費用・治療費用」は、保険・共済については満足

している割合が最も大きい。 
－「本人の老後の生活費用」については満足度が低い。 

・保険・共済に加入する際の公的保障（社会）の意識について 
 －年金、健保、介護のいずれも「よく考えて選んだ」が満足している割合が大きく、「意識し

なかった」場合、不満の傾向がみられる。 
・ライフプランの作成経験があるほうが、満足度は高い。 
・加入時に比較したほうがやや満足度は高い。 
 

図表 2-3-11 加入者の意識と総合的な満足度（生命）（単位：%） 
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本人の老後の生活費用 9.9 69.8 18.1 2.2 79.7 20.3 

本人が死亡した場合の家族の生活費用 12.2 67.6 18.3 1.9 79.8 20.2 

ケガや病気で長期間働けなくなったとき

の生活費用 
13.9 70.5 13.7 1.9 84.4 15.6 

ケガや病気で入・通院したときの入院 

費用・治療費用 
14.6 67.9 15.6 1.9 82.5 17.5 

不安はない 14.6 63.3 17.6 4.5 77.9 22.1 

公的年金 

よく考えて選んだ 29.8 57.7 11.5 0.9 87.5 12.4 

多少考えて選んだ 10.6 73.2 15.0 1.3 83.8 16.3 

意識しなかった 9.3 68.9 19.2 2.7 78.2 21.9 

健康保険 

よく考えて選んだ 30.0 58.6 10.1 1.4 88.6 11.5 

多少考えて選んだ 10.8 71.7 16.6 1.0 82.5 17.6 

意識しなかった 9.0 69.5 18.6 2.8 78.5 21.4 

介護保険 

よく考えて選んだ 30.6 56.1 12.6 0.7 86.7 13.3 

多少考えて選んだ 10.6 73.0 15.4 1.1 83.6 16.5 

意識しなかった 10.3 69.1 18.1 2.5 79.4 20.6 

ライフプラン 
作成経験あり 18.3 67.4 13.0 1.3 85.7 14.3 

作成経験なし 9.7 69.6 18.4 2.3 79.3 20.7 

加入時比較 

（生命系） 

比較した 12.7 68.7 17.2 1.4 81.4 18.6 

比較しなかった 11.1 69.4 16.9 2.6 80.5 19.5 

全体 11.9 69.1 17.0 2.0 81.0 19.0 
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おわりに 
 

本調査は、「勤労者世帯」を対象に、生活リスクへの保障意識や共済・保険の加入実態を分析

し、明らかにすることを目的として、2012 年、2014 年に続いて実施された。 
 回答者の対象範囲が回を重ねるごとに広がっているため、各回の調査と比較する際には注意

が必要であるが、傾向を知るうえで役に立つと思われる。また、回答者世帯のうち 2 人以上の世

帯の世帯年収分布をみると、総務省「平成 26 年家計調査」の勤労者世帯の世帯年収分布よりも

分布の山が左寄りにある。すなわち、低収入世帯が相対的に多い点が特徴である。これは初回調

査から変わらない。 
 今回の調査で生活リスクに対する不安に関する質問内容が変更された。また、新設項目として

介護リスクの意識と備え、そしてライフプランの経験、きっかけ、効果などが加わった。そこで、

これらの項目については、紙幅を割いて集計・分析を行った。 
 全般的に図表を増やし、記述を抑えることで読みやすさに配慮したのも今回の特徴である。ま

た、第 1 部を単純集計と基本属性によるクロス集計、第 2 部を特定のテーマについての解説と

することで、前回よりも構成がわかりやすくなったのではないだろうか。 
 今後の課題をいくつかあげると、今回、回答者の世帯構造について整理しているが、世帯のラ

イフステージをあわせて考察し、詳細な分析を行う必要がある。次に、本調査は広範囲の「勤労

者世帯」を対象としているため、たとえば、男性の一人親世帯は相対的に回答者が少なくなり、

クロス集計の場合、参照程度にならざるを得ない。また、今回の調査対象ではない失業者や 65
歳以上の勤労者なども視野に、特定層を対象に生活リスクへの保障意識や私的保障の加入実態

を調査することも興味深い。さらに、共済・保険はわかりにくい用語が多く、全体に及ぼす影響

は少ないものの、回答者の誤答などを一部修正し、より正確な分析を行うよう努めた。したがっ

て、質問方法・内容の設計についてさらに工夫が求められる。回答データは統計的検定をしてお

らず、課題が残されている。 
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参考資料： 

回答者世帯の主な属性と共済・保険とのクロス：生命分野 （１）加⼊率 

 
度数 加⼊率 保障タイプ別加⼊率 

死亡 がん 医療 年⾦ 休業 介護 学資 養⽼ 
TOTAL 5,470 74.3 51.8 30.8 51.9 16.5 4.6 3.8 7.8 7.0 
＜性＞           
 男性 2,738 74.0 57.1 31.0 48.2 15.8 5.6 3.7 8.4 4.7 
 ⼥性 2,732 74.6 46.6 30.7 55.6 17.1 3.6 3.9 7.2 9.2 
＜年齢（5 歳階級）＞           
 ２０歳〜２４歳 222 44.1 23.0 11.3 26.1 9.0 3.2 1.8 1.4 5.0 
 ２５歳〜２９歳 758 54.1 33.6 17.5 34.6 10.2 4.6 2.8 6.6 5.0 
 ３０歳〜３４歳 510 66.7 45.3 28.2 48.6 14.9 5.7 3.5 10.4 6.7 
 ３５歳〜３９歳 671 71.8 51.0 30.3 51.4 14.8 6.6 2.8 14.6 6.9 
 ４０歳〜４４歳 653 77.5 54.1 33.8 52.8 16.5 5.5 5.4 14.7 9.8 
 ４５歳〜４９歳 760 79.1 55.9 33.7 53.4 18.0 5.3 4.3 10.1 7.4 
 ５０歳〜５４歳 631 85.6 63.2 35.8 62.0 24.2 4.4 3.6 4.6 7.9 
 ５５歳〜５９歳 546 85.0 62.3 38.1 61.5 20.7 2.7 3.5 2.4 6.6 
 ６０歳〜６４歳 719 86.8 61.2 37.7 62.0 16.3 2.4 5.1 1.1 6.5 
＜居住地域＞           
 北⽇本 646 78.0 54.0 33.1 55.6 15.0 4.0 4.0 7.1 6.5 
 東⽇本 2,134 71.9 49.8 28.9 49.1 16.4 4.6 3.4 7.1 7.0 
 中⽇本 1,480 74.0 52.6 31.2 51.3 17.6 4.2 3.4 8.2 7.0 
 ⻄⽇本 1,210 77.0 53.5 32.6 55.5 15.8 5.3 4.9 8.9 7.3 
＜世帯主＞           
 世帯主 3,015 77.3 57.6 32.8 52.5 17.7 5.2 3.9 8.6 6.2 
 世帯員 2,455 70.6 44.8 28.4 51.0 14.9 3.8 3.7 6.8 7.9 
＜婚姻状況＞           
 未婚 1,965 56.0 32.7 18.5 37.0 12.9 3.5 2.8 0.5 5.8 
 既婚 2,990 85.7 64.5 38.8 60.3 18.2 5.3 4.3 12.6 7.6 
 離婚・死別 515 78.1 51.3 31.7 59.4 19.8 4.5 4.5 7.8 8.0 
＜同居家族＞           
 配偶者 2,867 85.7 64.9 39.1 60.3 18.3 5.3 4.4 12.8 7.6 

 親 1,596 66.1 43.9 24.7 44.7 14.2 3.8 3.8 4.4 6.0 
 子（未就学児） 574 86.1 69.0 37.8 59.9 18.8 8.7 5.2 36.2 11.8 

 子（小学生・中学生） 781 87.1 66.5 39.8 60.4 15.4 5.9 4.0 27.4 8.1 

 子（高校生・大学生等の学生） 618 84.8 66.3 40.5 60.0 18.0 5.2 4.4 14.2 7.0 

 子（社会人） 647 8.7 66.2 42.2 62.6 19.2 3.6 5.1 2.9 6.6 
 孫 38 92.1 68.4 42.1 71.1 36.8 2.6 7.9 7.9 13.2 
 その他 347 59.4 35.7 20.7 45.0 12.7 4.3 4.3 2.3 5.8 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 61.5 51.8 21.7 42.7 16.1 3.6 2.7 0.3 6.0 
＜主たる生計維持者＞           
 あなた自身 3,216 76.6 56.0 32.6 52.5 18.1 5.3 3.9 8.1 6.4 
 配偶者 1,306 83.9 57.0 37.1 62.6 17.4 3.8 4.6 10.9 9.5 
 親 850 50.2 28.5 15.3 32.9 8.9 2.9 2.0 2.0 5.8 
 子 29 86.2 51.7 34.5 55.2 20.7 3.4 3.4 20.7 0.0 
 その他 69 75.4 49.3 21.7 53.6 14.5 4.3 8.7 1.4 5.8 
＜職業＞           
 正社員（役員を除く） 2,891 77.7 58.0 34.8 52.7 18.6 5.8 4.3 10.0 7.4 
 パートタイマー 975 75.6 47.1 28.5 55.7 13.9 2.8 2.9 6.9 6.7 
 アルバイト 331 42.0 21.8 10.6 30.2 7.6 0.9 1.8 3.6 3.3 
 契約社員 380 76.0 49.2 31.8 56.1 16.1 3.2 3.7 4.5 9.5 
 派遣労働者 208 59.6 31.3 24.5 44.7 16.8 2.9 2.9 4.3 5.8 
 嘱託 62 74.2 51.6 32.3 58.1 14.5 0.0 3.2 3.2 6.5 
 会社役員 115 93.0 76.5 40.9 67.0 25.2 8.7 8.7 7.0 7.8 
 自営業・内職 444 73.6 50.9 25.0 48.0 12.4 4.1 2.9 5.2 5.0 
 その他 64 79.7 48.4 28.1 59.4 18.8 9.4 9.4 1.6 14.1 
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度数 加⼊率 
保障タイプ別加⼊率 

死亡 がん 医療 年⾦ 休業 介護 学資 養⽼ 
＜配偶者の職業＞           
 正社員（役員を除く） 1,285 82.9 60.4 38.0 59.8 18.0 5.4 4.4 13.6 9.0 
 パートタイマー 477 87.6 71.1 40.7 60.4 17.0 5.9 4.2 15.3 5.0 
 アルバイト 84 86.9 69.0 42.9 53.6 20.2 4.8 3.6 8.3 6.0 
 契約社員 105 90.5 58.1 35.2 71.4 19.0 5.7 5.7 9.5 10.5 
 派遣労働者 20 85.0 70.0 30.0 70.0 15.0 0.0 0.0 5.0 0.0 
 嘱託 23 82.6 43.5 26.1 73.9 26.1 4.3 4.3 8.7 13.0 
 会社役員 83 92.8 69.9 54.2 63.9 21.7 6.0 8.4 8.4 8.4 
 自営業・内職 198 87.9 59.1 28.8 62.6 15.7 4.5 3.0 7.1 8.6 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 89.0 73.2 42.9 59.9 19.7 6.6 4.9 15.5 6.2 
 その他 21 90.5 61.9 33.3 66.7 23.8 4.8 9.5 4.8 14.3 
 働いていない 223 83.4 61.9 37.2 54.7 17.9 1.8 2.2 6.7 5.4 
＜業種＞           
 製造業・建設業・鉱業 1,228 76.3 55.6 31.3 51.1 15.6 5.0 3.3 8.8 6.1 
 電気・ガス・熱供給・水道業 72 73.6 51.4 38.9 63.9 27.8 6.9 2.8 9.7 8.3 
 運輸業・情報通信業 410 72.9 55.6 37.1 50.7 15.4 4.4 3.4 8.0 6.6 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 825 71.5 46.9 28.2 49.3 13.2 3.9 3.2 7.0 6.9 
 ⾦融業・保険業 243 79.8 59.3 42.8 60.9 29.6 7.4 6.6 9.9 9.9 
 不動産業 127 74.8 51.2 33.9 52.0 18.1 2.4 1.6 5.5 5.5 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 973 78.3 53.4 33.9 56.4 18.7 5.1 4.6 8.9 8.4 
 その他サービス業 1,349 69.2 47.0 24.5 47.0 13.4 3.9 3.5 6.2 5.7 
 その他 243 82.7 56.8 33.7 62.6 24.3 4.9 6.6 7.8 11.1 
＜1 週間の平均勤務時間＞           
 20 時間未満 719 66.1 38.9 22.9 46.2 12.2 2.4 2.4 5.6 7.1 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 74.3 48.7 30.4 52.4 16.3 3.4 3.9 6.9 7.4 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 76.7 57.0 32.9 54.3 17.8 5.7 4.2 9.0 7.1 
 60 時間以上 385 74.0 57.9 34.3 44.2 16.4 7.0 3.9 8.6 4.4 
＜労働組合のへ加⼊状況＞           
 勤務先の労働組合に加⼊ 1,332 76.0 56.5 33.8 51.2 18.0 6.9 4.4 9.7 8.4 
 勤務先に労働組合はあるが、 

別の労働組合に加⼊ 30 66.7 43.3 30.0 36.7 13.3 6.7 3.3 0.0 6.7 
 
 勤務先に労働組合はなく、 

別の労働組合に加⼊ 68 72.1 48.5 32.4 44.1 11.8 10.3 1.5 10.3 5.9 
 
 労働組合に加⼊していない 4,040 73.9 50.4 29.9 52.3 16.0 3.7 3.7 7.2 6.5 
＜個人年収＞           
 100 万円未満 658 67.2 38.3 23.3 47.9 11.4 2.6 1.8 6.2 6.4 
 100 万円〜200 万円 896 68.2 42.5 22.9 49.7 11.7 2.8 4.0 6.8 6.6 
 200 万円〜300 万円 821 71.6 45.1 28.5 50.3 16.1 3.7 3.8 5.7 7.4 
 300 万円〜400 万円 736 77.7 53.1 30.3 55.0 17.0 4.3 3.0 6.5 6.4 
 400 万円〜500 万円 536 81.3 62.1 34.3 54.3 19.8 5.6 3.7 9.7 7.8 
 500 万円〜600 万円 386 81.3 65.8 41.2 57.5 18.7 7.0 5.4 13.5 8.5 
 600 万円〜700 万円 223 87.9 70.9 43.9 64.6 22.9 8.1 5.4 17.5 4.9 
 700 万円〜800 万円 198 89.9 76.3 41.4 59.6 29.8 5.6 7.1 14.1 8.1 
 800 万円〜900 万円 96 94.8 75.0 47.9 61.5 24.0 9.4 5.2 6.3 5.2 
 900 万円〜1,000 万円 86 90.7 77.9 55.8 62.8 33.7 10.5 7.0 15.1 16.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 93.9 75.6 55.7 65.6 28.2 12.2 8.4 11.5 9.2 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 95.7 69.6 43.5 69.6 21.7 17.4 4.3 4.3 4.3 
 2,000 万円以上 15 73.3 60.0 40.0 46.7 20.0 13.3 13.3 6.7 20.0 
 収⼊はない 6 50.0 50.0 33.3 50.0 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 659 60.7 42.5 24.9 39.3 11.7 3.2 2.3 3.5 5.5 
＜個人年収 103 万円＞           

100 万円以上 103 万円以下 168 71.4 44.0 21.4 48.8 10.7 3.0 3.0 7.7 7.1 
103 万円超 200 万円未満 728 67.4 42.2 23.2 49.9 12.0 2.7 4.3 6.6 6.5 
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度数 加⼊率 

保障タイプ別加⼊率 
死亡 がん 医療 年⾦ 休業 介護 学資 養⽼ 

＜世帯年収＞           
 100 万円未満 88 50.0 33.0 9.1 23.9 6.8 2.3 0.0 4.5 0.0 
 100 万円〜200 万円 254 52.0 26.4 13.8 37.0 7.5 2.4 3.1 3.5 5.9 
 200 万円〜300 万円 490 66.9 38.4 20.8 45.1 12.2 3.3 2.2 2.2 5.9 
 300 万円〜400 万円 641 71.0 43.8 24.5 49.5 14.7 3.0 2.7 5.8 6.4 
 400 万円〜500 万円 606 79.0 55.9 29.5 56.4 14.4 5.0 3.3 8.6 5.6 
 500 万円〜600 万円 516 78.9 58.7 35.9 56.8 15.7 4.3 3.7 10.3 5.8 
 600 万円〜700 万円 434 83.6 60.6 38.7 59.2 19.1 5.8 4.6 15.4 8.1 
 700 万円〜800 万円 379 83.6 62.8 36.7 56.5 23.5 4.7 5.5 10.6 11.3 
 800 万円〜900 万円 253 86.6 64.0 41.9 60.1 22.5 8.3 4.3 13.4 6.7 
 900 万円〜1,000 万円 229 89.5 68.6 48.5 64.2 25.8 5.7 6.6 11.4 10.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 87.6 68.8 44.3 64.1 22.8 8.7 6.7 11.6 11.1 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 86.5 70.8 45.8 63.5 28.1 12.5 6.3 6.3 6.3 
 2,000 万円以上 49 85.7 65.3 46.9 57.1 28.6 12.2 10.2 8.2 18.4 
 収⼊はない 2 50.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 1,029 61.8 41.8 24.4 41.8 12.7 2.5 2.8 3.6 5.2 
＜世帯貯蓄額＞           
 100 万円未満 953 71.8 49.1 26.4 48.1 10.2 4.0 3.3 7.9 3.5 
 100 万円〜200 万円 401 76.8 55.6 33.2 56.9 15.2 7.5 3.2 10.0 7.7 
 200 万円〜300 万円 284 84.5 61.3 37.0 58.5 19.4 7.7 2.5 14.1 8.8 
 300 万円〜400 万円 198 81.8 53.5 30.3 57.6 19.7 5.6 4.0 9.1 8.1 
 400 万円〜500 万円 185 88.1 63.8 38.4 61.1 18.4 4.3 2.7 15.1 10.8 
 500 万円〜600 万円 148 85.8 60.8 34.5 56.1 20.9 6.8 6.8 15.5 6.1 
 600 万円〜700 万円 85 84.7 63.5 31.8 54.1 24.7 3.5 1.2 10.6 9.4 
 700 万円〜800 万円 81 81.5 64.2 35.8 55.6 28.4 4.9 8.6 9.9 6.2 
 800 万円〜900 万円 45 84.4 57.8 40.0 57.8 24.4 8.9 8.9 13.3 13.3 
 900 万円〜1,000 万円 129 85.3 70.5 36.4 57.4 21.7 6.2 8.5 12.4 8.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 89.0 61.6 37.3 65.0 28.1 4.6 4.6 7.6 9.9 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 88.3 69.0 40.0 63.4 22.8 6.2 6.2 11.0 9.0 
 2,000 万円以上 500 84.0 62.0 39.4 62.0 27.4 5.2 6.6 6.6 13.8 
 ない 267 52.8 31.5 18.7 36.3 3.0 1.9 1.9 5.6 3.4 
 答えたくない・わからない 1,786 65.6 43.6 27.5 45.6 13.9 3.4 3.0 4.5 5.7 
＜ローンの有無＞           
 現在、ローンがある 2,581 76.0 55.6 33.8 52.6 15.1 6.2 4.8 11.3 6.6 
 現在、ローンはない 2,889 72.8 48.5 28.2 51.2 17.6 3.1 2.9 4.7 7.3 
 答えたくない・わからない 499 46.7 30.3 14.0 27.3 5.8 3.6 1.8 2.4 2.4 
＜ローンの種類＞           
 住宅ローン 1,407 87.0 66.5 41.5 60.3 18.6 7.3 6.0 15.6 8.5 
 教育ローン 190 79.5 58.9 42.1 60.5 14.7 7.9 7.4 9.5 10.0 
 自動⾞ローン 741 82.2 60.6 37.7 59.9 17.9 8.5 7.0 14.3 6.7 
 消費者⾦融からのローン 231 71.9 51.9 29.9 56.7 12.6 6.1 6.9 10.0 5.2 
 その他 105 84.8 61.0 38.1 66.7 20.0 5.7 3.8 7.6 6.7 
＜世帯ローン残高＞           
 100 万円未満 249 73.9 48.6 30.5 55.4 12.0 3.2 4.0 10.0 5.2 
 100 万円〜200 万円 230 80.0 55.7 35.2 55.2 15.2 8.7 6.1 10.0 5.7 
 200 万円〜300 万円 134 85.1 60.4 39.6 62.7 20.1 5.2 5.2 7.5 5.2 
 300 万円〜400 万円 72 80.6 59.7 37.5 56.9 13.9 5.6 4.2 11.1 9.7 
 400 万円〜500 万円 55 87.3 61.8 40.0 67.3 21.8 10.9 5.5 12.7 9.1 
 500 万円〜600 万円 48 89.6 68.8 35.4 62.5 14.6 4.2 6.3 14.6 12.5 
 600 万円〜700 万円 35 88.6 77.1 45.7 57.1 25.7 8.6 5.7 17.1 11.4 
 700 万円〜800 万円 41 92.7 78.0 48.8 58.5 9.8 2.4 7.3 19.5 4.9 
 800 万円〜900 万円 37 91.9 75.7 45.9 62.2 24.3 5.4 5.4 18.9 5.4 
 900 万円〜1,000 万円 85 89.4 71.8 41.2 62.4 14.1 5.9 9.4 12.9 9.4 
 1,000 万円〜1,500 万円 199 92.5 69.8 46.7 64.8 24.1 5.0 6.0 15.1 6.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 175 89.7 73.1 42.3 58.3 18.3 6.9 8.6 16.6 12.0 
 2,000 万円以上 351 90.9 72.1 46.2 66.4 20.5 11.1 4.8 23.9 11.4 
 答えたくない・わからない 371 69.8 47.7 29.6 48.5 14.8 6.2 4.3 6.7 4.9 
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度数 加⼊率 

保障タイプ別加⼊率 
死亡 がん 医療 年⾦ 休業 介護 学資 養⽼ 

＜住居形態＞           
 持ち家一⼾建て 2,808 79.3 57.9 33.7 54.7 18.1 4.3 4.4 9.0 7.6 
 分譲マンション 718 78.1 55.6 35.8 56.0 18.8 4.7 4.5 8.8 8.2 
 賃貸一⼾建て 194 67.0 41.2 25.3 47.4 8.8 4.6 1.5 4.6 2.1 
 賃貸マンション 754 67.1 42.7 25.3 46.2 16.0 4.8 3.3 6.6 6.9 
 賃貸アパート 798 63.4 40.4 24.7 45.7 11.5 5.0 2.4 5.0 5.4 
 寮・社宅など集合住宅 163 64.4 42.9 23.9 46.0 14.7 6.1 3.7 6.1 4.9 
 その他 35 82.9 51.4 25.7 51.4 8.6 0.0 2.9 5.7 5.7 
＜世帯構造＞           
 単独者 1,075 61.5 36.4 21.7 42.7 16.1 3.6 2.7 0.3 6.0 
 夫婦のみ 931 81.2 57.1 35.9 58.9 17.8 4.5 4.0 0.5 7.3 
 親と同居 1,005 60.5 38.1 21.3 39.6 12.9 3.4 3.2 0.8 5.5 
 子（孫）と同居 1,762 86.2 66.1 39.7 60.7 17.8 6.0 4.3 19.6 8.3 
 3 世代同居 370 88.6 67.8 38.1 58.9 20.3 4.1 5.4 17.0 7.6 
 その他 327 59.0 35.2 20.2 44.3 13.1 4.9 4.9 0.9 5.8 
＜夫婦就業状況＞           
 共働き 2,296 85.2 63.0 38.2 60.9 17.9 5.4 4.4 12.6 8.1 
 一人が非就業 694 87.2 69.6 41.1 58.2 19.2 5.0 4.0 12.7 5.9 
＜雇用形態＞           
 正規 2,891 77.7 58.0 34.8 52.7 13.6 5.8 4.3 10.0 7.4 
 非正規 1,956 68.3 41.7 25.8 50.4 16.6 2.5 2.9 5.5 6.5 

 

回答者世帯の主な属性と共済・保険とのクロス：生命分野 （２）保険料・掛⾦ 
 

度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜5 千円 
5 千〜 
1 万円 

1 万〜 
2 万円 

2 万〜 
4 万円 

4 万〜 
6 万円 

6 万〜 
10 万円 

10 万円 
〜 

TOTAL 3,925 15,563 21.9 21.6 27.6 21.4 5.2 1.5 0.9 
＜性＞          
 男性 1,960 16,865 18.7 19.8 27.7 25.4 5.8 1.7 1.0 
 ⼥性 1,965 14,264 25.1 23.3 27.5 17.4 4.7 1.2 0.8 
＜年齢（5 歳階級）＞          
 ２０歳〜２４歳 96 7,640 39.6 31.3 25.0 2.1 1.0 1.0 0.0 
 ２５歳〜２９歳 388 10,667 32.0 27.8 24.2 11.9 3.1 1.0 0.0 
 ３０歳〜３４歳 328 10,841 29.0 23.5 29.9 15.2 2.1 0.3 0.0 
 ３５歳〜３９歳 469 13,397 27.9 23.2 23.5 20.0 3.0 1.5 0.9 
 ４０歳〜４４歳 489 17,162 21.1 21.3 29.9 19.2 5.3 2.0 1.2 
 ４５歳〜４９歳 578 15,715 18.9 20.9 29.6 23.2 5.4 1.0 1.0 
 ５０歳〜５４歳 527 18,268 16.9 15.7 31.1 25.4 8.0 2.1 0.8 
 ５５歳〜５９歳 452 17,652 15.7 17.9 28.5 28.1 7.7 1.3 0.7 
 ６０歳〜６４歳 598 18,882 16.6 22.4 24.6 26.6 6.2 1.8 1.8 
＜居住地域＞          
 北⽇本 493 14,985 19.7 22.1 29.8 21.3 5.3 1.6 0.2 
 東⽇本 1,471 15,351 24.2 21.0 26.2 20.8 5.2 1.4 1.2 
 中⽇本 1,057 15,230 22.0 21.1 27.5 22.0 5.2 1.4 0.7 
 ⻄⽇本 904 16,611 19.1 22.8 28.8 21.7 5.3 1.4 0.9 
＜世帯主＞          
 世帯主 2,254 16,860 20.5 19.5 26.8 24.2 6.4 1.7 0.9 
 世帯員 1,671 13,812 23.8 24.4 28.7 17.6 3.7 1.1 0.8 
＜婚姻状況＞          
 未婚 1,057 10,901 32.6 22.7 27.2 14.1 2.6 0.9 0.0 
 既婚 2,478 17,731 17.2 20.7 27.9 24.8 6.3 1.8 1.3 
 離婚・死別 390 14,423 22.8 24.4 26.7 19.5 5.6 0.8 0.3 
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度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜5 千円 
5 千〜 
1 万円 

1 万〜 
2 万円 

2 万〜 
4 万円 

4 万〜 
6 万円 

6 万〜 
10 万円 

10 万円 
〜 

＜同居家族＞          
 配偶者 2,376 17,785 16.8 20.7 28.0 25.0 6.2 1.9 1.3 
 親 1,017 13,826 23.2 22.9 28.5 19.1 4.8 1.1 0.4 
 子（未就学児） 480 16,707 18.8 23.1 27.1 21.7 6.0 2.5 0.8 
 子（小学生・中学生） 659 17,814 16.7 21.9 27.8 24.9 5.8 1.7 1.4 
 子（高校生・大学生等の学生） 510 19,102 12.7 18.8 31.2 27.3 6.7 1.8 1.6 
 子（社会人） 550 17,881 14.0 19.5 30.4 26.9 6.4 1.6 1.3 
 孫 34 16,206 8.8 20.6 32.4 32.4 5.9 0.0 0.0 
 その他 198 12,583 29.3 25.8 25.3 17.2 1.5 0.5 0.5 
 本人のみ（一人暮らし） 635 11,659 33.2 21.3 25.7 14.8 4.1 0.9 0.0 
＜主たる生計維持者＞          
 あなた自身 2,384 16,463 20.6 19.8 27.5 23.7 6.0 1.6 0.9 
 配偶者 1,062 15,627 19.9 24.1 28.6 19.9 5.1 1.4 1.0 
 親 407 9,896 33.7 26.3 25.6 12.5 1.2 0.7 0.0 
 子 23 11,354 21.7 30.4 21.7 21.7 4.3 0.0 0.0 
 その他 49 19,428 32.7 12.2 30.6 16.3 4.1 2.0 2.0 
＜職業＞          
 正社員（役員を除く） 2,179 16,244 19.8 21.2 27.6 23.5 5.6 1.6 0.7 
 パートタイマー 703 12,671 25.9 24.0 30.3 14.7 4.0 0.7 0.4 
 アルバイト 129 11,285 37.2 23.3 20.2 14.7 3.1 1.6 0.0 
 契約社員 279 13,249 23.7 26.2 28.0 17.6 2.5 1.1 1.1 
 派遣労働者 121 12,234 32.2 25.6 22.3 13.2 5.0 0.8 0.8 
 嘱託 44 13,662 22.7 25.0 20.5 27.3 4.5 0.0 0.0 
 会社役員 104 28,623 5.8 8.7 26.0 38.5 9.6 7.7 3.8 
 自営業・内職 315 17,057 19.7 16.5 29.5 25.1 6.7 1.3 1.3 
 その他 51 22,470 27.5 21.6 17.6 19.6 7.8 0.0 5.9 
＜配偶者の職業＞          
 正社員（役員を除く） 1,034 15,506 19.5 22.1 29.0 21.2 6.3 1.3 0.6 
 パートタイマー 405 20,042 13.8 17.5 29.1 28.6 7.7 1.7 1.5 
 アルバイト 68 19,756 17.6 14.7 23.5 33.8 4.4 2.9 2.9 
 契約社員 95 14,989 17.9 25.3 29.5 21.1 4.2 1.1 1.1 
 派遣労働者 16 13,023 25.0 12.5 31.3 31.3 0.0 0.0 0.0 
 嘱託 19 10,716 5.3 36.8 47.4 10.5 0.0 0.0 0.0 
 会社役員 74 21,308 9.5 18.9 21.6 36.5 8.1 5.4 0.0 
 自営業・内職 171 18,422 20.5 20.5 29.2 17.0 8.2 1.8 2.9 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 400 20,228 12.3 18.5 26.0 32.0 6.8 2.8 1.8 
 その他 19 31,515 26.3 5.3 42.1 15.8 0.0 0.0 10.5 
 働いていない 177 18,025 20.9 25.4 21.5 24.3 3.4 2.3 2.3 
＜業種＞          
 製造業・建設業・鉱業 912 15,493 20.4 20.9 27.6 24.5 4.6 1.5 0.4 
 電気・ガス・熱供給・水道業 47 24,334 17.0 12.8 40.4 21.3 2.1 2.1 4.3 
 運輸業・情報通信業 289 14,850 22.1 19.4 29.1 23.9 2.4 2.4 0.7 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 563 13,468 22.9 23.6 28.6 19.9 4.1 0.4 0.5 
 ⾦融業・保険業 186 19,684 19.4 14.5 25.3 26.3 9.7 3.8 1.1 
 不動産業 94 19,142 19.1 13.8 33.0 22.3 6.4 2.1 3.2 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 739 16,796 23.8 22.5 26.0 18.3 6.1 2.0 1.4 
 その他サービス業 902 14,361 22.3 23.6 27.5 20.2 5.0 0.6 0.9 
 その他 193 16,110 21.2 21.8 25.4 20.2 9.3 2.1 0.0 
＜1 週間の平均勤務時間＞          
 20 時間未満 446 12,941 28.3 24.2 26.0 16.1 4.0 0.4 0.9 
 20 時間以上 40 時間未満 1,331 14,717 22.4 24.2 27.9 18.5 4.9 1.3 0.9 
 40 時間以上 60 時間未満 1,870 16,595 20.6 19.6 27.3 24.3 5.6 1.8 0.9 
 60 時間以上 278 16,878 18.0 18.3 30.6 24.1 6.5 1.8 0.7 
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度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜5 千円 
5 千〜 
1 万円 

1 万〜 
2 万円 

2 万〜 
4 万円 

4 万〜 
6 万円 

6 万〜 
10 万円 

10 万円 
〜 

＜労働組合のへ加⼊状況＞          
 勤務先の労働組合に加⼊ 981 14,760 23.2 21.2 27.9 20.7 5.1 0.9 0.9 
 勤務先に労働組合はあるが、 

別の労働組合に加⼊ 
19 10,278 31.6 26.3 26.3 15.8 0.0 0.0 0.0 

 
 勤務先に労働組合はなく、 

別の労働組合に加⼊ 
44 13,370 29.5 20.5 29.5 13.6 2.3 4.5 0.0 

 
 労働組合に加⼊していない 2,881 15,904 21.2 21.7 27.5 21.8 5.3 1.6 0.9 
＜個人年収＞          
 100 万円未満 422 12,257 23.5 27.0 30.3 15.4 3.1 0.5 0.2 
 100 万円〜200 万円 589 13,095 28.0 23.1 28.5 14.8 4.1 0.8 0.7 
 200 万円〜300 万円 566 12,196 27.4 22.8 30.4 15.2 3.0 0.9 0.4 
 300 万円〜400 万円 552 14,959 25.9 21.7 26.8 19.0 4.0 1.6 0.9 
 400 万円〜500 万円 428 16,205 18.2 21.3 27.8 24.5 5.8 1.6 0.7 
 500 万円〜600 万円 311 16,315 15.4 22.8 27.0 26.0 6.8 1.9 0.0 
 600 万円〜700 万円 192 17,921 14.6 16.7 28.1 31.3 7.3 1.6 0.5 
 700 万円〜800 万円 170 22,391 8.2 11.8 30.0 37.1 8.8 2.4 1.8 
 800 万円〜900 万円 90 16,432 14.4 22.2 27.8 25.6 6.7 3.3 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 74 23,425 17.6 12.2 18.9 39.2 6.8 2.7 2.7 
 1,000 万円〜1,500 万円 120 31,181 12.5 9.2 10.8 43.3 13.3 5.0 5.8 
 1,500 万円〜2,000 万円 22 36,072 4.5 13.6 22.7 18.2 36.4 0.0 4.5 
 2,000 万円以上 10 43,500 0.0 0.0 20.0 40.0 10.0 10.0 20.0 
 収⼊はない 3 10,733 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 376 14,801 23.1 23.9 26.1 20.2 4.8 1.1 0.8 
＜個人年収 103 万円＞          
 100 万円以上 103 万円以下 118 13,655 22.0 27.1 29.7 13.6 5.1 1.7 0.8 
 103 万円超 200 万円未満 471 12,955 29.5 22.1 28.2 15.1 3.8 0.6 0.6 
＜世帯年収＞          
 100 万円未満 41 12,129 17.1 43.9 26.8 2.4 7.3 2.4 0.0 
 100 万円〜200 万円 125 10,003 35.2 22.4 28.0 12.0 2.4 0.0 0.0 
 200 万円〜300 万円 310 10,651 32.6 25.8 26.5 11.0 3.2 1.0 0.0 
 300 万円〜400 万円 442 13,814 28.5 18.8 30.3 17.9 2.5 0.9 1.1 
 400 万円〜500 万円 465 13,642 23.2 24.9 30.8 16.3 3.7 0.2 0.9 
 500 万円〜600 万円 398 14,678 19.3 26.1 25.9 23.4 4.3 0.8 0.3 
 600 万円〜700 万円 354 15,605 20.9 19.2 29.4 22.0 7.3 0.6 0.6 
 700 万円〜800 万円 307 18,242 19.2 18.6 24.1 27.0 7.2 2.9 1.0 
 800 万円〜900 万円 215 16,782 15.8 18.6 32.1 23.7 6.5 3.3 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 197 19,829 11.2 19.8 25.4 32.5 7.1 3.6 0.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 344 21,468 13.7 14.5 25.3 33.7 7.8 2.6 2.3 
 1,500 万円〜2,000 万円 82 24,568 15.9 14.6 17.1 28.0 18.3 3.7 2.4 
 2,000 万円以上 40 34,081 10.0 5.0 22.5 40.0 10.0 2.5 10.0 
 収⼊はない 1 10,000 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 604 13,793 23.7 24.8 27.6 18.4 3.6 1.2 0.7 
＜世帯貯蓄額＞          
 100 万円未満 663 12,864 25.3 24.6 27.8 17.8 3.5 0.3 0.8 
 100 万円〜200 万円 305 16,883 18.0 22.6 27.9 23.6 4.9 2.3 0.7 
 200 万円〜300 万円 235 14,547 22.6 22.6 29.4 19.1 3.8 1.7 0.9 
 300 万円〜400 万円 158 14,190 21.5 19.0 34.2 19.0 5.1 1.3 0.0 
 400 万円〜500 万円 159 17,568 23.9 20.8 21.4 23.9 5.7 3.8 0.6 
 500 万円〜600 万円 124 15,302 21.0 21.8 25.8 24.2 4.8 2.4 0.0 
 600 万円〜700 万円 68 19,547 16.2 16.2 29.4 22.1 10.3 4.4 1.5 
 700 万円〜800 万円 65 14,220 24.6 15.4 29.2 26.2 4.6 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 38 13,874 31.6 15.8 21.1 28.9 2.6 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 104 20,392 11.5 20.2 27.9 28.8 7.7 1.0 2.9 
 1,000 万円〜1,500 万円 225 15,874 19.6 20.4 25.8 26.2 7.1 0.4 0.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 124 17,457 16.9 19.4 26.6 29.8 4.0 2.4 0.8 
 2,000 万円以上 409 22,080 17.8 14.4 24.0 27.6 10.3 2.9 2.9 
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度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜5 千円 
5 千〜 
1 万円 

1 万〜 
2 万円 

2 万〜 
4 万円 

4 万〜 
6 万円 

6 万〜 
10 万円 

10 万円 
〜 

 ない 134 10,624 27.6 23.1 34.3 12.7 1.5 0.7 0.0 
 答えたくない・わからない 1,114 14,328 23.2 23.7 28.2 18.7 4.6 1.1 0.5 
＜ローンの有無＞          
 現在、ローンがある 1,904 16,165 18.9 21.5 29.0 22.6 5.3 1.9 0.8 
 現在、ローンはない 2,021 14,995 24.7 21.6 26.3 20.2 5.2 1.0 0.9 
 答えたくない・わからない 214 12,268 24.3 22.0 31.8 17.8 3.3 0.9 0.0 
＜ローンの種類＞          
 住宅ローン 1,196 17,707 15.6 20.7 28.9 25.5 6.2 2.1 1.0 
 教育ローン 146 16,093 22.6 15.1 33.6 20.5 5.5 2.1 0.7 
 自動⾞ローン 597 16,622 17.8 22.6 29.3 21.6 5.0 2.3 1.3 
 消費者⾦融からのローン 163 13,893 27.6 24.5 20.2 19.6 6.7 0.6 0.6 
 その他 87 15,700 24.1 21.8 29.9 17.2 2.3 1.1 3.4 
＜世帯ローン残高＞          
 100 万円未満 182 11,535 29.7 25.3 27.5 13.2 3.3 0.5 0.5 
 100 万円〜200 万円 180 15,769 18.9 22.2 31.7 18.9 5.6 1.7 1.1 
 200 万円〜300 万円 111 15,811 18.0 23.4 26.1 26.1 4.5 0.9 0.9 
 300 万円〜400 万円 56 18,927 10.7 17.9 33.9 26.8 3.6 7.1 0.0 
 400 万円〜500 万円 48 12,896 18.8 27.1 29.2 20.8 4.2 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 42 13,691 26.2 21.4 19.0 26.2 7.1 0.0 0.0 
 600 万円〜700 万円 31 28,581 9.7 25.8 9.7 38.7 12.9 0.0 3.2 
 700 万円〜800 万円 37 20,787 16.2 10.8 27.0 35.1 8.1 0.0 2.7 
 800 万円〜900 万円 34 16,741 17.6 23.5 29.4 20.6 2.9 5.9 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 76 16,476 17.1 21.1 32.9 21.1 3.9 2.6 1.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 179 17,440 15.1 20.1 29.6 22.9 8.4 3.9 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 156 18,422 12.8 19.9 30.1 30.8 4.5 1.3 0.6 
 2,000 万円以上 313 20,330 15.0 18.5 26.8 27.5 7.0 2.6 2.6 
 答えたくない・わからない 245 13,760 20.8 23.7 30.6 19.2 4.1 1.6 0.0 
＜住居形態＞          
 持ち家一⼾建て 2,161 16,704 18.2 20.5 29.2 23.6 6.0 1.5 1.0 
 分譲マンション 535 17,599 19.3 20.6 25.2 26.4 5.0 2.1 1.5 
 賃貸一⼾建て 128 13,152 28.9 22.7 24.2 19.5 3.1 0.8 0.8 
 賃貸マンション 483 12,901 28.4 23.0 27.5 15.7 3.9 1.2 0.2 
 賃貸アパート 490 12,443 31.0 24.5 25.1 13.7 4.3 0.8 0.6 
 寮・社宅など集合住宅 99 11,869 27.3 26.3 25.3 16.2 5.1 0.0 0.0 
 その他 29 13,235 34.5 24.1 20.7 13.8 0.0 6.9 0.0 
＜世帯構造＞          
 単独者 635 11,659 33.2 21.3 25.7 14.8 4.1 0.9 0.0 
 夫婦のみ 732 16,237 19.9 22.4 27.2 23.4 4.5 1.4 1.2 
 親と同居 585 12,714 26.8 23.6 28.9 15.0 4.3 1.0 0.3 
 子（孫）と同居 1,469 17,996 17.0 20.6 27.8 24.9 6.4 2.0 1.4 
 3 世代同居 319 17,292 12.2 20.1 30.7 27.3 7.5 1.6 0.6 
 その他 185 12,992 30.3 23.8 24.9 18.4 1.6 0.5 0.5 
＜夫婦就業状況＞          
 共働き 1,901 17,178 17.8 20.7 28.9 23.4 6.5 1.6 1.2 
 一人が非就業 577 19,552 14.9 20.6 24.6 29.6 5.7 2.6 1.9 
＜雇用形態＞          
 正規 2,179 16,244 19.8 21.2 27.6 23.5 5.6 1.6 0.7 
 非正規 1,276 12,689 27.0 24.6 27.7 15.6 3.7 0.9 0.5 
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回答者世帯の主な属性と共済・保険とのクロス：生命分野（3）⼊院時の受取額（⽇額） 
 

度数 受取額 
受取額の分布 

〜5 千円 
5 千〜 
1 万円 

1 万〜 
1 万5 千円 

1 万 5 千 
〜2 万円 

2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万円〜 

TOTAL 3,762 8,498 15.2 44.1 29.1 5.7 4.7 0.8 0.3 
＜性＞          
 男性 1,865 8,982 14.7 41.3 30.7 6.1 5.8 0.9 0.5 
 ⼥性 1,897 8,022 15.7 46.9 27.5 5.3 3.7 0.7 0.2 
＜年齢（5 歳階級）＞          
 ２０歳〜２４歳 86 7,805 22.1 46.5 23.3 1.2 4.7 2.3 0.0 
 ２５歳〜２９歳 353 8,783 19.0 39.1 31.7 2.8 5.1 2.0 0.3 
 ３０歳〜３４歳 308 7,482 24.0 41.2 26.9 2.6 4.2 0.6 0.3 
 ３５歳〜３９歳 456 7,732 14.7 51.3 25.4 3.5 4.4 0.4 0.2 
 ４０歳〜４４歳 467 8,956 13.5 43.9 29.3 6.9 4.9 1.1 0.4 
 ４５歳〜４９歳 557 8,205 16.9 45.6 27.1 4.8 4.5 0.7 0.4 
 ５０歳〜５４歳 516 9,114 13.0 41.5 30.6 8.5 5.4 0.6 0.4 
 ５５歳〜５９歳 439 8,615 11.2 44.0 32.6 6.8 5.0 0.2 0.2 
 ６０歳〜６４歳 580 8,615 12.4 44.0 30.2 8.1 4.3 0.7 0.3 
＜居住地域＞          
 北⽇本 474 8,608 12.9 44.9 30.6 5.7 4.6 1.1 0.2 
 東⽇本 1,405 8,571 15.4 46.3 27.2 5.0 4.8 0.9 0.6 
 中⽇本 1,018 7,882 16.3 43.9 29.4 5.5 4.4 0.5 0.0 
 ⻄⽇本 865 9,045 14.9 40.5 31.1 7.2 5.1 0.9 0.3 
＜世帯主＞          
 世帯主 2,155 8,794 13.8 43.0 30.3 6.3 5.6 0.6 0.4 
 世帯員 1,607 8,102 17.1 45.6 27.5 5.0 3.5 1.1 0.2 
＜婚姻状況＞          
 未婚 985 8,297 18.0 44.0 28.0 4.1 4.7 0.9 0.4 
 既婚 2,403 8,606 14.7 43.9 29.3 6.0 4.9 0.8 0.3 
 離婚・死別 374 8,334 11.0 46.0 30.5 8.0 4.0 0.5 0.0 
＜同居家族＞          
 配偶者 2,306 8,614 14.8 43.7 29.5 6.2 4.6 0.8 0.3 
 親 969 8,599 16.3 44.7 27.7 5.1 4.7 1.1 0.4 
 子（未就学児） 461 8,202 18.0 41.4 30.8 3.5 5.0 1.1 0.2 
 子（小学生・中学生） 639 8,669 15.8 44.4 27.4 5.6 5.2 1.1 0.5 
 子（高校生・大学生等の学生） 497 8,485 16.1 41.9 30.4 6.8 3.8 0.8 0.2 
 子（社会人） 542 8,724 14.4 43.2 31.2 7.0 2.8 1.1 0.4 
 孫 34 7,588 11.8 50.0 35.3 0.0 2.9 0.0 0.0 
 その他 180 8,058 17.2 43.3 29.4 5.6 3.3 1.1 0.0 
 本人のみ（一人暮らし） 601 8,353 13.1 46.3 29.5 5.0 5.5 0.5 0.2 
＜主たる生計維持者＞          
 あなた自身 2,286 8,791 14.2 43.0 30.2 6.1 5.3 0.7 0.4 
 配偶者 1,031 7,830 16.2 46.1 28.3 5.2 3.6 0.6 0.0 
 親 378 8,666 17.7 46.8 24.9 3.4 4.8 1.9 0.5 
 子 21 8,215 28.6 28.6 19.0 19.0 4.8 0.0 0.0 
 その他 46 19,428 17.4 41.3 30.4 8.7 2.2 0.0 0.0 
＜職業＞          
 正社員（役員を除く） 2,088 8,754 14.7 42.8 29.8 6.1 5.3 0.9 0.4 
 パートタイマー 689 7,410 18.3 49.6 24.1 4.8 2.3 0.9 0.0 
 アルバイト 119 7,702 23.5 39.5 28.6 1.7 6.7 0.0 0.0 
 契約社員 261 7,797 15.3 48.7 27.2 4.6 3.4 0.4 0.4 
 派遣労働者 117 8,448 12.0 46.2 33.3 6.0 1.7 0.0 0.9 
 嘱託 41 10,329 9.8 41.5 34.1 4.9 7.3 2.4 0.0 
 会社役員 98 11,147 5.1 35.7 39.8 6.1 12.2 1.0 0.0 
 自営業・内職 302 9,138 13.9 40.7 30.8 8.3 4.6 1.0 0.7 
 その他 47 7,894 12.8 44.7 34.0 2.1 6.4 0.0 0.0 
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度数 受取額 
受取額の分布 

〜5 千円 
5 千〜 
1 万円 

1 万〜 
1 万5 千円 

1 万 5 千 
〜2 万円 

2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万円
〜 

＜配偶者の職業＞          
 正社員（役員を除く） 1,008 8,056 16.0 45.8 27.5 5.5 4.3 1.0 0.0 
 パートタイマー 396 9,505 16.2 38.6 29.8 7.8 6.1 1.0 0.5 
 アルバイト 69 8,930 14.5 44.9 30.4 5.8 2.9 0.0 1.4 
 契約社員 89 7,487 11.2 55.1 27.0 3.4 3.4 0.0 0.0 
 派遣労働者 17 7,167 5.9 58.8 23.5 11.8 0.0 0.0 0.0 
 嘱託 18 8,333 5.6 44.4 38.9 11.1 0.0 0.0 0.0 
 会社役員 70 10,028 10.0 27.1 51.4 1.4 8.6 1.4 0.0 
 自営業・内職 164 8,422 14.0 48.2 26.8 6.7 3.0 0.6 0.6 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 383 9,425 12.0 41.0 31.9 6.5 7.3 0.5 0.8 
 その他 16 8,844 31.3 37.5 12.5 0.0 18.8 0.0 0.0 
 働いていない 173 8,136 15.0 46.8 28.9 6.4 1.7 0.6 0.6 
＜業種＞          
 製造業・建設業・鉱業 871 8,524 14.0 44.7 30.2 6.3 3.6 0.9 0.3 
 電気・ガス・熱供給・水道業 49 9,500 10.2 46.9 32.7 4.1 4.1 2.0 0.0 
 運輸業・情報通信業 271 8,435 17.7 40.2 30.6 7.7 2.6 0.4 0.7 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 540 7,938 13.9 49.3 26.7 5.4 3.9 0.9 0.0 
 ⾦融業・保険業 177 10,300 14.1 33.9 34.5 9.6 6.8 0.0 1.1 
 不動産業 91 8,429 17.6 37.4 29.7 11.0 3.3 1.1 0.0 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 714 8,592 16.0 43.1 29.0 4.9 6.0 0.7 0.3 
 その他サービス業 864 8,427 15.7 45.0 27.9 4.1 6.1 0.9 0.2 
 その他 185 8,119 16.8 44.3 28.6 5.9 3.2 0.5 0.5 
＜1 週間の平均勤務時間＞          
 20 時間未満 432 7,647 18.8 46.3 27.1 3.2 3.5 1.2 0.0 
 20 時間以上 40 時間未満 1,278 8,280 14.9 45.8 28.8 5.7 3.6 0.9 0.3 
 40 時間以上 60 時間未満 1,786 8,720 14.7 43.0 29.2 6.5 5.7 0.7 0.3 
 60 時間以上 266 9,439 14.3 40.2 33.1 4.5 6.0 0.8 1.1 
＜労働組合のへ加⼊状況＞          
 勤務先の労働組合に加⼊ 937 8,631 18.2 42.3 28.0 5.8 4.2 1.0 0.6 
 勤務先に労働組合はあるが、 

別の労働組合に加⼊ 18 7,778 11.1 44.4 33.3 5.6 5.6 0.0 0.0 
 
 勤務先に労働組合はなく、 

別の労働組合に加⼊ 40 7,750 20.0 45.0 20.0 10.0 5.0 0.0 0.0 
 
 労働組合に加⼊していない 2,767 8,469 14.1 44.7 29.6 5.6 4.9 0.8 0.2 
＜個人年収＞          
 100 万円未満 405 7,622 18.3 46.2 27.9 3.0 4.0 0.7 0.0 
 100 万円〜200 万円 575 7,578 16.9 49.2 26.1 4.5 2.4 0.7 0.2 
 200 万円〜300 万円 542 7,808 13.8 51.7 26.2 4.4 2.8 0.9 0.2 
 300 万円〜400 万円 521 8,186 17.5 43.6 28.0 5.2 5.0 0.6 0.2 
 400 万円〜500 万円 399 9,372 13.8 41.4 32.3 5.3 5.8 0.8 0.8 
 500 万円〜600 万円 302 8,276 13.9 46.4 26.2 7.6 5.3 0.7 0.0 
 600 万円〜700 万円 189 9,789 15.3 37.0 29.1 11.1 5.8 0.5 1.1 
 700 万円〜800 万円 163 10,030 9.8 34.4 39.9 8.6 5.5 1.2 0.6 
 800 万円〜900 万円 88 8,629 13.6 36.4 33.0 8.0 9.1 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 72 11,111 15.3 31.9 38.9 5.6 5.6 1.4 1.4 
 1,000 万円〜1,500 万円 114 10,502 7.0 32.5 36.0 10.5 14.0 0.0 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 20 11,075 15.0 30.0 20.0 15.0 20.0 0.0 0.0 
 2,000 万円以上 10 19,000 20.0 20.0 40.0 0.0 10.0 0.0 10.0 
 収⼊はない 3 5,167 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 359 8,698 15.3 42.3 30.4 5.8 4.2 1.7 0.3 
＜個人年収 103 万円＞          
 100 万円以上 103 万円以下 117 6,810 15.4 50.4 30.8 1.7 1.7 0.0 0.0 
 103 万円超 200 万円未満 458 7,774 17.2 48.9 24.9 5.2 2.6 0.9 0.2 
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度数 受取額 
受取額の分布 

〜5 千円 
5 千〜 
1 万円 

1 万〜 
1 万5 千円 

1 万 5 千 
〜2 万円 

2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万円〜 

＜世帯年収＞          
 100 万円未満 37 6,324 21.6 56.8 16.2 0.0 5.4 0.0 0.0 
 100 万円〜200 万円 121 7,248 14.0 55.4 22.3 5.0 2.5 0.8 0.0 
 200 万円〜300 万円 298 7,649 16.4 52.0 25.2 2.3 2.7 1.3 0.0 
 300 万円〜400 万円 415 8,343 17.6 44.8 27.2 4.8 4.3 0.5 0.7 
 400 万円〜500 万円 443 8,082 16.7 42.4 32.5 4.3 3.4 0.2 0.5 
 500 万円〜600 万円 387 8,118 14.0 47.3 28.4 5.4 3.6 1.3 0.0 
 600 万円〜700 万円 346 8,356 13.0 46.0 28.0 6.9 5.5 0.6 0.0 
 700 万円〜800 万円 294 9,172 15.6 44.2 27.2 6.1 5.1 1.0 0.7 
 800 万円〜900 万円 206 8,348 15.5 40.3 30.1 7.3 6.8 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 195 9,190 15.4 43.6 27.2 6.7 5.1 1.5 0.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 330 9,773 10.6 37.3 35.2 8.5 7.6 0.3 0.6 
 1,500 万円〜2,000 万円 80 10,790 10.0 28.8 38.8 10.0 12.5 0.0 0.0 
 2,000 万円以上 37 13,125 13.5 24.3 35.1 10.8 13.5 0.0 2.7 
 収⼊はない 1 10,000 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 572 8,239 16.8 43.4 29.2 5.6 3.5 1.4 0.2 
＜世帯貯蓄額＞          
 100 万円未満 631 7,626 15.4 51.5 26.1 3.0 3.2 0.3 0.5 
 100 万円〜200 万円 294 8,415 13.6 43.5 31.6 5.4 5.1 0.7 0.0 
 200 万円〜300 万円 229 9,392 15.7 41.0 31.4 5.2 3.9 1.7 0.9 
 300 万円〜400 万円 151 8,536 17.9 37.1 31.8 4.0 9.3 0.0 0.0 
 400 万円〜500 万円 146 7,276 16.4 53.4 20.5 4.8 4.8 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 122 8,307 20.5 44.3 21.3 5.7 7.4 0.8 0.0 
 600 万円〜700 万円 66 7,400 18.2 39.4 33.3 6.1 3.0 0.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 62 7,489 9.7 54.8 27.4 4.8 3.2 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 35 8,243 17.1 48.6 22.9 2.9 8.6 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 105 8,509 20.0 39.0 27.6 3.8 8.6 1.0 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 219 8,231 16.4 38.8 30.6 9.1 5.0 0.0 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 120 9,640 12.5 39.2 33.3 10.0 4.2 0.0 0.8 
 2,000 万円以上 395 10,182 9.9 36.7 35.7 8.9 7.1 1.3 0.5 
 ない 129 7,544 24.0 51.9 15.5 4.7 2.3 0.8 0.8 
 答えたくない・わからない 1,058 8,582 14.8 43.8 30.0 6.0 3.9 1.3 0.3 
＜ローンの有無＞          
 現在、ローンがある 1,833 8,562 15.8 43.9 28.9 5.7 4.4 0.9 0.4 
 現在、ローンはない 1,929 8,438 14.6 44.3 29.3 5.8 5.0 0.7 0.2 
 答えたくない・わからない 201 8,599 20.9 36.3 31.3 6.0 3.0 2.5 0.0 
＜ローンの種類＞          
 住宅ローン 1,159 8,760 14.1 43.7 30.0 6.1 4.8 0.8 0.4 
 教育ローン 143 8,112 18.9 40.6 32.2 5.6 1.4 1.4 0.0 
 自動⾞ローン 572 9,503 17.3 42.3 28.8 3.7 5.6 1.0 1.2 
 消費者⾦融からのローン 157 7,992 17.8 46.5 25.5 5.7 3.8 0.0 0.6 
 その他 84 8,142 23.8 44.0 20.2 7.1 3.6 0.0 1.2 
＜世帯ローン残高＞          
 100 万円未満 172 7,107 19.2 52.3 20.9 5.8 1.2 0.0 0.6 
 100 万円〜200 万円 173 7,903 17.3 43.9 27.7 6.4 4.0 0.6 0.0 
 200 万円〜300 万円 108 7,907 18.5 39.8 31.5 4.6 5.6 0.0 0.0 
 300 万円〜400 万円 56 8,482 19.6 53.6 16.1 0.0 8.9 1.8 0.0 
 400 万円〜500 万円 48 7,974 18.8 37.5 31.3 8.3 4.2 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 41 6,768 17.1 61.0 14.6 2.4 4.9 0.0 0.0 
 600 万円〜700 万円 31 8,468 9.7 38.7 32.3 19.4 0.0 0.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 37 7,668 8.1 54.1 29.7 5.4 2.7 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 34 9,221 14.7 35.3 44.1 0.0 2.9 2.9 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 72 7,751 20.8 43.1 23.6 8.3 4.2 0.0 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 175 9,757 13.1 45.1 28.0 6.3 5.1 1.1 1.1 
 1,500 万円〜2,000 万円 150 8,920 12.0 42.0 32.7 5.3 7.3 0.7 0.0 
 2,000 万円以上 304 9,447 13.5 38.5 34.2 6.6 5.9 0.3 1.0 

 答えたくない・わからない 231 8,884 13.0 50.2 27.3 3.5 3.5 1.7 0.9 
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度数 受取額 
受取額の分布 

〜5 千円 
5 千〜 
1 万円 

1 万〜 
1 万5 千円 

1 万 5 千 
〜2 万円 

2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万円〜 

＜住居形態＞          
 持ち家一⼾建て 2,083 8,835 14.3 43.2 30.2 6.1 4.9 0.9 0.4 
 分譲マンション 518 8,524 15.4 43.1 29.3 6.9 4.2 0.6 0.4 
 賃貸一⼾建て 126 6,910 18.3 49.2 23.8 5.6 3.2 0.0 0.0 
 賃貸マンション 452 8,232 18.4 39.6 30.5 4.6 6.2 0.7 0.0 
 賃貸アパート 464 7,901 15.3 51.1 24.8 3.7 4.1 0.9 0.2 
 寮・社宅など集合住宅 95 7,598 13.7 48.4 29.5 6.3 1.1 1.1 0.0 
 その他 24 7,179 16.7 58.3 12.5 4.2 8.3 0.0 0.0 
＜世帯構造＞          
 単独者 601 8,353 13.1 46.3 29.5 5.0 5.5 0.5 0.2 
 夫婦のみ 706 8,500 12.3 46.0 29.3 6.7 5.0 0.4 0.3 
 親と同居 555 8,664 18.6 42.7 26.5 4.9 5.8 1.1 0.5 
 子（孫）と同居 1,421 8,535 16.5 42.2 29.6 6.2 4.3 0.9 0.4 
 3 世代同居 312 8,525 12.2 48.4 29.5 5.1 3.5 1.0 0.3 
 その他 167 8,101 18.0 41.9 31.1 4.2 3.6 1.2 0.0 
＜夫婦就業状況＞          
 共働き 1,847 8,481 15.3 44.2 28.9 5.9 4.7 0.9 0.2 
 一人が非就業 556 9,024 12.9 42.8 30.9 6.5 5.6 0.5 0.7 
＜雇用形態＞          
 正規 2,088 8,754 14.7 42.8 29.8 6.1 5.3 0.9 0.4 
 非正規 1,227 7,717 17.3 47.8 26.4 4.6 3.1 0.7 0.2 

 

回答者世帯の主な属性と共済・保険とのクロス：生命分野（４）死亡時の受取額 
 

度数 受取額 

受取額の分布 

〜 
250 
万円 

250 
〜 

500 
万円 

500 
〜 

1,000 
万円 

1,000 
〜 

1,500 
万円 

1,500 
〜 

3,000 
万円 

3,000 
〜 

5,000 
万円 

5,000 
万 
〜 

1 億円 

1 億円 
〜 

TOTAL 3,307 1870 20.6 12.4 17.8 18.1 12.4 9.3 5.1 4.2 
＜性＞           
 男性 1,700 2,266 12.4 10.3 15.5 20.3 15.6 13.4 7.2 5.3 
 ⼥性 1,607 1,451 29.3 14.7 20.3 15.7 9.0 5.0 2.9 3.1 
＜年齢（5 歳階級）＞           
 ２０歳〜２４歳 68 1,424 30.9 14.7 17.6 14.7 5.9 7.4 5.9 2.9 
 ２５歳〜２９歳 312 1,971 24.7 11.9 19.2 17.6 9.6 7.1 6.7 3.2 
 ３０歳〜３４歳 276 2,040 16.3 12.7 18.5 22.1 12.3 9.8 5.4 2.9 
 ３５歳〜３９歳 398 2,078 19.8 16.1 11.8 18.3 12.1 10.3 5.5 6.0 
 ４０歳〜４４歳 417 2,825 19.9 11.0 19.2 18.2 14.4 8.4 4.6 4.3 
 ４５歳〜４９歳 501 1,965 22.8 11.0 15.2 16.2 13.0 12.6 6.0 3.4 
 ５０歳〜５４歳 454 2,120 16.3 9.3 18.9 20.5 13.2 11.0 4.6 6.2 
 ５５歳〜５９歳 384 1,687 18.8 13.3 17.4 19.5 13.5 9.4 3.9 4.2 
 ６０歳〜６４歳 497 1,562 23.5 14.3 22.1 14.7 11.5 6.0 4.4 3.4 
＜居住地域＞           
 北⽇本 420 1,763 23.1 12.4 20.7 17.1 12.1 6.2 4.8 3.6 
 東⽇本 1,239 1,842 20.5 11.7 17.3 18.3 12.4 9.9 5.1 4.8 
 中⽇本 888 1,832 18.8 12.7 16.8 20.3 12.5 9.7 5.6 3.6 
 ⻄⽇本 760 2,018 21.6 13.3 18.3 15.5 12.4 9.7 4.7 4.5 
＜世帯主＞           
 世帯主 1,943 2,056 16.2 10.4 16.5 19.2 15.1 11.8 6.2 4.6 
 世帯員 1,364 1,605 27.0 15.3 19.6 16.4 8.5 5.9 3.6 3.7 
＜婚姻状況＞           
 未婚 816 1,711 26.0 14.5 18.6 18.4 7.8 5.8 4.5 4.4 
 既婚 2,158 2,029 17.7 11.3 16.7 18.4 14.4 11.4 5.7 4.4 
 離婚・死別 333 1,227 26.4 15.0 22.8 15.0 10.5 5.1 2.4 2.7 
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度数 受取額 

受取額の分布 

〜 
250 
万円 

250 
〜 

500 
万円 

500 
〜 

1,000 
万円 

1,000 
〜 

1,500 
万円 

1,500 
〜 

3,000 
万円 

3,000 
〜 

5,000 
万円 

5,000 
万 
〜 

1 億円 

1 億
円 
〜 

＜同居家族＞           

 配偶者 2,072 2,041 17.4 11.3 16.8 18.3 14.5 11.2 5.9 4.4 

 親 822 2,063 21.0 14.0 18.4 17.4 10.9 7.8 5.0 5.5 
 子（未就学児） 436 2,382 13.3 9.9 15.6 19.3 16.7 15.1 5.7 4.4 

 子（小学生・中学生） 594 2,010 18.4 10.1 12.8 19.5 16.7 11.4 6.7 4.4 

 子（高校生・大学生等の学生） 452 2,219 15.3 8.6 17.0 17.3 17.3 14.2 5.3 5.1 

 子（社会人） 470 1,861 20.6 13.0 19.8 18.1 10.6 9.1 4.3 4.5 
 孫 31 1,664 22.6 16.1 12.9 19.4 9.7 9.7 3.2 6.5 
 その他 155 2,029 25.2 19.4 16.8 18.1 9.7 5.8 1.3 3.9 
 本人のみ（一人暮らし） 505 1,351 27.3 11.9 18.8 18.4 9.9 6.1 4.6 3.0 
＜主たる生計維持者＞           
 あなた自身 2,058 2,074 16.9 10.9 15.9 19.4 14.8 11.2 6.1 4.8 
 配偶者 890 1,454 26.6 13.9 21.0 16.4 8.9 6.7 3.3 3.1 
 親 303 1,800 27.4 16.5 23.1 12.5 5.6 5.9 4.6 4.3 
 子 17 2,600 35.3 23.5 5.9 11.8 11.8 0.0 5.9 5.9 
 その他 39 777 23.1 23.1 7.7 28.2 17.9 0.0 0.0 0.0 
＜職業＞           
 正社員（役員を除く） 1,892 2,178 15.3 10.9 16.3 19.3 14.6 12.3 6.5 4.8 
 パートタイマー 588 1,214 35.4 15.3 18.5 14.3 8.2 3.9 2.2 2.2 
 アルバイト 97 1,471 26.8 17.5 24.7 12.4 7.2 8.2 0.0 3.1 
 契約社員 224 1,052 26.3 15.2 23.7 17.0 9.4 3.6 3.6 1.3 
 派遣労働者 91 946 29.7 16.5 16.5 20.9 8.8 5.5 1.1 1.1 
 嘱託 40 1,215 32.5 5.0 35.0 10.0 7.5 2.5 2.5 5.0 
 会社役員 88 3,174 6.8 8.0 17.0 17.0 18.2 10.2 10.2 12.5 
 自営業・内職 250 2,035 19.2 14.4 16.8 19.2 11.2 8.0 4.4 6.8 
 その他 37 1,298 13.5 8.1 24.3 32.4 8.1 5.4 8.1 0.0 

＜配偶者の職業＞           
 正社員（役員を除く） 900 1,968 21.6 13.0 17.4 17.9 11.1 9.3 5.2 4.4 
 パートタイマー 354 2,102 10.2 9.3 14.1 18.4 20.9 16.9 6.8 3.4 
 アルバイト 54 1,818 14.8 5.6 22.2 18.5 16.7 9.3 9.3 3.7 
 契約社員 81 1,601 22.2 18.5 21.0 17.3 4.9 6.2 3.7 6.2 
 派遣労働者 16 1,628 6.3 18.8 31.3 18.8 12.5 0.0 6.3 6.3 
 嘱託 15 573 33.3 13.3 26.7 20.0 6.7 0.0 0.0 0.0 
 会社役員 61 2,129 19.7 8.2 19.7 19.7 11.5 6.6 6.6 8.2 
 自営業・内職 133 1,827 30.8 11.3 17.3 12.8 10.5 10.5 2.3 4.5 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 371 2,516 8.9 8.1 15.1 20.8 19.7 14.8 7.8 4.9 
 その他 14 2,057 14.3 14.3 28.6 7.1 14.3 7.1 7.1 7.1 
 働いていない 159 1,666 20.1 11.3 13.2 21.4 15.7 10.7 4.4 3.1 
＜業種＞           
 製造業・建設業・鉱業 789 1,947 18.6 11.7 17.6 17.2 13.3 11.4 6.0 4.2 
 電気・ガス・熱供給・水道業 42 3,013 11.9 16.7 19.0 23.8 7.1 4.8 7.1 9.5 
 運輸業・情報通信業 242 2,086 19.0 8.3 14.0 26.4 10.3 10.7 5.0 6.2 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 460 1,445 24.8 16.3 17.8 16.7 10.2 7.8 3.3 3.0 
 ⾦融業・保険業 161 2,710 13.0 13.0 17.4 17.4 16.8 11.2 4.3 6.8 
 不動産業 74 1,789 21.6 14.9 16.2 18.9 8.1 6.8 6.8 6.8 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 622 1,721 22.0 12.7 18.8 18.0 12.7 7.9 5.0 2.9 
 その他サービス業 760 1,868 21.7 12.0 18.8 17.5 11.4 8.4 5.5 4.6 
 その他 157 1,868 19.7 9.6 16.6 14.6 19.7 12.1 4.5 3.2 
＜1 週間の平均勤務時間＞           
 20 時間未満 355 1,223 32.7 14.1 20.0 14.6 8.2 4.5 3.9 2.0 
 20 時間以上 40 時間未満 1,103 1,589 25.8 13.5 19.0 17.4 10.2 6.6 3.2 4.3 
 40 時間以上 60 時間未満 1,615 2,149 15.9 11.6 17.1 18.8 14.4 11.4 6.5 4.4 
 60 時間以上 234 2,252 10.7 10.3 13.7 21.4 15.8 15.4 6.4 6.4 
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度数 受取額 

受取額の分布 

〜 
250 
万円 

250 
〜 

500 
万円 

500 
〜 

1,000 
万円 

1,000 
〜 

1,500 
万円 

1,500 
〜 

3,000 
万円 

3,000 
〜 

5,000 
万円 

5,000 
万 
〜 

1 億円 

1 億円 
〜 

＜労働組合のへ加⼊状況＞           
 勤務先の労働組合に加⼊ 845 2,188 17.3 11.4 17.8 18.7 12.9 12.5 5.2 4.3 
 勤務先に労働組合はあるが、 

別の労働組合に加⼊ 13 6,742 15.4 15.4 7.7 23.1 0.0 7.7 15.4 15.4 
 
 勤務先に労働組合はなく、 

別の労働組合に加⼊ 35 2,162 22.9 14.3 11.4 14.3 11.4 11.4 8.6 5.7 
 
 労働組合に加⼊していない 2,414 1,728 21.8 12.8 18.0 17.9 12.3 8.2 5.0 4.1 
＜個人年収＞           
 100 万円未満 337 869 35.0 13.9 23.1 13.6 5.9 4.5 2.4 1.5 
 100 万円〜200 万円 484 1,618 32.0 17.1 18.6 15.1 7.2 4.3 1.7 3.9 
 200 万円〜300 万円 465 1,179 25.8 16.3 18.9 18.7 9.9 4.5 3.2 2.6 
 300 万円〜400 万円 463 1,485 22.5 13.4 17.7 19.2 11.2 7.8 5.8 2.4 
 400 万円〜500 万円 369 2,456 14.6 11.9 15.7 22.2 15.4 10.0 4.9 5.1 
 500 万円〜600 万円 281 2,201 8.9 10.3 15.7 19.2 18.9 16.0 6.4 4.6 
 600 万円〜700 万円 169 2,201 10.7 6.5 13.0 20.1 21.3 20.1 4.7 3.6 
 700 万円〜800 万円 154 2,417 5.2 3.9 20.1 18.8 18.8 16.9 11.7 4.5 
 800 万円〜900 万円 77 2,265 14.3 3.9 11.7 24.7 24.7 6.5 9.1 5.2 
 900 万円〜1,000 万円 68 2,835 4.4 2.9 11.8 19.1 25.0 19.1 10.3 7.4 
 1,000 万円〜1,500 万円 107 4,788 4.7 7.5 13.1 11.2 13.1 24.3 11.2 15.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 21 3,065 0.0 0.0 14.3 9.5 28.6 19.0 23.8 4.8 
 2,000 万円以上 8 3,875 0.0 0.0 0.0 12.5 37.5 25.0 12.5 12.5 
 収⼊はない 3 433 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 301 2,082 20.3 13.0 19.9 18.6 7.6 8.0 5.6 7.0 
＜個人年収 103 万円＞           

100 万円以上 103 万円以下 95 1,512 33.7 17.9 14.7 17.9 6.3 5.3 1.1 3.2 
103 万円超 200 万円未満 389 16,44 31.6 17.0 19.5 14.4 7.5 4.1 1.8 4.1 

＜世帯年収＞           
 100 万円未満 31 1,611 29.0 16.1 12.9 19.4 3.2 6.5 6.5 6.5 
 100 万円〜200 万円 95 757 35.8 17.9 18.9 15.8 7.4 1.1 2.1 1.1 
 200 万円〜300 万円 251 1,358 33.1 17.1 16.7 15.9 7.2 4.8 2.0 3.2 
 300 万円〜400 万円 367 1,246 28.3 15.3 18.8 14.7 8.7 7.1 5.4 1.6 
 400 万円〜500 万円 388 1,431 23.2 13.9 17.8 18.6 12.6 7.0 3.4 3.6 
 500 万円〜600 万円 346 1,663 15.9 13.6 21.7 18.2 14.2 8.7 4.6 3.2 
 600 万円〜700 万円 311 1,769 17.4 10.9 16.4 19.6 17.4 10.6 4.2 3.5 
 700 万円〜800 万円 263 2,649 14.4 9.1 19.4 21.7 10.6 13.7 5.7 5.3 
 800 万円〜900 万円 179 2,358 16.8 10.1 16.2 22.9 15.6 6.1 6.7 5.6 
 900 万円〜1,000 万円 180 2,147 12.2 10.6 10.0 21.1 19.4 14.4 7.8 4.4 
 1,000 万円〜1,500 万円 307 2,770 11.4 8.1 17.6 16.3 16.6 17.3 6.8 5.9 
 1,500 万円〜2,000 万円 73 3,531 6.8 5.5 11.0 20.5 20.5 15.1 12.3 8.2 
 2,000 万円以上 34 3,756 2.9 5.9 14.7 11.8 14.7 20.6 14.7 14.7 
 収⼊はない 1 300 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 481 1,749 25.4 12.9 20.0 16.8 7.9 7.1 4.6 5.4 
＜世帯貯蓄額＞           
 100 万円未満 548 1,606 25.4 12.6 15.9 19.9 10.8 7.7 4.4 3.5 
 100 万円〜200 万円 258 1,610 20.5 12.4 15.5 19.4 11.6 10.1 7.4 3.1 
 200 万円〜300 万円 204 1,741 20.6 13.7 19.1 16.7 11.3 10.8 3.9 3.9 
 300 万円〜400 万円 134 1,851 17.2 14.2 20.9 11.9 14.2 12.7 6.7 2.2 
 400 万円〜500 万円 137 1,937 12.4 13.9 21.9 18.2 17.5 9.5 2.9 3.6 
 500 万円〜600 万円 113 2,391 15.9 12.4 20.4 17.7 15.0 8.8 3.5 6.2 
 600 万円〜700 万円 57 1,479 8.8 8.8 24.6 28.1 19.3 5.3 0.0 5.3 
 700 万円〜800 万円 56 1,906 23.2 16.1 14.3 19.6 12.5 1.8 5.4 7.1 
 800 万円〜900 万円 33 5,347 33.3 12.1 15.2 9.1 6.1 12.1 3.0 9.1 
 900 万円〜1,000 万円 92 1,768 18.5 8.7 15.2 19.6 17.4 9.8 7.6 3.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 198 1,852 18.7 10.6 23.2 18.7 12.1 8.6 3.5 4.5 
 1,500 万円〜2,000 万円 108 2,102 22.2 7.4 15.7 19.4 13.0 13.9 3.7 4.6 
 2,000 万円以上 356 2,567 9.8 10.7 14.6 18.5 18.5 12.6 9.0 6.2 
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度数 受取額 

受取額の分布 

〜 
250 
万円 

250 
〜 

500 
万円 

500 
〜 

1,000 
万円 

1,000 
〜 

1,500 
万円 

1,500 
〜 

3,000 
万円 

3,000 
〜 

5,000 
万円 

5,000 
万 
〜 

1 億円 

1 億円 
〜 

ない 114 1,149 33.3 16.7 16.7 10.5 7.9 7.9 5.3 1.8 
答えたくない・わからない 899 1,758 23.4 13.1 18.6 17.7 9.9 8.5 4.6 4.3 

＜ローンの有無＞           
現在、ローンがある 1,621 2,095 19.1 11.3 16.8 16.9 14.0 11.6 5.3 4.9 
現在、ローンはない 1,686 1,654 22.1 13.5 18.7 19.2 10.9 7.2 4.9 3.6 
答えたくない・わからない 162 2,018 23.5 13.0 15.4 23.5 9.3 3.1 5.6 6.8 

＜ローンの種類＞           
 住宅ローン 1,046 2,198 17.2 10.3 16.1 16.4 15.6 14.1 5.2 5.2 
 教育ローン 126 2,671 12.7 8.7 19.8 19.8 16.7 8.7 6.3 7.1 
 自動⾞ローン 503 2,179 17.3 12.3 18.5 14.1 12.5 13.5 7.0 4.8 
 消費者⾦融からのローン 140 1,857 23.6 11.4 14.3 18.6 15.0 9.3 2.9 5.0 
 その他 77 1,792 29.9 10.4 23.4 15.6 11.7 2.6 2.6 3.9 
＜世帯ローン残高＞           
 100 万円未満 151 1,264 27.2 13.2 21.9 15.2 11.3 4.0 4.0 3.3 
 100 万円〜200 万円 156 1,746 24.4 14.1 15.4 14.7 13.5 9.6 5.1 3.2 
 200 万円〜300 万円 93 2,347 19.4 9.7 22.6 12.9 12.9 12.9 5.4 4.3 
 300 万円〜400 万円 51 2,933 13.7 9.8 21.6 11.8 17.6 9.8 7.8 7.8 
 400 万円〜500 万円 41 2,579 14.6 12.2 14.6 22.0 19.5 9.8 4.9 2.4 
 500 万円〜600 万円 35 1,333 28.6 17.1 17.1 11.4 2.9 20.0 0.0 2.9 
 600 万円〜700 万円 27 1,926 7.4 7.4 11.1 18.5 25.9 18.5 11.1 0.0 
 700 万円〜800 万円 34 1,408 14.7 23.5 8.8 29.4 5.9 11.8 2.9 2.9 
 800 万円〜900 万円 30 2,146 20.0 16.7 13.3 20.0 6.7 10.0 6.7 6.7 
 900 万円〜1,000 万円 67 3,142 13.4 9.0 19.4 17.9 13.4 14.9 3.0 9.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 157 1,938 14.0 9.6 14.6 19.1 13.4 18.5 7.0 3.8 
 1,500 万円〜2,000 万円 138 1,833 11.6 15.2 17.4 18.1 19.6 8.7 5.8 3.6 
 2,000 万円以上 286 2,493 15.0 6.6 14.3 15.4 17.8 19.2 5.9 5.6 
 答えたくない・わからない 193 2,280 25.4 9.8 18.7 14.0 13.0 8.3 4.1 6.7 
＜住居形態＞           
 持ち家一⼾建て 1,851 2,103 19.2 12.2 17.5 18.2 12.6 9.9 5.4 5.0 
 分譲マンション 452 1,699 17.7 12.8 17.9 17.5 15.0 11.3 3.3 4.4 
 賃貸一⼾建て 107 1,238 24.3 18.7 27.1 16.8 3.7 3.7 1.9 3.7 
 賃貸マンション 393 1,708 23.2 11.2 16.3 17.8 12.7 7.6 7.9 3.3 
 賃貸アパート 396 1,523 25.8 13.4 17.9 16.9 9.8 9.3 4.3 2.5 
 寮・社宅など集合住宅 85 1,119 23.5 7.1 22.4 22.4 16.5 3.5 3.5 1.2 
 その他 23 896 30.4 17.4 8.7 30.4 4.3 4.3 4.3 0.0 

＜世帯構造＞           
 単独者 505 1,351 27.3 11.9 18.8 18.4 9.9 6.1 4.6 3.0 
 夫婦のみ 627 1,629 20.9 14.4 18.5 17.1 12.6 8.3 4.9 3.3 
 親と同居 452 1,875 23.0 15.7 19.0 17.0 8.2 6.2 5.3 5.5 
 子（孫）と同居 1,292 2,087 17.5 10.6 16.8 18.3 14.6 12.2 5.7 4.3 
 3 世代同居 286 2,168 16.8 8.4 17.8 19.6 15.4 11.5 4.9 5.6 
 その他 145 2,176 24.1 20.0 16.6 19.3 8.3 4.8 2.1 4.8 
＜夫婦就業状況＞           
 共働き 1,628 1,953 19.5 12.0 17.4 17.6 13.1 10.6 5.4 4.4 
 一人が非就業 530 2,261 12.3 9.1 14.5 20.9 18.5 13.6 6.8 4.3 
＜雇用形態＞           
 正規 1,892 2,178 15.3 10.9 16.3 19.3 14.6 12.3 6.5 4.8 
 非正規 1,040 1,180 32.0 15.2 20.7 15.1 8.4 4.3 2.2 2.1 
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回答者世帯の主な属性と共済・保険とのクロス：生命分野（5）要介護時の受取額（月額） 
 

度数 受取額 
受取額の分布 

〜2 万円 
2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
30 万円 

30 万〜 
50 万円 

50 万円〜 

TOTAL 1,035 78,972 30.3 16.2 19.1 22.2 5.8 4.1 2.2 
＜性＞          
 男性 620 81,661 29.7 14.4 19.7 23.7 6.1 4.4 2.1 
 ⼥性 415 74,954 31.3 19.0 18.3 20.0 5.3 3.6 2.4 
＜年齢（5 歳階級）＞          
 ２０歳〜２４歳 35 45,857 34.3 28.6 20.0 11.4 5.7 0.0 0.0 
 ２５歳〜２９歳 124 70,444 35.5 16.9 18.5 17.7 7.3 2.4 1.6 
 ３０歳〜３４歳 93 81,882 22.6 21.5 18.3 25.8 5.4 4.3 2.2 
 ３５歳〜３９歳 130 78,538 33.8 10.0 16.9 28.5 5.4 4.6 0.8 
 ４０歳〜４４歳 129 76,992 30.2 17.8 22.5 17.8 4.7 4.7 2.3 
 ４５歳〜４９歳 151 72,583 33.1 12.6 20.5 21.9 6.6 4.0 1.3 
 ５０歳〜５４歳 131 69,924 31.3 20.6 16.8 22.1 4.6 3.1 1.5 
 ５５歳〜５９歳 104 80,048 26.9 19.2 17.3 23.1 6.7 4.8 1.9 
 ６０歳〜６４歳 138 110,101 25.4 10.9 21.0 24.6 5.8 5.8 6.5 
＜居住地域＞          
 北⽇本 134 77,291 32.8 14.2 17.2 24.6 7.5 1.5 2.2 
 東⽇本 382 76,411 31.9 17.8 18.6 20.2 4.2 5.0 2.4 
 中⽇本 267 75,411 27.3 15.0 22.8 23.2 6.7 4.1 0.7 
 ⻄⽇本 252 87,520 29.8 16.3 17.1 23.0 6.3 4.0 3.6 
＜世帯主＞          
 世帯主 651 82,343 30.4 14.1 18.9 24.0 6.1 4.0 2.5 
 世帯員 384 73,258 30.2 19.8 19.5 19.3 5.2 4.2 1.8 
＜婚姻状況＞          
 未婚 266 65,421 33.1 19.5 20.7 16.9 5.6 3.0 1.1 
 既婚 688 84,010 29.2 15.1 18.8 24.0 5.7 4.7 2.6 
 離婚・死別 81 80,679 30.9 14.8 17.3 24.7 7.4 2.5 2.5 
＜同居家族＞          
 配偶者 657 83,862 29.4 14.5 19.3 24.0 5.6 4.6 2.6 
 親 275 67,698 33.1 18.5 19.3 18.9 5.5 3.3 1.5 
 子（未就学児） 151 82,483 27.8 15.2 19.2 25.2 6.0 5.3 1.3 
 子（小学生・中学生） 196 81,378 27.0 14.8 18.9 27.6 6.6 3.1 2.0 
 子（高校生・大学生等の学生） 142 75,070 31.0 14.8 19.7 26.1 4.2 1.4 2.8 
 子（社会人） 129 92,016 28.7 13.2 21.7 20.9 6.2 5.4 3.9 
 孫 6 163,333 0.0 16.7 50.0 0.0 0.0 16.7 16.7 
 その他 45 73,000 35.6 15.6 22.2 13.3 6.7 4.4 2.2 
 本人のみ（一人暮らし） 168 75,161 29.8 19.6 19.0 19.6 5.4 5.4 1.2 
＜主たる生計維持者＞          
 あなた自身 686 82,748 29.7 14.4 19.7 23.3 6.1 4.2 2.5 
 配偶者 241 73,440 31.1 19.1 18.7 20.3 4.1 5.0 1.7 
 親 95 68,337 32.6 18.9 18.9 18.9 7.4 1.1 2.1 
 子 3 100,000 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 
 その他 10 48,000 30.0 40.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 
＜職業＞          
 正社員（役員を除く） 650 77,357 30.2 15.7 19.7 22.9 6.2 3.4 2.0 
 パートタイマー 117 71,274 30.8 17.9 18.8 22.2 4.3 5.1 0.9 
 アルバイト 35 66,429 28.6 31.4 14.3 14.3 5.7 2.9 2.9 
 契約社員 71 85,282 36.6 9.9 15.5 22.5 7.0 5.6 2.8 
 派遣労働者 21 71,429 33.3 19.0 19.0 19.0 4.8 0.0 4.8 
 嘱託 8 106,250 25.0 12.5 25.0 25.0 0.0 0.0 12.5 
 会社役員 42 95,238 23.8 21.4 14.3 23.8 4.8 9.5 2.4 
 自営業・内職 79 87,405 30.4 13.9 24.1 19.0 5.1 5.1 2.5 
 その他 12 123,333 25.0 16.7 8.3 25.0 8.3 8.3 8.3 
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度数 受取額 
受取額の分布 

〜2 万円 
2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
30 万円 

30 万〜 
50 万円 

50 万円
〜 

＜配偶者の職業＞          
 正社員（役員を除く） 291 80,202 29.9 16.5 16.8 24.4 4.8 5.8 1.7 
 パートタイマー 137 74,708 24.8 15.3 21.9 27.0 8.8 1.5 0.7 
 アルバイト 22 94,091 31.8 0.0 27.3 22.7 13.6 4.5 0.0 
 契約社員 25 48,400 36.0 20.0 24.0 16.0 4.0 0.0 0.0 
 派遣労働者 3 176,667 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 
 嘱託 1 10,000 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 会社役員 18 116,111 38.9 16.7 0.0 11.1 16.7 11.1 5.6 
 自営業・内職 37 99,865 35.1 13.5 16.2 24.3 0.0 5.4 5.4 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 116 89,397 30.2 12.1 19.0 25.9 3.4 6.0 3.4 
 その他 5 128,000 40.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 
 働いていない 33 109,394 15.2 18.2 30.3 18.2 6.1 3.0 9.1 
＜業種＞          
 製造業・建設業・鉱業 260 75,000 30.0 17.7 19.6 21.2 6.2 3.1 2.3 
 電気・ガス・熱供給・水道業 15 85,000 40.0 6.7 13.3 33.3 0.0 0.0 6.7 
 運輸業・情報通信業 80 78,250 35.0 15.0 18.8 12.5 12.5 6.3 0.0 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 127 84,409 22.8 20.5 19.7 27.6 1.6 4.7 3.1 
 ⾦融業・保険業 45 83,667 26.7 22.2 13.3 24.4 6.7 4.4 2.2 
 不動産業 28 81,786 32.1 14.3 21.4 21.4 0.0 7.1 3.6 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 187 86,043 29.9 13.4 19.8 24.1 6.4 3.2 3.2 
 その他サービス業 242 73,000 33.5 14.9 19.4 21.5 5.4 4.1 1.2 
 その他 51 81,765 29.4 15.7 17.6 21.6 7.8 5.9 2.0 
＜1 週間の平均勤務時間＞          
 20 時間未満 95 73,916 32.6 16.8 20.0 20.0 3.2 5.3 2.1 
 20 時間以上 40 時間未満 292 71,668 35.3 14.7 19.9 19.5 4.5 4.1 2.1 
 40 時間以上 60 時間未満 549 86,005 27.3 17.3 17.7 23.7 7.5 3.8 2.7 
 60 時間以上 99 66,364 30.3 14.1 24.2 24.2 3.0 4.0 0.0 
＜労働組合のへ加⼊状況＞          
 勤務先の労働組合に加⼊ 300 77,183 32.3 16.7 17.0 21.0 7.7 3.3 2.0 
 勤務先に労働組合はあるが、 

別の労働組合に加⼊ 6 26,667 50.0 16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
 勤務先に労働組合はなく、 

別の労働組合に加⼊ 14 50,000 21.4 28.6 35.7 7.1 7.1 0.0 0.0 
 
 労働組合に加⼊していない 715 80,729 29.5 15.8 19.6 23.2 5.0 4.5 2.4 
＜個人年収＞          
 100 万円未満 77 68,208 31.2 20.8 18.2 19.5 3.9 6.5 0.0 
 100 万円〜200 万円 109 69,422 33.9 19.3 17.4 19.3 4.6 3.7 1.8 
 200 万円〜300 万円 141 80,688 31.9 14.2 19.1 24.1 4.3 2.8 3.5 
 300 万円〜400 万円 147 85,672 31.3 18.4 23.1 23.1 2.7 0.7 0.7 
 400 万円〜500 万円 119 85,672 29.4 16.0 20.2 19.3 6.7 5.9 2.5 
 500 万円〜600 万円 92 74,837 30.4 17.4 13.0 28.3 7.6 3.3 0.0 
 600 万円〜700 万円 56 70,268 32.1 7.1 23.2 32.1 1.8 3.6 0.0 
 700 万円〜800 万円 65 105,615 18.5 15.4 18.5 20.0 20.0 6.2 1.5 
 800 万円〜900 万円 33 127,121 27.3 12.1 12.1 24.2 9.1 3.0 12.1 
 900 万円〜1,000 万円 32 113,594 31.3 3.1 21.9 25.0 3.1 9.4 6.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 52 112,885 19.2 19.2 21.2 19.2 9.6 5.8 5.8 
 1,500 万円〜2,000 万円 6 68,333 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 
 2,000 万円以上 1 30,000 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 収⼊はない 1 10,000 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 104 67,548 34.6 17.3 19.2 19.2 3.8 3.8 1.9 
＜個人年収 103 万円＞          
 100 万円以上 103 万円以下 24 68,542 20.8 20.8 25.0 29.2 0.0 4.2 0.0 
 103 万円超 200 万円未満 85 69,671 37.6 18.8 15.3 16.5 5.9 3.5 2.4 
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度数 受取額 
受取額の分布 

〜2 万円 
2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜
20 万円 

20 万〜 
30 万円 

30 万〜 
50 万円 

50 万円〜 

＜世帯年収＞          
 100 万円未満 7 29,286 71.4 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 
 100 万円〜200 万円 18 86,389 22.2 22.2 16.7 27.8 5.6 0.0 5.6 
 200 万円〜300 万円 68 68,309 35.3 13.2 22.1 20.6 4.4 2.9 1.5 
 300 万円〜400 万円 107 81,397 28.0 19.6 24.3 26.2 0.9 0.0 0.9 
 400 万円〜500 万円 116 81,397 36.2 15.5 19.0 13.8 6.0 6.0 3.4 
 500 万円〜600 万円 88 91,307 28.4 15.9 14.8 23.9 10.2 4.5 2.3 
 600 万円〜700 万円 94 73,479 29.8 17.0 21.3 21.3 5.3 4.3 1.1 
 700 万円〜800 万円 90 60,500 31.1 16.7 23.3 23.3 3.3 2.2 0.0 
 800 万円〜900 万円 66 115,636 22.7 13.6 12.1 25.8 13.6 7.6 4.5 
 900 万円〜1,000 万円 58 64,914 31.0 13.8 22.4 24.1 6.9 1.7 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 126 80,397 27.0 15.9 19.8 23.8 7.1 5.6 0.8 
 1,500 万円〜2,000 万円 34 146,029 26.5 11.8 14.7 20.6 8.8 5.9 11.8 
 2,000 万円以上 13 203,846 15.4 7.7 15.4 7.7 7.7 30.8 15.4 
 収⼊はない 0 － － － － － － － － 

 答えたくない・わからない 150 67,000 33.3 19.3 16.0 23.3 3.3 2.7 2.0 
＜世帯貯蓄額＞          
 100 万円未満 174 78,592 33.9 13.8 19.0 21.8 4.0 5.2 2.3 
 100 万円〜200 万円 96 88,073 19.8 14.6 25.0 25.0 11.5 3.1 1.0 
 200 万円〜300 万円 59 66,441 25.4 13.6 28.8 25.4 3.4 3.4 0.0 
 300 万円〜400 万円 44 77,091 29.5 18.2 13.6 27.3 4.5 6.8 0.0 
 400 万円〜500 万円 40 54,875 32.5 20.0 22.5 17.5 7.5 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 41 71,634 34.1 19.5 12.2 26.8 2.4 2.4 2.4 
 600 万円〜700 万円 20 80,500 30.0 15.0 20.0 20.0 5.0 10.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 17 91,176 35.3 11.8 17.6 23.5 5.9 0.0 5.9 
 800 万円〜900 万円 10 61,000 50.0 20.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 37 98,919 35.1 8.1 21.6 13.5 13.5 2.7 5.4 
 1,000 万円〜1,500 万円 53 65,943 34.0 22.6 5.7 30.2 1.9 5.7 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 30 113,000 20.0 20.0 23.3 16.7 6.7 6.7 6.7 
 2,000 万円以上 129 90,558 28.7 14.0 25.6 16.3 6.2 5.4 3.9 
 ない 22 60,682 36.4 13.6 13.6 36.4 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 263 75,399 31.2 18.6 16.3 22.1 6.1 3.0 2.7 
＜ローンの有無＞          
 現在、ローンがある 538 79,338 30.7 15.8 19.5 21.4 6.1 4.6 1.9 
 現在、ローンはない 497 78,575 30.0 16.7 18.7 23.1 5.4 3.4 2.6 
 答えたくない・わからない 53 65,660 34.0 17.0 22.6 18.9 1.9 3.8 1.9 
＜ローンの種類＞          
 住宅ローン 348 81,506 31.0 14.4 19.0 22.7 6.9 3.7 2.3 
 教育ローン 47 72,021 38.3 17.0 17.0 14.9 6.4 4.3 2.1 
 自動⾞ローン 179 74,246 27.4 20.1 20.7 19.0 8.4 3.9 0.6 
 消費者⾦融からのローン 48 80,417 27.1 8.3 29.2 27.1 2.1 4.2 2.1 
 その他 25 80,600 40.0 4.0 20.0 24.0 8.0 4.0 0.0 
＜世帯ローン残高＞          
 100 万円未満 47 75,851 31.9 12.8 21.3 21.3 6.4 6.4 0.0 
 100 万円〜200 万円 48 89,000 20.8 20.8 22.9 18.8 10.4 4.2 2.1 
 200 万円〜300 万円 34 48,676 35.3 20.6 23.5 14.7 5.9 0.0 0.0 
 300 万円〜400 万円 15 94,000 26.7 26.7 13.3 13.3 6.7 13.3 0.0 
 400 万円〜500 万円 11 78,182 27.3 9.1 27.3 27.3 0.0 9.1 0.0 
 500 万円〜600 万円 14 82,857 35.7 7.1 14.3 35.7 0.0 7.1 0.0 
 600 万円〜700 万円 11 54,091 36.4 18.2 18.2 27.3 0.0 0.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 9 54,444 22.2 22.2 33.3 22.2 0.0 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 5 142,000 20.0 40.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 
 900 万円〜1,000 万円 17 91,176 35.3 17.6 5.9 23.5 0.0 17.6 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 56 79,375 33.9 12.5 14.3 25.0 8.9 5.4 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 54 101,481 25.9 5.6 22.2 25.9 13.0 3.7 3.7 
 2,000 万円以上 90 77,611 32.2 18.9 16.7 20.0 6.7 3.3 2.2 

 答えたくない・わからない 74 81,446 31.1 14.9 21.6 20.3 4.1 4.1 4.1 
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度数 受取額 
受取額の分布 

〜2 万円 
2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜
20 万円 

20 万〜 
30 万円 

30〜 
50 万円 

50 万円〜 

＜住居形態＞          
 持ち家一⼾建て 602 82,161 28.9 16.6 18.9 22.9 5.8 4.3 2.5 
 分譲マンション 119 61,429 39.5 10.9 21.8 19.3 5.9 1.7 0.8 
 賃貸一⼾建て 31 68,387 41.9 9.7 12.9 29.0 3.2 0.0 3.2 
 賃貸マンション 135 87,444 23.0 18.5 21.5 22.2 8.1 4.4 2.2 
 賃貸アパート 117 75,556 29.9 21.4 15.4 22.2 3.4 6.0 1.7 
 寮・社宅など集合住宅 27 79,630 40.7 3.7 25.9 14.8 7.4 3.7 3.7 
 その他 4 12,500 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
＜世帯構造＞          
 単独者 168 75,161 29.8 19.6 19.0 19.6 5.4 5.4 1.2 
 夫婦のみ 183 90,885 32.8 13.1 16.9 21.3 7.1 4.9 3.8 
 親と同居 152 67,579 32.9 19.1 18.4 20.4 4.6 2.6 2.0 
 子（孫）と同居 394 81,701 27.4 15.0 19.5 26.6 5.6 3.8 2.0 
 3 世代同居 96 71,667 33.3 15.6 22.9 16.7 6.3 3.1 2.1 
 その他 42 74,643 33.3 19.0 19.0 14.3 7.1 4.8 2.4 
＜夫婦就業状況＞          
 共働き 539 81,297 29.9 15.6 18.0 23.9 6.1 4.5 2.0 
 一人が非就業 149 93,826 26.8 13.4 21.5 24.2 4.0 5.4 4.7 
＜雇用形態＞          
 正規 650 77,357 30.2 15.7 19.7 22.9 6.2 3.4 2.0 
 非正規 252 75,671 32.1 17.5 17.5 21.0 5.2 4.4 2.4 

 

回答者世帯の主な属性と共済・保険とのクロス：損害分野 （１）加⼊率 

 
度数 加⼊率 

補償タイプ別加⼊率 

自動⾞ 火災 地震 自然災害 自転⾞ 賠償責任 
TOTAL 5,470 60.5 51.6 33.2 12.4 4.8 8.3 8.3 
＜性＞         
 男性 2,738 65.0 57.3 38.9 14.5 5.2 8.8 8.0 
 ⼥性 2,732 55.9 45.8 27.5 10.3 4.4 7.9 8.6 
＜年齢（5 歳階級）＞         
 ２０歳〜２４歳 222 34.7 28.4 5.0 2.3 3.2 5.9 2.7 
 ２５歳〜２９歳 758 42.5 37.5 11.5 4.0 2.8 4.2 4.7 
 ３０歳〜３４歳 510 48.4 39.4 18.6 6.7 1.4 7.8 7.1 
 ３５歳〜３９歳 671 58.4 50.1 29.2 12.1 2.5 5.8 6.9 
 ４０歳〜４４歳 653 61.1 52.7 32.9 13.6 3.5 9.8 10.3 
 ４５歳〜４９歳 760 62.5 54.1 35.3 13.7 5.0 10.1 8.0 
 ５０歳〜５４歳 631 70.8 60.1 44.2 17.6 5.1 10.5 10.6 
 ５５歳〜５９歳 546 72.9 61.2 50.4 14.7 8.4 9.7 11.4 
 ６０歳〜６４歳 719 76.8 65.4 54.1 20.3 10.2 10.0 10.4 
＜居住地域＞         
 北⽇本 646 68.0 62.4 33.6 12.8 4.8 6.8 9.1 
 東⽇本 2,134 55.7 44.0 32.4 12.4 3.6 7.3 7.3 
 中⽇本 1,480 59.2 51.1 33.4 12.4 5.3 10.3 9.3 
 ⻄⽇本 1,210 66.6 59.8 34.0 12.3 6.5 8.6 8.6 
＜世帯主＞         
 世帯主 3,015 66.5 55.4 42.8 15.9 5.5 9.2 9.3 
 世帯員 2,455 53.2 46.9 21.4 8.2 4.0 7.3 7.2 
＜婚姻状況＞         
 未婚 1,965 43.1 33.8 15.9 5.1 2.6 4.8 3.6 
 既婚 2,990 70.5 62.8 43.7 17.2 6.4 10.3 10.9 
 離婚・死別 515 68.5 54.6 38.1 12.8 4.5 10.1 11.5 
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度数 加⼊率 

補償タイプ別加⼊率 

自動⾞ 火災 地震 自然災害 自転⾞ 賠償責任 
＜同居家族＞         
 配偶者 2,867 70.5 62.8 19.3 17.2 6.5 10.3 11.0 
 親 1,596 53.3 47.9 19.0 6.9 4.8 6.8 6.0 
 子（未就学児） 574 71.3 62.5 39.4 17.4 3.0 10.5 12.5 
 子（小学生・中学生） 781 70.0 63.6 41.1 19.6 5.0 13.4 12.7 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 71.8 65.0 47.6 18.8 6.3 13.6 13.4 
 子（社会人） 647 75.9 66.8 49.9 17.5 9.7 11.3 11.6 
 孫 38 76.3 68.4 60.5 31.6 15.8 21.1 13.2 
 その他 347 48.4 42.7 12.7 5.2 2.3 6.6 4.6 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 50.4 64.8 28.7 9.3 3.3 5.7 5.4 
＜主たる生計維持者＞         
 あなた自身 3,216 65.7 55.2 40.8 15.1 5.4 9.0 9.2 
 配偶者 1,306 62.3 54.4 33.8 13.2 5.7 9.1 10.3 
 親 850 38.7 34.7 4.2 1.6 1.5 4.4 2.4 
 子 29 58.6 37.9 31.0 10.3 3.4 10.3 6.9 
 その他 69 52.2 43.5 24.6 8.7 2.9 10.1 7.2 
＜職業＞         
 正社員（役員を除く） 2,891 63.4 55.1 35.6 13.7 4.9 8.7 8.7 
 パートタイマー 975 58.3 49.6 27.4 10.4 4.8 7.9 8.8 
 アルバイト 331 38.1 28.7 15.1 4.2 2.4 5.1 4.2 
 契約社員 380 59.5 48.7 32.4 11.6 3.9 6.6 6.3 
 派遣労働者 208 43.8 30.8 18.3 6.3 3.8 8.7 5.8 
 嘱託 62 83.9 74.2 54.8 21.0 8.1 6.5 6.5 
 会社役員 115 81.7 71.3 65.2 27.0 10.4 10.4 13.9 
 自営業・内職 444 62.4 54.3 39.2 12.8 5.0 10.1 8.3 
 その他 64 67.2 51.6 40.6 17.2 7.8 10.9 18.8 

＜配偶者の職業＞         
 正社員（役員を除く） 1,285 64.7 56.7 36.2 14.5 5.5 9.2 11.1 
 パートタイマー 477 77.8 73.0 51.2 18.9 7.3 12.6 9.6 
 アルバイト 84 71.4 57.1 50.0 19.0 7.1 10.7 8.3 
 契約社員 105 71.4 62.9 40.0 16.2 2.9 10.5 8.6 
 派遣労働者 20 70.0 65.0 45.0 5.0 0.0 10.0 5.0 
 嘱託 23 73.9 69.6 34.8 8.7 8.7 4.3 13.0 
 会社役員 83 69.9 60.2 49.4 24.1 12.0 20.5 18.1 
 自営業・内職 198 65.2 56.1 36.4 7.1 9.1 4.5 9.6 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 80.7 72.2 57.7 25.3 6.8 11.3 11.7 
 その他 21 76.2 76.2 52.4 28.6 9.5 19.0 28.6 
 働いていない 223 70.4 62.8 45.3 18.8 4.9 11.2 10.3 
＜業種＞         
 製造業・建設業・鉱業 1,228 64.8 56.7 35.4 12.0 5.8 8.2 7.2 
 電気・ガス・熱供給・水道業 72 59.7 50.0 36.1 6.9 1.4 6.9 11.1 
 運輸業・情報通信業 410 55.6 48.0 31.2 14.6 4.4 7.8 6.8 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 825 58.3 48.2 31.3 9.6 3.8 7.5 7.6 
 ⾦融業・保険業 243 63.4 51.0 38.3 17.7 4.9 10.7 16.9 
 不動産業 127 66.1 48.0 44.9 18.9 4.7 9.4 13.4 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 973 62.8 56.8 32.4 15.4 4.6 9.4 10.0 
 その他サービス業 1,349 55.3 45.9 29.8 9.9 4.5 7.3 6.2 
 その他 243 68.3 56.8 41.6 15.6 7.8 11.5 11.9 
＜1 週間の平均勤務時間＞         
 20 時間未満 719 49.1 39.8 27.0 10.7 4.6 8.5 7.5 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 59.6 50.1 30.8 11.3 5.2 7.5 8.3 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 64.0 55.3 36.4 14.0 4.5 9.0 8.7 
 60 時間以上 385 63.1 56.6 35.1 10.9 6.0 7.8 7.5 
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度数 加⼊率 

補償タイプ別加⼊率 

自動⾞ 火災 地震 自然災害 自転⾞ 賠償責任 
＜労働組合のへ加⼊状況＞         
 勤務先の労働組合に加⼊ 1,332 58.6 49.5 31.1 12.8 5.6 9.6 8.6 
 勤務先に労働組合はあるが、 

別の労働組合に加⼊ 
30 36.7 23.3 6.7 6.7 0.0 10.0 3.3 

 
 勤務先に労働組合はなく、 

別の労働組合に加⼊ 
68 48.5 38.2 30.9 10.3 8.8 11.8 11.8 

 
 労働組合に加⼊していない 4,040 61.5 52.7 34.1 12.4 4.5 7.8 8.2 
＜個人年収＞         
 100 万円未満 658 51.2 43.0 25.5 10.3 3.6 8.4 7.4 
 100 万円〜200 万円 896 53.9 45.5 22.8 7.8 4.1 5.5 7.4 
 200 万円〜300 万円 821 58.8 48.5 25.5 8.6 4.0 6.8 6.9 
 300 万円〜400 万円 736 62.4 51.5 32.7 11.8 3.9 6.7 6.3 
 400 万円〜500 万円 536 64.4 56.3 37.3 13.2 5.2 8.6 10.6 
 500 万円〜600 万円 386 70.7 63.0 45.9 18.7 5.2 13.0 9.6 
 600 万円〜700 万円 223 78.9 69.1 56.1 21.5 9.9 14.3 10.8 
 700 万円〜800 万円 198 78.8 68.2 54.0 21.2 4.5 10.6 11.1 
 800 万円〜900 万円 96 75.0 66.7 58.3 19.8 9.4 11.5 9.4 
 900 万円〜1,000 万円 86 84.9 72.1 66.3 24.4 3.5 9.3 17.4 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 82.4 71.8 71.0 42.0 9.9 17.6 21.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 73.9 69.6 56.5 30.4 8.7 8.7 17.4 
 2,000 万円以上 15 66.7 53.3 46.7 20.0 13.3 26.7 20.0 
 収⼊はない 6 66.7 66.7 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7 
 答えたくない・わからない 659 47.5 41.3 23.7 6.8 4.9 7.4 5.8 
＜個人年収 103 万円＞         

100 万円以上 103 万円以下 168 48.8 43.5 23.2 8.3 0.6 3.6 6.5 
103 万円超 200 万円未満 728 55.1 46.0 22.7 7.7 4.9 5.9 7.6 

＜世帯年収＞         
 100 万円未満 88 39.8 28.4 18.2 5.7 3.4 4.5 3.4 
 100 万円〜200 万円 254 45.3 34.3 18.9 9.1 1.6 6.3 6.7 
 200 万円〜300 万円 490 55.1 41.2 25.5 6.3 3.7 5.3 5.5 
 300 万円〜400 万円 641 56.5 45.4 28.7 10.9 4.1 6.2 7.3 
 400 万円〜500 万円 606 62.5 55.1 30.7 8.7 4.0 7.4 7.3 
 500 万円〜600 万円 516 66.9 60.1 35.1 13.4 4.5 8.3 7.8 
 600 万円〜700 万円 434 71.0 61.1 43.3 17.1 5.5 11.1 8.8 
 700 万円〜800 万円 379 67.0 57.8 41.7 16.1 5.8 9.5 10.0 
 800 万円〜900 万円 253 69.2 60.5 45.1 19.4 5.9 10.7 12.6 
 900 万円〜1,000 万円 229 79.5 69.4 54.6 24.0 7.4 10.5 12.2 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 70.0 61.6 48.5 22.3 6.4 15.3 14.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 74.0 70.8 59.4 24.0 10.4 13.5 15.6 
 2,000 万円以上 49 69.4 53.1 53.1 28.6 14.3 22.4 26.5 
 収⼊はない 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 1,029 48.1 42.1 20.5 6.1 4.4 5.9 5.4 
＜世帯貯蓄額＞         
 100 万円未満 953 55.5 47.4 25.5 8.8 2.8 5.8 5.9 
 100 万円〜200 万円 401 64.8 53.9 39.2 13.5 4.7 10.0 8.2 
 200 万円〜300 万円 284 70.4 60.9 41.2 16.5 6.3 9.2 9.5 
 300 万円〜400 万円 198 67.2 55.1 41.4 17.7 5.6 8.6 8.1 
 400 万円〜500 万円 185 69.2 60.5 42.7 14.1 4.3 9.7 11.9 
 500 万円〜600 万円 148 62.2 52.0 33.8 14.2 4.7 9.5 10.1 
 600 万円〜700 万円 85 64.7 58.8 40.0 17.6 8.2 10.6 10.6 
 700 万円〜800 万円 81 69.1 55.6 42.0 11.1 7.4 6.2 7.4 
 800 万円〜900 万円 45 66.7 57.8 37.8 11.1 4.4 4.4 6.7 
 900 万円〜1,000 万円 129 73.6 65.9 53.5 22.5 7.8 10.1 14.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 76.0 63.9 45.2 18.3 7.2 14.8 11.8 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 70.3 63.4 44.1 16.6 7.6 9.7 11.7 
 2,000 万円以上 500 73.6 60.8 52.2 22.4 8.0 14.0 15.6 
 ない 267 47.9 38.6 20.2 7.5 2.6 5.6 4.5 
 答えたくない・わからない 1,786 52.2 45.4 24.4 8.5 4.0 6.7 6.3 
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度数 加⼊率 

補償タイプ別加⼊率 
自動⾞ 火災 地震 自然災害 自転⾞ 賠償責任 

＜ローンの有無＞         
 現在、ローンがある 2,581 62.4 54.8 36.1 15.4 5.0 8.8 9.2 
 現在、ローンはない 2,889 58.8 48.7 30.5 9.8 4.7 7.9 7.5 
 答えたくない・わからない 499 28.1 23.0 10.6 3.4 2.6 3.0 3.6 
＜ローンの種類＞         
 住宅ローン 1,407 71.9 63.3 51.0 23.3 5.5 11.2 10.8 
 教育ローン 190 66.3 59.5 38.4 13.7 6.3 12.6 12.6 
 自動⾞ローン 741 76.7 72.3 36.2 14.3 5.5 10.3 11.5 
 消費者⾦融からのローン 231 61.9 49.8 24.2 9.1 6.5 12.1 9.5 
 その他 105 73.3 63.8 39.0 13.3 7.6 13.3 17.1 
＜世帯ローン残高＞         
 100 万円未満 249 62.7 55.0 20.9 5.6 2.8 7.2 7.6 
 100 万円〜200 万円 230 73.0 64.8 32.2 13.9 4.8 8.7 11.3 
 200 万円〜300 万円 134 73.1 64.9 38.8 7.5 8.2 8.2 9.7 
 300 万円〜400 万円 72 69.4 61.1 31.9 19.4 4.2 8.3 15.3 
 400 万円〜500 万円 55 69.1 56.4 40.0 12.7 9.1 14.5 14.5 
 500 万円〜600 万円 48 79.2 64.6 39.6 20.8 16.7 18.8 12.5 
 600 万円〜700 万円 35 82.9 71.4 68.6 22.9 8.6 11.4 8.6 
 700 万円〜800 万円 41 82.9 75.6 65.9 22.0 7.3 9.8 12.2 
 800 万円〜900 万円 37 81.1 70.3 62.2 24.3 10.8 13.5 21.6 
 900 万円〜1,000 万円 85 71.8 65.9 56.5 29.4 3.5 10.6 15.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 199 82.4 73.4 56.3 26.6 5.5 12.6 14.1 
 1,500 万円〜2,000 万円 175 74.3 62.3 54.3 22.3 8.6 9.1 9.1 
 2,000 万円以上 351 78.3 70.1 60.1 33.0 4.6 13.1 12.0 
 答えたくない・わからない 371 53.9 48.8 26.4 9.4 4.0 8.6 5.9 
＜住居形態＞         
 持ち家一⼾建て 2,808 68.2 62.5 39.5 15.3 6.7 9.7 9.1 
 分譲マンション 718 59.2 43.9 41.5 19.9 3.5 8.9 9.9 
 賃貸一⼾建て 194 49.5 43.3 14.4 5.7 3.6 5.2 5.7 
 賃貸マンション 754 46.0 31.2 23.9 6.8 2.3 6.8 8.1 
 賃貸アパート 798 51.8 42.2 21.3 4.4 2.6 5.4 5.4 
 寮・社宅など集合住宅 163 55.8 48.5 14.7 3.7 4.3 8.0 8.0 
 その他 35 62.9 48.6 20.0 11.4 0.0 8.6 5.7 
＜世帯構造＞         
 単独者 1,075 50.4 35.2 28.7 9.3 3.3 5.7 5.4 
 夫婦のみ 931 65.7 57.1 41.0 14.7 5.8 7.6 8.5 
 親と同居 1,005 46.4 41.4 14.8 4.5 3.8 4.6 4.0 
 子（孫）と同居 1,762 71.0 62.7 44.6 18.0 5.2 11.8 12.3 
 3 世代同居 370 75.7 68.4 38.9 16.8 10.0 11.9 11.9 
 その他 327 48.3 42.2 14.1 5.5 2.4 8.0 5.5 
＜夫婦就業状況＞         
 共働き 2,296 68.5 60.8 40.7 15.3 6.4 10.1 10.8 
 一人が非就業 694 77.4 69.2 53.7 23.2 6.2 11.2 11.2 
＜雇用形態＞         
 正規 2,891 63.4 55.1 35.6 13.7 4.9 8.7 8.7 
 非正規 1,956 54.3 44.7 26.2 9.5 4.2 7.2 7.2 

 

  



251 
 

回答者世帯の主な属性と共済・保険とのクロス：損害分野（自動⾞） （２）保険料・掛⾦ 
 

度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜2 万円 
2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
30 万円 

30 万〜 
50 万円 

50 万円 
〜 

TOTAL 2,681 60,518 9.8 41.3 33.2 12.7 2.1 0.7 0.3 
＜性＞          
 男性 1,484 61,373 9.4 41.2 32.1 13.7 2.4 1.1 0.1 
 ⼥性 1,197 59,456 10.2 41.4 34.4 11.4 1.8 0.3 0.6 
＜年齢（5 歳階級）＞          
 ２０歳〜２４歳 53 96,383 11.3 22.6 30.2 22.6 5.7 5.7 1.9 
 ２５歳〜２９歳 249 67,901 10.8 27.7 38.2 21.3 1.2 0.4 0.4 
 ３０歳〜３４歳 188 62,532 11.7 25.5 44.7 16.5 1.6 0.0 0.0 
 ３５歳〜３９歳 320 61,169 7.2 42.8 32.8 15.0 1.6 0.3 0.3 
 ４０歳〜４４歳 329 60,194 10.3 42.6 32.8 10.0 3.0 0.6 0.6 
 ４５歳〜４９歳 395 56,500 8.9 48.1 30.1 9.1 3.3 0.3 0.3 
 ５０歳〜５４歳 361 56,649 13.0 42.7 30.2 11.4 1.9 0.6 0.3 
 ５５歳〜５９歳 327 56,946 10.1 46.5 29.7 9.8 2.4 1.5 0.0 
 ６０歳〜６４歳 459 59,809 7.6 44.7 34.0 11.8 0.9 0.9 0.2 
＜居住地域＞          
 北⽇本 380 60,856 9.5 41.6 33.2 13.2 1.8 0.5 0.3 
 東⽇本 891 60,155 11.1 42.8 29.7 12.8 2.1 1.1 0.3 
 中⽇本 717 63,082 9.3 37.2 36.0 14.4 2.1 0.7 0.3 
 ⻄⽇本 693 58,145 8.7 43.4 34.6 10.5 2.2 0.3 0.3 
＜世帯主＞          
 世帯主 1,596 59,167 9.8 41.7 33.6 11.8 2.1 0.9 0.1 
 世帯員 1,085 62,503 9.8 40.6 32.5 13.9 2.1 0.5 0.6 
＜婚姻状況＞          
 未婚 616 59,668 10.4 41.2 33.1 12.8 1.5 0.5 0.5 
 既婚 1,800 61,781 9.4 40.6 33.4 13.2 2.4 0.8 0.3 
 離婚・死別 265 53,910 10.9 46.4 31.3 9.1 1.5 0.8 0.0 
＜同居家族＞          
 配偶者 1,731 62,004 9.4 40.2 33.8 13.1 2.4 0.8 0.3 
 親 694 60,732 10.8 38.5 33.4 14.8 1.4 0.9 0.1 
 子（未就学児） 341 56,677 9.4 32.6 39.9 15.8 2.1 0.3 0.0 
 子（小学生・中学生） 468 59,795 10.0 40.4 33.3 13.9 1.7 0.2 0.4 
 子（高校生・大学生等の学生） 381 62,294 12.3 40.9 30.4 11.0 3.7 1.0 0.5 
 子（社会人） 423 65,565 10.2 41.1 30.0 13.2 3.8 1.2 0.5 
 孫 27 70,556 18.5 33.3 22.2 22.2 3.7 0.0 0.0 
 その他 137 66,626 9.5 32.1 31.4 24.8 1.5 0.7 0.0 
 本人のみ（一人暮らし） 369 56,497 11.1 46.1 29.8 10.3 1.9 0.3 0.5 
＜主たる生計維持者＞          
 あなた自身 1,695 59,837 9.9 41.4 33.5 12.3 2.1 0.8 0.2 
 配偶者 688 62,502 9.0 42.0 33.0 12.5 2.5 0.4 0.6 
 親 255 60,972 10.6 37.3 33.7 16.1 1.2 1.2 0.0 
 子 12 64,630 8.3 58.3 16.7 8.3 8.3 0.0 0.0 
 その他 31 48,357 16.1 48.4 22.6 12.9 0.0 0.0 0.0 
＜職業＞          
 正社員（役員を除く） 1,493 61,593 9.7 39.0 34.8 13.1 2.3 0.8 0.3 
 パートタイマー 462 57,903 9.7 42.9 34.2 11.5 1.1 0.2 0.4 
 アルバイト 81 56,626 7.4 54.3 23.5 12.3 2.5 0.0 0.0 
 契約社員 185 53,656 7.6 52.4 25.9 12.4 1.6 0.0 0.0 
 派遣労働者 72 52,530 11.1 40.3 38.9 8.3 1.4 0.0 0.0 
 嘱託 42 49,826 16.7 33.3 47.6 2.4 0.0 0.0 0.0 
 会社役員 80 76,538 5.0 42.5 26.3 17.5 5.0 3.8 0.0 
 自営業・内職 232 61,597 12.9 41.4 28.0 14.2 2.2 0.9 0.4 
 その他 34 80,487 8.8 35.3 32.4 14.7 5.9 2.9 0.0 
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度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜2 万円 
2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
30 万円 

30 万〜 
50 万円 

50 万円 
〜 

＜配偶者の職業＞          
 正社員（役員を除く） 697 62,382 12.2 37.4 33.9 12.6 2.6 0.9 0.4 
 パートタイマー 336 58,907 8.6 42.9 33.0 12.5 2.4 0.6 0.0 
 アルバイト 47 63,417 10.6 38.3 25.5 23.4 2.1 0.0 0.0 
 契約社員 65 50,700 6.2 50.8 35.4 6.2 1.5 0.0 0.0 
 派遣労働者 12 76,615 0.0 33.3 41.7 25.0 0.0 0.0 0.0 
 嘱託 15 52,200 6.7 53.3 26.7 13.3 0.0 0.0 0.0 
 会社役員 48 93,256 2.1 37.5 33.3 18.8 4.2 2.1 2.1 
 自営業・内職 110 63,089 9.1 44.5 31.8 10.0 2.7 0.9 0.9 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 321 62,679 7.2 39.6 33.3 16.5 2.5 0.9 0.0 
 その他 15 90,353 0.0 26.7 53.3 13.3 0.0 6.7 0.0 
 働いていない 134 52,711 8.2 47.8 33.6 9.0 1.5 0.0 0.0 
＜業種＞          
 製造業・建設業・鉱業 653 60,522 9.2 38.0 36.1 13.9 2.3 0.3 0.2 
 電気・ガス・熱供給・水道業 35 79,840 5.7 45.7 25.7 11.4 5.7 5.7 0.0 
 運輸業・情報通信業 182 59,426 8.8 45.1 29.1 14.3 1.6 1.1 0.0 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 369 59,783 8.9 43.9 32.8 12.2 0.5 1.4 0.3 
 ⾦融業・保険業 115 70,470 7.8 33.0 36.5 15.7 6.1 0.9 0.0 
 不動産業 62 54,694 11.3 43.5 33.9 8.1 1.6 1.6 0.0 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 533 62,705 8.6 40.5 35.5 12.8 1.5 0.4 0.8 
 その他サービス業 593 57,735 11.8 42.8 30.2 12.0 2.5 0.5 0.2 
 その他 139 56,859 13.7 46.0 28.1 8.6 2.2 0.7 0.7 
＜1 週間の平均勤務時間＞          
 20 時間未満 266 57,070 11.7 42.5 32.3 11.7 1.1 0.4 0.4 
 20 時間以上 40 時間未満 889 59,886 10.0 41.3 34.8 11.1 1.8 0.3 0.7 
 40 時間以上 60 時間未満 1,320 60,776 9.5 40.8 33.6 12.9 2.0 1.1 0.1 
 60 時間以上 206 66,470 8.3 42.7 24.3 19.4 5.3 0.0 0.0 
＜労働組合のへ加⼊状況＞          
 勤務先の労働組合に加⼊ 622 64,533 9.6 35.7 37.3 14.0 1.8 0.8 0.8 
 勤務先に労働組合はあるが、 

別の労働組合に加⼊ 
8 91,750 12.5 12.5 37.5 25.0 12.5 0.0 0.0 

 
 勤務先に労働組合はなく、 

別の労働組合に加⼊ 
24 55,692 8.3 50.0 33.3 4.2 4.2 0.0 0.0 

 
 労働組合に加⼊していない 2,027 59,219 9.8 43.0 31.9 12.3 2.1 0.7 0.1 
＜個人年収＞          
 100 万円未満 262 56,705 11.5 44.7 30.5 12.2 0.4 0.4 0.4 
 100 万円〜200 万円 394 57,350 9.6 43.1 34.0 10.7 2.0 0.0 0.5 
 200 万円〜300 万円 386 61,290 9.8 40.4 34.2 12.4 2.3 0.8 0.0 
 300 万円〜400 万円 349 56,702 9.2 45.3 32.1 11.2 1.4 0.6 0.3 
 400 万円〜500 万円 289 65,846 9.0 38.4 32.2 16.3 3.5 0.0 0.7 
 500 万円〜600 万円 227 59,713 9.7 41.0 32.2 15.4 1.3 0.4 0.0 
 600 万円〜700 万円 146 61,112 8.2 42.5 32.2 13.7 3.4 0.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 131 58,576 11.5 37.4 35.1 14.5 0.0 1.5 0.0 
 800 万円〜900 万円 64 56,916 10.9 42.2 34.4 7.8 3.1 1.6 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 61 65,616 6.6 26.2 49.2 13.1 4.9 0.0 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 90 76,691 3.3 38.9 31.1 18.9 4.4 3.3 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 15 136,380 6.7 20.0 26.7 26.7 0.0 20.0 0.0 
 2,000 万円以上 9 189,111 0.0 22.2 0.0 44.4 11.1 11.1 11.1 
 収⼊はない 4 66,950 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 254 53,562 13.4 42.1 33.9 7.5 2.0 0.8 0.4 
＜個人年収 103 万円＞          
 100 万円以上 103 万円以下 72 69,286 11.1 40.3 27.8 13.9 5.6 0.0 1.4 
 103 万円超 200 万円未満 322 54,681 9.3 43.8 35.4 9.9 1.2 0.0 0.3 
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度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜2 万円 
2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
30 万円 

30 万〜 
50 万円 

50 万円 
〜 

＜世帯年収＞          
 100 万円未満 23 47,901 13.0 43.5 34.8 8.7 0.0 0.0 0.0 
 100 万円〜200 万円 86 56,401 15.1 44.2 32.6 5.8 0.0 0.0 2.3 
 200 万円〜300 万円 196 57,433 11.2 42.3 30.1 13.8 2.6 0.0 0.0 
 300 万円〜400 万円 273 58,471 9.2 45.4 34.1 8.8 1.1 1.1 0.4 
 400 万円〜500 万円 320 58,624 7.8 45.0 31.9 12.8 2.5 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 292 55,679 9.2 42.5 34.6 11.6 2.1 0.0 0.0 
 600 万円〜700 万円 247 63,775 8.1 40.1 31.6 17.4 2.4 0.4 0.0 
 700 万円〜800 万円 217 53,830 9.2 44.2 32.7 12.9 0.9 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 144 61,076 7.6 33.3 44.4 13.2 0.7 0.7 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 158 63,982 14.6 35.4 31.0 13.3 3.8 1.3 0.6 
 1,000 万円〜1,500 万円 240 69,601 8.3 35.8 33.8 17.9 2.5 1.3 0.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 63 69,313 6.3 36.5 34.9 15.9 3.2 3.2 0.0 
 2,000 万円以上 28 168,893 3.6 25.0 14.3 25.0 10.7 14.3 7.1 
 収⼊はない 1 50,000 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 393 54,906 12.2 43.0 32.6 9.2 2.0 0.8 0.3 
＜世帯貯蓄額＞          
 100 万円未満 430 64,165 10.5 40.0 31.2 14.0 3.7 0.5 0.2 
 100 万円〜200 万円 207 58,174 7.2 42.0 38.2 10.6 1.4 0.0 0.5 
 200 万円〜300 万円 164 69,991 7.3 32.3 34.8 21.3 3.7 0.6 0.0 
 300 万円〜400 万円 101 54,102 10.9 44.6 31.7 10.9 2.0 0.0 0.0 
 400 万円〜500 万円 109 64,910 8.3 39.4 33.0 14.7 3.7 0.9 0.0 
 500 万円〜600 万円 77 57,917 13.0 35.1 35.1 15.6 0.0 1.3 0.0 
 600 万円〜700 万円 46 51,891 6.5 50.0 32.6 10.9 0.0 0.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 44 70,846 2.3 50.0 31.8 13.6 0.0 0.0 2.3 
 800 万円〜900 万円 27 49,000 11.1 55.6 25.9 3.7 3.7 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 83 56,438 9.6 44.6 28.9 15.7 1.2 0.0 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 159 55,362 13.2 38.4 36.5 10.7 0.6 0.0 0.6 
 1,500 万円〜2,000 万円 84 58,660 4.8 51.2 33.3 7.1 1.2 2.4 0.0 
 2,000 万円以上 301 62,384 10.3 42.5 28.9 14.3 2.3 1.3 0.3 
 ない 93 58,291 16.1 39.8 28.0 14.0 1.1 1.1 0.0 
 答えたくない・わからない 756 59,122 9.8 41.5 35.1 10.6 1.7 0.9 0.4 
＜ローンの有無＞          
 現在、ローンがある 1,336 66,525 8.6 39.3 32.1 15.8 2.8 1.0 0.4 
 現在、ローンはない 1,345 54,550 10.9 43.3 34.2 9.6 1.4 0.4 0.1 
 答えたくない・わからない 115 61,418 12.2 37.4 33.9 13.9 1.7 0.0 0.9 
＜ローンの種類＞          
 住宅ローン 849 63,777 8.7 41.2 31.3 14.7 2.6 0.9 0.5 
 教育ローン 108 67,108 7.4 38.0 36.1 13.0 4.6 0.9 0.0 
 自動⾞ローン 494 75,897 8.3 33.8 32.2 20.0 4.0 1.0 0.6 
 消費者⾦融からのローン 101 71,685 11.9 37.6 28.7 15.8 4.0 1.0 1.0 
 その他 62 76,852 4.8 35.5 30.6 22.6 6.5 0.0 0.0 
＜世帯ローン残高＞          
 100 万円未満 132 69,701 6.8 37.9 33.3 18.9 1.5 0.8 0.8 
 100 万円〜200 万円 137 74,104 8.8 38.0 29.2 17.5 5.8 0.7 0.0 
 200 万円〜300 万円 82 65,669 6.1 35.4 40.2 15.9 2.4 0.0 0.0 
 300 万円〜400 万円 41 51,683 9.8 53.7 26.8 7.3 2.4 0.0 0.0 
 400 万円〜500 万円 30 60,160 3.3 46.7 36.7 10.0 3.3 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 31 68,319 3.2 45.2 25.8 22.6 3.2 0.0 0.0 
 600 万円〜700 万円 24 52,000 8.3 45.8 33.3 8.3 4.2 0.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 30 52,796 3.3 50.0 40.0 6.7 0.0 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 28 65,966 10.7 39.3 28.6 17.9 0.0 3.6 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 56 55,257 5.4 48.2 33.9 12.5 0.0 0.0 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 143 64,570 11.2 42.7 28.0 11.9 4.2 2.1 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 105 62,734 11.4 43.8 22.9 19.0 1.9 1.0 0.0 
 2,000 万円以上 231 74,517 7.4 36.8 29.9 20.8 2.6 1.3 1.3 
 答えたくない・わからない 151 67,732 9.9 29.8 41.7 12.6 3.3 2.0 0.7 
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度数 

保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜2 万円 
2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
30 万円 

30 万〜 
50 万円 

50 万円 
〜 

＜住居形態＞          
 持ち家一⼾建て 1,641 61,737 9.3 42.1 31.9 13.2 2.2 0.9 0.4 
 分譲マンション 310 54,080 11.3 45.8 31.6 9.0 1.3 0.6 0.3 
 賃貸一⼾建て 79 63,502 6.3 35.4 39.2 15.2 3.8 0.0 0.0 
 賃貸マンション 244 56,366 14.8 38.9 32.8 10.7 2.0 0.8 0.0 
 賃貸アパート 318 63,702 8.2 36.8 38.1 14.2 2.5 0.0 0.3 
 寮・社宅など集合住宅 72 58,601 8.3 37.5 38.9 15.3 0.0 0.0 0.0 
 その他 17 54,487 11.8 41.2 41.2 5.9 0.0 0.0 0.0 
＜世帯構造＞          
 単独者 369 56,497 11.1 46.1 29.8 10.3 1.9 0.3 0.5 
 夫婦のみ 514 59,746 7.6 44.4 35.2 10.5 1.0 1.2 0.2 
 親と同居 372 5,7777 9.9 43.3 33.6 11.0 1.1 0.8 0.3 
 子（孫）と同居 1,059 62,033 9.7 39.8 33.6 12.7 3.2 0.6 0.4 
 3 世代同居 237 63,577 11.4 35.0 33.3 17.7 1.7 0.8 0.0 
 その他 130 64,898 11.5 33.1 29.2 23.8 1.5 0.8 0.0 
＜夫婦就業状況＞          
 共働き 1,345 62,470 10.0 40.1 33.5 12.8 2.5 0.8 0.4 
 一人が非就業 455 59,744 7.5 42.0 33.4 14.3 2.2 0.7 0.0 
＜雇用形態＞          
 正規 1,493 61,593 9.7 39.0 34.8 13.1 2.3 0.8 0.3 
 非正規 842 55,985 9.5 45.4 32.4 11.0 1.3 0.1 0.2 

 

回答者世帯の主な属性と共済・保険とのクロス：損害分野（住宅） （２）保険料・掛⾦ 
 

度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜1 万円 
1 万〜 
2 万円 

2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
50 万円 

50 万円 
〜 

TOTAL 2,411 58,669 18.1 21.6 26.5 14.3 12.3 6.2 1.0 
＜性＞          
 男性 1,349 58,296 18.2 21.6 26.9 14.5 11.6 6.0 1.2 
 ⼥性 1,062 59,144 18.1 21.5 25.9 14.1 13.1 6.5 0.8 
＜年齢（5 歳階級）＞          
 ２０歳〜２４歳 36 62,197 30.6 11.1 25.0 8.3 19.4 2.8 2.8 
 ２５歳〜２９歳 191 65,710 13.1 24.6 25.1 13.1 15.2 7.9 1.0 
 ３０歳〜３４歳 156 53,441 19.2 24.4 26.9 7.1 14.1 8.3 0.0 
 ３５歳〜３９歳 274 55,440 15.7 24.1 27.4 10.9 15.3 6.2 0.4 
 ４０歳〜４４歳 282 61,768 15.2 26.6 23.8 14.2 12.4 6.0 1.8 
 ４５歳〜４９歳 350 58,407 19.7 20.3 26.3 13.7 12.0 7.1 0.9 
 ５０歳〜５４歳 350 57,872 21.1 21.7 25.4 16.0 9.1 4.9 1.7 
 ５５歳〜５９歳 318 57,155 15.7 20.8 27.0 19.5 11.0 4.7 1.3 
 ６０歳〜６４歳 454 59,127 20.3 17.0 28.6 15.4 11.5 6.6 0.7 
＜居住地域＞          
 北⽇本 317 64,822 22.4 16.7 25.6 13.9 12.3 7.6 1.6 
 東⽇本 878 58,273 16.7 23.5 25.4 15.0 12.1 6.3 1.0 
 中⽇本 657 56,651 17.2 20.5 27.7 15.5 13.2 4.9 0.9 
 ⻄⽇本 559 58,176 19.0 22.5 27.2 12.0 11.4 7.0 0.9 
＜世帯主＞          
 世帯主 1,556 54,702 20.5 23.3 26.0 12.9 10.6 5.7 1.0 
 世帯員 855 65,890 13.8 18.4 27.4 16.8 15.3 7.3 1.1 
＜婚姻状況＞          
 未婚 517 54,025 22.1 21.5 25.0 12.0 13.7 4.6 1.2 
 既婚 1,647 61,782 16.6 21.3 26.7 15.0 12.6 6.7 1.2 
 離婚・死別 247 47,636 20.2 23.5 27.9 14.6 7.3 6.5 0.0 
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度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜1 万円 
1 万〜 
2 万円 

2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
50 万円 

50 万円 
〜 

＜同居家族＞          
 配偶者 1,589 62,436 16.4 21.5 26.5 14.9 12.8 6.7 1.2 
 親 513 66,191 14.0 15.2 28.1 17.7 17.0 6.6 1.4 
 子（未就学児） 301 72,634 11.6 22.9 26.6 12.0 16.6 8.6 1.7 
 子（小学生・中学生） 425 59,033 16.5 24.7 25.2 14.1 12.2 5.6 1.6 
 子（高校生・大学生等の学生） 347 60,734 19.0 18.7 28.2 14.4 11.2 7.5 0.9 
 子（社会人） 397 62,104 16.1 19.9 27.5 17.9 11.8 5.3 1.5 
 孫 22 59,364 18.2 18.2 22.7 27.3 9.1 4.5 0.0 
 その他 92 69,603 8.7 17.4 28.3 19.6 17.4 8.7 0.0 
 本人のみ（一人暮らし） 385 40,702 27.0 26.8 26.2 8.1 8.3 2.9 0.8 
＜主たる生計維持者＞          
 あなた自身 1,615 54,882 20.1 22.6 26.1 13.7 11.0 5.4 1.1 
 配偶者 614 64,204 14.3 21.5 26.9 15.6 12.9 8.0 0.8 
 親 149 82,409 12.8 9.4 25.5 17.4 24.2 8.7 2.0 
 子 9 23,839 0.0 55.6 33.3 11.1 0.0 0.0 0.0 
 その他 24 37,606 20.8 16.7 41.7 4.2 16.7 0.0 0.0 
＜職業＞          
 正社員（役員を除く） 1,365 59,893 19.6 22.2 24.3 14.2 12.3 6.0 1.4 
 パートタイマー 389 60,165 16.2 21.9 26.0 15.7 14.1 4.9 1.3 
 アルバイト 71 45,137 19.7 21.1 32.4 11.3 9.9 5.6 0.0 
 契約社員 165 53,240 19.4 19.4 27.9 15.2 12.1 6.1 0.0 
 派遣労働者 58 49,166 19.0 24.1 32.8 8.6 6.9 8.6 0.0 
 嘱託 40 45,576 12.5 17.5 45.0 10.0 10.0 5.0 0.0 
 会社役員 77 57,818 10.4 19.5 33.8 14.3 14.3 7.8 0.0 
 自営業・内職 213 63,963 13.6 20.7 29.6 15.0 11.3 9.4 0.5 
 その他 33 47,095 24.2 15.2 30.3 15.2 9.1 6.1 0.0 
＜配偶者の職業＞          
 正社員（役員を除く） 632 70,756 15.5 20.1 25.8 15.3 12.7 8.9 1.7 
 パートタイマー 310 54,320 20.3 21.9 26.5 12.9 11.6 6.1 0.6 
 アルバイト 52 51,562 21.2 15.4 28.8 11.5 19.2 3.8 0.0 
 契約社員 54 53,519 9.3 33.3 24.1 11.1 18.5 3.7 0.0 
 派遣労働者 11 35,913 9.1 18.2 36.4 36.4 0.0 0.0 0.0 
 嘱託 12 87,897 0.0 8.3 33.3 25.0 25.0 8.3 0.0 
 会社役員 48 70,631 22.9 20.8 18.8 14.6 10.4 12.5 0.0 
 自営業・内職 94 67,781 9.6 25.5 28.7 16.0 12.8 4.3 3.2 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 298 56,641 16.1 22.1 29.9 14.4 11.4 5.0 1.0 
 その他 10 61,010 0.0 10.0 30.0 40.0 20.0 0.0 0.0 
 働いていない 126 47,036 21.4 20.6 24.6 17.5 11.9 4.0 0.0 
＜業種＞          
 製造業・建設業・鉱業 580 54,105 16.7 19.1 27.4 16.9 14.5 5.2 0.2 
 電気・ガス・熱供給・水道業 32 49,484 12.5 31.3 25.0 21.9 3.1 6.3 0.0 
 運輸業・情報通信業 169 53,847 17.8 21.3 27.2 11.8 14.8 7.1 0.0 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 330 57,280 18.5 21.8 27.3 15.2 9.4 6.7 1.2 
 ⾦融業・保険業 109 80,983 18.3 22.9 24.8 10.1 12.8 7.3 3.7 
 不動産業 66 51,709 18.2 22.7 22.7 18.2 13.6 4.5 0.0 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 447 53,454 18.8 21.3 28.4 14.3 12.5 3.1 1.6 
 その他サービス業 5541 65,023 18.2 23.3 24.0 12.5 12.5 8.3 1.3 
 その他 124 67,164 22.6 21.8 26.6 11.3 5.6 10.5 1.6 
＜1 週間の平均勤務時間＞          
 20 時間未満 258 45,448 19.0 25.6 27.5 10.5 12.8 4.7 0.0 
 20 時間以上 40 時間未満 774 57,006 19.5 20.2 25.6 16.3 11.8 5.8 0.9 
 40 時間以上 60 時間未満 1,195 58,973 17.7 21.5 27.0 14.0 12.3 6.4 1.0 
 60 時間以上 184 82,234 13.6 22.3 25.0 13.6 13.6 8.7 3.3 
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度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜1 万円 
1 万〜 
2 万円 

2 万〜 
5 万円 

5 万〜 
10 万円 

10 万〜 
20 万円 

20 万〜 
50 万円 

50 万円 
〜 

＜労働組合のへ加⼊状況＞          
 勤務先の労働組合に加⼊ 574 57,531 18.6 21.8 25.4 15.2 11.5 6.3 1.2 
 勤務先に労働組合はあるが、 

別の労働組合に加⼊ 
7 94,249 0.0 14.3 28.6 28.6 14.3 14.3 0.0 

 
 勤務先に労働組合はなく、 

別の労働組合に加⼊ 
25 49,004 8.0 36.0 28.0 8.0 12.0 8.0 0.0 

 
 労働組合に加⼊していない 1,805 59,034 18.2 21.3 26.8 14.1 12.5 6.1 1.0 
＜個人年収＞          
 100 万円未満 230 50,278 19.6 24.8 23.0 13.5 15.2 3.5 0.4 
 100 万円〜200 万円 318 57,437 15.7 19.8 29.6 14.5 15.1 4.7 0.6 
 200 万円〜300 万円 319 63,928 18.5 19.7 25.4 16.3 11.0 8.2 0.9 
 300 万円〜400 万円 335 55,654 19.1 23.0 27.2 10.4 14.0 5.4 0.9 
 400 万円〜500 万円 271 61,278 14.0 25.5 23.6 16.6 12.2 7.4 0.7 
 500 万円〜600 万円 217 50,155 18.4 29.5 25.8 9.2 9.2 7.8 0.0 
 600 万円〜700 万円 150 55,183 22.0 23.3 24.0 15.3 8.0 6.0 1.3 
 700 万円〜800 万円 121 67,855 23.1 19.0 25.6 14.9 7.4 6.6 3.3 
 800 万円〜900 万円 63 41,676 23.8 20.6 28.6 12.7 11.1 3.2 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 61 67,874 26.2 13.1 26.2 13.1 11.5 6.6 3.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 94 67,905 14.9 9.6 30.9 26.6 9.6 7.4 1.1 
 1,500 万円〜2,000 万円 15 154,033 13.3 6.7 20.0 0.0 26.7 20.0 13.3 
 2,000 万円以上 6 118,833 0.0 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 16.7 
 収⼊はない 2 50,000 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 209 59,023 15.8 17.2 29.7 15.8 14.4 6.2 1.0 
＜個人年収 103 万円＞          
 100 万円以上 103 万円以下 61 64,974 21.3 26.2 13.1 16.4 14.8 6.6 1.6 
 103 万円超 200 万円未満 257 55,648 14.4 18.3 33.5 14.0 15.2 4.3 0.4 
＜世帯年収＞          
 100 万円未満 21 43,354 23.8 19.0 19.0 23.8 14.3 0.0 0.0 
 100 万円〜200 万円 68 40,680 13.2 27.9 32.4 11.8 13.2 1.5 0.0 
 200 万円〜300 万円 181 56,163 25.4 16.6 26.5 13.3 12.2 5.0 1.1 
 300 万円〜400 万円 267 52,944 22.1 25.5 25.1 9.0 11.2 6.4 0.7 
 400 万円〜500 万円 258 46,526 15.9 29.5 23.6 16.7 9.3 5.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 259 54,913 15.1 20.8 29.7 15.4 13.1 5.4 0.4 
 600 万円〜700 万円 240 60,380 19.6 25.0 22.1 14.2 10.4 7.9 0.8 
 700 万円〜800 万円 207 59,572 15.9 28.0 24.2 12.6 11.6 6.3 1.4 
 800 万円〜900 万円 145 54,889 20.7 22.8 26.2 12.4 11.0 6.2 0.7 
 900 万円〜1,000 万円 137 63,135 19.7 19.0 23.4 17.5 13.1 5.8 1.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 236 73,969 15.7 15.3 26.3 18.6 13.1 9.3 1.7 
 1,500 万円〜2,000 万円 63 91,910 19.0 7.9 33.3 15.9 9.5 7.9 6.3 
 2,000 万円以上 25 99,960 8.0 8.0 36.0 12.0 24.0 8.0 4.0 
 収⼊はない 0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
 答えたくない・わからない 304 59,442 16.4 16.1 30.9 13.8 15.8 5.9 1.0 
＜世帯貯蓄額＞          
 100 万円未満 358 62,271 17.9 20.4 25.7 15.9 12.8 6.4 0.8 
 100 万円〜200 万円 200 46,895 21.5 22.0 30.5 9.5 11.0 5.5 0.0 
 200 万円〜300 万円 157 61,563 18.5 29.3 21.0 8.3 14.0 7.0 1.9 
 300 万円〜400 万円 105 53,879 15.2 26.7 26.7 9.5 15.2 6.7 0.0 
 400 万円〜500 万円 98 58,786 9.2 28.6 29.6 13.3 13.3 5.1 1.0 
 500 万円〜600 万円 78 56,582 26.9 16.7 21.8 15.4 10.3 9.0 0.0 
 600 万円〜700 万円 44 57,273 15.9 31.8 20.5 11.4 15.9 2.3 2.3 
 700 万円〜800 万円 46 48,726 17.4 23.9 32.6 17.4 4.3 2.2 2.2 
 800 万円〜900 万円 25 61,480 12.0 32.0 20.0 16.0 8.0 12.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 82 58,060 12.2 19.5 30.5 17.1 14.6 4.9 1.2 
 1,000 万円〜1,500 万円 147 49,574 23.8 23.1 24.5 12.9 8.8 6.8 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 79 62,449 22.8 17.7 25.3 15.2 11.4 5.1 2.5 
 2,000 万円以上 302 61,810 22.8 18.5 23.2 17.2 10.6 5.6 2.0 

  



257 
 

 

度数 
保険料 
掛⾦ 

保険料・掛⾦の分布 

〜1 万円 
1 万〜 
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 ない 83 41,706 25.3 26.5 20.5 12.0 13.3 2.4 0.0 
 答えたくない・わからない 607 64,044 13.8 18.6 29.8 16.0 13.3 7.2 1.2 
＜ローンの有無＞          
 現在、ローンがある 1,217 61,684 16.0 21.8 26.6 15.1 12.4 6.8 1.2 
 現在、ローンはない 1,194 55,597 20.3 21.4 26.3 13.5 12.1 5.6 0.8 
 答えたくない・わからない 87 65,240 14.9 16.1 32.2 8.0 19.5 9.2 0.0 
＜ローンの種類＞          
 住宅ローン 862 60,906 15.3 22.5 26.9 15.9 11.0 7.1 1.3 
 教育ローン 97 61,921 19.6 18.6 25.8 20.6 6.2 9.3 0.0 
 自動⾞ローン 388 68,308 15.2 19.1 25.3 18.0 14.7 5.7 2.1 
 消費者⾦融からのローン 87 74,406 20.7 21.8 20.7 12.6 14.9 6.9 2.3 
 その他 55 50,831 12.7 29.1 25.5 12.7 16.4 3.6 0.0 
＜世帯ローン残高＞          
 100 万円未満 90 51,893 16.7 22.2 30.0 14.4 13.3 2.2 1.1 
 100 万円〜200 万円 107 63,511 15.0 25.2 29.9 15.9 3.7 8.4 1.9 
 200 万円〜300 万円 68 54,975 22.1 14.7 19.1 23.5 16.2 4.4 0.0 
 300 万円〜400 万円 37 49,197 32.4 21.6 13.5 18.9 5.4 8.1 0.0 
 400 万円〜500 万円 27 49,428 7.4 14.8 44.4 18.5 11.1 3.7 0.0 
 500 万円〜600 万円 31 75,052 3.2 19.4 25.8 25.8 12.9 12.9 0.0 
 600 万円〜700 万円 27 47,852 22.2 22.2 25.9 18.5 3.7 7.4 0.0 
 700 万円〜800 万円 28 59,623 21.4 10.7 42.9 7.1 7.1 10.7 0.0 
 800 万円〜900 万円 28 37,822 10.7 25.0 35.7 14.3 14.3 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 56 55,257 14.3 16.1 30.4 16.1 10.7 10.7 1.8 
 1,000 万円〜1,500 万円 141 62,374 27.0 24.1 19.1 11.3 8.5 7.1 2.8 
 1,500 万円〜2,000 万円 118 50,578 14.4 26.3 28.8 11.9 14.4 4.2 0.0 
 2,000 万円以上 241 69,583 10.0 24.5 25.7 14.9 16.2 6.6 2.1 
 答えたくない・わからない 131 68,735 14.5 20.6 22.9 19.1 13.0 8.4 1.5 
＜住居形態＞          
 持ち家一⼾建て 1,435 63,645 13.1 18.3 29.8 16.9 14.1 6.8 1.0 
 分譲マンション 352 45,995 27.8 25.3 21.3 12.5 7.1 4.8 1.1 
 賃貸一⼾建て 49 57,076 22.4 32.7 10.2 14.3 12.2 8.2 0.0 
 賃貸マンション 250 43,382 24.0 28.0 24.4 11.2 7.2 4.8 0.4 
 賃貸アパート 258 62,138 26.0 27.9 20.2 6.2 11.2 6.6 1.9 
 寮・社宅など集合住宅 54 60,330 18.5 18.5 27.8 11.1 18.5 5.6 0.0 
 その他 13 76,877 23.1 0.0 15.4 15.4 46.2 0.0 0.0 
＜世帯構造＞          
 単独者 385 40,702 27.0 26.8 26.2 8.1 8.3 2.9 0.8 
 夫婦のみ 483 58,407 18.6 21.1 26.3 14.9 11.8 6.6 0.6 
 親と同居 272 62,720 16.2 14.3 26.5 19.9 15.8 6.3 1.1 
 子（孫）と同居 991 61,549 16.8 23.4 25.9 14.0 11.5 7.2 1.2 
 3 世代同居 191 70,816 13.1 14.7 28.8 16.8 18.8 5.8 2.1 
 その他 89 67,309 9.0 18.0 29.2 19.1 15.7 9.0 0.0 
＜夫婦就業状況＞          
 共働き 1,223 64,554 16.2 21.2 26.2 14.9 12.9 7.4 1.3 
 一人が非就業 424 53,787 17.7 21.7 28.3 15.3 11.6 4.7 0.7 
＜雇用形態＞          
 正規 1,365 59,893 19.6 22.2 24.3 14.2 12.3 6.0 1.4 
 非正規 723 55,419 17.3 21.2 28.6 14.2 12.4 5.5 0.7 
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回答者世帯の主な属性 （１）性別 

 度数 男性 ⼥性   度数 男性 ⼥性 
TOTAL 5,470 50.1 49.9   会社役員 83 16.9 83.1 
＜年齢（5 歳階級）＞      自営業・内職 198 25.8 74.2 
 ２０歳〜２４歳 222 49.1 50.9   家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 98.1 1.9 
 ２５歳〜２９歳 758 48.5 51.5   その他 21 23.8 76.2 
 ３０歳〜３４歳 510 47.8 52.2   働いていない 223 56.5 43.5 
 ３５歳〜３９歳 671 53.4 46.6  ＜業種＞    
 ４０歳〜４４歳 653 44.0 56.0   製造業・建設業・鉱業 1,228 63.6 36.4 
 ４５歳〜４９歳 760 53.9 46.1   電気・ガス・熱供給・水道業 72 61.1 38.9 
 ５０歳〜５４歳 631 47.7 52.3   運輸業・情報通信業 410 72.9 27.1 
 ５５歳〜５９歳 546 53.1 46.9   卸売業・小売業・飲食サービス業 825 41.2 58.8 
 ６０歳〜６４歳 719 51.6 48.4   ⾦融業・保険業 243 42.0 58.0 
＜居住地域＞      不動産業 127 59.8 40.2 
 北⽇本 646 49.7 50.3   医療、福祉、教育・学習⽀援 973 33.0 67.0 
 東⽇本 2,134 51.4 48.6   その他サービス業 1,349 48.0 52.0 
 中⽇本 1,480 48.2 51.8   その他 243 52.3 47.7 
 ⻄⽇本 1,210 50.2 49.8  ＜1 週間の平均勤務時間＞    
＜世帯主＞      20 時間未満 719 24.2 75.8 
 世帯主 3,015 72.2  27.8    20 時間以上 40 時間未満 1,860 34.7 65.3 
 世帯員 2,455 22.8  77.2    40 時間以上 60 時間未満 2,506 63.9 36.1 
＜婚姻状況＞      60 時間以上 385 82.6 17.4 
 未婚 1,965 52.0 48.0  ＜労働組合のへ加⼊状況＞    
 既婚 2,990 52.5 47.5   勤務先の労働組合に加⼊ 1,332 54.1 45.9 
 離婚・死別 515 28.7 71.3   勤務先に労働組合はあるが、別の労働組合に加⼊ 30 46.7 53.3 
＜同居家族＞      勤務先に労働組合はなく、別の労働組合に加⼊ 68 50.0 50.0 
 配偶者 2,867 52.9 47.1   労働組合に加⼊していない 4,040 48.8 51.2 
 親 1,596 50.5 49.5  ＜個人年収＞    
 子（未就学児） 574 54.2 45.8   100 万円未満 658 14.4 85.6 
 子（小学生・中学生） 781 55.1 44.9   100 万円〜200 万円 896 22.8 77.2 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 51.3 48.7   200 万円〜300 万円 821 38.7 61.3 
 子（社会人） 647 46.1 53.9   300 万円〜400 万円 736 59.6 40.4 
 孫 38 34.2 65.8   400 万円〜500 万円 536 70.7 29.3 
 その他 347 40.6 59.4   500 万円〜600 万円 386 81.1 18.9 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 54.0 46.0   600 万円〜700 万円 223 84.3 15.7 
＜主たる生計維持者＞      700 万円〜800 万円 198 85.4 14.6 
 あなた自身 3,216 70.0 30.0   800 万円〜900 万円 96 86.5 13.5 
 配偶者 1,306 6.5 93.5   900 万円〜1,000 万円 86 87.2 12.8 
 親 850 44.6 55.4   1,000 万円〜1,500 万円 131 88.5 11.5 
 子 29 31.0 69.0   1,500 万円〜2,000 万円 23 82.6 17.4 
 その他 69 20.3 79.7   2,000 万円以上 15 86.7 13.3 
＜職業＞      収⼊はない 6 50.0 50.0 
 正社員（役員を除く） 2,891 64.1 35.9   答えたくない・わからない 659 49.2 50.8 
 パートタイマー 975 8.3 91.7  ＜個人年収 103 万円＞    
 アルバイト 331 43.2 56.8   100 万円以上 103 万円以下 168 19.6 80.4 
 契約社員 380 40.3 59.7   103 万円超 200 万円未満 728 23.5 76.5 
 派遣労働者 208 27.9 72.1  ＜世帯年収＞    
 嘱託 62 58.1 41.9   100 万円未満 88 29.5 70.5 
 会社役員 115 82.6 17.4   100 万円〜200 万円 254 36.6 63.4 
 自営業・内職 444 65.3 34.7   200 万円〜300 万円 490 42.0 58.0 
 その他 64 45.3 54.7   300 万円〜400 万円 641 49.1 50.9 
＜配偶者の職業＞      400 万円〜500 万円 606 48.7 51.3 
 正社員（役員を除く） 1,285 26.9 73.1   500 万円〜600 万円 516 56.4 43.6 
 パートタイマー 477 92.7 7.3   600 万円〜700 万円 434 59.2 40.8 
 アルバイト 84 71.4 28.6   700 万円〜800 万円 379 57.5 42.5 
 契約社員 105 40.0 60.0   800 万円〜900 万円 253 54.2 45.8 
 派遣労働者 20 65.0 35.0   900 万円〜1,000 万円 229 62.9 37.1 
 嘱託 23 34.8 65.2   1,000 万円〜1,500 万円 404 56.7 43.3 

 



259 
 

 度数 男性 ⼥性   度数 男性 ⼥性 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 67.7 32.3   自動⾞ローン 741 53.8 46.2 
 2,000 万円以上 49 61.2 38.8   消費者⾦融からのローン 231 60.2 39.8 
 収⼊はない 2 100.0 0.0   その他 105 50.1 49.9 
 答えたくない・わからない 1,029 41.8 58.2  ＜世帯ローン残高＞    
 ＜世帯貯蓄額＞      100 万円未満 249 48.6 51.4 
 100 万円未満 953 49.7 50.3   100 万円〜200 万円  230 56.5 43.5 
 100 万円〜200 万円 401 51.6 48.4   200 万円〜300 万円 134 56.7 43.3 
 200 万円〜300 万円 284 55.3 44.7   300 万円〜400 万円 72 56.9 43.1 
 300 万円〜400 万円 198 56.6 43.4   400 万円〜500 万円 55 63.6 36.4 
 400 万円〜500 万円 185 56.2 43.8   500 万円〜600 万円 48 43.8 56.3 
 500 万円〜600 万円 148 55.4 44.6   600 万円〜700 万円 35 77.1 22.9 
 600 万円〜700 万円 85 51.8 48.2   700 万円〜800 万円 41 58.5 41.5 
 700 万円〜800 万円 81 51.9 48.1   800 万円〜900 万円 37 62.2 37.8 
 800 万円〜900 万円 45 42.2 57.8   900 万円〜1,000 万円 85 56.5 43.5 
 900 万円〜1,000 万円 129 55.8 44.2   1,000 万円〜1,500 万円 199 61.3 38.7 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 53.2 46.8   1,500 万円〜2,000 万円 175 60.0 40.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 59.3 40.7   2,000 万円以上 351 61.5 38.5 
 2,000 万円以上 500 58.0 42.0   答えたくない・わからない 371 39.6 60.4 
 ない 267 47.2 52.8  ＜住居形態＞    
 答えたくない・わからない 1,786 43.8 56.2   持ち家一⼾建て 2,808 51.5 48.5 
＜ローンの有無＞      分譲マンション 718 45.7 54.3 
 現在、ローンがある 2,581 53.3 46.7   賃貸一⼾建て 194 49.0 51.0 
 現在、ローンはない 2,889 52.9 47.1   賃貸マンション 754 51.5 48.5 
 答えたくない・わからない 499 48.1 51.9   賃貸アパート 798 47.1 52.9 
＜ローンの種類＞      寮・社宅など集合住宅 163 55.8 44.2 
 住宅ローン 1,407 55.6 44.4   その他 35 37.1 62.9 
 教育ローン 190 51.6 48.4       
 

回答者世帯の主な属性（２） 年齢別 

 
度数 

20〜 
24 歳 

25〜 
29 歳 

30〜 
34 歳 

35〜
39 歳 

40〜
44 歳 

45〜
49 歳 

50〜
54 歳 

55〜
59 歳 

60〜
64 歳 

TOTAL 5,470 4.1 13.9 9.3 12.3 11.9 13.9 11.5 10.0 13.1 
＜性＞           
 男性 2,738 4.0 13.4 8.9 13.1 10.5 15.0 11.0 10.6 13.6 
 ⼥性 2,732 4.1 14.3 9.7 11.5 13.4 12.8 12.1 9.4 12.7 
＜居住地域＞           
 北⽇本 646 4.2 13.2 8.7 13.2 12.1 11.9 11.9 11.6 13.3 
 東⽇本 2,134 4.5 13.7 9.2 13.1 11.5 15.1 11.6 9.6 11.8 
 中⽇本 1,480 3.7 14.5 9.7 11.6 12.0 14.1 11.4 10.3 12.7 
 ⻄⽇本 1,210 3.7 13.7 9.4 11.2 12.6 12.6 11.4 9.3 16.0 
＜世帯主＞           
 世帯主 3,015 2.4 10.3 8.0 12.0 11.9 15.0 12.7 12.0 15.6 
 世帯員 2,455 6.1 18.2 10.9 12.5 12.0 12.5 10.1 7.5 10.2 
＜婚姻状況＞           
 未婚 1,965 10.2 27.1 14.5 13.5 10.9 10.1 6.7 4.0 3.0 
 既婚 2,990 0.7 7.0 6.9 12.3 12.4 15.8 13.6 12.6 18.5 
 離婚・死別 515 ‐ 3.1 3.7 7.0 13.0 17.1 17.9 17.5 20.8 
＜同居家族＞           

配偶者 2,867 0.6 7.1 6.7 12.6 12.6 16.1 13.2 12.7 18.4 
親 1,596 8.1 21.7 11.3 11.7 11.7 11.7 9.3 7.6 7.1 

 子（未就学児） 574 1.4 19.7 22.0 33.3 17.1 5.1 1.2 0.0 0.3 
子（小学生・中学生） 781 0.5 1.7 5.8 22.2 30.1 28.4 7.8 2.7 0.9 
子（高校生・大学生等の学生） 618 0.5 0.6 0.6 4.2 13.3 33.0 27.8 12.9 7.0 
子（社会人） 647 1.4 0.9 0.6 0.6 2.0 9.0 20.4 27.5 37.6 

 孫 38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 7.9 18.4 71.1 
 その他 347 13.0 32.0 13.5 11.0 9.2 7.5 4.6 5.2 4.0 
 本人のみ（一人暮らし） 1075 6.3 19.1 11.8 12.2 10.1 11.3 10.5 7.7 11.0 
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度数 

20〜
24 歳 

25〜 
29 歳 

30〜
34 歳 

35〜
39 歳 

40〜
44 歳 

45〜
49 歳 

50〜
54 歳 

55〜
59 歳 

60〜 
64 歳 

＜同居家族＞           
配偶者 2,867 0.6 7.1 6.7 12.6 12.6 16.1 13.2 12.7 18.4 
親 1,596 8.1 21.7 11.3 11.7 11.7 11.7 9.3 7.6 7.1 

 子（未就学児） 574 1.4 19.7 22.0 33.3 17.1 5.1 1.2 0.0 0.3 
子（小学生・中学生） 781 0.5 1.7 5.8 22.2 30.1 28.4 7.8 2.7 0.9 
子（高校生・大学生等の学生） 618 0.5 0.6 0.6 4.2 13.3 33.0 27.8 12.9 7.0 
子（社会人） 647 1.4 0.9 0.6 0.6 2.0 9.0 20.4 27.5 37.6 

 孫 38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 7.9 18.4 71.1 
 その他 347 13.0 32.0 13.5 11.0 9.2 7.5 4.6 5.2 4.0 
 本人のみ（一人暮らし） 1075 6.3 19.1 11.8 12.2 10.1 11.3 10.5 7.7 11.0 
＜主たる生計維持者＞           
 あなた自身 3,216 2.6 10.6 8.6 12.1 11.7 15.0 12.9 11.7 14.8 
 配偶者 1,306 0.9 8.4 7.8 12.6 13.6 14.9 13.9 10.7 17.2 
 親 850 14.0 34.2 14.7 13.2 10.4 8.5 2.7 1.9 0.5 
 子 29 6.9 6.9 3.4 0.0 10.3 20.7 10.3 10.3 31.0 
 その他 69 5.8 21.7 8.7 7.2 14.5 7.2 11.6 14.5 8.7 
＜職業＞           
 正社員（役員を除く） 2,891 4.8 15.8 11.4 14.3 12.8 14.3 11.0 8.4 7.3 
 パートタイマー 975 1.5 9.9 5.7 11.1 13.1 14.7 14.4 11.7 17.8 
 アルバイト 331 14.2 27.5 12.1 9.1 10.0 10.0 4.2 3.3 9.7 
 契約社員 380 3.2 11.1 9.2 10.3 10.3 12.4 10.5 9.5 23.7 
 派遣労働者 208 2.9 16.8 12.0 14.4 10.6 16.3 14.4 6.7 5.8 
 嘱託 62 0.0 12.9 8.1 3.2 8.1 4.8 6.5 8.1 48.4 
 会社役員 115 0.0 0.0 1.7 4.3 7.0 13.9 13.0 27.0 33.0 
 自営業・内職 444 0.5 4.5 3.8 8.1 10.4 14.9 14.0 17.8 26.1 
 その他 64 0.0 12.5 1.6 12.5 4.7 9.4 14.1 18.8 26.6 
＜配偶者の職業＞           
 正社員（役員を除く） 1,285 1.3 9.8 10.2 15.6 14.7 17.0 13.7 9.3 8.4 
 パートタイマー 477 0.2 3.4 2.9 14.0 12.4 18.7 13.2 16.8 18.4 
 アルバイト 84 0.0 3.6 6.0 7.1 11.9 8.3 14.3 13.1 35.7 
 契約社員 105 0.0 9.5 3.8 9.5 7.6 18.1 11.4 12.4 27.6 
 派遣労働者 20 0.0 15.0 0.0 10.0 5.0 35.0 20.0 10.0 5.0 
 嘱託 23 0.0 8.7 8.7 4.3 4.3 13.0 8.7 13.0 39.1 
 会社役員 83 0.0 3.6 1.2 8.4 12.0 10.8 18.1 13.3 32.5 
 自営業・内職 198 1.0 3.0 3.5 8.1 10.1 12.1 19.2 13.6 29.3 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 0.2 5.7 7.0 9.6 12.3 16.3 12.3 13.8 22.7 
 その他 21 0.0 4.8 9.5 4.8 0.0 0.0 23.8 33.3 23.8 
 働いていない 223 1.3 9.8 10.2 15.6 14.7 17.0 13.7 9.3 8.4 
＜業種＞           
 製造業・建設業・鉱業 1,228 3.1 12.6 9.5 12.7 13.4 14.3 11.6 9.9 12.8 
 電気・ガス・熱供給・水道業 72 0.0 18.1 9.7 12.5 11.1 13.9 13.9 9.7 11.1 
 運輸業・情報通信業 410 4.4 12.2 12.7 12.7 11.2 15.1 14.9 7.8 9.0 
 卸売業・小売業・飲食サービス業 825 4.8 14.8 9.0 12.1 12.0 15.0 8.7 9.8 13.7 
 ⾦融業・保険業 243 3.3 16.0 11.9 9.5 9.9 12.8 17.3 11.5 7.8 
 不動産業 127 0.8 11.0 6.3 12.6 12.6 15.7 7.9 11.0 22.0 
 医療、福祉、教育・学習⽀援 973 4.4 14.9 9.0 12.4 12.6 11.7 11.7 9.6 13.6 
 その他サービス業 1,349 4.7 14.3 9.0 12.2 11.5 14.6 11.2 9.8 12.8 
 その他 243 4.5 11.1 5.8 11.9 7.0 10.7 11.9 15.2 21.8 
＜1 週間の平均勤務時間＞           
 20 時間未満 719 4.0 15.2 6.3 9.3 9.5 14.3 9.9 12.0 19.6 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 4.5 13.2 8.5 10.1 12.0 12.8 12.0 10.3 16.5 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 4.0 14.1 10.9 14.2 12.1 13.9 11.8 9.3 9.7 
 60 時間以上 385 2.1 13.2 8.8 15.3 15.3 17.9 10.6 9.6 7.0 
＜労働組合への加⼊状況＞           
 勤務先の労働組合に加⼊ 1,332 7.5 19.8 14.0 13.5 12.1 12.1 9.2 6.8 5.0 

 勤務先に労働組合はあるが、別の労働組合に加⼊ 30 10.0 33.3 13.3 3.3 13.3 16.7 3.3 0.0 6.7 
 勤務先に労働組合はなく、別の労働組合に加⼊ 68 1.5 19.1 11.8 16.2 13.2 8.8 19.1 1.5 8.8 

 労働組合に加⼊していない 4,040 2.9 11.7 7.7 11.9 11.9 14.6 12.3 11.2 15.9 
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度数 

20〜
24 歳 

25〜 
29 歳 

30〜
34 歳 

35〜
39 歳 

40〜
44 歳 

45〜
49 歳 

50〜
54 歳 

55〜
59 歳 

60〜 
64 歳 

＜個人年収＞           
 100 万円未満 658 3.2 13.4 8.1 11.6 13.2 12.9 11.1 11.2 15.3 
 100 万円〜200 万円 896 5.9 14.5 9.3 11.3 12.2 12.9 11.4 9.0 13.5 
 200 万円〜300 万円 821 8.2 17.8 11.1 10.2 11.4 10.1 9.4 7.4 14.4 
 300 万円〜400 万円 736 4.8 21.5 10.1 14.3 10.7 12.6 7.1 7.2 11.8 
 400 万円〜500 万円 536 1.5 14.4 13.2 17.5 12.3 12.9 9.9 7.5 10.8 
 500 万円〜600 万円 386 0.8 9.3 13.2 17.9 14.8 18.1 12.4 6.7 6.7 
 600 万円〜700 万円 223 0.4 2.2 12.6 15.7 15.7 16.6 14.3 13.9 8.5 
 700 万円〜800 万円 198 0.5 3.0 4.0 10.1 12.6 24.2 16.7 19.2 9.6 
 800 万円〜900 万円 96 0.0 0.0 1.0 3.1 7.3 19.8 26.0 25.0 17.7 
 900 万円〜1,000 万円 86 0.0 1.2 3.5 17.4 12.8 12.8 11.6 20.9 19.8 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 0.0 2.3 0.8 3.1 8.4 13.0 26.0 22.9 23.7 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 4.3 8.7 0.0 8.7 4.3 8.7 13.0 17.4 34.8 
 2,000 万円以上 15 0.0 6.7 0.0 6.7 20.0 0.0 33.3 20.0 13.3 
 収⼊はない 6 0.0 16.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 16.7 
 答えたくない・わからない 659 4.9 15.8 7.0 9.4 10.0 16.7 12.7 9.3 14.3 
＜個人年収 103 万円＞           
 100 万円以上 103 万円以下 168 6.5 14.3 7.7 10.1 14.9 11.9 8.9 11.9 13.7 
 103 万円超 200 万円未満 728 5.8 14.6 9.6 11.5 11.5 13.2 12.0 8.4 13.5 
＜世帯年収＞           
 100 万円未満 88 6.8 10.2 5.7 13.6 14.8 13.6 12.5 9.1 13.6 
 100 万円〜200 万円 254 6.7 14.6 8.3 9.8 14.2 13.4 7.9 9.1 16.1 
 200 万円〜300 万円 490 6.3 17.1 10.0 8.2 10.4 14.1 10.2 9.4 14.3 
 300 万円〜400 万円 641 5.0 17.8 13.1 13.1 10.0 9.8 8.1 8.4 14.7 
 400 万円〜500 万円 606 2.6 15.0 9.7 15.8 14.2 12.2 7.8 8.9 13.7 
 500 万円〜600 万円 516 2.5 11.2 11.2 14.7 15.1 15.9 11.8 8.1 9.3 
 600 万円〜700 万円 434 2.3 8.8 12.2 15.9 13.6 16.1 10.4 9.4 11.3 
 700 万円〜800 万円 379 1.6 11.1 7.9 14.0 13.2 17.9 13.2 12.4 8.7 
 800 万円〜900 万円 253 2.8 11.9 8.3 12.3 11.9 13.4 16.6 10.7 12.3 
 900 万円〜1,000 万円 229 2.2 7.0 6.1 11.8 10.9 14.8 22.3 14.4 10.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 2.2 8.2 6.9 11.6 11.6 12.4 15.6 14.6 16.8 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 2.1 11.5 5.2 5.2 3.1 14.6 12.5 19.8 26.0 
 2,000 万円以上 49 0.0 14.3 2.0 10.2 8.2 8.2 20.4 12.2 24.5 
 収⼊はない 2 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 
 答えたくない・わからない 1,029 6.6 18.2 8.0 9.8 10.4 14.8 11.4 8.5 12.4 
＜世帯貯蓄額＞           
 100 万円未満 953 6.8 17.3 10.4 13.1 13.2 14.2 9.8 7.2 8.0 
 100 万円〜200 万円 401 4.7 14.7 10.5 15.5 11.2 16.5 10.2 7.5 9.2 
 200 万円〜300 万円 284 1.1 15.8 12.0 17.3 13.0 12.7 8.1 8.8 11.3 
 300 万円〜400 万円 198 3.5 21.2 10.1 13.6 11.1 14.1 11.1 6.6 8.6 
 400 万円〜500 万円 185 1.1 11.9 12.4 10.3 14.1 12.4 16.8 10.8 10.3 
 500 万円〜600 万円 148 1.4 16.2 14.2 12.2 10.1 15.5 8.1 11.5 10.8 
 600 万円〜700 万円 85 0.0 15.3 9.4 14.1 16.5 11.8 11.8 7.1 14.1 
 700 万円〜800 万円 81 0.0 11.1 12.3 14.8 13.6 7.4 9.9 16.0 14.8 
 800 万円〜900 万円 45 2.2 6.7 11.1 11.1 17.8 13.3 17.8 8.9 11.1 
 900 万円〜1,000 万円 129 0.0 8.5 5.4 10.9 14.7 16.3 9.3 14.0 20.9 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 1.1 8.0 8.0 14.1 12.2 12.2 11.0 14.1 19.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 1.4 4.8 12.4 8.3 12.4 10.3 16.6 15.2 18.6 
 2,000 万円以上 500 0.8 2.8 6.2 9.8 11.2 11.8 15.0 15.0 27.4 
 ない 267 4.5 9.4 6.4 13.5 15.0 18.4 15.4 6.4 11.2 
 答えたくない・わからない 1,786 5.7 16.7 8.6 10.9 10.3 14.1 11.3 10.1 12.4 
＜ローンの有無＞           
現在、ローンがある 2,581 5.2 14.3 9.5 13.5 12.6 15.3 12.2 8.3 9.1 
現在、ローンはない 2,889 3.1 13.5 9.1 11.2 11.3 12.6 11.0 11.5 16.8 
答えたくない・わからない 499 9.4 24.2 13.8 11.8 9.8 9.8 8.2 5.6 7.2 
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度数 

20〜
24 歳 

25〜
29 歳 

30〜
34 歳 

35〜
39 歳 

40〜
44 歳 

45〜
49 歳 

50〜
54 歳 

55〜
59 歳 

60〜
64 歳 

＜ローンの種類＞           
 住宅ローン 1,407 2.2 7.2 7.3 14.5 14.7 18.7 14.5 10.7 10.2 
 教育ローン 190 8.9 15.3 6.3 7.9 3.2 18.4 23.7 9.5 6.8 
 自動⾞ローン 741 6.2 17.4 10.1 12.8 12.8 15.2 10.7 7.4 7.3 
 消費者⾦融からのローン 231 5.2 18.2 10.8 16.9 11.7 16.0 10.4 4.3 6.5 
 その他 105 6.7 13.3 13.3 13.3 9.5 13.3 7.6 8.6 14.3 
＜世帯ローン残高＞           
 100 万円未満 249 8.0 21.3 9.2 12.9 14.1 10.8 9.6 4.8 9.2 
 100 万円〜200 万円 230 5.2 15.2 10.9 12.2 7.4 15.7 13.9 10.0 9.6 
 200 万円〜300 万円 134 3.7 20.1 7.5 11.9 8.2 9.7 13.4 11.9 13.4 
 300 万円〜400 万円 72 2.8 13.9 11.1 11.1 13.9 16.7 11.1 8.3 11.1 
 400 万円〜500 万円 55 1.8 18.2 9.1 9.1 5.5 14.5 16.4 14.5 10.9 
 500 万円〜600 万円 48 2.1 6.3 0.0 6.3 8.3 16.7 12.5 12.5 35.4 
 600 万円〜700 万円 35 2.9 5.7 2.9 8.6 14.3 20.0 8.6 25.7 11.4 
 700 万円〜800 万円 41 0.0 4.9 2.4 9.8 14.6 17.1 26.8 9.8 14.6 
 800 万円〜900 万円 37 2.7 5.4 2.7 16.2 10.8 16.2 27.0 8.1 10.8 
 900 万円〜1,000 万円 85 1.2 4.7 2.4 4.7 12.9 16.5 14.1 20.0 23.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 199 1.0 1.5 5.5 12.6 17.6 26.1 14.6 12.1 9.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 175 1.7 4.0 8.0 16.6 17.1 21.1 16.6 10.3 4.6 
 2,000 万円以上 351 0.3 8.8 13.4 25.6 17.4 14.8 10.8 4.8 4.0 
 答えたくない・わからない 371 9.7 15.9 7.8 9.7 12.1 18.3 11.9 6.2 8.4 
＜住居形態＞           
 持ち家一⼾建て 2,808 2.9 10.4 7.5 11.1 12.0 14.2 12.6 12.3 16.9 
 分譲マンション 718 1.9 8.9 5.2 12.0 12.4 17.0 13.4 12.4 16.9 
 賃貸一⼾建て 194 9.3 10.3 7.2 15.5 8.8 16.5 10.8 10.3 11.3 
 賃貸マンション 754 5.0 19.6 15.4 13.5 11.8 12.3 9.7 6.4 6.2 
 賃貸アパート 798 6.4 23.3 13.9 15.5 12.4 11.9 7.9 4.0 4.6 
 寮・社宅など集合住宅 163 11.7 26.4 11.7 6.1 9.2 9.8 12.3 6.1 6.7 
 その他 35 0.0 11.4 8.6 17.1 17.1 8.6 14.3 5.7 17.1 

 
 

回答者世帯の主な属性（３）世帯主別 

 度数 世帯主 世帯員   度数 世帯主 世帯員 
TOTAL 5,470 55.1 44.9  ＜同居家族＞    
＜性＞      配偶者 2,867 53.8 46.2 
 男性 2,738 79.5 20.5   親 1,596 25.9 74.1 
 ⼥性 2,732 30.6 69.4   子（未就学児） 574 59.8 40.2 
＜年齢（5 歳階級）＞      子（小学生・中学生） 781 62.5 37.5 
 ２０歳〜２４歳 222 32.4 67.6   子（高校生・大学生等の学生） 618 61.0 39.0 
 ２５歳〜２９歳 758 41.2 58.8   子（社会人） 647 58.7 41.3 
 ３０歳〜３４歳 510 47.5 52.5   孫 38 44.7 55.3 
 ３５歳〜３９歳 671 54.1 45.9   その他 347 18.4 81.6 
 ４０歳〜４４歳 653 54.8 45.2   本人のみ（一人暮らし） 1,075 93.6 6.4 
 ４５歳〜４９歳 760 59.6 40.4  ＜主たる生計維持者＞    
 ５０歳〜５４歳 631 60.9 39.1   あなた自身 3,216 87.2 12.8 
 ５５歳〜５９歳 546 66.3 33.7   配偶者 1,306 10.2 89.8 
 ６０歳〜６４歳 719 65.2 34.8   親 850 5.4 94.6 
＜婚姻状況＞      子 29 55.2 44.8 
 未婚 1,965 47.9 52.1   その他 69 24.6 78.4 
 既婚 2,990 54.3 45.7  ＜職業＞    
 離婚・死別 515 87.6 12.4   正社員（役員を除く） 2,891 67.8 32.2 
＜居住地域＞      パートタイマー 975 21.0 79.0 
 北⽇本 646 53.6 46.4   アルバイト 331 32.3 67.7 
 東⽇本 2,134 56.5 43.5   契約社員 380 53.9 46.1 
 中⽇本 1,480 51.8 48.2   派遣労働者 208 47.6 52.4 
 ⻄⽇本 1,210 57.6 42.4   嘱託 62 64.5 35.5 



263 
 

 度数 世帯主 世帯員   度数 世帯主 世帯員 

 会社役員 115 82.6 17.4   900 万円〜1,000 万円 229 59.4 40.6 
 自営業・内職 444 61.5 38.5   1,000 万円〜1,500 万円 404 54.2 45.8 
 その他 64 48.4 51.6   1,500 万円〜2,000 万円 96 66.7 33.3 
＜配偶者の職業＞      2,000 万円以上 49 51.0 49.0 
 正社員（役員を除く） 1,285 30.5 69.5   収⼊はない 2 100.0 0.0 
 パートタイマー 477 90.8 9.2   答えたくない・わからない 1,029 37.2 62.8 
 アルバイト 84 75.0 25.0  ＜世帯貯蓄額＞    
 契約社員 105 39.0 61.0   100 万円未満 953 59.7 40.3 
 派遣労働者 20 65.0 35.0   100 万円〜200 万円 401 66.8 33.2 
 嘱託 23 34.8 65.0   200 万円〜300 万円 284 66.9 33.1 
 会社役員 83 18.1 81.9   300 万円〜400 万円 198 64.1 35.9 
 自営業・内職 198 30.3 69.7   400 万円〜500 万円 185 63.8 36.2 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 96.6 3.4   500 万円〜600 万円 148 63.5 36.5 
 その他 21 38.1 61.9   600 万円〜700 万円 85 62.4 37.6 
 働いていない 223 60.5 39.5   700 万円〜800 万円 81 61.7 38.3 
＜1 週間の平均勤務時間＞      800 万円〜900 万円 45 60.0 40.0 
 20 時間未満 719 27.3 72.7   900 万円〜1,000 万円 129 62.8 37.2 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 44.7 55.3   1,000 万円〜1,500 万円 263 64.3 35.7 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 67.3 32.7   1,500 万円〜2,000 万円 145 66.9 33.1 
 60 時間以上 385 78.2 21.8   2,000 万円以上 500 62.4 37.6 
＜労働組合への加⼊状況＞      ない 267 59.9 40.1 
 勤務先の労働組合に加⼊ 1,332 59.5 40.5   答えたくない・わからない 1,786 39.2 60.8 
 勤務先に労働組合はあるが、別の労働組合に加⼊ 30 50.0 50.0  ＜ローンの有無＞    
 勤務先に労働組合はなく、別の労働組合に加⼊ 68 51.5 48.5   現在、ローンがある 2,581 54.0 46.0 
 労働組合に加⼊していない 4,040 53.8 46.2   現在、ローンはない 2,889 56.1 43.9 
＜個人年収＞      答えたくない・わからない 499 40.3 59.7 
 100 万円未満 658 16.0 84.0  ＜ローンの種類＞    
 100 万円〜200 万円 896 31.4 68.6   住宅ローン 1,407 57.8 42.2 
 200 万円〜300 万円 821 50.1 49.9   教育ローン 190 57.9 42.1 
 300 万円〜400 万円 736 62.5 37.5   自動⾞ローン 741 53.6 46.4 
 400 万円〜500 万円 536 74.8 25.2   消費者⾦融からのローン 231 61.5 38.5 
 500 万円〜600 万円 386 86.8 13.2   その他 105 53.3 46.7 
 600 万円〜700 万円 223 87.9 12.1  ＜世帯ローン残高＞    
 700 万円〜800 万円 198 87.4 12.6   100 万円未満 249 60.2 39.8 
 800 万円〜900 万円 96 90.6 9.4   100 万円〜200 万円 230 60.0 40.0 
 900 万円〜1,000 万円 86 93.0 7.0   200 万円〜300 万円 134 58.2 41.8 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 92.4 7.6   300 万円〜400 万円 72 50.0 50.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 87.0 13.0   400 万円〜500 万円 55 70.9 29.1 
 2,000 万円以上 15 80.0 20.0   500 万円〜600 万円 48 56.3 43.8 
 収⼊はない 6 66.7 33.3   600 万円〜700 万円 35 85.7 14.3 
 答えたくない・わからない 659 49.9 50.1   700 万円〜800 万円 41 61.0 39.0 
＜個人年収 103 万円＞      800 万円〜900 万円 37 59.5 40.5 
 100 万円以上 103 万円以下 168 25.0 75.0   900 万円〜1,000 万円 85 62.4 37.6 
 103 万円超 200 万円未満 728 32.8 67.2   1,000 万円〜1,500 万円 199 65.3 34.7 
＜世帯年収＞      1,500 万円〜2,000 万円 175 66.9 33.1 
 100 万円未満 88 67.0 33.0   2,000 万円以上 351 63.8 36.2 
 100 万円〜200 万円 254 77.2 22.8   答えたくない・わからない 371 33.4 66.6 
 200 万円〜300 万円 490 67.8 32.2  ＜住居形態＞    
 300 万円〜400 万円 641 58.3 41.7   持ち家一⼾建て 2,808 44.9 55.1 
 400 万円〜500 万円 606 56.4 43.6   分譲マンション 718 54.5 45.5 
 500 万円〜600 万円 516 56.4 43.6   賃貸一⼾建て 194 54.1 45.9 
 600 万円〜700 万円 434 58.5 41.5   賃貸マンション 754 72.0 28.0 
 700 万円〜800 万円 379 56.7 43.3   賃貸アパート 798 73.3 26.7 
 8800 万円〜900 万円 253 48.6 51.4   寮・社宅など集合住宅 163 66.3 33.7 
       その他 35 60.0 40.0 
 

 



264 
 

回答者世帯の主な属性（４） 婚姻状況別 

 
度数 未婚 既婚 

離婚・ 
死別 

  度数 未婚 既婚 
離婚・ 
死別 

TOTAL 5,470 35.9 54.7 9.4  ＜個人年収＞     

＜性＞       100 万円未満 658 26.7 67.5 5.8 
 男性 2,738 37.3 57.3 5.4   100 万円〜200 万円 896 39.2 48.1 12.7 
 ⼥性 2,732 34.6 52.0 13.4   200 万円〜300 万円 821 48.7 36.3 15.0 
＜年齢（5 歳階級）＞       300 万円〜400 万円 736 46.1 46.2 7.7 
 ２０歳〜２４歳 222 90.5 9.5 0.0   400 万円〜500 万円 536 33.4 56.9 9.7 
 ２５歳〜２９歳 758 70.2 27.7 2.1   500 万円〜600 万円 386 25.6 67.6 6.7 
 ３０歳〜３４歳 510 55.9 40.4 3.7   600 万円〜700 万円 223 17.5 77.6 4.9 
 ３５歳〜３９歳 671 39.6 55.0 5.4   700 万円〜800 万円 198 19.2 76.3 4.5 

４０歳〜４４歳 653 32.9 56.8 10.3   800 万円〜900 万円 96 12.5 78.1 9.4 
 ４５歳〜４９歳 760 26.2 62.2 11.6   900 万円〜1,000 万円 86 14.0 82.6 3.5 
 ５０歳〜５４歳 631 20.8 64.7 14.6   1,000 万円〜1,500 万円 131 8.4 87.0 4.6 
 ５５歳〜５９歳 546 14.3 69.2 16.5   1,500 万円〜2,000 万円 23 17.4 78.2 4.3 
 ６０歳〜６４歳 719 8.1 77.1 14.9   2,000 万円以上 15 26.7 73.3 0.0 
＜世帯主＞       収⼊はない 6 16.7 66.7 16.7 
 世帯主 3,015 31.2 53.8 15.0   答えたくない・わからない 659 45.5 44.6 9.9 
 世帯員 2,455 41.7 5.7 2.6  ＜個人年収 103 万円＞     
＜同居家族＞       100 万円以上 103 万円以下 168 32.1 57.7 10.1 
 配偶者 2,867 0.0 100.0 0.0   103 万円超 200 万円未満 728 40.8 45.9 13.3 
 親 1,596 67.4 24.6 8.0  ＜世帯年収＞     
 子（未就学児） 574 1.9 94.4 3.7   100 万円未満 88 50.0 25.0 25.0 
 子（小学生・中学生） 781 0.6 91.3 8.1   100 万円〜200 万円 254 52.8 20.5 26.8 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 1.8 86.6 11.7   200 万円〜300 万円 490 52.7 27.3 20.0 
 子（社会人） 647 3.4 80.2 16.4   300 万円〜400 万円 641 46.8 43.5 9.7 
 孫 38 0.0 8.6 18.4   400 万円〜500 万円 606 33.5 56.1 10.4 
 その他 347 84.7 7.5 7.8   500 万円〜600 万円 516 26.9 65.5 7.6 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 75.5 5.2 19.3   600 万円〜700 万円 434 21.7 71.7 6.7 
＜主たる生計⽀持者＞       700 万円〜800 万円 379 23.2 73.9 2.9 
 あなた自身 3,216 35.2 50.8 14.0   800 万円〜900 万円 253 22.1 72.7 5.1 
 配偶者 1,306 0.0 100.0 0.0   900 万円〜1,000 万円 229 18.8 78.6 2.6 
 親 850 91.5 3.4 5.1   1,000 万円〜1,500 万円 404 17.8 80.0 2.2 
 子 29 13.8 44.8 41.4   1,500 万円〜2,000 万円 96 19.8 77.1 3.1 
 その他 69 73.9 13.0 13.0   2,000 万円以上 49 22.4 75.5 2.0 
＜職業＞       収⼊はない 2 0.0 50.0 50.0 
 正社員（役員を除く） 2,891 36.7 56.1 7.2   答えたくない・わからない 1,029 35.9 54.7 9.4 
 パートタイマー 975 18.2 68.8 13.0  ＜世帯貯蓄額＞     
 アルバイト 331 69.8 24.8 5.4   100 万円未満 953 36.8 51.8 11.3 
 契約社員 380 41.8 46.3 11.8   100 万円〜200 万円 401 32.9 56.1 11.0 
 派遣労働者 208 57.2 26.4 16.3   200 万円〜300 万円 284 28.5 59.9 11.6 
 嘱託 62 19.4 66.1 14.5   300 万円〜400 万円 198 35.9 58.1 6.1 
 会社役員 115 15.7 73.9 10.4   400 万円〜500 万円 185 29.7 61.6 8.6 
 自営業・内職 444 37.2 50.2 12.6   500 万円〜600 万円 148 32.4 62.2 5.4 
 その他 64 34.4 56.3 9.4   600 万円〜700 万円 85 24.7 67.1 8.2 
＜1 週間の平均勤務時間＞       700 万円〜800 万円 81 29.6 59.3 11.1 
 20 時間未満 719 29.2 64.0 6.8   800 万円〜900 万円 45 26.7 66.7 6.7 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 36.1 51.8 12.1   900 万円〜1,000 万円 129 29.5 62.0 8.5 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 38.1 53.4 8.5   1,000 万円〜1,500 万円 263 27.8 62.7 9.5 
 60 時間以上 385 33.2 59.2 7.5   1,500 万円〜2,000 万円 145 26.9 66.9 6.2 
＜労働組合への加⼊状況＞       2,000 万円以上 500 25.2 68.2 6.6 
 勤務先の労働組合に加⼊ 1,332 40.2 53.6 6.2   ない 267 34.8 46.1 19.1 
 勤務先に労働組合はあるが、 

30 56.7 40.0 3.3 
  答えたくない・わからない 1,786 44.8 47.0 8.2 

 別の労働組合に加⼊  ＜ローンの有無＞     
 勤務先に労働組合はなく、 

68 42.6 47.1 10.3 
  現在、ローンがある 2,581 28.7 64.2 7.1 

 別の労働組合に加⼊   現在、ローンはない 2,889 42.3 46.1 11.5 
 労働組合に加⼊していない 4,040 34.3 55.2 10.5   答えたくない・わからない 499 59.7 34.3 6.0 
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度数 未婚 既婚 

離婚・ 
死別 

  度数 未婚 既婚 
離婚・ 
死別 

＜ローンの種類＞       800 万円〜900 万円 37 10.8 83.8 5.4 
 住宅ローン 1,407 12.9 81.2 5.9   900 万円〜1,000 万円 85 11.8 83.5 4.7 
 教育ローン 190 24.7 67.9 7.4   1,000 万円〜1,500 万円 199 8.0 85.4 6.5 
 自動⾞ローン 741 25.6 66.4 8.0   1,500 万円〜2,000 万円 175 6.9 81.7 11.4 
 消費者⾦融からのローン 231 40.7 49.4 10.0   2,000 万円以上 351 5.1 92.3 2.6 
 その他 105 31.4 60.0 8.6   ない 371 33.4 61.7 4.9 
＜世帯ローン残高＞      ＜住居形態＞     
 100 万円未満 249 41.8 46.6 11.6   持ち家一⼾建て 2,808 30.9 60.9 8.2 
 100 万円〜200 万円 230 30.0 60.9 9.1   分譲マンション 718 27.0 65.9 7.1 
 200 万円〜300 万円 134 27.6 64.9 7.5   賃貸一⼾建て 194 36.1 51.0 12.9 
 300 万円〜400 万円 72 29.2 61.1 9.7   賃貸マンション 754 47.6 40.3 12.1 
 400 万円〜500 万円 55 29.1 67.3 3.6   賃貸アパート 798 49.0 39.5 11.5 
 500 万円〜600 万円 48 8.3 70.8 20.8   寮・社宅など集合住宅 163 44.8 43.6 11.7 
 600 万円〜700 万円 35 11.4 80.0 8.6   その他 35 28.6 51.4 20.0 

 
 

回答者世帯の主な属性（５） 同居家族別 
 

度数 配偶者 親 子 
(未就学児) 

子 
（小学生・ 
中学生） 

子 
（高校生・ 
大学生等の 

学生） 

子 
（社会
人） 

孫 その他 
本人 
のみ 

TOTAL 5,470 52.4 29.2 10.5 14.3 11.3 11.8 0.7 6.3 19.7 
＜性＞           
 男性 2,738 55.4 29.4 11.4 15.7 11.6 10.9 0.5 5.1 21.2 
 ⼥性 2,732 49.5 28.9 9.6 12.8 11.0 12.8 0.9 7.5 18.1 
＜年齢（5 歳階級）＞           
 ２０歳〜２４歳 222 8.1 58.1 3.6 1.8 1.4 4.1 0.0 20.3 30.6 
 ２５歳〜２９歳 758 26.8 45.6 14.9 1.7 0.5 0.8 0.0 14.6 27.0 
 ３０歳〜３４歳 510 37.8 35.3 24.7 8.8 0.8 0.8 0.0 9.2 24.9 
 ３５歳〜３９歳 671 53.7 27.7 28.5 25.8 3.9 0.6 0.0 5.7 19.5 
 ４０歳〜４４歳 653 55.3 28.5 15.0 36.0 12.6 2.0 0.0 4.9 16.7 
 ４５歳〜４９歳 760 60.9 24.5 3.8 29.2 26.8 7.6 0.1 3.4 15.9 
 ５０歳〜５４歳 631 60.1 23.6 1.1 9.7 27.3 20.9 0.5 2.5 17.9 
 ５５歳〜５９歳 546 66.5 22.2 0.0 3.8 14.7 32.6 1.3 3.3 15.2 
 ６０歳〜６４歳 719 73.3 15.7 0.3 1.0 6.0 33.8 3.8 1.9 16.4 
＜居住地域＞           
 北⽇本 646 53.7 32.0 9.6 16.9 11.1 11.5 0.6 5.3 20.1 
 東⽇本 2,134 50.9 27.7 9.8 13.3 11.1 11.5 0.7 6.1 20.9 
 中⽇本 1,480 53.0 29.9 10.4 13.5 12.4 12.7 0.7 6.8 18.0 
 ⻄⽇本 1,210 53.7 29.2 12.2 15.5 10.4 11.5 0.8 6.7 19.1 
＜世帯主＞           
 世帯主 3,015 51.1 13.7 11.4 16.2 12.5 12.6 0.6 2.1 33.4 
 世帯員 2,455 54.0 48.2 9.4 11.9 9.8 10.9 0.9 11.5 2.8 
＜婚姻状況＞           
 未婚 1,965 0.0 54.8 0.6 0.3 0.6 1.1 0.0 15.0 41.3 
 既婚 2,990 95.9 13.1 18.1 23.8 17.9 17.4 1.0 0.9 1.9 
 離婚・死別 515 0.0 24.7 4.1 12.2 14.0 20.6 1.4 5.2 40.2 
＜主たる生計維持者＞           
 あなた自身 3,216 48.2 18.2 10.5 14.8 11.5 11.8 0.5 2.9 33.0 
 配偶者 1,306 97.8 10.9 16.6 21.4 17.1 17.3 1.3 1.0 0.4 
 親 850 2.5 98.1 2.0 2.4 1.9 2.5 0.0 22.1 0.7 
 子 29 34.5 17.2 3.4 17.2 17.2 58.6 13.8 0.0 6.9 
 その他 69 11.6 43.5 0.0 0.0 4.3 2.9 0.0 78.3 1.4 
＜職業＞           
 正社員（役員を除く） 2891 53.9 26.8 14.6 16.8 11.5 9.0 0.4 5.1 22.0 
 パートタイマー 975 66.1 23.5 9.3 18.4 15.2 18.2 1.3 6.3 8.9 
 アルバイト 331 24.2 53.2 4.5 4.5 4.5 7.9 0.6 16.3 19.3 
 契約社員 380 42.1 31.1 3.4 8.2 8.9 14.2 1.1 6.6 25.5 
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子 
(未就学

児) 

子 
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大学生等
の学生） 

子 
（社会
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本人 
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 派遣労働者 208 25.5 36.1 3.4 6.7 7.7 6.3 0.0 6.3 30.8 
 嘱託 62 64.5 30.6 3.2 11.3 9.7 22.6 3.2 9.7 14.5 
 会社役員 115 72.2 21.7 7.8 10.4 13.0 32.2 1.7 3.5 13.9 
 自営業・内職 444 48.9 35.8 2.7 8.1 11.0 12.2 0.5 6.3 20.7 
 その他 64 51.6 31.3 3.1 3.1 4.7 17.2 0.0 14.1 17.2 
＜1 週間の平均勤務時間＞           
 20 時間未満 719 61.9 26.1 7.5 13.5 12.0 14.9 1.1 6.1 12.4 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 49.6 31.3 9.4 12.4 10.3 13.6 0.7 8.0 18.3 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 51.4 29.2 11.8 15.2 11.4 10.3 0.7 5.6 22.0 
 60 時間以上 385 55.1 24.2 13.0 18.4 14.5 7.8 0.0 3.4 24.4 
＜個人年収＞           
 100 万円未満 658 65.2 29.3 9.0 17.6 12.3 14.7 1.2 6.7 7.1 
 100 万円〜200 万円 896 46.0 35.6 7.7 12.2 10.8 14.2 0.8 10.0 16.9 
 200 万円〜300 万円 821 34.2 34.7 6.9 8.0 7.1 9.6 0.7 7.9 27.5 
 300 万円〜400 万円 736 45.1 30.4 11.5 12.0 9.8 8.8 0.5 5.6 27.7 
 400 万円〜500 万円 536 54.5 21.8 16.2 15.7 10.8 9.7 0.6 4.5 24.1 
 500 万円〜600 万円 386 65.5 16.3 20.7 23.8 11.9 7.5 0.0 2.6 21.2 
 600 万円〜700 万円 223 76.7 13.5 20.6 26.5 17.0 9.9 0.4 0.9 16.1 
 700 万円〜800 万円 198 73.7 19.2 14.6 19.2 18.7 13.1 0.5 1.5 14.1 
 800 万円〜900 万円 96 77.1 11.5 3.1 13.5 24.0 26.0 3.1 3.1 12.5 
 900 万円〜1,000 万円 86 77.9 14.0 19.8 18.6 14.0 19.8 0.0 0.0 19.8 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 77.9 19.1 5.3 21.4 24.4 17.6 0.8 1.5 13.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 65.2 17.4 8.7 17.4 21.7 8.7 0.0 0.0 17.4 
 2,000 万円以上 15 73.3 13.3 6.7 6.7 13.3 13.3 0.0 0.0 20.0 
 収⼊はない 6 50.0 33.3 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 
 答えたくない・わからない 659 42.3 41.1 4.7 10.0 8.6 12.3 0.6 9.6 17.8 
＜個人年収 103 万円＞           
 100 万円以上 103 万円以下 168 55.4 31.5 9.5 17.9 12.5 15.5 0.0 7.1 11.9 
 103 万円超 200 万円未満 728 43.8 36.5 7.3 10.9 10.4 13.9 1.0 10.7 18.0 
＜世帯年収＞           
 100 万円未満 88 23.9 20.5 8.0 14.8 5.7 2.3 0.0 1.1 46.6 
 100 万円〜200 万円 254 17.3 18.1 3.9 6.3 5.9 8.3 0.4 3.9 55.5 
 200 万円〜300 万円 490 26.1 21.4 4.3 8.2 6.3 7.8 0.2 5.5 45.3 
 300 万円〜400 万円 641 42.0 26.5 10.1 12.3 5.9 6.6 0.5 5.3 31.8 
 400 万円〜500 万円 606 54.3 24.9 12.9 15.0 11.2 10.9 0.7 5.9 20.8 
 500 万円〜600 万円 516 63.8 23.4 15.7 20.2 13.8 10.7 0.0 4.3 16.3 
 600 万円〜700 万円 434 68.9 24.4 16.6 23.3 15.0 9.9 0.2 4.1 9.4 
 700 万円〜800 万円 379 70.7 24.3 14.0 20.3 12.7 10.6 0.5 4.0 8.2 
 800 万円〜900 万円 253 70.8 28.1 13.4 15.0 17.8 15.0 0.0 11.1 5.1 
 900 万円〜1,000 万円 229 77.3 24.0 12.7 19.7 23.1 17.5 2.6 4.4 5.7 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 76.5 27.0 13.6 16.1 18.1 24.0 1.7 6.9 4.5 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 69.8 33.3 8.3 11.5 17.7 25.0 0.0 5.2 8.3 
 2,000 万円以上 49 75.5 40.8 8.2 8.2 10.2 30.6 8.2 4.1 6.1 
 収⼊はない 2 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 1,029 39.8 48.6 5.5 9.4 8.2 12.1 0.9 10.8 12.6 
＜世帯貯蓄額＞           
 100 万円未満 953 49.9 21.7 12.1 17.8 12.1 10.1 0.7 5.7 25.6 
 100 万円〜200 万円 401 54.1 16.7 12.5 15.5 11.5 9.7 0.0 3.7 30.7 
 200 万円〜300 万円 284 58.5 18.0 18.3 20.4 9.5 13.0 0.7 2.5 25.0 
 300 万円〜400 万円 198 56.1 18.7 14.1 19.2 9.1 4.5 0.5 4.0 26.3 
 400 万円〜500 万円 185 58.4 20.5 16.2 19.5 12.4 8.6 0.5 4.3 18.4 
 500 万円〜600 万円 148 59.5 13.5 16.9 16.2 12.2 12.8 0.7 4.1 23.6 
 600 万円〜700 万円 85 62.4 20.0 20.0 20.0 16.5 15.3 0.0 0.0 22.4 
 700 万円〜800 万円 81 54.3 22.2 9.9 14.8 4.9 12.3 2.5 3.7 27.2 
 800 万円〜900 万円 45 62.2 20.0 15.6 11.1 13.3 13.3 0.0 2.2 20.0 
 900 万円〜1,000 万円 129 60.5 28.7 11.6 12.4 14.0 15.5 0.0 2.3 16.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 58.2 22.1 11.0 13.3 10.6 16.0 1.5 4.2 22.4 
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 1,500 万円〜2,000 万円 145 63.4 24.8 9.7 13.8 17.9 9.7 0.7 6.2 18.6 
 2,000 万円以上 500 65.8 26.0 8.2 8.8 13.0 14.8 0.6 3.6 15.2 
 ない 267 44.6 44.8 7.5 18.0 15.0 14.6 0.7 6.7 26.2 
 答えたくない・わからない 1,786 45.1 29.2 6.9 11.0 9.5 11.9 0.8 10.4 11.9 
＜ローンの有無＞           
 現在、ローンがある 2,581 62.0 27.4 14.9 20.5 14.5 12.0 0.8 6.1 13.9 
 現在、ローンはない・不明 2,889 43.9 30.7 6.6 8.7 8.4 11.7 0.6 6.6 24.8 
 答えたくない・わからない 499 32.9 47.9 4.8 8.2 6.8 7.6 0.6 10.4 20.2 
＜ローンの種類＞           
 住宅ローン 1,407 78.7 18.2 19.5 27.6 19.3 14.6 1.0 3.8 7.2 
 教育ローン 190 65.8 27.9 7.9 15.3 31.6 23.7 1.1 8.4 12.1 
 自動⾞ローン 741 63.8 30.2 18.5 23.2 14.8 12.1 0.8 7.0 11.7 
 消費者⾦融からのローン 231 47.2 30.3 13.4 17.3 9.5 6.1 0.4 6.5 25.5 
 その他 105 56.2 27.6 16.2 16.2 9.5 13.3 1.0 8.6 22.9 
＜世帯ローン残高＞           
 100 万円未満 249 46.2 24.1 10.0 14.1 9.6 9.2 0.8 8.0 30.5 
 100 万円〜200 万円 230 57.0 25.2 11.7 21.3 13.9 11.7 0.4 6.5 18.7 
 200 万円〜300 万円 134 61.9 28.4 13.4 10.4 14.2 17.2 0.7 3.0 18.7 
 300 万円〜400 万円 72 55.6 25.0 9.7 16.7 9.7 5.6 0.0 6.9 16.7 
 400 万円〜500 万円 55 63.6 21.8 16.4 16.4 9.1 7.3 1.8 5.5 16.4 
 500 万円〜600 万円 48 70.8 12.5 18.8 25.0 8.3 22.9 4.2 2.1 12.5 
 600 万円〜700 万円 35 74.3 8.6 11.4 28.6 22.9 25.7 0.0 2.9 5.7 
 700 万円〜800 万円 41 78.0 19.5 12.2 19.5 19.5 19.5 0.0 0.0 12.2 
 800 万円〜900 万円 37 83.8 24.3 16.2 32.4 21.6 27.0 2.7 2.7 8.1 
 900 万円〜1,000 万円 85 80.0 21.2 11.8 18.8 24.7 24.7 2.4 0.0 7.1 
 1,000 万円〜1,500 万円 199 82.9 15.1 18.1 29.1 20.1 18.6 0.5 1.0 8.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 175 80.6 9.7 23.4 30.3 22.9 13.1 1.1 2.3 8.6 
 2,000 万円以上 351 89.5 10.5 37.9 34.2 18.2 6.6 0.6 1.4 5.7 
 答えたくない・わからない 371 59.3 41.8 8.1 21.6 16.2 13.2 0.8 11.9 5.4 
＜住居形態＞           
 持ち家一⼾建て 2,808 58.8 43.4 10.2 17.0 14.5 16.2 1.2 8.1 5.6 
 分譲マンション 718 64.1 20.2 11.4 16.2 15.6 12.8 0.3 3.8 13.8 
 賃貸一⼾建て 194 49.5 27.3 10.8 12.9 8.2 9.3 0.0 10.3 15.5 
 賃貸マンション 754 38.6 11.5 11.1 9.9 4.5 5.8 0.3 4.9 41.6 
 賃貸アパート 798 36.5 8.0 10.2 9.0 4.5 3.6 0.1 3.6 48.7 
 寮・社宅など集合住宅 163 36.2 11.0 9.8 6.7 6.1 3.1 0.0 1.8 48.5 
 その他 35 51.4 31.4 11.4 11.4 5.7 8.6 0.0 11.4 17.1 
 
 

回答者世帯の主な属性（６） 主たる生計維持者別 
 度数 あなた自身 配偶者 親 子 その他 

TOTAL 5,470 58.8 23.9 15.5 0.5 1.3 
＜性＞       
 男性 2,738 82.2 3.1 13.8 0.3 0.5 
 ⼥性 2,732 35.3 44.7 17.2 0.7 2.0 
＜年齢（5 歳階級）＞       
 ２０歳〜２４歳 222 38.3 5.4 53.6 0.9 1.8 
 ２５歳〜２９歳 758 44.9 14.5 38.4 0.3 2.0 
 ３０歳〜３４歳 510 54.1 20.0 24.5 0.2 1.2 
 ３５歳〜３９歳 671 58.1 24.4 16.7 0.0 0.7 
 ４０歳〜４４歳 653 57.4 27.1 13.5 0.5 1.5 
 ４５歳〜４９歳 760 63.6 25.5 9.5 0.8 0.7 
 ５０歳〜５４歳 631 65.8 28.8 3.6 0.5 1.3 
 ５５歳〜５９歳 546 69.0 25.6 2.9 0.5 1.8 
 ６０歳〜６４歳 719 66.1 31.3 0.6 1.3 0.8 
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 度数 あなた自身 配偶者 親 子 その他 

＜居住地域＞       
 北⽇本 646 58.7 25.5 14.7 0.2 0.9 
 東⽇本 2,134 59.8 22.7 15.3 0.7 1.5 
 中⽇本 1,480 56.5 25.7 16.2 0.5 1.1 
 ⻄⽇本 1,210 59.8 22.9 15.5 0.5 1.2 
＜世帯主＞       
 世帯主 3,015 93.0 4.4 1.5 0.5 0.6 
 世帯員 2,455 16.8 47.8 32.7 0.5 2.1 
＜婚姻状況＞       
 未婚 1,965 57.6 0.0 39.6 0.2 2.6 
 既婚 2,990 54.6 43.7 1.0 0.4 0.3 
 離婚・死別 515 87.6 0.0 8.3 2.3 1.7 
＜同居家族＞       
 配偶者 2,867 54.1 44.5 0.7 0.3 0.3 
 親 1,596 36.6 9.0 52.3 0.3 1.9 
 子（未就学児） 574 59.1 37.8 3.0 0.2 0.0 
 子（小学生・中学生） 781 60.9 35.9 2.6 0.6 0.0 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 60.0 36.1 2.6 0.8 0.5 
 子（社会人） 647 58.9 34.9 3.2 2.6 0.3 
 孫 38 44.7 44.7 0.0 10.5 0.0 
 その他 347 26.5 3.7 54.2 0.0 15.6 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 98.7 0.5 0.6 0.2 0.1 
＜職業＞       
 正社員（役員を除く） 2,891 71.9 13.1 13.9 0.3 0.7 
 パートタイマー 975 22.4 62.7 12.2 1.1 1.6 
 アルバイト 331 33.8 18.4 43.5 1.2 3.0 
 契約社員 380 58.4 22.9 16.6 0.3 1.8 
 派遣労働者 208 54.8 20.7 22.6 0.0 1.9 
 嘱託 62 64.5 21.0 12.9 1.6 0.0 
 会社役員 115 87.0 10.4 2.6 0.0 0.0 
 自営業・内職 444 67.6 17.8 12.2 0.5 2.0 
 その他 64 46.9 32.8 14.1 0.0 6.3 
＜配偶者の職業＞       
 正社員（役員を除く） 1,285 27.4 70.6 1.2 0.4 0.4 
 パートタイマー 477 89.5 8.6 1.3 0.6 0.0 
 アルバイト 84 77.4 17.9 3.6 1.2 0.0 
 契約社員 105 44.8 50.5 2.9 0.0 1.9 
 派遣労働者 20 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 
 嘱託 23 34.8 65.2 0.0 0.0 0.0 
 会社役員 83 20.5 79.5 0.0 0.0 0.0 
 自営業・内職 198 33.8 66.2 0.0 0.0 0.0 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 96.8 2.8 0.0 0.4 0.0 
 その他 21 38.1 52.4 0.0 0.0 9.5 
 働いていない 223 77.1 21.5 0.4 0.9 0.0 
＜1 週間の平均勤務時間＞       
 20 時間未満 719 25.6 53.8 17.9 1.0 1.7 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 48.5 31.8 17.6 0.5 1.6 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 72.6 11.9 14.2 0.4 0.9 
 60 時間以上 385 80.8 7.8 9.6 0.8 1.0 
＜個人年収＞       
 100 万円未満 658 15.3 62.3 19.6 0.9 1.8 
 100 万円〜200 万円  896 34.6 39.4 23.1 0.7 2.2 
 200 万円〜300 万円 821 56.2 21.2 20.8 0.5 1.3 
 300 万円〜400 万円  736 68.5 14.0 16.4 0.4 0.7 
 400 万円〜500 万円  536 80.8 11.6 6.9 0.2 0.6 
 500 万円〜600 万円  386 87.6 7.5 3.9 0.3 0.8 
 600 万円〜700 万円 223 91.0 8.1 0.4 0.4 0.0 
 700 万円〜800 万円  198 92.9 4.5 2.0 0.0 0.5 
 800 万円〜900 万円  96 86.5 10.4 1.0 1.0 1.0 
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 度数 あなた自身 配偶者 親 子 その他 

 900 万円〜1,000 万円 86 88.4 11.6 0.0 0.0 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円  131 93.1 5.3 1.5 0.0 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 82.6 13.0 0.0 4.3 0.0 
 2,000 万円以上 15 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 
 収⼊はない 6 66.7 16.7 16.7 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 659 55.5 17.3 24.4 0.8 2.0 
＜個人年収 103 万円＞       
 100 万円以上 103 万円以下 168 26.8 49.4 22.0 0.0 1.8 
 103 万円超 200 万円未満 728 36.4 37.1 23.4 0.8 2.3 
＜世帯年収＞       
 100 万円未満 88 76.1 8.0 14.8 1.1 0.0 
 100 万円〜200 万円 254 82.7 7.5 8.7 0.8 0.4 
 200 万円〜300 万円 490 73.7 12.0 12.7 0.0 1.6 
 300 万円〜400 万円 641 65.8 20.4 12.8 0.3 0.6 
 400 万円〜500 万円 606 60.1 26.6 10.4 1.5 1.5 
 500 万円〜600 万円 516 58.5 28.3 11.6 0.2 1.4 
 600 万円〜700 万円 434 60.4 29.7 9.0 0.7 0.2 
 700 万円〜800 万円 379 58.6 29.8 11.1 0.0 0.5 
 800 万円〜900 万円 253 49.0 35.2 13.8 0.4 1.6 
 900 万円〜1,000 万円 229 61.1 28.4 9.2 0.0 1.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 53.7 32.4 12.9 0.2 0.7 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 62.5 21.9 13.5 1.0 1.0 
 2,000 万円以上 49 55.1 32.7 12.2 0.0 0.0 
 収⼊はない 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 1,029 42.4 21.3 33.0 0.8 2.5 
＜世帯貯蓄額＞       
 100 万円未満 953 64.5 23.4 10.1 0.4 1.6 
 100 万円〜200 万円 401 67.1 24.9 7.0 0.5 0.5 
 200 万円〜300 万円 284 69.7 25.0 4.9 0.4 0.0 
 300 万円〜400 万円 198 67.7 23.2 8.1 0.0 1.0 
 400 万円〜500 万円 185 67.6 23.8 7.6 0.0 1.1 
 500 万円〜600 万円 148 66.9 25.7 5.4 0.7 1.4 
 600 万円〜700 万円 85 62.4 25.9 10.6 1.2 0.0 
 700 万円〜800 万円 81 67.9 27.2 4.9 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 45 60.0 33.3 6.7 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 129 63.6 22.5 14.0 0.0 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 65.8 25.5 7.6 1.1 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 66.9 24.8 7.6 0.0 0.7 
 2,000 万円以上 500 66.4 25.4 6.8 0.2 1.2 
 ない 267 63.3 19.9 13.9 1.9 1.1 
 答えたくない・わからない 1,786 44.1 23.1 30.1 0.6 2.0 
＜ローンの有無＞       
 現在、ローンがある 2,581 55.6 27.5 15.1 0.7 1.0 
 現在、ローンはない 2,889 61.6 20.6 15.9 0.4 1.5 
 答えたくない・わからない 499 46.1 15.4 35.5 1.2 1.8 
＜ローンの種類＞       
 住宅ローン 1,407 56.6 34.8 7.4 0.6 0.6 
 教育ローン 190 52.6 32.1 14.2 0.5 0.5 
 自動⾞ローン 741 55.1 28.6 15.4 0.1 0.8 
 消費者⾦融からのローン 231 65.8 16.9 15.6 0.4 1.3 
 その他 105 60.0 28.6 10.5 0.0 1.0 
＜世帯ローンの残高＞       
 100 万円未満 249 64.3 21.3 12.4 0.0 2.0 
 100 万円〜200 万円  230 64.3 23.5 11.3 0.9 0.0 
 200 万円〜300 万円 134 64.2 26.9 7.5 0.7 0.7 
 300 万円〜400 万円  72 61.1 23.6 12.5 0.0 2.8 
 400 万円〜500 万円  55 72.7 20.0 7.3 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円  48 60.4 31.3 4.2 4.2 0.0 
 600 万円〜700 万円  35 74.3 17.1 2.9 0.0 5.7 
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 700 万円〜800 万円  41 63.4 31.7 4.9 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円  37 56.8 35.1 8.1 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円  85 57.6 37.6 3.5 1.2 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円  199 60.8 34.7 4.0 0.5 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円  175 66.9 28.6 2.9 1.7 0.0 
 2,000 万円以上 351 61.5 36.8 1.7 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 371 33.2 36.7 28.0 0.3 1.9 
＜住居形態＞       
 持ち家一⼾建て 2,808 49.9 26.0 22.3 0.5 1.3 
 分譲マンション 718 54.3 31.6 13.1 0.3 0.7 
 賃貸一⼾建て 194 56.7 23.7 16.5 1.0 2.1 
 賃貸マンション 754 74.7 17.1 6.4 0.5 1.3 
 賃貸アパート 798 76.1 17.4 4.4 0.6 1.5 
 寮・社宅など集合住宅 163 76.7 16.6 6.1 0.6 0.0 
 その他 35 57.1 25.7 11.4 0.0 5.7 

 
 

回答者世帯の主な属性（７） 1 週間の平均勤務時間別 
 度数 〜20 

時間 
20〜40

時間 
40〜60

時間 
60 時間

〜 
TOTAL 5,470 13.1 34.0 45.8 7.0 
＜性＞      
 男性 2,738 6.4 23.6 58.5 11.6 
 ⼥性 2,732 19.9 44.5 33.1 2.5 
＜年齢（5 歳階級）＞      
 ２０歳〜２４歳 222 13.1 37.8 45.5 3.6 
 ２５歳〜２９歳 758 14.4 32.3 46.6 6.7 
 ３０歳〜３４歳 510 8.8 31.0 53.5 6.7 
 ３５歳〜３９歳 671 10.0 28.0 53.2 8.8 
 ４０歳〜４４歳 653 10.4 34.3 46.2 9.0 
 ４５歳〜４９歳 760 13.6 31.4 45.9 9.1 
 ５０歳〜５４歳 631 11.3 35.5 46.8 6.5 
 ５５歳〜５９歳 546 15.8 35.0 42.5 6.8 
 ６０歳〜６４歳 719 19.6 42.7 33.9 3.8 
＜居住地域＞      
 北⽇本 646 11.1 34.4 47.4 7.1 
 東⽇本 2,134 14.1 32.2 46.9 6.8 
 中⽇本 1,480 14.4 33.8 44.5 7.3 
 ⻄⽇本 1,210 11.0 37.2 44.7 7.1 
＜世帯主＞      
 世帯主 3,015 6.5 27.6 55.9 10.0 
 世帯員 2,455 21.3 41.9 33.4 3.4 
＜婚姻状況＞      
 未婚 1,965 10.7 34.1 48.7 6.5 
 既婚 2,990 15.4 32.2 44.7 7.6 
 離婚・死別 515 9.5 43.7 41.2 5.6 
＜同居家族＞      
 配偶者 2,867 15.5 32.2 44.9 7.4 
 親 1,596 11.8 36.5 45.9 5.8 
 子（未就学児） 574 9.4 30.3 51.6 8.7 
 子（小学生・中学生） 781 12.4 29.6 48.9 9.1 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 13.9 30.9 46.1 9.1 
 子（社会人） 647 16.5 39.1 39.7 4.6 
 孫 38 21.1 34.2 44.7 0.0 
 その他 347 12.7 42.9 40.6 3.7 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 8.3 31.7 51.3 8.7 
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 度数 〜20 
時間 

20〜40
時間 

40〜60
時間 

60 時間
〜 

＜主たる生計維持者＞      
 あなた自身 3,216 5.7 28.0 56.6 9.7 
 配偶者 1,306 29.6 45.3 22.8 2.3 
 親 850 15.2 38.6 41.9 4.4 
 子 29 24.1 31.0 34.5 10.3 
 その他 69 17.4 43.5 33.3 5.8 
＜職業＞      
 正社員（役員を除く） 2,891 2.9 22.5 65.1 9.5 
 パートタイマー 975 35.4 56.6 7.2 0.8 
 アルバイト 331 40.2 42.0 16.6 1.2 
 契約社員 380 4.2 49.2 43.2 3.4 
 派遣労働者 208 5.8 49.0 44.7 0.5 
 嘱託 62 4.8 61.3 32.3 1.6 
 会社役員 115 5.2 27.8 51.3 15.7 
 自営業・内職 444 21.2 31.5 33.6 13.7 
 その他 64 42.2 31.3 21.9 4.7 
＜配偶者の職業＞      
 正社員（役員を除く） 1,285 20.9 38.5 35.4 5.1 
 パートタイマー 477 5.0 21.0 62.9 11.1 
 アルバイト 84 16.7 26.2 45.2 11.9 
 契約社員 105 19.0 38.1 38.1 4.8 
 派遣労働者 20 5.0 30.0 55.0 10.0 
 嘱託 23 34.8 39.1 26.1 0.0 
 会社役員 83 19.3 49.4 25.3 6.0 
 自営業・内職 198 25.8 35.4 32.3 6.6 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 2.8 20.8 65.0 11.5 
 その他 21 14.3 33.3 52.4 0.0 
 働いていない 223 18.4 34.1 38.6 9.0 
＜労働組合への加⼊状況＞      
 勤務先の労働組合に加⼊ 1,332 7.1 30.0 56.1 6.8 
 勤務先に労働組合はあるが、別の労働組合に加⼊ 30 23.3 33.3 40.0 3.3 
 勤務先に労働組合はなく、別の労働組合に加⼊ 68 5.9 30.9 48.5 14.7 
 労働組合に加⼊していない 4,040 15.2 35.4 42.4 7.0 
＜個人年収＞      
 100 万円未満 658 58.1 35.1 4.4 2.4 
 100 万円〜200 万円 896 15.7 60.8 21.7 1.8 
 200 万円〜300 万円 821 5.4 37.9 50.4 6.3 
 300 万円〜400 万円 736 2.0 27.4 63.2 7.3 
 400 万円〜500 万円 536 2.8 20.1 67.2 9.9 
 500 万円〜600 万円 386 3.4 16.8 68.7 11.1 
 600 万円〜700 万円 223 2.7 14.3 68.2 14.8 
 700 万円〜800 万円 198 2.5 17.7 66.2 13.6 
 800 万円〜900 万円 96 1.0 19.8 65.6 13.5 
 900 万円〜1,000 万円 86 5.8 20.9 59.3 14.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 6.1 18.3 64.1 11.5 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 0.0 8.7 60.9 30.4 
 2,000 万円以上 15 6.7 40.0 46.7 6.7 
 収⼊はない 6 33.3 33.3 16.7 16.7 
 答えたくない・わからない 659 12.3 39.5 41.9 6.4 
＜個人年収 103 万円＞      
 100 万円以上 103 万円以下 168 28.6 58.3 11.3 1.8 
 103 万円超 200 万円未満 728 12.8 61.4 24.0 1.8 
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 度数 〜20 
時間 

20〜40
時間 

40〜60
時間 

60 時間
〜 

＜世帯年収＞      
 100 万円未満 88 44.3 36.4 13.6 5.7 
 100 万円〜200 万円 254 20.9 53.5 22.8 2.8 
 200 万円〜300 万円 490 14.7 39.2 40.2 5.9 
 300 万円〜400 万円 641 13.1 36.5 44.6 5.8 
 400 万円〜500 万円 606 13.5 32.0 47.0 7.4 
 500 万円〜600 万円 516 12.6 31.8 47.3 8.3 
 600 万円〜700 万円 434 9.7 28.1 51.6 10.6 
 700 万円〜800 万円 379 11.6 26.1 54.6 7.7 
 800 万円〜900 万円 253 7.9 32.4 52.6 7.1 
 900 万円〜1,000 万円 229 7.9 24.0 58.5 9.6 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 9.4 25.2 58.9 6.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 8.3 16.7 58.3 16.7 
 2,000 万円以上 49 14.3 30.6 46.9 8.2 
 収⼊はない 2 0.0 50.0 50.0 0.0 
 答えたくない・わからない 1,029 14.3 40.4 39.7 5.6 
＜世帯貯蓄額＞      
 100 万円未満 953 15.1 33.5 42.7 8.7 
 100 万円〜200 万円 401 11.0 35.2 48.1 5.7 
 200 万円〜300 万円 284 10.6 31.0 50.7 7.7 
 300 万円〜400 万円 198 9.6 25.8 57.1 7.6 
 400 万円〜500 万円 185 10.8 27.0 55.7 6.5 
 500 万円〜600 万円 148 8.8 33.1 52.7 5.4 
 600 万円〜700 万円 85 14.1 27.1 54.1 4.7 
 700 万円〜800 万円 81 16.0 21.0 51.9 11.1 
 800 万円〜900 万円 45 4.4 35.6 55.6 4.4 
 900 万円〜1,000 万円 129 14.7 28.7 51.9 4.7 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 10.6 28.9 51.3 9.1 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 11.7 31.0 49.7 7.6 
 2,000 万円以上 500 13.4 31.4 47.2 8.0 
 ない 267 14.2 38.2 36.3 11.2 
 答えたくない・わからない 1,786 14.2 38.6 41.9 5.4 

 

回答者世帯の主な属性（8） 個人年収別 
 

度数 
〜 

100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 
答えたく
ない等 

TOTAL 5,470 12.0 16.4 15.0 23.3 18.1 3.1 0.1 12.0 
＜性＞          
 男性 2,738 3.5 7.5 11.6 29.9 30.2 5.4 0.1 11.8 
 ⼥性 2,732 20.6 25.3 18.4 16.6 5.9 0.8 0.1 12.3 
 ＜年齢（5 歳階級）＞          
 ２０歳〜２４歳 222 9.5 23.9 30.2 19.4 2.3 0.5 0.0 14.4 
 ２５歳〜２９歳 758 11.6 17.2 19.3 31.0 6.3 0.8 0.1 13.7 
 ３０歳〜３４歳 510 10.4 16.3 17.8 28.4 17.8 0.2 0.0 9.0 
 ３５歳〜３９歳 671 11.3 15.1 12.5 29.7 21.2 1.0 0.0 9.2 
 ４０歳〜４４歳 653 13.3 16.7 14.4 22.2 20.7 2.3 0.3 10.1 
 ４５歳〜４９歳 760 11.2 15.3 10.9 21.3 24.3 2.5 0.0 14.5 
 ５０歳〜５４歳 631 11.6 16.2 12.2 16.6 23.5 6.7 0.0 13.3 
 ５５歳〜５９歳 546 13.6 14.8 11.2 17.0 25.1 6.8 0.4 11.2 
 ６０歳〜６４歳 719 14.0 16.8 16.4 20.2 13.6 5.7 0.1 13.1 
＜居住地域＞          
 北⽇本 646 11.8 20.6 16.1 21.5 16.6 1.2 0.2 12.1 
 東⽇本 2,134 11.3 14.4 13.9 24.1 19.7 4.1 0.0 12.4 
 中⽇本 1,480 12.8 14.4 16.1 23.4 17.8 2.8 0.1 12.6 
 ⻄⽇本 1,210 12.5 20.0 15.0 22.5 16.4 2.7 0.2 10.7 
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度数 

〜 
100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 
答えたく
ない等 

＜世帯主＞          
 世帯主 3,015 3.5 9.3 13.6 28.6 28.9 5.1 0.1 10.9 
 世帯員 2,455 22.5 25.1 16.7 16.7 4.8 0.7 0.1 13.4 
＜婚姻状況＞          
 未婚 1,965 9.0 17.9 20.4 26.4 10.2 1.0 0.1 15.3 
 既婚 2,990 14.8 14.4 10.0 21.6 24.4 4.8 0.1 9.8 
 離婚・死別 515 7.4 22.1 23.9 21.2 11.3 1.4 0.2 12.6 
＜同居家族＞          
 配偶者 2,867 15.0 14.4 9.8 21.8 24.8 4.5 0.1 9.7 
 親 1,596 12.1 20.0 17.9 21.4 9.6 1.9 0.1 17.0 
 子（未就学児） 574 10.3 12.0 9.9 30.0 30.5 1.7 0.2 5.4 
 子（小学生・中学生） 781 14.9 14.0 8.5 22.0 27.9 4.2 0.1 8.5 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 13.1 15.7 9.4 21.0 25.2 6.3 0.0 9.2 
 子（社会人） 647 15.0 19.6 12.2 18.1 18.4 4.2 0.0 12.5 
 孫 38 21.1 18.4 15.8 18.4 13.2 206 0.0 10.5 
 その他 347 12.7 25.9 18.7 18.7 5.2 0.6 0.0 18.2 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 4.4 14.0 21.0 31.0 16.3 2.2 0.2 10.9 
＜主たる生計維持者＞          
 あなた自身 3,216 3.1 9.6 14.3 29.1 27.5 4.8 0.1 11.4 
 配偶者 1,306 31.4 27.0 13.3 12.6 5.8 1.0 0.1 8.7 
 親 850 15.2 24.4 20.1 18.6 2.5 0.2 0.1 18.9 
 子 29 20.7 20.7 13.8 13.8 10.3 3.4 0.0 17.2 
 その他 69 17.4 29.0 15.9 11.6 7.2 0.0 0.0 18.8 
＜職業＞          
 正社員（役員を除く） 2,891 0.9 5.4 14.5 35.2 29.7 3.7 0.0 10.4 
 パートタイマー 975 40.3 40.1 6.1 2.2 0.2 0.1 0.1 11.0 
 アルバイト 331 35.3 33.8 12.4 2.1 1.5 0.3 0.0 14.5 
 契約社員 380 4.5 22.9 35.3 21.3 4.7 0.3 0.0 11.1 
 派遣労働者 208 6.7 25.0 35.1 12.5 2.9 0.0 0.0 17.8 
 嘱託 62 9.7 24.2 24.2 14.5 16.1 1.6 1.6 8.1 
 会社役員 115 0.9 3.5 6.1 19.1 27.8 28.7 0.0 13.9 
 自営業・内職 444 16.2 15.3 14.6 16.9 10.8 5.0 0.2 20.9 
 その他 64 17.2 15.6 10.9 18.8 14.1 4.7 3.1 15.6 
＜1 週間の平均勤務時間＞          
 20 時間未満 719 53.1 19.6 6.1 4.2 4.2 1.3 0.3 11.3 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 12.4 29.3 16.7 16.7 9.1 1.7 0.1 14.0 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 1.2 7.7 16.5 32.9 26.4 4.2 0.0 11.0 
 60 時間以上 385 4.2 4.2 13.5 27.8 33.2 6.0 0.3 10.9 
＜世帯年収＞          
 100 万円未満 88 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 100 万円〜200 万円 254 16.5 81.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 
 200 万円〜300 万円 490 14.1 20.6 65.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 300 万円〜400 万円 641 13.3 19.5 13.7 53.2 0.0 0.0 0.0 0.3 
 400 万円〜500 万円 606 12.7 17.5 16.7 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 516 12.2 13.4 12.4 25.6 36.4 0.0 0.0 0.0 
 600 万円〜700 万円 434 11.1 12.2 11.1 21.9 43.3 0.0 0.2 0.2 
 700 万円〜800 万円 379 9.5 10.6 10.8 24.3 44.9 0.0 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 253 6.7 10.3 13.8 28.5 40.3 0.0 0.0 0.4 
 900 万円〜1,000 万円 229 5.7 7.4 9.2 21.0 56.8 0.0 0.0 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 5.7 7.2 6.9 18.1 38.4 23.5 0.0 0.2 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 4.2 1.0 5.2 14.6 30.2 44.8 0.0 0.0 
 2,000 万円以上 49 6.1 4.1 2.0 14.3 10.2 63.3 0.0 0.0 
 収⼊はない 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 
 答えたくない・わからない 1,029 8.7 11.6 6.7 7.4 2.1 0.0 0.1 63.4 
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度数 

〜 
100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 
答えたく
ない等 

＜世帯貯蓄額＞          
 100 万円未満 953 17.3 24.3 22.1 25.0 10.2 0.3 0.1 0.6 
 100 万円〜200 万円 401 11.5 20.9 15.0 32.2 17.5 1.7 0.5 0.7 
 200 万円〜300 万円 284 9.5 14.4 22.5 25.7 26.4 0.7 0.0 0.7 
 300 万円〜400 万円 198 10.6 8.6 16.2 39.4 23.2 2.0 0.0 0.0 
 400 万円〜500 万円 185 8.1 13.0 14.6 43.2 18.4 2.7 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 148 9.5 12.8 12.2 30.4 33.8 1.4 0.0 0.0 
 600 万円〜700 万円 85 8.2 11.8 9.4 31.8 34.1 4.7 0.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 81 11.1 18.5 8.6 32.1 24.7 4.9 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 45 4.4 11.1 26.7 22.2 33.3 2.2 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 129 10.1 10.9 14.0 31.0 27.9 4.7 0.8 0.8 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 9.5 10.6 11.0 27.4 35.0 6.5 0.0 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 7.6 11.0 9.0 28.3 37.2 6.9 0.0 0.0 
 2,000 万円以上 500 9.0 8.8 9.2 17.6 38.4 16.2 0.0 0.8 
 ない 267 18.0 27.0 22.1 19.5 7.1 0.7 0.4 5.2 
 答えたくない・わからない 1,786 11.8 15.4 12.2 15.3 9.0 1.2 0.1 35.2 
＜ローンの有無＞          
 現在、ローンがある 2,581 11.2 15.9 13.0 22.4 20.4 3.4 0.1 13.6 
 現在、ローンはない 2,889 12.8 16.8 16.8 24.1 16.0 2.8 0.1 10.7 
 答えたくない・わからない 499 13.0 16.8 11.2 12.4 5.2 1.6 0.0 39.7 
＜ローンの種類＞          
 住宅ローン 1,407 11.6 13.3 9.9 23.0 29.8 4.8 0.1 7.6 
 教育ローン 190 9.5 22.1 12.1 25.3 21.6 3.2 0.0 6.3 
 自動⾞ローン 741 9.3 18.2 16.3 27.4 18.6 2.2 0.0 8.0 
 消費者⾦融からのローン 231 8.7 18.2 23.4 26.4 15.6 3.5 0.9 3.5 
 その他 105 6.7 23.8 15.2 29.5 13.3 4.8 0.0 6.7 
＜世帯ローン残高＞          
 100 万円未満 249 10.0 26.9 22.1 26.1 7.2 1.6 0.8 5.2 
 100 万円〜200 万円 230 6.5 20.0 21.7 29.1 18.3 0.9 0.0 3.5 
 200 万円〜300 万円 134 12.7 17.2 21.6 25.4 18.7 2.2 0.0 2.2 
 300 万円〜400 万円 72 12.5 13.9 16.7 33.3 16.7 6.9 0.0 0.0 
 400 万円〜500 万円 55 10.9 9.1 10.9 29.1 30.9 9.1 0.0 0.0 
 500 万円〜600 万円 48 10.4 14.6 12.5 35.4 22.9 4.2 0.0 0.0 
 600 万円〜700 万円 35 2.9 5.7 8.6 14.3 57.1 5.7 0.0 5.7 
 700 万円〜800 万円 41 22.0 9.8 2.4 24.4 34.1 7.3 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 37 16.2 10.8 8.1 16.2 37.8 5.4 0.0 5.4 
 900 万円〜1,000 万円 85 12.9 14.1 12.9 23.5 28.2 4.7 1.2 2.4 
 1,000 万円〜1,500 万円 199 9.5 13.1 11.6 31.2 29.6 4.0 0.0 1.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 175 6.9 10.3 9.7 28.6 39.4 3.4 0.0 1.7 
 2,000 万円以上 351 10.5 8.3 8.0 22.2 41.6 8.3 0.0 1.1 
 答えたくない・わからない 371 14.0 19.9 9.7 16.4 8.1 1.3 0.0 30.5 
＜住居形態＞          
 持ち家一⼾建て 2,808 13.1 17.2 13.5 20.9 18.4 3.7 0.1 13.2 
 分譲マンション 718 13.8 13.6 13.6 19.1 24.2 5.0 0.0 10.6 
 賃貸一⼾建て 194 12.9 21.6 17.5 20.6 12.4 1.0 0.5 13.4 
 賃貸マンション 754 7.3 13.8 15.3 31.4 20.2 1.3 0.1 10.6 
 賃貸アパート 798 10.2 17.9 21.6 27.7 11.5 1.3 0.3 9.6 
 寮・社宅など集合住宅 163 11.0 11.0 9.8 28.8 18.4 4.9 0.0 16.0 
 その他 35 34.3 20.0 20.0 11.4 2.9 0.0 0.0 11.4 
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回答者世帯の主な属性（９） 世帯年収別 
 

度数 
〜 

100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 
答えたく
ない等 

TOTAL 5,470 1.6 4.6 9.0 22.8 33.1 10.0 0.0 18.8 
＜性＞          
 男性 2,738 0.9 3.4 7.5 22.3 38.2 11.8 0.1 15.7 
 ⼥性 2,732 2.3 5.9 10.4 23.3 28.0 8.2 0.0 21.9 
＜年齢（5 歳階級）＞          
 ２０歳〜２４歳 222 2.7 7.7 14.0 21.6 18.5 5.0 0.0 30.6 
 ２５歳〜２９歳 758 1.2 4.9 11.1 27.0 24.3 6.7 0.1 24.7 
 ３０歳〜３４歳 510 1.0 4.1 9.6 28.0 34.5 6.7 0.0 16.1 
 ３５歳〜３９歳 671 1.8 3.7 6.0 26.8 38.2 8.5 0.0 15.1 
 ４０歳〜４４歳 653 2.0 5.5 7.8 23.0 37.1 8.3 0.0 16.4 
 ４５歳〜４９歳 760 1.6 4.5 9.1 18.0 37.9 8.9 0.0 20.0 
 ５０歳〜５４歳 631 1.7 3.2 7.9 15.7 39.5 13.5 0.0 18.5 
 ５５歳〜５９歳 546 1.5 4.2 8.4 19.8 34.8 15.4 0.0 15.9 
 ６０歳〜６４歳 719 1.7 5.7 9.7 24.6 25.7 14.6 0.1 17.8 
＜居住地域＞          
 北⽇本 646 1.4 4.3 11.8 26.9 30.0 5.7 0.0 19.8 
 東⽇本 2,134 1.5 4.3 8.1 21.2 33.4 12.7 0.0 18.8 
 中⽇本 1,480 1.7 3.9 7.6 22.0 35.7 9.6 0.0 19.5 
 ⻄⽇本 1,210 1.7 6.4 10.7 24.4 31.1 8.1 0.2 17.5 
＜世帯主＞          
 世帯主 3,015 2.0 6.5 11.0 23.7 33.8 10.2 0.1 12.7 
 世帯員 2,455 1.2 2.4 6.4 21.6 32.3 9.8 0.0 26.3 
＜婚姻状況＞          
 未婚 1,965 2.2 6.8 13.1 25.6 21.4 5.2 0.0 25.6 
 既婚 2,990 0.7 1.7 4.5 20.7 43.2 14.5 0.0 14.5 
 離婚・死別 515 4.3 13.2 19.0 24.3 19.0 2.5 0.2 17.5 
＜同居家族＞          
 配偶者 2,867 0.7 1.5 4.5 20.9 43.7 14.4 0.0 14.3 
 親 1,596 1.1 2.9 6.6 20.1 27.9 10.1 0.0 31.3 
 子（未就学児） 574 1.2 1.7 3.7 24.9 46.9 11.7 0.0 9.9 
 子（小学生・中学生） 781 1.7 2.0 5.1 21.8 46.7 10.2 0.0 12.4 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 0.8 2.4 5.0 17.2 45.6 15.4 0.0 13.6 
 子（社会人） 647 0.3 3.2 5.9 16.7 33.4 21.0 0.2 19.3 
 孫 38 0.0 2.6 2.6 18.4 23.7 28.9 0.0 23.7 
 その他 347 0.3 2.9 7.8 20.2 26.8 10.1 0.0 32.0 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 3.8 13.1 20.7 30.7 16.9 2.7 0.0 12.1 
＜主たる生計維持者＞          
 あなた自身 3,216 2.1 6.5 11.2 24.4 32.6 9.5 0.1 13.6 
 配偶者 1,306 0.5 1.5 4.5 22.4 41.5 12.9 0.0 16.8 
 親 850 1.5 2.6 7.3 17.1 23.2 8.4 0.0 40.0 
 子 29 3.4 6.9 0.0 37.9 17.2 6.9 0.0 27.6 
 その他 69 0.0 1.4 11.6 18.8 24.6 5.8 0.0 37.7 
＜職業＞          
 正社員（役員を除く） 2,891 0.6 1.5 6.0 22.5 41.3 12.8 0.0 15.3 
 パートタイマー 975 3.1 8.5 10.1 24.2 27.6 4.6 0.0 21.9 
 アルバイト 331 4.5 13.6 13.0 20.8 15.4 3.0 0.0 29.6 
 契約社員 380 0.8 6.3 16.1 27.1 24.5 4.7 0.0 20.5 
 派遣労働者 208 1.9 12.0 21.2 21.6 16.8 2.4 0.5 23.6 
 嘱託 62 1.6 9.7 12.9 22.6 29.0 11.3 0.0 12.9 
 会社役員 115 0.0 0.0 1.7 17.4 24.3 39.1 0.0 17.4 
 自営業・内職 444 3.4 5.2 12.6 22.1 23.9 8.8 0.0 24.1 
 その他 64 6.3 7.8 6.3 17.2 26.6 15.6 0.0 20.3 
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度数 

〜 
100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 
答えたく
ない等 

＜配偶者の職業＞          
 正社員（役員を除く） 1,285 0.5 0.7 2.4 16.3 46.8 16.9 0.0 16.5 
 パートタイマー 477 0.2 1.9 4.6 21.6 49.1 13.2 0.0 9.4 
 アルバイト 84 1.2 2.4 9.5 31.0 35.7 8.3 0.0 11.9 
 契約社員 105 0.0 1.0 4.8 25.7 45.7 3.8 0.0 19.0 
 派遣労働者 20 0.0 5.0 0.0 5.0 50.0 15.0 0.0 25.0 
 嘱託 23 0.0 0.0 13.0 30.4 34.8 8.7 0.0 13.0 
 会社役員 83 0.0 0.0 0.0 13.3 31.3 31.3 0.0 24.1 
 自営業・内職 198 1.5 4.0 7.1 28.8 31.8 7.6 0.0 19.2 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 0.2 2.3 4.2 22.7 44.4 15.9 0.2 10.0 
 その他 21 0.0 4.8 4.8 14.3 23.8 28.6 0.0 23.8 
 働いていない 223 4.5 4.5 13.5 30.5 26.5 7.2 0.0 13.5 
＜1 週間の平均勤務時間＞          
 20 時間未満 719 5.4 7.4 10.0 23.1 26.3 7.4 0.0 20.4 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 1.7 7.3 10.3 23.0 28.1 7.2 0.1 22.4 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 0.5 2.3 7.9 22.8 37.6 12.6 0.0 16.3 
 60 時間以上 385 1.3 1.8 7.5 21.3 41.0 11.9 0.0 15.1 
＜個人年収＞          
 100 万円未満 658 13.4 6.4 10.5 24.6 26.9 4.6 0.0 13.7 
 100 万円〜200 万円 896 0.0 23.2 11.3 25.8 22.9 3.6 0.0 13.3 
 200 万円〜300 万円 821 0.0 0.0 39.0 23.0 25.5 4.1 0.0 8.4 
 300 万円〜400 万円 736 0.0 0.0 0.0 55.4 31.1 6.1 0.0 7.3 
 400 万円〜500 万円 536 0.0 0.0 0.0 47.6 39.2 9.1 0.0 4.1 
 500 万円〜600 万円 386 0.0 0.0 0.0 0.0 86.5 10.4 0.0 3.1 
 600 万円〜700 万円 223 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 16.6 0.0 1.8 
 700 万円〜800 万円 198 0.0 0.0 0.0 0.0 74.2 25.3 0.0 0.5 
 800 万円〜900 万円 96 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 31.3 0.0 2.1 
 900 万円〜1,000 万円 86 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 37.2 0.0 3.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
 2,000 万円以上 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 
 収⼊はない 6 0.0 50.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 16.7 
 答えたくない・わからない 659 0.0 0.2 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 98.9 
＜個人年収 103 万円＞          
 100 万円以上 103 万円以下 168 － 19.6 6.0 22.6 32.1 5.4 － 14.3 
 103 万円超 200 万円未満 728 － 24.0 12.5 26.5 20.7 3.2 － 13.0 
＜世帯貯蓄額＞          
 100 万円未満 953 4.7 9.9 19.1 33.3 28.2 1.6 0.0 3.3 
 100 万円〜200 万円 401 2.7 10.2 10.7 35.2 34.4 4.0 0.2 2.5 
 200 万円〜300 万円 284 1.1 3.5 14.8 30.3 43.0 6.3 0.0 1.1 
 300 万円〜400 万円 198 0.0 1.0 7.1 37.4 44.4 9.6 0.0 0.5 
 400 万円〜500 万円 185 1.6 2.2 7.6 34.6 44.9 7.0 0.0 2.2 
 500 万円〜600 万円 148 0.7 2.0 6.8 25.0 53.4 11.5 0.0 0.7 
 600 万円〜700 万円 85 0.0 2.4 4.7 17.6 60.0 15.3 0.0 0.0 
 700 万円〜800 万円 81 1.2 1.2 4.9 37.0 39.5 16.0 0.0 0.0 
 800 万円〜900 万円 45 0.0 0.0 4.4 31.1 44.4 20.0 0.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 129 0.8 0.8 4.7 27.9 48.8 15.5 0.0 1.6 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 0.8 2.3 4.2 18.6 54.4 18.6 0.0 1.1 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 0.0 2.1 6.9 18.6 47.6 22.8 0.0 2.1 
 2,000 万円以上 500 0.8 2.2 2.6 11.6 43.4 37.8 0.0 1.6 
 ない 267 2.6 15.4 20.2 27.0 19.1 1.5 0.0 14.2 
 答えたくない・わからない 1,786 0.6 2.0 4.5 12.7 21.6 6.8 0.1 51.8 
＜ローンの有無＞          
 現在、ローンがある 2,581 0.9 2.8 7.1 20.5 37.3 10.7 0.0 20.8 
 現在、ローンはない・不明 2,889 2.2 6.3 10.7 24.8 29.4 9.5 0.0 17.1 
 答えたくない・わからない 499 2.2 5.4 8.0 12.8 14.0 3.8 0.0 53.7 
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万円 

100〜 
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万円 
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300 
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300〜 
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1,000 
万円〜 

ない 
答えたく
ない等 

＜ローンの種類＞          
 住宅ローン 1,407 0.4 1.1 2.6 19.3 48.5 15.4 0.0 12.7 
 教育ローン 190 1.1 1.6 11.1 20.0 46.3 10.0 0.0 10.0 
 自動⾞ローン 741 0.1 1.9 9.3 24.2 41.2 7.6 0.1 15.7 
 消費者⾦融からのローン 231 0.4 5.6 19.9 29.4 29.0 6.1 0.0 9.5 
 その他 105 1.9 6.7 7.6 27.6 31.4 13.3 0.0 11.4 
＜世帯ローン残高＞          
 100 万円未満 249 2.4 9.2 16.1 33.7 25.3 4.0 0.4 8.8 
 100 万円〜200 万円 230 0.9 2.6 17.0 27.4 39.6 4.8 0.0 7.8 
 200 万円〜300 万円 134 0.7 2.2 15.7 32.8 35.1 9.0 0.0 4.5 
 300 万円〜400 万円 72 0.0 0.0 9.7 31.9 43.1 8.3 0.0 6.9 
 400 万円〜500 万円 55 0.0 0.0 3.6 27.3 45.5 18.2 0.0 5.5 
 500 万円〜600 万円 48 0.0 2.1 4.2 22.9 47.9 20.8 0.0 2.1 
 600 万円〜700 万円 35 0.0 0.0 2.9 8.6 62.9 20.0 0.0 5.7 
 700 万円〜800 万円 41 2.4 0.0 2.4 26.8 46.3 19.5 0.0 2.4 
 800 万円〜900 万円 37 0.0 0.0 2.7 5.4 64.9 16.2 0.0 10.8 
 900 万円〜1,000 万円 85 1.2 1.2 2.4 21.2 50.6 18.8 0.0 4.7 
 1,000 万円〜1,500 万円 199 0.0 1.5 3.5 22.6 55.8 13.6 0.0 3.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 175 0.0 1.1 2.3 20.6 56.6 14.9 0.0 4.6 
 2,000 万円以上 351 0.3 0.6 1.4 16.5 57.5 21.1 0.0 2.6 
 答えたくない・わからない 371 0.0 1.1 2.7 14.3 24.8 8.9 0.0 48.2 
＜住居形態＞          
 持ち家一⼾建て 2,808 1.2 2.7 6.2 19.2 36.1 12.3 0.0 22.3 
 分譲マンション 718 1.3 2.1 5.2 20.8 39.6 15.6 0.0 15.6 
 賃貸一⼾建て 194 3.1 7.7 12.9 28.4 24.2 4.1 0.5 19.1 
 賃貸マンション 754 1.5 7.2 10.6 27.9 32.8 6.4 0.0 13.8 
 賃貸アパート 798 2.5 9.5 18.8 29.9 22.4 2.5 0.1 14.2 
 寮・社宅など集合住宅 163 1.8 6.7 10.4 29.4 23.9 8.6 0.0 19.0 
 その他 35 11.4 17.1 22.9 17.1 5.7 5.7 0.0 20.0 

 

回答者世帯の主な属性（10） 世帯貯蓄額別 
 

度数 
〜 

100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 
答えたく
ない等 

TOTAL 5,470 17.4 7.3 5.2 7.0 8.9 16.6 4.9 32.7 
＜性＞          
 男性 2,738 17.3 7.6 5.7 7.9 9.5 18.8 4.6 28.6 
 ⼥性 2,732 17.5 7.1 4.6 6.1 8.4 14.3 5.2 36.7 
＜年齢（5 歳階級）＞          
 ２０歳〜２４歳 222 29.3 8.6 1.4 4.1 1.4 4.1 5.4 45.9 
 ２５歳〜２９歳 758 21.8 7.8 5.9 8.4 7.9 5.5 3.3 39.3 
 ３０歳〜３４歳 510 19.4 8.2 6.7 8.4 10.0 13.7 3.3 30.2 
 ３５歳〜３９歳 671 18.6 9.2 7.3 6.9 9.1 14.6 5.4 28.9 
 ４０歳〜４４歳 653 19.3 6.9 5.7 7.4 10.3 16.2 6.1 28.2 
 ４５歳〜４９歳 760 17.8 8.7 4.7 6.7 8.7 13.9 6.4 33.0 
 ５０歳〜５４歳 631 14.7 6.5 3.6 8.4 7.9 20.3 6.5 32.0 
 ５５歳〜５９歳 546 12.6 5.5 4.6 6.0 10.6 24.5 3.1 33.0 
 ６０歳〜６４歳 719 10.6 5.1 4.5 5.0 10.0 29.9 4.2 30.7 
＜居住地域＞          
 北⽇本 646 18.7 8.2 6.8 7.1 8.4 11.0 6.5 33.3 
 東⽇本 2,134 17.1 7.5 5.5 7.6 9.7 17.9 3.8 30.8 
 中⽇本 1,480 16.5 6.9 4.2 6.5 8.6 18.1 4.4 34.8 
 ⻄⽇本 1,210 18.4 7.0 5.0 6.4 8.3 15.5 6.4 32.9 
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ない 
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ない等 

＜世帯主＞          
 世帯主 3,015 18.9 8.9 6.3 8.1 10.1 19.2 5.3 23.2 
 世帯員 2,455 15.6 5.4 3.8 5.6 7.5 13.4 4.4 44.2 
＜婚姻状況＞          
 未婚 1,965 17.9 6.7 4.1 6.4 7.3 12.1 4.7 40.8 
 既婚 2,990 16.5 7.5 5.7 7.7 10.3 20.2 4.1 28.1 
 離婚・死別 515 21.0 8.5 6.4 5.4 7.4 13.0 9.9 28.3 
＜同居家族＞          
 配偶者 2,867 16.6 7.6 5.8 7.6 10.1 20.0 4.2 28.1 
 親 1,596 13.0 4.2 3.2 4.7 6.3 14.0 4.4 50.1 
 子（未就学児） 574 20.0 8.7 9.1 10.1 12.5 14.6 3.5 21.4 
 子（小学生・中学生） 781 21.8 7.9 7.4 9.5 9.5 12.7 6.1 25.1 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 18.6 7.4 4.4 6.6 9.7 19.3 6.5 27.5 
 子（社会人） 647 14.8 6.0 5.7 3.9 10.5 20.1 6.0 32.9 
 孫 38 18.4 0.0 5.3 5.3 7.9 21.1 5.3 36.8 
 その他 347 15.6 4.3 2.0 4.6 3.7 11.0 5.2 53.6 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 22.7 11.4 6.6 8.0 9.9 15.1 6.5 19.8 
＜主たる生計維持者＞          
 あなた自身 3,216 19.1 8.4 6.2 8.1 9.8 18.7 5.3 24.5 
 配偶者 1,306 17.1 7.7 5.4 6.9 9.6 17.6 4.1 31.6 
 親 850 11.3 3.3 1.6 3.5 4.9 7.6 4.4 63.3 
 子 29 13.8 6.9 3.4 0.0 6.9 13.8 17.2 37.9 
 その他 69 21.7 2.9 0.0 5.8 2.9 10.1 4.3 52.2 
＜職業＞          
 正社員（役員を除く） 2,891 16.0 7.8 5.8 8.6 10.4 18.8 3.8 28.7 
 パートタイマー 975 18.6 7.2 4.6 5.2 7.2 13.2 5.6 38.4 
 アルバイト 331 25.4 6.0 3.0 4.5 4.2 5.7 6.6 44.4 
 契約社員 380 20.0 8.2 3.9 6.1 5.8 17.9 7.6 30.5 
 派遣労働者 208 23.1 6.3 4.8 6.7 8.2 5.8 7.7 37.5 
 嘱託 62 21.0 6.5 3.2 4.8 6.5 22.6 4.8 30.6 
 会社役員 115 7.0 9.6 4.3 6.1 11.3 31.3 0.0 30.4 
 自営業・内職 444 16.4 5.2 5.2 3.8 8.8 16.9 6.3 37.4 
 その他 64 12.5 4.7 7.8 6.3 12.5 17.2 4.7 34.4 
＜1 週間の平均勤務時間＞          
 20 時間未満 719 20.0 6.1 4.2 5.4 8.2 15.6 5.3 35.2 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 17.2 7.6 4.7 5.4 7.6 14.9 5.5 37.0 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 16.2 7.7 5.7 8.6 10.3 17.7 3.9 29.8 
 60 時間以上 385 21.6 6.0 5.7 7.0 7.5 19.5 7.8 24.9 
＜個人年収＞          
 100 万円  658 25.1 7.0 4.1 5.5 6.8 12.3 7.3 31.9 
 100 万円〜200 万円  896 25.9 9.4 4.6 4.6 7.0 9.8 8.0 30.7 
 200 万円〜300 万円 821 25.7 7.3 7.8 7.2 7.7 10.7 7.2 26.4 
 300 万円〜400 万円 736 19.4 11.1 6.0 11.7 10.3 13.5 5.0 23.0 
 400 万円〜500 万円 536 17.7 8.8 5.4 13.4 13.4 19.0 2.8 19.4 
 500 万円〜600 万円 386 11.1 8.3 9.6 8.5 15.3 25.4 3.4 18.4 
 600 万円〜700 万円 223 12.1 9.4 6.3 10.8 11.7 33.2 0.9 15.7 
 700 万円〜800 万円 198 9.1 4.0 4.5 8.1 15.7 41.4 1.5 15.7 
 800 万円〜900 万円 96 3.1 7.3 9.4 5.2 18.8 39.6 0.0 16.7 
 900 万円〜1,000 万円 86 7.0 2.3 7.0 2.3 18.6 53.5 1.2 8.1 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 1.5 4.6 1.5 6.9 11.5 61.1 0.8 12.2 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 4.3 0.0 0.0 0.0 8.7 73.9 0.0 13.0 
 2,000 万円以上 15 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 73.3 6.7 13.3 
 収⼊はない 6 16.7 33.3 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 16.7 
 答えたくない・わからない 659 0.9 0.5 0.3 0.0 0.2 0.6 2.1 95.4 
＜個人年収 103 万円＞          
 100 万円以上 103 万円以下 168 17.9 13.1 3.0 4.8 6.0 10.1 6.5 38.7 
 103 万円超 200 万円未満 728 27.7 8.5 4.9 4.5 7.3 9.8 8.4 28.8 
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 度数 
〜 

100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 
答えたく
ない等 

＜世帯年収＞          
 100 万円  88 51.1 12.5 3.4 3.4 3.4 6.8 8.0 11.4 
 100 万円〜200 万円  254 37.0 16.1 3.9 2.4 2.8 7.9 16.1 13.8 
 200 万円〜300 万円 490 37.1 8.8 8.6 5.7 5.3 6.9 11.0 16.5 
 300 万円〜400 万円 641 26.5 11.2 6.6 10.8 10.8 8.4 7.3 18.4 
 400 万円〜500 万円 606 24.3 11.4 7.3 11.4 10.4 13.2 4.1 18.0 
 500 万円〜600 万円 516 20.7 8.7 8.1 8.1 12.4 15.7 4.3 21.9 
 600 万円〜700 万円 434 16.6 8.1 7.8 10.6 12.9 21.4 3.5 19.1 
 700 万円〜800 万円 379 11.3 7.4 6.3 10.0 14.5 26.4 2.1 21.9 
 800 万円〜900 万円 253 10.7 6.3 4.0 10.3 14.2 27.7 1.2 25.7 
 900 万円〜1,000 万円 229 8.7 6.1 5.2 8.3 14.8 37.1 1.3 18.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 3.5 3.2 4.0 7.2 14.4 45.3 0.5 22.0 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 1.0 1.0 1.0 1.0 10.4 60.4 1.0 24.0 
 2,000 万円以上 49 0.0 4.1 2.0 4.1 8.2 61.2 2.0 18.4 
 収⼊はない 2 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 
 答えたくない・わからない 1,029 51.1 12.5 3.4 3.4 3.4 6.8 8.0 11.4 
＜ローンの有無＞          
 現在、ローンがある 2,581 21.3 8.3 6.3 7.2 8.1 8.5 5.7 34.4 
 現在、ローンはない 2,889 13.9 6.4 4.2 6.8 9.6 23.8 4.1 31.1 
 答えたくない・わからない 499 10.8 3.4 2.6 2.6 1.8 3.2 4.8 70.7 
＜ローンの種類＞          
 住宅ローン 1,407 18.4 10.0 7.7 9.7 11.2 11.7 3.9 27.3 
 教育ローン 190 33.7 10.0 4.7 5.8 8.4 6.8 8.4 22.1 
 自動⾞ローン 741 31.4 8.8 6.2 6.7 6.5 5.4 7.7 27.3 
 消費者⾦融からのローン 231 45.9 6.5 3.5 3.0 6.1 4.8 16.5 13.9 
 その他 105 36.2 8.6 6.7 8.6 4.8 10.5 7.6 17.1 
＜世帯ローン残高＞          
 100 万円  249 40.6 12.4 6.0 6.4 5.6 3.6 10.4 14.9 
 100 万円〜200 万円  230 37.4 10.0 7.8 7.4 8.3 5.2 7.0 17.0 
 200 万円〜300 万円 134 27.6 6.7 10.4 7.5 10.4 10.4 10.4 16.4 
 300 万円〜400 万円 72 22.2 9.7 4.2 11.1 13.9 12.5 8.3 18.1 
 400 万円〜500 万円 55 21.8 7.3 3.6 14.5 16.4 14.5 5.5 16.4 
 500 万円〜600 万円 48 16.7 8.3 16.7 12.5 16.7 10.4 4.2 14.6 
 600 万円〜700 万円 35 14.3 11.4 8.6 2.9 17.1 22.9 0.0 22.9 
 700 万円〜800 万円 41 34.1 4.9 4.9 9.8 14.6 12.2 2.4 17.1 
 800 万円〜900 万円 37 16.2 8.1 2.7 10.8 24.3 18.9 2.7 16.2 
 900 万円〜1,000 万円 85 25.9 10.6 7.1 10.6 14.1 14.1 3.5 14.1 
 1,000 万円〜1,500 万円 199 20.6 11.6 10.6 8.5 13.6 16.6 5.0 13.6 
 1,500 万円〜2,000 万円 175 18.9 13.7 10.9 13.7 11.4 10.3 4.0 17.1 
 2,000 万円以上 351 22.5 13.4 9.4 12.8 10.8 16.2 2.3 12.5 
 答えたくない・わからない 371 10.0 2.2 1.1 1.3 2.4 1.9 7.3 73.9 
＜住居形態＞          
 持ち家一⼾建て 2,808 13.2 6.3 5.0 7.3 8.7 17.4 4.0 38.0 
 分譲マンション 718 11.4 7.8 4.2 5.8 11.1 24.1 2.8 32.7 
 賃貸一⼾建て 194 27.8 8.2 3.1 6.2 5.7 10.8 13.4 24.7 
 賃貸マンション 754 21.5 8.2 5.7 7.6 11.7 15.9 4.9 24.5 
 賃貸アパート 798 30.1 9.8 6.4 7.3 6.6 9.1 7.4 23.3 
 寮・社宅など集合住宅 163 20.9 6.7 6.1 4.9 6.1 17.2 6.1 31.9 
 その他 35 25.7 5.7 8.6 0.0 2.9 14.3 8.6 34.3 
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回答者世帯の主な属性（11） 世帯ローン額別 
 

度数 
〜 

100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 

TOTAL 2,082 12.0 11.0 6.4 6.1 11.8 34.8 17.8 
＜性＞         
 男性 1,136 0.0 10.7 11.4 6.7 6.7 12.6 39.0 
 ⼥性 946 0.0 13.5 10.6 6.1 5.4 10.9 29.8 
＜年齢（5 歳階級）＞         
 ２０歳〜２４歳 86 23.3 14.0 5.8 3.5 4.7 7.0 41.9 
 ２５歳〜２９歳 248 21.4 14.1 10.9 8.1 5.2 16.5 23.8 
 ３０歳〜３４歳 177 13.0 14.1 5.6 7.3 2.8 40.7 16.4 
 ３５歳〜３９歳 289 11.1 9.7 5.5 4.5 6.9 49.8 12.5 
 ４０歳〜４４歳 277 12.6 6.1 4.0 4.7 10.8 45.5 16.2 
 ４５歳〜４９歳 347 7.8 10.4 3.7 5.8 12.1 40.6 19.6 
 ５０歳〜５４歳 273 8.8 11.7 6.6 6.2 15.4 35.2 16.1 
 ５５歳〜５９歳 186 6.5 12.4 8.6 7.5 21.0 31.7 12.4 
 ６０歳〜６４歳 199 11.6 11.1 9.0 7.0 25.6 20.1 15.6 
＜居住地域＞         
 北⽇本 261 15.7 13.4 10.7 6.5 10.0 27.2 16.5 
 東⽇本 833 10.0 10.3 4.8 5.2 11.0 39.7 19.0 
 中⽇本 522 10.3 9.0 5.6 7.3 12.5 37.0 18.4 
 ⻄⽇本 466 15.2 13.3 7.9 6.2 13.5 27.9 15.9 
＜世帯主＞         
 世帯主 261 57.5 52.9 29.9 28.7 60.2 180.5 47.5 
 世帯員 833 11.9 11.0 6.7 6.2 10.7 30.5 29.7 
＜婚姻状況＞         
 未婚 444 23.4 15.5 8.3 8.3 6.1 10.4 27.9 
 既婚 1,486 7.8 9.4 5.9 5.5 13.2 42.9 15.4 
 離婚・死別 152 19.1 13.8 6.6 5.9 15.1 27.6 11.8 
＜同居家族＞         
 配偶者 1,435 8.0 9.1 5.8 5.2 13.3 43.2 15.3 
 親 469 12.8 12.4 8.1 6.4 9.4 17.9 33.0 
 子（未就学児） 360 6.9 7.5 5.0 4.4 9.4 58.3 8.3 
 子（小学生・中学生） 488 7.2 10.0 2.9 4.3 11.9 47.3 16.4 
 子（高校生・大学生等の学生） 340 7.1 9.4 5.6 3.5 14.4 42.4 17.6 
 子（社会人） 272 8.5 9.9 8.5 2.9 21.7 30.5 18.0 
 孫 18 11.1 5.6 5.6 5.6 27.8 27.8 16.7 
 その他 105 19.0 14.3 3.8 7.6 2.9 10.5 41.9 
 本人のみ（一人暮らし） 258 29.5 16.7 9.7 8.1 8.5 19.8 7.8 
＜主たる生計維持者＞         
 あなた自身 1,206 13.3 12.3 7.1 7.0 12.5 37.6 10.2 
 配偶者 634 8.4 8.5 5.7 4.4 12.5 39.1 21.5 
 親 214 14.5 12.1 4.7 6.1 5.1 8.9 48.6 
 子 11 0.0 18.2 9.1 0.0 27.3 36.4 9.1 
 その他 17 29.4 0.0 5.9 11.8 11.8 0.0 41.2 
＜職業＞         
 正社員（役員を除く） 1,225 9.0 10.2 5.9 6.3 12.4 41.3 14.9 
 パートタイマー 367 12.5 10.9 5.7 6.0 11.2 27.5 26.2 
 アルバイト 85 29.4 8.2 4.7 4.7 10.6 16.5 25.9 
 契約社員 121 17.4 10.7 13.2 5.8 9.9 27.3 15.7 
 派遣労働者 62 35.5 24.2 4.8 3.2 4.8 14.5 12.9 
 嘱託 25 12.0 16.0 8.0 12.0 16.0 12.0 24.0 
 会社役員 51 7.8 13.7 2.0 7.8 11.8 37.3 19.6 
 自営業・内職 126 12.7 13.5 11.1 4.8 13.5 28.6 15.9 
 その他 20 10.0 10.0 5.0 10.0 10.0 20.0 35.0 
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度数 

〜 
100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 

＜配偶者の職業＞         
 正社員（役員を除く） 675 8.1 9.2 4.0 4.0 12.1 43.1 19.4 
 パートタイマー 261 8.4 9.2 6.9 6.5 14.9 44.4 9.6 
 アルバイト 38 2.6 7.9 10.5 5.3 7.9 47.4 18.4 
 契約社員 51 9.8 17.6 7.8 3.9 11.8 29.4 19.6 
 派遣労働者 12 8.3 25.0 0.0 0.0 16.7 33.3 16.7 
 嘱託 12 8.3 16.7 25.0 16.7 8.3 16.7 8.3 
 会社役員 37 8.1 2.7 5.4 8.1 16.2 35.1 24.3 
 自営業・内職 92 3.3 12.0 14.1 7.6 17.4 28.3 17.4 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 232 6.0 6.9 5.2 6.5 13.8 52.6 9.1 
 その他 8 50.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 12.5 
 働いていない 68 10.3 13.2 5.9 8.8 11.8 41.2 8.8 
＜1 週間の平均勤務時間＞         
 20 時間未満 219 11.4 10.0 4.6 6.4 10.5 27.4 29.7 
 20 時間以上 40 時間未満 656 13.6 10.8 7.6 5.8 11.4 29.6 21.2 
 40 時間以上 60 時間未満 1,017 11.6 10.9 6.1 6.2 11.5 39.7 14.0 
 60 時間以上 190 8.9 13.7 6.3 6.3 16.3 35.3 13.2 
＜個人年収＞         
 100 万円  224 11.2 6.7 7.6 6.7 14.3 30.4 23.2 
 100 万円〜200 万円  327 20.5 14.1 7.0 4.6 8.9 22.3 22.6 
 200 万円〜300 万円 280 19.6 17.9 10.4 6.4 8.6 24.3 12.9 
 300 万円〜400 万円 289 14.5 15.2 8.0 8.3 11.1 31.5 11.4 
 400 万円〜500 万円 226 10.2 10.2 4.9 7.1 11.5 43.8 12.4 
 500 万円〜600 万円 199 6.5 10.1 5.5 7.0 13.6 52.8 4.5 
 600 万円〜700 万円 120 1.7 8.3 6.7 4.2 17.5 55.8 5.8 
 700 万円〜800 万円 97 2.1 9.3 3.1 5.2 15.5 55.7 9.3 
 800 万円〜900 万円 45 2.2 4.4 2.2 4.4 28.9 48.9 8.9 
 900 万円〜1,000 万円 40 0.0 2.5 5.0 7.5 17.5 65.0 2.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 63 4.8 3.2 4.8 12.7 17.5 52.4 4.8 
 1,500 万円〜2,000 万円 11 9.1 0.0 0.0 9.1 18.2 54.5 9.1 
 2,000 万円以上 6 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 66.7 16.7 
 収⼊はない 3 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 152 8.6 5.3 2.0 0.0 3.9 5.9 74.3 
＜個人年収 103 万円＞         
 100 万円以上 103 万円以下 65 15.4 20.0 1.5 4.6 10.8 21.5 26.2 
 103 万円超 200 万円未満 262 21.8 12.6 8.4 4.6 8.4 22.5 21.8 
＜世帯年収＞         
 100 万円  12 50.0 16.7 8.3 0.0 16.7 8.3 0.0 
 100 万円〜200 万円  45 51.1 13.3 6.7 0.0 4.4 15.6 8.9 
 200 万円〜300 万円 142 28.2 27.5 14.8 6.3 4.9 11.3 7.0 
 300 万円〜400 万円 221 21.7 14.0 8.6 9.0 11.3 22.2 13.1 
 400 万円〜500 万円 245 14.7 13.1 10.2 7.3 8.2 36.7 9.8 
 500 万円〜600 万円 249 11.6 10.0 6.4 8.8 13.3 41.4 8.4 
 600 万円〜700 万円 238 6.3 14.7 6.7 3.8 16.0 45.4 7.1 
 700 万円〜800 万円 178 5.6 7.9 4.5 5.6 16.3 46.1 14.0 
 800 万円〜900 万円 125 2.4 8.8 3.2 4.8 12.0 52.0 16.8 
 900 万円〜1,000 万円 102 5.9 5.9 2.9 8.8 15.7 52.9 7.8 
 1,000 万円〜1,500 万円 194 4.6 5.2 5.2 5.7 19.6 47.4 12.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 42 2.4 2.4 4.8 7.1 19.0 52.4 11.9 
 2,000 万円以上 20 0.0 0.0 0.0 10.0 5.0 65.0 20.0 
 ない 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 268 8.2 6.7 2.2 3.0 4.5 8.6 66.8 
 
  



282 
 

 
度数 

〜 
100 
万円 

100〜 
200 
万円 

200〜 
300 
万円 

300〜 
500 
万円 

500〜 
1,000 
万円 

1,000 
万円〜 

ない 

 ＜世帯貯蓄額＞         
 100 万円  497 20.3 17.3 7.4 5.6 11.1 30.8 7.4 
 100 万円〜200 万円  198 15.7 11.6 4.5 5.6 11.1 47.5 4.0 
 200 万円〜300 万円 149 10.1 12.1 9.4 3.4 13.4 49.0 2.7 
 300 万円〜400 万円 94 10.6 10.6 4.3 8.5 11.7 50.0 4.3 
 400 万円〜500 万円 80 7.5 8.8 7.5 10.0 16.3 48.8 1.3 
 500 万円〜600 万円 57 3.5 12.3 12.3 8.8 12.3 47.4 3.5 
 600 万円〜700 万円 35 2.9 11.4 2.9 5.7 22.9 48.6 5.7 
 700 万円〜800 万円 35 14.3 8.6 0.0 17.1 28.6 31.4 0.0 
 800 万円〜900 万円 20 5.0 10.0 5.0 5.0 30.0 45.0 0.0 
 900 万円〜1,000 万円 54 9.3 5.6 9.3 9.3 18.5 38.9 9.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 80 5.0 10.0 7.5 7.5 16.3 47.5 6.3 
 1,500 万円〜2,000 万円 36 5.6 8.3 2.8 0.0 25.0 58.3 0.0 
 2,000 万円以上 88 3.4 1.1 8.0 12.5 17.0 55.7 2.3 
 ない 124 21.0 12.9 11.3 7.3 5.6 20.2 21.8 
 答えたくない・わからない 535 6.9 7.3 4.1 4.1 7.5 18.9 51.2 
＜住居形態＞         
 持ち家一⼾建て 1,253 6.1 8.1 5.3 5.1 13.8 40.0 21.5 
 分譲マンション 385 3.9 4.2 4.4 5.7 15.3 50.1 16.4 
 賃貸一⼾建て 56 30.4 26.8 12.5 7.1 3.6 3.6 16.1 
 賃貸マンション 136 32.4 25.0 12.5 11.8 4.4 8.1 5.9 
 賃貸アパート 203 39.4 27.1 10.3 8.4 2.0 4.9 7.9 
 寮・社宅など集合住宅 41 34.1 12.2 12.2 9.8 4.9 14.6 12.2 
 その他 8 25.0 37.5 0.0 0.0 0.0 25.0 12.5 
 

回答者世帯の主な属性（12） 世帯構造別 
 

度数 単独者 夫婦のみ 
親と 
同居 

子（孫）
と同居 

3 世代 
同居 

その他 

TOTAL 5,470 19.7 17.0 18.4 32.2 6.8 6.0 
＜性＞        
 男性 2,738 46.4 34.0 40.5 71.2 15.4 11.1 
 ⼥性 2,732 18.1 18.5 18.2 31.8 6.5 6.9 
＜年齢（5 歳階級）＞        
 ２０歳〜２４歳 222 30.6 5.0 35.6 4.1 4.5 20.3 
 ２５歳〜２９歳 758 27.0 11.5 30.7 13.3 3.7 13.7 
 ３０歳〜３４歳 510 24.9 11.4 25.3 25.9 3.7 8.8 
 ３５歳〜３９歳 671 19.5 12.5 18.8 39.0 4.9 5.2 
 ４０歳〜４４歳 653 16.7 12.1 17.3 41.5 8.4 4.0 
 ４５歳〜４９歳 760 15.9 14.6 14.5 44.2 7.5 3.3 
 ５０歳〜５４歳 631 17.9 18.1 14.4 38.8 8.6 2.2 
 ５５歳〜５９歳 546 15.2 24.7 12.1 36.1 9.0 2.9 
 ６０歳〜６４歳 719 16.4 35.0 8.1 29.1 9.0 2.4 
＜居住地域＞        
 北⽇本 646 20.1 17.8 18.3 28.5 9.9 5.4 
 東⽇本 2,134 20.9 17.1 18.6 31.9 5.7 5.8 
 中⽇本 1,480 18.0 15.7 19.1 34.7 6.1 6.4 
 ⻄⽇本 1,210 19.1 18.1 17.3 31.7 7.8 6.0 
＜世帯主＞        
 世帯主 3,015 33.4 14.9 6.9 36.2 6.6 2.0 
 世帯員 2,455 2.8 19.6 32.4 27.4 6.9 10.9 
＜婚姻状況＞        
 未婚 1,965 41.3 0.0 41.6 0.8 1.5 14.8 
 既婚 2,990 1.9 31.1 4.1 52.9 9.4 0.5 
 離婚・死別 515 40.2 0.0 12.6 31.7 11.5 4.1 
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度数 単独者 夫婦のみ 

親と 
同居 

子（孫）
と同居 

3 世代 
同居 

その他 

＜同居家族＞        
 配偶者 2,867 0.0 32.5 3.7 54.0 9.4 0.5 
 親 1,596 0.0 0.0 63.0 0.0 21.4 15.7 
 子（未就学児） 574 0.0 0.0 0.0 87.1 12.9 0.0 
 子（小学生・中学生） 781 0.0 0.0 0.0 85.4 14.6 0.0 
 子（高校生・大学生等の学生） 618 0.0 0.0 0.0 81.7 18.3 0.0 
 子（社会人） 647 0.0 0.0 0.0 74.0 24.7 1.2 
 孫 38 0.0 0.0 0.0 0.0 76.3 23.7 
 その他 347 0.0 0.0 0.0 2.0 6.1 91.9 
 本人のみ（一人暮らし） 1,075 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
＜主たる生計維持者＞        
 あなた自身 3,216 33.0 14.3 10.6 32.7 6.6 2.8 
 配偶者 1,306 0.4 35.5 4.2 52.0 7.5 0.4 
 親 850 0.7 0.0 70.9 0.9 6.2 21.2 
 子 29 6.9 0.0 6.9 62.1 24.1 0.0 
 その他 69 1.4 10.1 5.8 5.8 0.0 76.8 
＜職業＞        
 正社員（役員を除く） 2,891 22.0 15.1 16.5 34.8 6.8 4.8 
 パートタイマー 975 8.9 22.2 13.2 43.3 6.9 5.5 
 アルバイト 331 19.3 9.7 36.9 13.6 4.8 15.7 
 契約社員 380 25.5 19.5 20.0 21.8 6.8 6.3 
 派遣労働者 208 30.8 14.4 29.3 16.3 2.9 6.3 
 嘱託 62 14.5 25.8 11.3 25.8 12.9 9.7 
 会社役員 115 13.9 18.3 12.2 43.5 9.6 2.6 
 自営業・内職 444 20.7 20.3 24.1 20.7 8.3 5.9 
 その他 64 17.2 23.4 18.8 23.4 3.1 14.1 
＜配偶者の職業＞        
 正社員（役員を除く） 1,285 1.3 30.9 3.6 54.5 9.2 0.5 
 パートタイマー 477 2.7 22.6 3.6 59.7 11.1 0.2 
 アルバイト 84 2.4 34.5 3.6 50.0 8.3 1.2 
 契約社員 105 1.9 39.0 3.8 46.7 7.6 1.0 
 派遣労働者 20 0.0 40.0 5.0 50.0 5.0 0.0 
 嘱託 23 0.0 34.8 4.3 47.8 13.0 0.0 
 会社役員 83 1.2 34.9 8.4 45.8 8.4 1.2 
 自営業・内職 198 1.0 38.9 10.6 38.9 10.6 0.0 
 家業の手伝い（専業主婦・主夫） 471 1.5 28.7 2.1 56.9 10.0 0.8 
 その他 21 19.0 23.8 23.8 28.6 4.8 0.0 
 働いていない 223 3.6 42.2 3.6 43.5 6.7 0.4 
＜1 週間の平均勤務時間＞        
 20 時間未満 719 12.4 24.5 17.5 34.9 4.7 6.0 
 20 時間以上 40 時間未満 1,860 18.3 17.1 19.8 31.0 6.6 7.3 
 40 時間以上 60 時間未満 2,506 22.0 15.3 18.2 31.7 7.4 5.4 
 60 時間以上 385 24.4 13.8 14.5 36.4 7.5 3.4 
＜個人年収＞        
 100 万円  658 7.1 24.0 18.7 37.5 6.4 6.2 
 100 万円〜200 万円  896 16.9 14.6 22.5 30.0 6.7 9.3 
 200 万円〜300 万円 821 27.5 14.5 23.0 20.5 6.7 7.8 
 300 万円〜400 万円 736 27.7 14.7 19.8 25.5 6.9 5.3 
 400 万円〜500 万円 536 24.1 15.9 13.6 36.2 6.2 4.1 
 500 万円〜600 万円 386 21.2 16.8 9.6 44.0 5.7 2.6 
 600 万円〜700 万円 223 16.1 17.0 6.3 52.9 6.3 1.3 
 700 万円〜800 万円 198 14.1 20.2 9.1 46.0 9.1 1.5 
 800 万円〜900 万円 96 12.5 24.0 7.3 49.0 3.1 4.2 
 900 万円〜1,000 万円 86 19.8 18.6 3.5 47.7 10.5 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 131 13.0 26.0 6.1 40.5 13.0 1.5 
 1,500 万円〜2,000 万円 23 17.4 17.4 13.0 47.8 4.3 0.0 
 2,000 万円以上 15 20.0 26.7 13.3 40.0 0.0 0.0 
 収⼊はない 6 33.3 16.7 33.3 16.7 0.0 0.0 
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 度数 単独者 
夫婦の

み 
親と 
同居 

子（孫）
と同居 

3 世代 
同居 

その他 

 答えたくない・わからない 659 17.8 15.9 27.0 24.0 6.8 8.5 
＜個人年収 103 万円＞        
 100 万円以上 103 万円以下 168 11.9 14.9 22.6 39.3 4.8 6.5 
 103 万円超 200 万円未満 728 18.0 14.6 22.5 27.9 7.1 9.9 
＜世帯年収＞        
 100 万円  88 46.6 12.5 17.0 19.3 3.4 1.1 
 100 万円〜200 万円  254 55.5 7.5 12.6 17.3 3.5 3.5 
 200 万円〜300 万円 490 45.3 12.9 14.5 18.0 3.7 5.7 
 300 万円〜400 万円 641 31.8 17.8 17.0 22.8 5.3 5.3 
 400 万円〜500 万円 606 20.8 17.2 15.5 34.0 6.9 5.6 
 500 万円〜600 万円 516 16.3 19.4 14.1 39.1 7.4 3.7 
 600 万円〜700 万円 434 9.4 18.4 15.7 46.1 6.2 4.1 
 700 万円〜800 万円 379 8.2 24.0 15.3 42.2 6.3 4.0 
 800 万円〜900 万円 253 5.1 20.9 13.4 43.9 7.1 9.5 
 900 万円〜1,000 万円 229 5.7 17.9 13.5 48.5 10.0 4.4 
 1,000 万円〜1,500 万円 404 4.5 19.6 11.6 47.0 9.9 7.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 96 8.3 18.8 15.6 39.6 13.5 4.2 
 2,000 万円以上 49 6.1 18.4 20.4 30.6 18.4 6.1 
 ない 2 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 
 答えたくない・わからない 1,029 12.6 14.4 33.8 22.6 7.0 9.5 
＜世帯貯蓄額＞        
 100 万円  953 25.6 15.4 12.9 34.2 6.6 5.2 
 100 万円〜200 万円  401 30.7 17.7 9.5 33.9 4.7 3.5 
 200 万円〜300 万円 284 25.0 14.4 10.9 40.8 6.7 2.1 
 300 万円〜400 万円 198 26.3 21.2 11.1 31.8 5.6 4.0 
 400 万円〜500 万円 185 18.4 16.2 13.0 42.2 6.5 3.8 
 500 万円〜600 万円 148 23.6 18.2 7.4 40.5 6.1 4.1 
 600 万円〜700 万円 85 22.4 12.9 10.6 44.7 9.4 0.0 
 700 万円〜800 万円 81 27.2 18.5 13.6 27.2 9.9 3.7 
 800 万円〜900 万円 45 20.0 20.0 6.7 40.0 11.1 2.2 
 900 万円〜1,000 万円 129 16.3 17.1 18.6 38.0 7.8 2.3 
 1,000 万円〜1,500 万円 263 22.4 17.1 11.4 36.5 7.6 4.9 
 1,500 万円〜2,000 万円 145 18.6 22.8 11.0 32.4 9.0 6.2 
 2,000 万円以上 500 15.2 25.8 16.2 32.6 6.6 3.6 
 ない 267 26.2 11.2 14.2 32.6 9.4 6.4 
 答えたくない・わからない 1,786 11.9 15.6 30.5 25.9 6.4 9.6 
＜ローンの有無＞        
 現在、ローンがある 2,581 13.9 16.2 15.5 40.9 8.1 5.5 
 現在、ローンはない 2,889 24.8 17.8 21.0 24.4 5.6 6.4 
 答えたくない・わからない 499 20.2 12.8 33.7 17.4 6.0 9.8 
＜ローンの種類＞        
 住宅ローン 1,407 7.2 17.6 8.2 55.7 7.9 3.4 
 教育ローン 190 12.1 11.1 10.5 46.3 12.6 7.4 
 自動⾞ローン 741 11.7 14.8 14.4 41.6 11.7 5.7 
 消費者⾦融からのローン 231 25.5 16.0 18.2 25.5 8.7 6.1 
 その他 105 22.9 17.1 13.3 30.5 9.5 6.7 
＜世帯ローン残高＞        
 100 万円  249 30.5 17.7 11.6 24.9 9.2 6.0 
 100 万円〜200 万円  230 18.7 16.5 12.2 38.3 8.3 6.1 
 200 万円〜300 万円 134 18.7 18.7 16.4 32.8 10.4 3.0 
 300 万円〜400 万円 72 16.7 26.4 18.1 27.8 4.2 6.9 
 400 万円〜500 万円 55 16.4 23.6 12.7 36.4 5.5 5.5 
 500 万円〜600 万円 48 12.5 25.0 4.2 43.8 12.5 2.1 
 600 万円〜700 万円 35 5.7 8.6 8.6 74.3 0.0 2.9 
 700 万円〜800 万円 41 12.2 17.1 9.8 51.2 9.8 0.0 
 800 万円〜900 万円 37 8.1 10.8 8.1 54.1 16.2 2.7 
 900 万円〜1,000 万円 85 7.1 14.1 12.9 55.3 10.6 0.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 199 8.0 19.6 4.5 56.3 10.6 1.0 
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度数 単独者 夫婦のみ 

親と 
同居 

子（孫）
と同居 

3 世代 
同居 

その他 

 1,500 万円〜2,000 万円 175 8.6 18.3 4.0 62.3 5.1 1.7 
 2,000 万円以上 351 5.7 16.2 2.6 66.7 8.0 0.9 
 答えたくない・わからない 371 5.4 12.9 22.6 39.1 8.9 11.1 
＜住居形態＞        
 持ち家一⼾建て 2,808 5.6 14.7 26.2 34.7 11.3 7.5 
 分譲マンション 718 13.8 20.9 14.6 44.2 2.8 3.8 
 賃貸一⼾建て 194 15.5 22.7 17.5 30.4 4.1 9.8 
 賃貸マンション 754 41.6 18.3 8.1 25.5 1.9 4.6 
 賃貸アパート 798 48.7 18.4 6.0 22.2 1.0 3.6 
 寮・社宅など集合住宅 163 48.5 18.4 8.0 22.1 1.2 1.8 
 その他 35 17.1 22.9 20.0 22.9 5.7 11.4 

 
 

回答者世帯の主な属性（13） 夫婦就業状況別 

 度数 共働き 一人が
非就業 

  度数 共働き 一 人 が
非就業 

TOTAL 2,990 76.8 23.2  ＜職業＞    
＜性＞      正社員（役員を除く） 1,621 71.6 28.4 
 男性 1,569 62.5 37.5   パートタイマー 671 90.8 9.2 
 ⼥性 1,421 92.5 7.5   アルバイト 82 79.3 20.7 
＜年齢（5 歳階級）＞      契約社員 176 76.7 23.3 
 ２０歳〜２４歳 21 95.2 4.8   派遣労働者 55 92.7 7.3 
 ２５歳〜２９歳 210 81.0 19.0   嘱託 41 68.3 31.7 
 ３０歳〜３４歳 206 80.6 19.4   会社役員 85 64.7 35.3 
 ３５歳〜３９歳 369 84.3 15.7   自営業・内職 223 74.0 26.0 
 ４０歳〜４４歳 371 80.3 19.7   その他 36 75.0 25.0 
 ４５歳〜４９歳 473 79.5 20.5  ＜1 週間の平均勤務時間＞    
 ５０歳〜５４歳 408 80.1 19.9   20 時間未満 460 88.3 11.7 
 ５５歳〜５９歳 378 72.2 27.8   20 時間以上 40 時間未満 964 82.0 18.0 
 ６０歳〜６４歳 554 64.1 35.9   40 時間以上 60 時間未満 1,338 70.7 29.3 
＜居住地域＞      60 時間以上 228 67.5 32.5 
 北⽇本 368 80.7 19.3  ＜労働組合のへ加⼊状況＞    
 東⽇本 1,136 74.9 25.1   勤務先の労働組合に加⼊ 714 74.9 25.1 
 中⽇本 805 76.3 23.7   勤務先に労働組合はあるが、別の労働組合に加⼊ 12 91.7 8.3 
 ⻄⽇本 681 78.4 21.6   勤務先に労働組合はなく、別の労働組合に加⼊ 32 75.0 25.0 
＜世帯主＞      労働組合に加⼊していない 2,232 76.8 23.2 
 世帯主 1,623 63.6 36.4  ＜個人年収＞    
 世帯員 1,367 92.4 7.6   100 万円未満 444 90.3 9.7 
＜同居家族＞      100 万円〜200 万円  431 89.8 10.2 
 配偶者 2867 76.7 23.3   200 万円〜300 万円  298 83.2 16.8 
 親 393 80.9 19.1   300 万円〜400 万円  340 77.1 22.9 
 子（未就学児） 542 73.4 26.6   400 万円〜500 万円  305 69.5 30.5 
 子（小学生・中学生） 713 78.7 21.3   500 万円〜600 万円  261 68.2 31.8 
 子（高校生・大学生等の学生） 535 82.4 17.6   600 万円〜700 万円  173 64.7 35.3 
 子（社会人） 519 75.5 24.5   700 万円〜800 万円  151 62.9 37.1 
 孫 31 67.7 32.3   800 万円〜900 万円 75 69.3 30.7 
 その他 26 88.5 11.5   900 万円〜1,000 万円  71 54.9 45.1 
 本人のみ（一人暮らし） 56 73.2 26.8   1,000 万円〜1,500 万円  114 56.1 43.9 
＜主たる生計維持者＞      1,500 万円〜2,000 万円  18 61.1 38.9 
 あなた自身 1,633 61.5 38.5   2,000 万円以上 11 36.4 63.6 
 配偶者 1,306 95.3 4.7   収⼊はない 4 75.0 25.0 
 親 29 96.6 3.4   答えたくない・わからない 294 77.6 22.4 
 子 13 69.2 30.8  ＜個人年収 103 万円＞    
 その他 9 100.0 0.0   100 万円以上 103 万円以下 97 93.8 6.2 
       103 万円超 200 万円未満 334 88.6 11.4 
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度数 共働き 

一人が
非就業 

  度数 共働き 
一人が
非就業 

＜世帯年収＞     ＜ローンの有無＞    
 100 万円  22 50.0 50.0   現在、ローンがある 1,657 79.8 20.2 
 100 万円〜200 万円  52 59.6 40.4   現在、ローンはない 1,333 73.1 26.9 
 200 万円〜300 万円 134 62.7 37.3   答えたくない・わからない 171 79.5 20.5 
 300 万円〜400 万円 279 72.0 28.0  ＜ローンの種類＞    
 400 万円〜500 万円 340 71.5 28.5   住宅ローン 1,142 78.9 21.1 
 500 万円〜600 万円 338 74.9 25.1   教育ローン 129 90.7 9.3 
 600 万円〜700 万円 311 79.1 20.9   自動⾞ローン 492 83.1 16.9 
 700 万円〜800 万円 280 77.9 22.1   消費者⾦融からのローン 114 78.1 21.9 
 800 万円〜900 万円 184 88.6 11.4   その他 63 81.0 19.0 
 900 万円〜1,000 万円 180 80.6 19.4  ＜世帯ローン残高＞    
 1,000 万円〜1,500 万円 323 79.6 20.4   100 万円未満 116 81.9 18.1 
 1,500 万円〜2,000 万円 74 79.7 20.3   100 万円〜200 万円  140 82.1 17.9 
 2,000 万円以上 37 73.0 27.0   200 万円〜300 万円  87 81.6 18.4 
 収⼊はない 1 0.0 100.0   300 万円〜400 万円  44 75.0 25.0 
 答えたくない・わからない 435 82.3 17.7   400 万円〜500 万円  37 73.0 27.0 
＜世帯貯蓄額＞      500 万円〜600 万円  34 79.4 20.6 
 100 万円  22 50.0 50.0   600 万円〜700 万円  28 67.9 32.1 
 100 万円〜200 万円  52 59.6 40.4   700 万円〜800 万円  32 78.1 21.9 
 200 万円〜300 万円 134 62.7 37.3   800 万円〜900 万円  31 74.2 25.8 
 300 万円〜400 万円 279 72.0 28.0   900 万円〜1,000 万円  71 87.3 12.7 
 400 万円〜500 万円 340 71.5 28.5   1,000 万円〜1,500 万円  170 77.1 22.9 
 500 万円〜600 万円 338 74.9 25.1   1,500 万円〜2,000 万円  143 80.4 19.6 
 600 万円〜700 万円 311 79.1 20.9   2,000 万円 324 74.4 25.6 
 700 万円〜800 万円 280 77.9 22.1   答えたくない・わからない 229 82.2 11.8 
 800 万円〜900 万円 184 88.6 11.4  ＜住居形態＞    
 900 万円〜1,000 万円 180 80.6 19.4   持ち家一⼾建て 1710 76.5 23.5 
 1,000 万円〜1,500 万円 323 79.6 20.4   分譲マンション 473 77.6 22.4 
 1,500 万円〜2,000 万円 74 79.7 20.3   賃貸一⼾建て 99 78.8 21.2 
 2,000 万円以上 37 73.0 27.0   賃貸マンション 304 76.6 23.4 
 ない 1 0.0 100.0   賃貸アパート 315 79.7 20.3 
 答えたくない・わからない 435 82.3 17.7   寮・社宅など集合住宅 71 69.0 31.0 
       その他 18 55.6 44.4 
 
 

回答者世帯の主な属性（1４） 正規・非正規勤労者 

 度数 正規 非正規   度数 正規 非正規 

TOTAL 4,847 59.6 40.4  ＜世帯主＞    
＜性＞      世帯主 2,616 74.9 25.1 
 男性 2,324 79.7 20.3   世帯員 2,231 41.7 58.3 
 ⼥性 2,523 41.1 58.9  ＜婚姻状況＞    
＜年齢（5 歳階級）＞      未婚 1,760 60.3 39.7 
 ２０歳〜２４歳 220 63.6 36.4   既婚 2,646 61.3 38.7 
 ２５歳〜２９歳 730 62.6 37.4   離婚・死別 441 47.2 52.8 
 ３０歳〜３４歳 490 67.1 32.9  ＜同居家族＞    
 ３５歳〜３９歳 622 66.4 33.6   配偶者 2,534 61.4 38.6 
 ４０歳〜４４歳 596 61.9 38.1   親 1393 55.7 44.3 
 ４５歳〜４９歳 672 61.3 38.7   子（未就学児） 551 76.8 23.2 
 ５０歳〜５４歳 545 58.2 41.8   子（小学生・中学生） 731 66.3 33.7 
 ５５歳〜５９歳 424 57.5 42.5   子（高校生・大学生等の学生） 551 60.3 39.7 
 ６０歳〜６４歳 548 38.3 61.7   子（社会人） 545 47.9 52.1 
＜居住地域＞      孫 34 38.2 38.2 
 北⽇本 566 58.7 41.3   その他 306 48.0 52.0 
 東⽇本 1,907 60.9 39.1   本人のみ（一人暮らし） 956 66.4 33.6 
 中⽇本 1,305 59.5 40.5       
 ⻄⽇本 1,069 58.0 42.0       
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 度数 正規 非正規   度数 正規 非正規 

＜主たる生計維持者＞     ＜個人年収 103 万円＞    
 あなた自身 2,786 74.7 25.3   100 万円以上 103 万円以下 144 12.5 87.5 
 配偶者 1,194 31.7 68.3   103 万円超 200 万円未満 670 20.7 79.3 
 親 784 51.4 48.6  ＜世帯年収＞    
 子 27 37.0 63.0   100 万円未満 69 23.2 76.8 
 その他 56 33.9 66.1   100 万円〜200 万円 226 19.0 81.0 
＜職業＞      200 万円〜300 万円 428 40.7 59.3 
 正社員（役員を除く） 1,621 71.6 28.4   300 万円〜400 万円 572 57.0 43.0 
 パートタイマー 671 90.8 9.2   400 万円〜500 万円 546 59.5 40.5 
 アルバイト 82 79.3 20.7   500 万円〜600 万円 476 67.6 32.4 
 契約社員 176 76.7 23.3   600 万円〜700 万円 397 68.5 31.5 
 派遣労働者 55 92.7 7.3   700 万円〜800 万円 341 75.1 24.9 
 嘱託 41 68.3 31.7   800 万円〜900 万円 234 72.6 27.4 
 会社役員 85 64.7 35.3   900 万円〜1,000 万円 212 82.1 17.9 
 自営業・内職 223 74.0 26.0   1,000 万円〜1,500 万円 345 79.1 20.9 
 その他 36 75.0 25.0   1,500 万円〜2,000 万円 80 93.8 6.3 
＜配偶者の職業＞      2,000 万円以上 30 73.3 26.7 
 正社員（役員を除く） 1,217 50.0 50.0   収⼊はない 2 50.0 50.0 
 パートタイマー 421 86.5 13.5   答えたくない・わからない 889 49.7 50.3 
 アルバイト 75 60.0 40.0  ＜世帯貯蓄額＞    
 契約社員 96 47.9 52.1   100 万円  22 50.0 50.0 
 派遣労働者 20 60.0 40.0   100 万円〜200 万円  52 59.6 40.4 
 嘱託 20 25.0 75.0   200 万円〜300 万円 134 62.7 37.3 
 会社役員 60 43.3 56.7   300 万円〜400 万円 279 72.0 28.0 
 自営業・内職 125 36.8 63.2   400 万円〜500 万円 340 71.5 28.5 
 家事の手伝い（専業主婦・主夫） 402 85.8 14.2   500 万円〜600 万円 338 74.9 25.1 
 その他 15 53.3 46.7   600 万円〜700 万円 311 79.1 20.9 
 働いていない 195 59.0 41.0   700 万円〜800 万円 280 77.9 22.1 
＜1 週間の平均勤務時間＞      800 万円〜900 万円  184 88.6 11.4 
 20 時間未満 592 14.0 86.0   900 万円〜1,000 万円  180 80.6 19.4 
 20 時間以上 40 時間未満 1,668 39.0 61.0   1,000 万円〜1,500 万円  323 79.6 20.4 
 40 時間以上 60 時間未満 2,284 82.4 17.6   1,500 万円〜2,000 万円  74 79.7 20.3 
 60 時間以上 303 91.1 8.9   2,000 万円以上 37 73.0 27.0 
＜労働組合のへ加⼊状況＞      ない 1 0.0 100.0 
 勤務先の労働組合に加⼊ 1,323 76.5 23.5   答えたくない・わからない 435 82.3 17.7 
 勤務先に労働組合はあるが、別の 

27 40.7 59.3 
 ＜ローンの有無＞    

 労働組合に加⼊   現在、ローンがある 1,657 79.8 20.2 
 勤務先に労働組合はなく、別の 

58 72.4 27.6 
  現在、ローンはない 1,333 73.1 26.9 

 労働組合に加⼊   答えたくない・わからない 435 52.4 47.6 
 労働組合に加⼊していない 3439 53.1 46.9  ＜ローンの種類＞    
＜個人年収＞      住宅ローン 1,280 68.3 31.7 
 100 万円  574 4.7 95.3   教育ローン 175 64.0 36.0 
 100 万円〜200 万円  814 19.3 80.7   自動⾞ローン 673 66.4 33.6 
 200 万円〜300 万円 742 56.6 43.4   消費者⾦融からのローン 208 57.7 42.3 
 300 万円〜400 万円 672 85.1 14.9   その他 88 54.5 45.5 
 400 万円〜500 万円 491 91.0 9.0  ＜世帯ローン残高＞    
 500 万円〜600 万円 354 95.5 4.5   100 万円  116 81.9 18.1 
 600 万円〜700 万円 213 96.2 3.8   100 万円〜200 万円  140 82.1 17.9 
 700 万円〜800 万円 174 96.6 3.4   200 万円〜300 万円 87 81.6 18.4 
 800 万円〜900 万円 85 90.6 9.4   300 万円〜400 万円 44 75.0 25.0 
 900 万円〜1,000 万円 74 95.9 4.1   400 万円〜500 万円 37 73.0 27.0 
 1,000 万円〜1,500 万円 91 97.8 2.2   500 万円〜600 万円 34 79.4 20.6 
 1,500 万円〜2,000 万円 15 86.7 13.3   600 万円〜700 万円 28 67.9 32.1 
 2,000 万円以上 5 100.0 0.0   700 万円〜800 万円 32 78.1 21.9 
 収⼊はない 3 33.3 66.7   800 万円〜900 万円 31 74.2 25.8 
 答えたくない・わからない 540 55.7 44.3   900 万円〜1,000 万円 71 87.3 12.7 
       1,000 万円〜1,500 万円 170 77.1 22.9 
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 度数 正規 非正規   度数 正規 非正規 

 1,500 万円〜2,000 万円 143 80.4 19.6  ＜住居形態＞    
 2,000 万円以上 324 74.4 25.6   持ち家一⼾建て 1,710 76.5 23.5 
 答えたくない・わからない 229 82.2 11.8   分譲マンション 473 77.6 22.4 
       賃貸一⼾建て 99 78.8 21.2 
       賃貸マンション 304 76.6 23.4 
       賃貸アパート 315 79.7 20.3 
       寮・社宅など集合住宅 71 69.0 31.0 
       その他 18 55.6 44.4 
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アンケートの設問および単純集計 
Q1 あなたの性別をお答えください。（回答は 1 つ）  Q3 あなたがお住まいの都道府県をお答えください。 
   （回答は 1 つ） 

 度数 ％   度数 ％ 
全体 5,470  100.0   全体 5,470  100.0  
男性 2,738  50.1   北海道 198  3.6  
⼥性 2,732 49.9  ⻘森県 68 1.2 
    岩手県 74  1.4  
Q2 あなたの年齢をお答えください。  宮城県 105  1.9  
 （回答は半角数字で⼊⼒）  秋田県 53  1.0  

 度数 ％  山形県 58  1.1  
全体 5,470  100.0   福島県 90  1.6  
20-29 歳 980  17.9   茨城県 123  2.2  
30-39 歳 1,181  21.6   栃木県 91  1.7  
40-49 歳 1,413  25.8   群馬県 94  1.7  
50-59 歳 1,177  21.5   埼玉県 276  5.0  
    千葉県 242  4.4  
    東京都 580  10.6  
    神奈川県 353  6.5  
    新潟県 91  1.7  
    富山県 57  1.0  
    石川県 62  1.1  
    福井県 45  0.8  
    山梨県 49  0.9  
    ⻑野県 89  1.6  
    岐阜県 89  1.6  
    静岡県 146  2.7  
    愛知県 297  5.4  
    三重県 82  1.5  
    滋賀県 72  1.3  
    京都府 106  1.9  
    大阪府 326  6.0  
    兵庫県 221  4.0  
    奈良県 70  1.3  
    和歌山県 53  1.0  
    鳥取県 41  0.7  
    島根県 43  0.8  
    岡山県 83  1.5  
    広島県 109  2.0  
    山口県 68  1.2  
    徳島県 46  0.8  
    香川県 48  0.9  
    愛媛県 63  1.2  
    高知県 49  0.9  
    福岡県 199  3.6  
    佐賀県 50  0.9  
    ⻑崎県 66  1.2  
    熊本県 84  1.5  
    大分県 62  1.1  
    宮崎県 55  1.0  
    ⿅児島県 73  1.3  
    沖縄県 71  1.3  
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Q6 あなたの同居ご家族に該当する方をお答えください。（回答はいくつでも） 
※義理の関係も含めてお考えください。 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
配偶者 2,867  52.4  
親 1,596  29.2  
子（未就学児） 574  10.5  
子（小学生・中学生） 781  14.3  
子（高校生・大学生等の学生） 618  11.3  
子（社会人） 647  11.8  
孫 38  0.7  
その他  具体的に： 347  6.3  
本人のみ（一人暮らし） 1,075  19.7  
   
Q7 主としてあなたの世帯の生計を支えている方をお答えください。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
あなたご自身 3,216  58.8  
配偶者 1,306  23.9  
親 850  15.5  
子 29  0.5  
その他  具体的に： 69  1.3  

 
Q8 現在の就業形態についてお答えください。（回答は 1 つ） 

※勤め先での一時休業や産前・産後休暇、育児休業、介護休業などで一時的に休んでいる方は、休業・休暇の前の 
就業形態をお答えください。 

※2 つ以上あてはまる場合は、従事している時間が⻑いほうをお選びください。 
 全体 正社員（役員

を除く） パートタイマー アルバイト 契約社員 派遣労働者 

あなた 5,470 2,891 975 331 380 208 
100.0 52.9 17.8 6.1 6.9 3.8 

配偶者 2,990 1,285 477 84 105 20 
100.0 43.0 16.0 2.8 3.5 0.7 

       
 

嘱託 会社役員 自営業・内職 
家業の手伝
い（専業主
婦・主夫） 

その他 
具体的に： 働いていない 

あなた 62 115 444 0 64 0 
1.1 2.1 8.1 0.0 1.2 0.0 

配偶者 23 83 198 471 21 223 
0.8 2.8 6.6 15.8 0.7 7.5 

       
  

Q4 あなたは世帯主ですか。（回答は 1 つ）  Q5 あなたの婚姻状況をお答えください。 
   （回答は 1 つ） 
 度数 ％   度数 ％ 
全体 5,470  100.0   全体 5,470  100.0  
はい（世帯主） 3,015  55.1   未婚 1,965  35.9  
いいえ（世帯主でない） 2,455  44.9   既婚（事実婚を含む） 2,990  54.7  
    離別・死別 515  9.4  
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Q9 あなたの業種についてお答えください。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 

全体 5,470  100.0  
農業・林業・⽔産業 0  0.0  
製造業・建設業・鉱業 1,228  22.4  
電気・ガス・熱供給・⽔道業 72  1.3  
運輸業・情報通信業 410  7.5  
卸売業・小売業・飲食サービス業 825  15.1  
マスコミ・広告、新聞・放送業 0  0.0  
市場調査 0  0.0  
⾦融業・保険業 243  4.4  
不動産業 127  2.3  
医療、福祉、教育・学習⽀援 973  17.8  
その他サービス業 1,349  24.7  
その他  具体的に： 243  4.4  
   
Q10 あなたの 1 週間の平均的な勤務時間をお答えください。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
1 週間あたり 20 時間未満 719  13.1  
1 週間あたり 20 時間以上 40 時間未満 1,860  34.0  
1 週間あたり 40 時間以上 60 時間未満 2,506  45.8  
1 週間あたり 60 時間以上 385  7.0  
   
Q11 あなたは労働組合に加⼊していますか。（回答は 1 つ）   
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
勤務先の労働組合に加入している 1,332  24.4  
勤務先に労働組合はあるが、別の労働組合に加入している 30  0.5  
勤務先に労働組合はなく、別の労働組合に加入している 68  1.2  
労働組合に加入していない 4,040  73.9  

 
Q12 あなたの個⼈年収（税込）とあなたの世帯全体（配偶者等の収⼊を含む）の年収（税込）をお答えください。 

（回答は 1 つ） 
※「年⾦」や「不動産収⼊」などの勤労給与以外の収⼊は含めずにお答えください。 
※個⼈年収はご家族の年収は含めずにお答えください。 

上段：度数 下段：％ 
 

全体 〜 
100 万円 

100 万円 
〜 

200 万円 

200 万円 
〜 

300 万円 

300 万円 
〜 

400 万円 

400 万円 
〜 

500 万円 

500 万円 
〜 

600 万円 

600 万円 
〜 

700 万円 

個人年収 5,470 658 896 821 736 536 386 223 
100.0 12.0 16.4 15.0 13.5 9.8 7.1 4.1 

世帯年収 5,470 88 254 490 641 606 516 434 
100.0 1.6 4.6 9.0 11.7 11.1 9.4 7.9 

         
 700 万円

〜 
800 万円 

800 万円 
〜 

900 万円 

900 万円 
〜 

1,000 万円 

1,000 万円 
〜 

1,500 万円 

1,500 万円 
〜 

2,000 万円 
2,000 万円 

〜 収入はない 
答えたくな
い・わから

ない 

個人年収 198 96 86 131 23 15 6 659 
3.6 1.8 1.6 2.4 0.4 0.3 0.1 12.0 

世帯年収 379 253 229 404 96 49 2 1,029 
6.9 4.6 4.2 7.4 1.8 0.9 0.0 18.8 
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Q13 あなたの個⼈年収にあてはまるものをお答えください。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 

全体 896  100.0  
103 万円以下 168  18.8  
103 万円超 728  81.3  
   
Q14 現在、あなたの世帯における蓄え（預⾦や有価証券などの合計）はおおよそどれくらいですか。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

100 万円未満 953  17.4  
100 万円以上 〜 200 万円未満 401  7.3  
200 万円以上 〜 300 万円未満 284  5.2  
300 万円以上 〜 400 万円未満 198  3.6  
400 万円以上 〜 500 万円未満 185  3.4  
500 万円以上 〜 600 万円未満 148  2.7  
600 万円以上 〜 700 万円未満 85  1.6  
700 万円以上 〜 800 万円未満 81  1.5  
800 万円以上 〜 900 万円未満 45  0.8  
900 万円以上〜1,000 万円未満 129  2.4  

1,000 万円以上〜1,500 万円未満 263  4.8  
1,500 万円以上〜2,000 万円未満 145  2.7  
2,000 万円以上 500  9.1  
なし 267  4.9  
答えたくない・わからない 1,786  32.7  

 
Q15 現在、あなたやあなたの世帯には、以下のローンがありますか。（回答はいくつでも） 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
住宅ローンがある 1,407  25.7  
教育ローンがある 190  3.5  
自動⾞ローンがある 741  13.5  
消費者⾦融のローンがある 231  4.2  
その他のローンがある  具体的に： 105  1.9  
ローンはない 2,889  52.8  
答えたくない・わからない 499  9.1  
   
Q16 いずれかのローンがあるとご回答いただいた方におたずねします。 

現在、あなたの世帯におけるローンの合計はおおよそどれくらいですか。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 
全体 2,082  100.0  

100 万円未満 249  12.0  
100 万円以上 〜 200 万円未満 230  11.0  
200 万円以上 〜 300 万円未満 134  6.4  
300 万円以上 〜 400 万円未満 72  3.5  
400 万円以上 〜 500 万円未満 55  2.6  
500 万円以上 〜 600 万円未満 48  2.3  
600 万円以上 〜 700 万円未満 35  1.7  
700 万円以上 〜 800 万円未満 41  2.0  
800 万円以上 〜 900 万円未満 37  1.8  
900 万円以上〜1,000 万円未満 85  4.1  

1,000 万円以上〜1,500 万円未満 199  9.6  
1,500 万円以上〜2,000 万円未満 175  8.4  
2,000 万円以上 351  16.9  
答えたくない・わからない 371  17.8  
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Q17 あなたが現在お住まいの住居について、あてはまるものをお選びください。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 

全体 5,470  100.0  
持ち家一⼾建て 2,808  51.3  
分譲マンション 718  13.1  
賃貸一⼾建て 194  3.5  
賃貸マンション 754  13.8  
賃貸アパート 798  14.6  
寮・社宅など集合住宅 163  3.0  
その他  具体的に： 35  0.6  
   
Q18 過去 1 年間で、あなたが保険・共済について、⾒聞きしたものを全てお選びください。（回答はいくつでも） 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
テレビ CM や番組 3,942  72.1  
新聞広告や記事 1,093  20.0  
新聞折込みチラシ 1,174  21.5  
雑誌やフリーペーパーの広告や記事 494  9.0  
ラジオ広告や番組 252  4.6  
インターネットの広告 1,374  25.1  
銀⾏やコンビニエンスストアなどで⾒る広告、店頭に置いてあるパンフレット 508  9.3  
電⾞・駅構内や街頭で⾒る広告 344  6.3  
保険会社・共済団体からの営業・連絡（訪問、ダイレクトメール、電話など） 1,013  18.5  
保険会社・共済団体の窓口、保険ショップ 484  8.8  
保険会社・共済団体の公式 web サイト（インターネット） 320  5.9  
一般の web サイト（インターネット） 544  9.9  
家族・親戚、友人・知人から 697  12.7  
職場を通じて 633  11.6  
SNS 98  1.8  
その他  具体的に： 84  1.5  

 
Q19 万が一あなたご自身が「死亡時にかかる葬儀費用」を支払うことになった際、ご自身の負担額はいくらぐらいに 
     なると思いますか。（回答は 1 つ） 
      ※ご自身の負担額は、保険⾦・共済⾦が支払われる前の⾦額をお答えください。 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
50 万円未満 1,321  24.1  
50 万円以上〜100 万円未満 1,512  27.6  

100 万円以上〜150 万円未満 992  18.1  
150 万円以上〜200 万円未満 747  13.7  
200 万円以上〜300 万円未満 562  10.3  
300 万円以上〜400 万円未満 141  2.6  
400 万円以上〜500 万円未満 45  0.8  
500 万円以上 150  2.7  
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Q20 万が一あなたご自身が「短期⼊院（1 カ月未満）にかかる費用」を支払うことになった際、ご自身の負担額は 
      1 日あたりいくらぐらいになると思いますか。（回答は 1 つ） 
      ※ご自身の負担額は、保険⾦・共済⾦が支払われる前の⾦額をお答えください。 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
3,000 円未満 756  13.8  
3,000 円以上〜5,000 円未満 1,174  21.5  
5,000 円以上〜1 万円未満 1,958  35.8  
1 万円以上 〜2 万円未満 964  17.6  
2 万円以上 〜3 万円未満 164  3.0  
3 万円以上 〜5 万円未満 109  2.0  
5 万円以上 〜7 万円未満 73  1.3  
7 万円以上〜10 万円未満 98  1.8  

10 万円以上 174  3.2  
   
Q21 万が一あなたご自身が「⻑期⼊院（1 カ月以上）にかかる費用」を支払うことになった際、ご自身の負担額は 
      1 か月あたりいくらぐらいになると思いますか。（回答は 1 つ） 
      ※ご自身の負担額は、保険⾦・共済⾦が支払われる前の⾦額をお答えください。 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

1 万円未満 932  17.0  
1 万円以上 〜 2 万円未満 826  15.1  
2 万円以上 〜 3 万円未満 337  6.2  
3 万円以上 〜 5 万円未満 403  7.4  
5 万円以上 〜 7 万円未満 338  6.2  
7 万円以上〜 10 万円未満 785  14.4  

10 万円以上〜 30 万円未満 1,211  22.1  
30 万円以上〜 50 万円未満 432  7.9  
50 万円以上〜100 万円未満 128  2.3  

100 万円以上 78  1.4  
 

Q22 万が一あなたご自身が「介護にかかる費用」を支払うことになった際、ご自身の負担額は 1 か月あたり 
     いくらぐらいになると思いますか。（回答は 1 つ） 
      ※ご自身の負担額は、保険⾦・共済⾦が支払われる前の⾦額をお答えください。 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

1 万円未満 853  15.6  
1 万円以上 〜 2 万円未満 567  10.4  
2 万円以上 〜 3 万円未満 506  9.3  
3 万円以上 〜 5 万円未満 671  12.3  
5 万円以上 〜 7 万円未満 530  9.7  
7 万円以上〜 10 万円未満 851  15.6  

10 万円以上〜 30 万円未満 1,092  20.0  
30 万円以上〜 50 万円未満 231  4.2  
50 万円以上〜100 万円未満 78  1.4  

100 万円以上 91  1.7  
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Q23 あなたのご家庭で、最近 3 年以内で以下に関連する保険⾦・共済⾦の受け取りを経験されたことがありますか。 
      あてはまるものを全てお選びください。（回答はいくつでも） 
      先進医療とは、厚生労働省に認定された医療機関で、厚生労働⼤⾂の承認を受けた医療技術（2017 年 10 月 

現在 104 種類）を受けたもののことです。先進医療の受診に要する費用には健康保険が適用されません。 
 度数 ％ 

全体 5,470  100.0  
通院 542  9.9  
短期入院（1 か月未満） 576  10.5  
⻑期入院（1 か月以上） 199  3.6  
手術 494  9.0  
先進医療 46  0.8  
死亡 107  2.0  
介護 40  0.7  
住宅関連（⽕災・地震・風⽔害等） 70  1.3  
自動⾞関連 249  4.6  
   
Q24 現在、あなたが加⼊している生命保険・損害保険・共済（注）のタイプを全てお選びください。（回答はいくつ 
     でも）※あなた自身が契約者として加⼊している保険・共済をお選びください。 
     ※主契約に付帯している特約は除いてお答えください。 
   （注 1）：生命保険・共済とは、「⼊通院、介護、障がい、死亡、年⾦の保障」を指します。 

（注 2）：損害保険・共済とは、「偶然の事故や災害によって発生した損害の補償」を指します。 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
万が一に備えた死亡保険・共済 2,836  51.8  
がんに備えたがん保険・共済 1,687  30.8  
病気やケガに備えた入通院・医療保険・共済 2,837  51.9  
⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 900  16.5  
病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障してくれる休業保険・共済 251  4.6  
自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・共済 209  3.8  
子供の教育資⾦としての学資保険・共済 427  7.8  
保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 382  7.0  
その他のタイプの生命保険・共済  具体的に： 4  0.1  
自動⾞保険・共済 2,822  51.6  
⽕災保険・共済 1,815  33.2  
損害保険会社の地震保険 680  12.4  
全労済や、JA 共済等の自然災害補償付共済（地震共済を含む） 264  4.8  
自転⾞での事故やケガを賠償・補償する保険・共済 456  8.3  
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合に備える個人賠償責任保険
（自転⾞保険を除く） 

456  8.3  

その他のタイプの損害保険・共済  具体的に： 13  0.2  
現在加入している保険・共済はない 1,075  19.7  
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Q25 あなたが現在加⼊されている保険・共済の被保険者※はどなたですか。以下の保険・共済それぞれについて、 
      あてはまる方を全てお答えください。（回答はいくつでも） 
      ※被保険者とは、生命保険・共済においては、保障の対象となる⼈を指します。 

損害保険・共済においては、保険事故による損害の填補を受ける⼈を指します。 
上段：度数 下段：％ 

 全
体 

あ
な
た 

配
偶
者 

親 子
（
未
就
学
児
） 

子（
小
学
生
・
中
学
生
） 

子
（
高
校
生
・
大
学
生

等
の
学
生
） 

子
（
社
会
人
） 

孫 そ
の
他 

具
体
的
に
： 

万が一に備えた死亡保険・共済 
2,835 2,536 1,158 214 53 85 92 132 4 8 

100.0 89.5 40.8 7.5 1.9 3.0 3.2 4.7 0.1 0.3 

がんに備えたがん保険・共済 
1,687 1,561 705 79 18 19 42 66 2 5 

100.0 92.5 41.8 4.7 1.1 1.1 2.5 3.9 0.1 0.3 

病気やケガに備えた入通院・医療保険・
共済 

2,836 2,674 1,109 192 83 147 138 158 5 7 

100.0 94.3 39.1 6.8 2.9 5.2 4.9 5.6 0.2 0.2 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
900 859 219 26 8 8 7 18 3 0 

100.0 95.4 24.3 2.9 0.9 0.9 0.8 2.0 0.3 0.0 

病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に 
所得を保障してくれる休業保険・共済 

251 225 74 21 4 3 3 7 2 0 

100.0 89.6 29.5 8.4 1.6 1.2 1.2 2.8 0.8 0.0 

自分が寝たきりや認知症になったときの
介護保険・共済 

209 192 67 15 4 5 2 4 1 1 

100.0 91.9 32.1 7.2 1.9 2.4 1.0 1.9 0.5 0.5 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
427 188 86 6 106 114 46 5 4 0 

100.0 44.0 20.1 1.4 24.8 26.7 10.8 1.2 0.9 0.0 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
380 358 95 26 5 5 6 14 2 0 

100.0 94.2 25.0 6.8 1.3 1.3 1.6 3.7 0.5 0.0 

その他のタイプの生命保険・共済 
9 8 2 1 0 0 0 1 0 0 

100.0 88.9 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 

自動⾞保険・共済 
2,822 2,557 1,018 167 15 23 58 137 5 13 

100.0 90.6 36.1 5.9 0.5 0.8 2.1 4.9 0.2 0.5 

⽕災保険・共済 
1,814 1,463 536 97 13 24 20 24 2 9 

100.0 80.7 29.5 5.3 0.7 1.3 1.1 1.3 0.1 0.5 

損害保険会社の地震保険 
680 544 213 32 8 11 8 14 2 0 

100.0 80.0 31.3 4.7 1.2 1.6 1.2 2.1 0.3 0.0 

全労済や、JA 共済等の自然災害補償付 
共済（地震共済を含む） 

264 213 86 25 5 7 6 12 1 0 

100.0 80.7 32.6 9.5 1.9 2.7 2.3 4.5 0.4 0.0 

自転⾞での事故やケガを賠償・補償する
保険・共済 

455 392 186 40 32 63 63 37 5 2 

100.0 86.2 40.9 8.8 7.0 13.8 13.8 8.1 1.1 0.4 
他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
たりした場合に備える個人賠償責任保険
（自転⾞保険を除く） 

456 412 213 30 48 74 58 45 6 2 

100.0 90.4 46.7 6.6 10.5 16.2 12.7 9.9 1.3 0.4 

その他のタイプの損害保険・共済 
15 13 2 0 0 0 0 4 1 1 

100.0 86.7 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 6.7 6.7 
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Q26 ご家族の中で、保険・共済への加⼊について最終的に判断した⼈はどなたですか。それぞれについてお答え 
  ください。（回答は 1 つ） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

ご
自
身 

配
偶
者 

子
ど
も
・

子
ど
も
の

配
偶
者 

親 そ
の
他 

具
体
的

に
： 

万が一に備えた死亡保険・共済 2,835 2,294 367 32 138 4 
100.0 80.9 12.9 1.1 4.9 0.1 

がんに備えたがん保険・共済 1,687 1,400 224 5 54 4 
100.0 83.0 13.3 0.3 3.2 0.2 

病気やケガに備えた入通院・医療保険・共済 2,836 2,345 323 18 145 5 
100.0 82.7 11.4 0.6 5.1 0.2 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 900 791 74 4 30 1 
100.0 87.9 8.2 0.4 3.3 0.1 

病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障 
してくれる休業保険・共済 

251 212 30 1 8 0 
100.0 84.5 12.0 0.4 3.2 0.0 

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・
共済 

209 180 21 1 7 0 
100.0 86.1 10.0 0.5 3.3 0.0 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 427 337 70 12 7 1 
100.0 78.9 16.4 2.8 1.6 0.2 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 380 318 31 1 27 3 
100.0 83.7 8.2 0.3 7.1 0.8 

その他のタイプの生命保険・共済 9 7 1 0 1 0 
100.0 77.8 11.1 0.0 11.1 0.0 

自動⾞保険・共済 2,822 2,287 380 12 135 8 
100.0 81.0 13.5 0.4 4.8 0.3 

⽕災保険・共済 1,814 1,428 296 4 64 22 
100.0 78.7 16.3 0.2 3.5 1.2 

損害保険会社の地震保険 680 538 116 4 14 8 
100.0 79.1 17.1 0.6 2.1 1.2 

全労済や、JA 共済等の自然災害補償付共済 
（地震共済を含む） 

264 204 39 1 18 2 
100.0 77.3 14.8 0.4 6.8 0.8 

自転⾞での事故やケガを賠償・補償する保険・共済 455 377 53 5 20 0 
100.0 82.9 11.6 1.1 4.4 0.0 

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場
合に備える個人賠償責任保険（自転⾞保険を除く） 

456 389 51 3 13 0 
100.0 85.3 11.2 0.7 2.9 0.0 

その他のタイプの損害保険・共済 15 14 1 0 0 0 
100.0 93.3 6.7 0.0 0.0 0.0 

 

Q27 現在、あなたの同居されているご家族全員で、前問でお答えいただいたような保険・共済に合計何件加⼊して 
  いますか。（回答は半角数字で⼊⼒） 
   ※件数の数え方：複数の保障（補償）がセットになった保険・共済は「1 件」と数えてください。 
    また、同じ保険・共済に「何口」か⼊っている場合も「1 件」と数えてください。 

上段：度数 下段：％ 
 全体 1 件 2 件 3 件 4 件 5 件 

生命保険・共済の加⼊件数： 2,835 2,294 367 32 138 4 
100.0 80.9 12.9 1.1 4.9 0.1 

損害保険・共済の加⼊件数： 1,687 1,400 224 5 54 4 
100.0 83.0 13.3 0.3 3.2 0.2 

       
 6 件 7 件 8 件 9 件 10 件以上 

生命保険・共済の加⼊件数： 251 212 30 1 8 
100.0 84.5 12.0 0.4 3.2 

損害保険・共済の加⼊件数： 209 180 21 1 7 
100.0 86.1 10.0 0.5 3.3 
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Q28 あなたが現在加入されている保険・共済は以下のどの保険会社・共済団体の商品ですか。 

  以下の保険・共済それぞれについて、あてはまるものを全てお答えください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

営
業
職
員
・
代
理
店
系
の
保
険
会
社
（
保
険
会
社
の

代
理
店
や
営
業
担
当
か
ら
契
約
す
る
保
険
会
社
） 

ダ
イ
レ
ク
ト
系
の
保
険
会
社（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

電
話
か
ら
直
接
契
約
す
る
保
険
会
社
） 

か
ん
ぽ
生
命 

全
労
済
（
こ
く
み
ん
共
済
な
ど
） 

JA

共
済
（
農
協
） 

県
民
共
済
（
都
民
共
済
・
府
民
共
済
・
道
民
共
済
） 

CO
・O

P

共
済 

そ
の
他 

 

具
体
的
に
： 

わ
か
ら
な
い 

万が一に備えた死亡保険・共済 
2,835 1,847 219 318 199 181 335 119 29 153 
100.0 65.1 7.7 11.2 7.0 6.4 11.8 4.2 1.0 5.4 

がんに備えたがん保険・共済 
1,687 1,179 252 70 56 70 91 63 16 68 
100.0 69.9 14.9 4.1 3.3 4.1 5.4 3.7 0.9 4.0 

病気やケガに備えた⼊通院・医療保険・共
済 

2,836 1,615 331 222 229 138 432 165 33 118 
100.0 56.9 11.7 7.8 8.1 4.9 15.2 5.8 1.2 4.2 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
900 693 44 91 30 68 14 9 15 28 

100.0 77.0 4.9 10.1 3.3 7.6 1.6 1.0 1.7 3.1 
病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得
を保障してくれる休業保険・共済 

251 184 29 17 14 9 11 9 7 20 
100.0 73.3 11.6 6.8 5.6 3.6 4.4 3.6 2.8 8.0 

自分が寝たきりや認知症になったときの介護
保険・共済 

209 166 14 8 11 17 8 8 3 11 
100.0 79.4 6.7 3.8 5.3 8.1 3.8 3.8 1.4 5.3 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
427 246 31 114 8 40 14 7 1 12 

100.0 57.6 7.3 26.7 1.9 9.4 3.3 1.6 0.2 2.8 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
380 216 23 126 14 34 15 8 0 10 

100.0 56.8 6.1 33.2 3.7 8.9 3.9 2.1 0.0 2.6 

その他のタイプの生命保険・共済 
9 5 1 2 0 0 1 0 0 1 

100.0 55.6 11.1 22.2 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 11.1 

自動⾞保険・共済 
2,822 1,488 889 0 135 168 36 15 33 156 
100.0 52.7 31.5 0.0 4.8 6.0 1.3 0.5 1.2 5.5 

火災保険・共済 
1,814 1,177 165 0 118 122 113 26 41 125 
100.0 64.9 9.1 0.0 6.5 6.7 6.2 1.4 2.3 6.9 

損害保険会社の地震保険 
680 533 64 0 41 38 13 8 4 27 

100.0 78.4 9.4 0.0 6.0 5.6 1.9 1.2 0.6 4.0 
全労済や、JA 共済等の自然災害補償付
共済（地震共済を含む） 

264 60 17 0 96 85 24 18 2 12 
100.0 22.7 6.4 0.0 36.4 32.2 9.1 6.8 0.8 4.5 

自転⾞での事故やケガを賠償・補償する保
険・共済 

455 216 114 0 35 19 25 42 15 32 
100.0 47.5 25.1 0.0 7.7 4.2 5.5 9.2 3.3 7.0 

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりし
た場合に備える個人賠償責任保険（自転

456 247 77 0 25 24 16 62 17 23 
100.0 54.2 16.9 0.0 5.5 5.3 3.5 13.6 3.7 5.0 

その他のタイプの損害保険・共済 
15 8 3 0 0 0 0 1 1 2 

100.0 53.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 6.7 13.3 
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Q29 ご自身が加⼊している保険・共済は、どのような動機・きっかけで加⼊されましたか。（回答はいくつでも） 
上段：度数 下段：％ 

 全
体 

希
望
に
あ
っ
た
保
険
・
共
済
だ
っ
た
の
で 

従
来
な
か
っ
た
よ
う
な
新
し
い
保
険
・
共
済

だ
っ
た
の
で 

保
険
料
・
掛
⾦
が
安
か
っ
た
の
で 

加
入
後
の
サ
ー
ビ
ス
が
よ
い
と
思
っ
た
の
で 

営
業
職
員
や
代
理
店
の
人
が
親
身
に
な
っ
て

説
明
し
て
く
れ
た
の
で 

営
業
職
員
や
代
理
店
の
人
が
知
り
合
い
だ
っ

た
の
で 

以
前
か
ら
加
入
し
て
い
た
営
業
職
員
や
代
理

店
の
人
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で 

万が一に備えた死亡保険・共済 
2,835 1,101 100 598 119 489 394 179 
100.0 38.8 3.5 21.1 4.2 17.2 13.9 6.3 

がんに備えたがん保険・共済 
1,687 676 76 420 85 255 222 93 
100.0 40.1 4.5 24.9 5.0 15.1 13.2 5.5 

病気やケガに備えた⼊通院・医療保険・共済 
2,836 1,066 80 799 131 397 333 147 
100.0 37.6 2.8 28.2 4.6 14.0 11.7 5.2 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
900 401 35 94 52 170 145 75 

100.0 44.6 3.9 10.4 5.8 18.9 16.1 8.3 
病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障してく
れる休業保険・共済 

251 105 23 49 20 51 45 18 
100.0 41.8 9.2 19.5 8.0 20.3 17.9 7.2 

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・共済 
209 88 20 29 12 47 40 25 

100.0 42.1 9.6 13.9 5.7 22.5 19.1 12.0 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
427 190 10 53 27 72 54 30 

100.0 44.5 2.3 12.4 6.3 16.9 12.6 7.0 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
380 163 21 37 25 71 39 27 

100.0 42.9 5.5 9.7 6.6 18.7 10.3 7.1 

その他のタイプの生命保険・共済 
9 5 1 2 0 0 1 1 

100.0 55.6 11.1 22.2 0.0 0.0 11.1 11.1 

自動⾞保険・共済 
2,822 866 61 712 154 300 360 162 
100.0 30.7 2.2 25.2 5.5 10.6 12.8 5.7 

火災保険・共済 
1,814 666 26 288 54 213 194 121 
100.0 36.7 1.4 15.9 3.0 11.7 10.7 6.7 

損害保険会社の地震保険 
680 286 12 74 31 86 79 52 

100.0 42.1 1.8 10.9 4.6 12.6 11.6 7.6 
全労済や、JA 共済等の自然災害補償付共済 
（地震共済を含む） 

264 106 14 68 17 26 23 22 
100.0 40.2 5.3 25.8 6.4 9.8 8.7 8.3 

自転⾞での事故やケガを賠償・補償する保険・共済 
455 187 19 146 26 35 30 28 

100.0 41.1 4.2 32.1 5.7 7.7 6.6 6.2 
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合に備
える個人賠償責任保険（自転⾞保険を除く） 

456 187 16 137 23 43 49 34 
100.0 41.0 3.5 30.0 5.0 9.4 10.7 7.5 

その他のタイプの損害保険・共済 
15 6 1 3 2 4 3 0 

100.0 40.0 6.7 20.0 13.3 26.7 20.0 0.0 
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（前ページ続き） 

 営
業
職
員
が
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー

（
FP
）
の
資
格
を
持
つ
な
ど
、
専
門
性
を
有
し
て
い

た
の
で 

通
信
販
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、手
続
き

が
簡
単
に
で
き
た
の
で 

テ
レ
ビ
、
新
聞
、
雑
誌
な
ど
で
、
し
ば
し
ば
⾒
聞
き
し

て
い
る
会
社
な
の
で 

以
前
加
入
し
た
こ
と
の
あ
る
会
社
だ
っ
た
の
で 

健
全
な
経
営
を
し
て
い
る
会
社
だ
っ
た
の
で 

家
族
、
友
人
、
知
人
な
ど
に
す
す
め
ら
れ
た
の
で 

そ
の
他 

 

具
体
的
に
： 

万が一に備えた死亡保険・共済 
89 43 40 97 124 438 53 

3.1 1.5 1.4 3.4 4.4 15.4 1.9 

がんに備えたがん保険・共済 
61 42 33 29 50 223 36 

3.6 2.5 2.0 1.7 3.0 13.2 2.1 

病気やケガに備えた⼊通院・医療保険・共済 
102 79 50 73 116 461 58 
3.6 2.8 1.8 2.6 4.1 16.3 2.0 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
29 7 7 20 35 129 20 

3.2 0.8 0.8 2.2 3.9 14.3 2.2 
病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障してくれる
休業保険・共済 

18 5 6 6 15 31 6 
7.2 2.0 2.4 2.4 6.0 12.4 2.4 

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・共済 
13 4 2 7 14 25 1 

6.2 1.9 1.0 3.3 6.7 12.0 0.5 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
19 9 15 15 17 74 6 

4.4 2.1 3.5 3.5 4.0 17.3 1.4 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
29 9 5 20 23 71 4 

7.6 2.4 1.3 5.3 6.1 18.7 1.1 

その他のタイプの生命保険・共済 
1 0 0 0 0 1 1 

11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1 

自動⾞保険・共済 
29 212 65 127 79 456 56 

1.0 7.5 2.3 4.5 2.8 16.2 2.0 

火災保険・共済 
30 33 21 100 81 207 139 

1.7 1.8 1.2 5.5 4.5 11.4 7.7 

損害保険会社の地震保険 
20 12 8 37 38 75 42 

2.9 1.8 1.2 5.4 5.6 11.0 6.2 
全労済や、JA 共済等の自然災害補償付共済（地震共済
を含む） 

2 6 6 21 16 36 4 
0.8 2.3 2.3 8.0 6.1 13.6 1.5 

自転⾞での事故やケガを賠償・補償する保険・共済 
7 36 5 16 19 58 15 

1.5 7.9 1.1 3.5 4.2 12.7 3.3 
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合に備える
個人賠償責任保険（自転⾞保険を除く） 

6 26 7 17 23 53 13 
1.3 5.7 1.5 3.7 5.0 11.6 2.9 

その他のタイプの損害保険・共済 
0 3 1 0 1 2 0 

0.0 20.0 6.7 0.0 6.7 13.3 0.0 
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Q30 保険・共済の加入を検討した際、どのようなところから情報を得ましたか。あてはまるものを全てお答えください。 

   （回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

保
険
会
社
・
共

済
の
窓
口
や
営

業
職
員 

保
険
代
理
店
の

窓
口
や
営
業
職

員 複
数
社
の
保
険

商
品
を
扱
っ
て

い
る
会
社
・
お

店
（
保
険
の
窓

口
な
ど
） 

保
険
会
社
・
共

済
の
シ
ョ
ッ
プ 

郵
便
局
の
窓
口

や
営
業
職
員 

銀
⾏
・
証
券
会

社
の
窓
口
や
営

業
職
員 

家
族
・
親
類 

友
人
・
知
人
・
近

所
の
人 

職
場
の
同
僚
・

上
司 

生命保険・共済 
4,065 1,724 667 230 118 189 112 348 280 100 

100.0 42.4 16.4 5.7 2.9 4.6 2.8 8.6 6.9 2.5 

損害保険・共済 
3,309 962 625 118 74 50 61 283 214 93 

100.0 29.1 18.9 3.6 2.2 1.5 1.8 8.6 6.5 2.8 
           

 

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ

ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー

（
FP
）や
税
理
士
・

公
認
会
計
士 

保
険
・
共
済
に
関
す

る
説
明
会
な
ど 

テ
レ
ビ
・
新
聞
・
雑

誌
・
書
籍
な
ど 

決
算
報
告
書
な
ど
保

険
会
社
・
共
済
団
体

の
経
営
状
況
に
関
す

る
資
料 

商
品
カ
タ
ロ
グ
・
パ

ン
フ
レ
ッ
ト 

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル

（
郵
便
な
ど
） 

保
険
会
社
や
代
理

店
、
共
済
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ 

保
険
の
比
較
サ
イ
ト

な
ど
保
険
・
共
済
に

関
す
る
情
報
を
提
供

し
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ

ジ
そ
の
他 

具
体
的

に
： 

情
報
を
得
な
か
っ
た 

生命保険・共済 
154 33 153 24 427 187 283 166 23 386 

3.8 0.8 3.8 0.6 10.5 4.6 7.0 4.1 0.6 9.5 

損害保険・共済 
84 35 86 17 281 130 349 292 36 441 

2.5 1.1 2.6 0.5 8.5 3.9 10.5 8.8 1.1 13.3 

 

Q31 保険・共済の加⼊を検討した際、他の保険会社・共済の商品や他の⾦融商品と⽐較しましたか。 
   ⽐較したものを全てお選びください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 

 

全
体 

営
業
職
員
・
代
理
店

系
の
保
険
会
社
（
保

険
会
社
の
代
理
店

や
営
業
担
当
か
ら

契
約
す
る
保
険
会

社
） 

ダ
イ
レ
ク
ト
系
の

保
険
会
社
（
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
や
電
話

か
ら
直
接
契
約
す

る
保
険
会
社
） 

か
ん
ぽ
生
命 

全
労
済
（
こ
く
み
ん

共
済
な
ど
） 

JA

共
済
（
農
協
） 

生命保険・共済の加⼊件数： 
4,065 1,327 362 213 197 122 

100.0 32.6 8.9 5.2 4.8 3.0 

損害保険・共済の加⼊件数： 
3,309 832 517 0 140 118 

100.0 25.1 15.6 0.0 4.2 3.6 
       

 

県
民
共
済
（
都
民

共
済
・
府
民
共
済
・

道
民
共
済
） 

CO

・O
P

共
済 

銀
⾏
等
の
預
貯
⾦ 

そ
の
他 

具
体
的

に
： 

特
に
比
較
は
し
な

か
っ
た 

 

生命保険・共済の加⼊件数： 251 212 30 1 8  
100.0 84.5 12.0 0.4 3.2  

損害保険・共済の加⼊件数： 209 180 21 1 7  
100.0 86.1 10.0 0.5 3.3  
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Q32 他の保険会社・共済の商品や他の⾦融商品と、どのような⽐較をしましたか。 

   あてはまるものを全てお選びください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

保
険
料
・
掛
⾦ 

保
障（
補
償
）の
内

容 保
障（
補
償
）の
範

囲 受
け
取
り
額 

加
入
後
の
サ
ー
ビ

ス 事
故
時
の
対
応

（
サ
ー
ビ
ス
） 

生命保険・共済 
1,955 1,550 1,176 684 454 196 0 

100.0 79.3 60.2 35.0 23.2 10.0 0.0 

損害保険・共済 
1,485 1,198 905 608 255 155 218 

100.0 80.7 60.9 40.9 17.2 10.4 14.7 
        

 
商
品
内
容

の
わ
か
り

や
す
さ 

運
営
会
社

の
経
営
状

況 加
入
・
更
新

の
手
続
き 

利
回
り 

配
当
⾦ 

税
制
上
の

メ
リ
ッ
ト 

そ
の
他 

具
体
的
に
： 

生命保険・共済 
281 106 111 83 88 44 22 

14.4 5.4 5.7 4.2 4.5 2.3 1.1 

損害保険・共済 
190 68 113 33 44 22 15 

12.8 4.6 7.6 2.2 3.0 1.5 1.0 

 

Q33 あなたが現在ご加⼊している生命保険・共済について、保険料・掛⾦と保険⾦・共済⾦についておうかがいします。 
     （回答は半角数字で⼊⼒） 
   （1）生命保険・共済の保険料・掛⾦額：合計*円／月 

 度数 ％ 
全体 3,925  100.0  

5,000 円未満 859  21.9  

5,000 円以上〜1 万円未満 847  21.6  

1 万円以上〜 2 万円未満 1,083  27.6  

2 万円以上〜 4 万円未満 840  21.4  

4 万円以上〜 6 万円未満 205  5.2  

6 万円以上〜10 万円未満 57  1.5  

10 万円以上 34  0.9  
   
 （2）病気やケガで⼊院した時の受け取り額：合計*円／1 日 
 度数 ％ 
全体 3,762  100.0  

5,000 円未満 572  15.2  

5,000 円以上〜1 万円未満 1,660  44.1  

1 万円以上〜1 万 5,000 円未満 1,095  29.1  

1 万 5,000 円以上〜2 万円未満 215  5.7  

2 万円以上〜5 万円未満 178  4.7  

5 万円以上〜10 万円未満 30  0.8  

10 万円以上 12 0.3 
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  （3）死亡時の受け取り額：合計*万円 
 度数 ％ 

全体 3,307  100.0  

250 万円未満 682  20.6  

250 万円以上〜  500 万円未満 411  12.4  

500 万円以上〜 1,000 万円未満 589  17.8  

1,000 万円以上〜1,500 万円未満 597  18.1  

1,500 万円以上〜3,000 万円未満 410  12.4  

3,000 万円以上〜5,000 万円未満 309  9.3  

5,000 万以上〜1 億円未満 169  5.1  

1 億円以上 140  4.2  
   
 （4）要介護時の受け取り額：合計*円／月 
 度数 ％ 
全体 1,035  100.0  

2 万円未満 314  30.3  

2 万円未満〜 5 万円以上 168  16.2  

5 万円未満〜10 万円以上 198  19.1  

10 万円未満〜20 万円以上 230  22.2  

20 万円未満〜30 万円以上 60  5.8  

30 万円未満〜50 万円以上 42  4.1  

50 万円以上 23  2.2  

 

Q34 あなたが現在ご加入されている損害保険・共済について、「1 年あたりの保険料・掛⾦」をお答えください。 

    （回答は半角数字で入⼒） 

上段：度数 下段：％ 
 

全体 
〜 

2 万円 

2〜 

5 万円 

5〜 

10 万円 

10〜 

20 万円 

20〜 

30 万円 

30〜 

50 万円 

50 万円

〜 

住宅保険・共済の保険料・掛⾦： 

 合計*円／年 

2,411 957 638 345 296 87 63 25 

100.0 39.7 26.5 14.3 12.3 3.6 2.6 1.0 

自動⾞保険・共済の保険料・掛⾦： 

 合計*円／年 

2,681 262 1,107 889 340 56 19 8 

100.0 9.8 41.3 33.2 12.7 2.1 0.7 0.3 

 

Q35 それでは、現在ご加入している保険・共済について、総合的な満⾜度をお答えください。（回答は 1 つ） 

上段：度数 下段：％ 
 

全体 満足している どちらかといえば 
満足している 

どちらかといえば 
不満である 

生命保険・共済 
296 87 63 25 

12.3 3.6 2.6 1.0 

損害保険・共済 
3,309 402 2,403 451 

100.0 12.1 72.6 13.6 
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Q36 現在ご加入されている保険・共済の会社・商品について、どのような点に満⾜していらっしゃいますか。 

    次の中からあてはまるものを全てお答えください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

契
約
内
容
に
関
す
る
情
報
が
わ
か
り

や
す
い 

顧
客
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
や
質
問

に
誠
実
に
対
応
し
て
く
れ
る 

社
員
や
営
業
職
員
が
迅
速
に
対
応
し

て
く
れ
る 

保
険
だ
け
で
な
く
生
活
設
計
全
般
に

関
す
る
相
談
に
も
対
応
し
て
く
れ
る 

加
入
後
の
相
談
や
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の

対
応
が
⾏
き
届
い
て
い
る 

保
険
⾦
や
共
済
⾦
が
正
確（
誠
実
）に

⽀
払
わ
れ
そ
う 

保
険
⾦
や
共
済
⾦
の
請
求
手
続
や
契

約
内
容
の
変
更
手
続
が
簡
単
そ
う
だ 

会
社
の
様
々
な
情
報
を
積
極
的
に
開

示
し
て
い
る 

社
員
や
営
業
職
員
、
代
理
店
へ
の
教

育
が
⾏
き
届
い
て
い
る 

生命保険・共済 
3,289 1,346 417 524 113 156 400 190 66 96 

100.0 40.9 12.7 15.9 3.4 4.7 12.2 5.8 2.0 2.9 

損害保険・共済 
2,805 1,028 344 440 85 140 247 118 50 88 

100.0 36.6 12.3 15.7 3.0 5.0 8.8 4.2 1.8 3.1 
           

 

経
営
内
容
が
健
全
で
あ
る 

顧
客
の
個
人
情
報
管
理
が
⾏
き
届

い
て
い
る 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
充
実
し
て
い
る 

保
障
（
補
償
）
の
範
囲
が
広
い 

保
障（
補
償
）内
容
が
現
在
の
自
分

や
自
分
の
家
族
状
況
に
合
っ
て
い

る 契
約
の
途
中
で
内
容
を
自
由
に
変

更
で
き
る 

保
障
（
補
償
）
内
容
に
比
べ
保
険

料
・
掛
⾦
が
安
い 

契
約
者
貸
付
が
利
用
で
き
る 

保
障（
補
償
）内
容
や
仕
組
み
が
シ

ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い 

話
題
性
の
あ
る
商
品
で
あ
る 

生命保険・共済 
255 48 89 480 609 169 485 61 292 46 

7.8 1.5 2.7 14.6 18.5 5.1 14.7 1.9 8.9 1.4 

損害保険・共済 
192 51 89 412 556 119 474 31 176 29 

6.8 1.8 3.2 14.7 19.8 4.2 16.9 1.1 6.3 1.0 
           
 保

障（
補
償
）と
貯
蓄
を
兼
ね

て
い
る 

利
回
り
が
他
の
⾦
融
商
品
に

比
べ
て
有
利 

配
当
⾦
が
期
待
で
き
る 

税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る 

そ
の
他 

具
体
的
に
： 

     

生命保険・共済 
255 48 89 480 609      

7.8 1.5 2.7 14.6 18.5      

損害保険・共済 
192 51 89 412 556      

6.8 1.8 3.2 14.7 19.8      
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Q37 現在ご加入されている保険・共済の会社・商品について、どのような点に不満でいらっしゃいますか。 

    次の中からあてはまるものを全てお答えください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

契
約
内
容
に
関
す
る
情
報
が
わ
か
り
に
く
い 

顧
客
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
や
質
問
に
誠
実
に
対
応
し
て
く
れ
な
い 

社
員
や
営
業
職
員
が
迅
速
に
対
応
し
て
く
れ
な
い 

保
険
だ
け
で
な
く
生
活
設
計
全
般
に
関
す
る
相
談
に
も
対
応
し
て
く
れ
な
い 

加
入
後
の
相
談
や
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の
対
応
が
⾏
き
届
い
て
い
な
い 

保
険
⾦
や
共
済
⾦
が
正
確
（
誠
実
）
に
⽀
払
わ
れ
な
さ
そ
う 

保
険
⾦
や
共
済
⾦
の
請
求
手
続
や
契
約
内
容
の
変
更
手
続
が
難
し
そ
う
だ 

会
社
の
様
々
な
情
報
を
積
極
的
に
開
示
し
て
い
な
い 

社
員
や
営
業
職
員
、
代
理
店
へ
の
教
育
が
⾏
き
届
い
て
い
な
い 

経
営
内
容
が
健
全
で
な
い 

顧
客
の
個
人
情
報
管
理
が
⾏
き
届
い
て
い
な
い 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
充
実
し
て
い
な
い 

生命保険・共済 
776 255 34 23 17 35 25 32 11 18 9 9 21 

100.0 32.9 4.4 3.0 2.2 4.5 3.2 4.1 1.4 2.3 1.2 1.2 2.7 

損害保険・共済 
504 140 21 25 12 18 19 14 9 10 3 4 17 

100.0 27.8 4.2 5.0 2.4 3.6 3.8 2.8 1.8 2.0 0.6 0.8 3.4 
              

 

保
障
（
補
償
）
の
範
囲
が
狭
い 

保
障
（
補
償
）
内
容
が
現
在
の
自
分
や
自
分
の
家
族
状
況
に
合
っ
て
い

な
い 

契
約
の
途
中
で
内
容
を
自
由
に
変
更
で
き
な
い 

保
障
（
補
償
）
内
容
に
比
べ
保
険
料
・
掛
⾦
が
高
い 

契
約
者
貸
付
が
利
用
で
き
な
い 

保
障
（
補
償
）
内
容
や
仕
組
み
が
複
雑
で
わ
か
り
に
く
い 

話
題
性
の
な
い
商
品
で
あ
る 

保
障
（
補
償
）
と
貯
蓄
を
兼
ね
て
い
な
い 

利
回
り
が
他
の
⾦
融
商
品
に
比
べ
て
不
利 

配
当
⾦
が
期
待
で
き
な
い 

税
制
上
の
メ
リ
ッ
ト
が
な
い 

そ
の
他 

具
体
的
に
： 

生命保険・共済 
143 66 45 175 9 57 13 50 28 105 61 30 

18.4 8.5 5.8 22.6 1.2 7.3 1.7 6.4 3.6 13.5 7.9 3.9 

損害保険・共済 
57 27 24 142 6 33 15 19 8 49 54 12 

11.3 5.4 4.8 28.2 1.2 6.5 3.0 3.8 1.6 9.7 10.7 2.4 
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Q38 あなたが現在、生命保険会社、かんぽ生命、全労済、JA（農協）、生協や都道府県⺠共済の生命保険・共済 
      （個⼈年⾦保険を含む）に加⼊されていないのは、どういった理由からですか。 
   次の中からあてはまるものを全てお答えください。（回答はいくつでも） 

 度数 ％ 
全体 1,405  100.0  

保険料・掛⾦を⽀払う経済的余裕がないので 621  44.2  

以前に⼊っていた保険料・掛⾦の⽀払いができなくなってやめたので 49  3.5  

現時点では生命保険・共済の必要性をあまり感じていないので 196  14.0  

将来への不安があまりないので 55  3.9  

健康上の理由や年齢制限のため加⼊できないので 54  3.8  

ほかの貯蓄⽅法のほうが有利だと思うので 94  6.7  

厚生年⾦など国の社会保障を期待しているので 21  1.5  

退職⾦や企業年⾦など会社の保障を期待しているので 7  0.5  

保険料・掛⾦の⽀払い期間が⻑すぎるから 21  1.5  

生命保険・共済が嫌いなので 26  1.9  

生命保険・共済は信用できないので⼊らない 19  1.4  

生命保険・共済に⼊るのは歳をとってからで良い 37  2.6  

生命保険・共済に⼊るのは結婚や出産など、家族構成が変わった時で良い 48  3.4  

滅多に起きないことなので、生命保険・共済には⼊らなくて良い 53  3.8  

貯蓄があるので生命保険・共済には⼊らなくて良い 50  3.6  

生命保険・共済は営業職員がわずらわしいので⼊らない 352  25.1  

その他  具体的に： 46  3.3  

 

Q39 あなたは以下の生命保険・共済ついて、過去 3 年以内に途中でおやめになったものはありますか。 
      次の中からあてはまるものを全てお答えください。（回答はいくつでも） 
     ※満期を迎えておやめになった生命保険・共済は除いてお答えください。 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

万が一に備えた死亡保険・共済 599  11.0  

がんに備えたがん保険・共済 300  5.5  

病気やケガに備えた⼊通院・医療保険・共済 342  6.3  

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 119  2.2  

病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障してくれる休業保険・共済 97  1.8  

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・共済 50  0.9  

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 81  1.5  

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 83  1.5  

その他のタイプの生命保険・共済  具体的に： 0  0.0  

やめたものはない 3,343  61.1  

もともと加⼊していない 1,033  18.9  

全体 5,470  100.0  
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Q40 過去 3 年以内に途中でおやめになった生命保険・共済について、以下の項目にあてはまるものを全てお答え 
  ください。（回答は 1 つ） 

※満期を迎えておやめになった生命保険・共済は除いてお答えください。 
上段：度数 下段：％ 

 全
体 

こ
の
タ
イ
プ
の
生
命
保
険
・
共
済
を
全
て
解
約
し

た こ
の
タ
イ
プ
内
で
、
他
の
生
命
保
険
・
共
済
に
切

り
替
え
た
（
保
険
会
社
の
変
更
な
ど
） 

こ
の
タ
イ
プ
の
生
命
保
険
・
共
済
を
や
め
て
、
他

の
タ
イ
プ
の
保
険
・
共
済
に
切
り
替
え
た
（
商
品

の
変
更
な
ど
） 

そ
の
他 

 

具
体
的
に
： 

万が一に備えた死亡保険・共済 
598 295 157 135 11 

100.0 49.3 26.3 22.6 1.8 

がんに備えたがん保険・共済 
299 119 114 61 5 

100.0 39.8 38.1 20.4 1.7 

病気やケガに備えた入通院・医療保険・共済 
342 123 128 84 7 

100.0 36.0 37.4 24.6 2.0 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
119 44 51 21 3 

100.0 37.0 42.9 17.6 2.5 

病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障してくれる 
休業保険・共済 

97 26 40 31 0 

100.0 26.8 41.2 32.0 0.0 

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・共済 
50 10 25 15 0 

100.0 20.0 50.0 30.0 0.0 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
81 33 22 25 1 

100.0 40.7 27.2 30.9 1.2 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
83 40 23 19 1 

100.0 48.2 27.7 22.9 1.2 

その他のタイプの生命保険・共済 
2 1 1 0 0 

100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 
 

Q41 それでは、生命保険・共済をおやめにならなかった理由を全てお答えください。（回答はいくつでも） 
 度数 ％ 

全体 3,343  100.0  

特に現在の契約内容に不満がないので 2,040  61.0  

契約していたことを忘れていたので 23  0.7  

契約変更するきっかけがないので 509  15.2  

契約変更が⾯倒なので 545  16.3  

契約を⾒直すという意識自体がないので 506  15.1  

その他  具体的に： 79  2.4  
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Q42 それでは、以下にあげる生命保険・共済について、おやめになった理由について、あてはまるものを全てお答えください。 

   （回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

保
険
料
・
掛
⾦
を
⽀
払

う
余
裕
が
な
く
な
っ
た

か
ら 

保
険
料
・
掛
⾦
が
更
新

に
よ
り
高
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら 

ま
と
ま
っ
た
お
⾦
が
必

要
と
な
っ
て 

期
間
が
⻑
す
ぎ
る
の
で

い
や
に
な
っ
た 

義
理
で
入
っ
た
も
の
な

の
で 

高
額
な
保
障
が
必
要
な

く
な
っ
た
か
ら 

万が一に備えた死亡保険・共済 
598 277 138 55 36 55 49 

100.0 46.3 23.1 9.2 6.0 9.2 8.2 

がんに備えたがん保険・共済 
299 93 75 44 35 38 30 

100.0 31.1 25.1 14.7 11.7 12.7 10.0 

病気やケガに備えた入通院・医療保険・共済 
342 98 80 40 26 48 35 

100.0 28.7 23.4 11.7 7.6 14.0 10.2 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
119 44 30 32 19 17 12 

100.0 37.0 25.2 26.9 16.0 14.3 10.1 
病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障 
してくれる休業保険・共済 

97 21 23 16 21 17 22 
100.0 21.6 23.7 16.5 21.6 17.5 22.7 

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・
共済 

50 10 12 11 10 9 9 
100.0 20.0 24.0 22.0 20.0 18.0 18.0 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
81 21 9 15 6 13 8 

100.0 25.9 11.1 18.5 7.4 16.0 9.9 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
83 33 15 25 11 15 7 

100.0 39.8 18.1 30.1 13.3 18.1 8.4 

その他のタイプの生命保険・共済 
2 1 1 0 0 0 1 

100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 
        

 

保
障
が
小
さ
す
ぎ
る
の
で 

他
の
保
険
・
共
済
に
切
り

替
え
た
の
で 

保
険
⾦
・
共
済
⾦
の
受
け

取
り
の
際
の
対
応
や
受
け

取
り
額
に
対
し
て
不
満
が

あ
っ
た
の
で 

加
入
後
の
ア
フ
タ
ー
サ
ー

ビ
ス
が
不
満
だ
っ
た
の
で 

離
婚
や
子
ど
も
の
独
立
な

ど
家
族
の
構
成
が
変
わ
っ

た
か
ら 

そ
の
保
険
会
社
・
共
済
団

体
の
経
営
内
容
が
不
安
だ

っ
た
の
で 

そ
の
他 

 

具
体
的
に
： 

万が一に備えた死亡保険・共済 
35 64 16 19 20 28 19 

5.9 10.7 2.7 3.2 3.3 4.7 3.2 

がんに備えたがん保険・共済 
24 48 14 11 13 17 9 

8.0 16.1 4.7 3.7 4.3 5.7 3.0 

病気やケガに備えた入通院・医療保険・共済 
42 57 11 19 17 8 11 

12.3 16.7 3.2 5.6 5.0 2.3 3.2 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
12 18 3 4 7 3 2 

10.1 15.1 2.5 3.4 5.9 2.5 1.7 
病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障し
てくれる休業保険・共済 

19 10 7 8 8 4 0 
19.6 10.3 7.2 8.2 8.2 4.1 0.0 

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・
共済 

7 8 2 7 4 6 0 
14.0 16.0 4.0 14.0 8.0 12.0 0.0 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
16 10 5 8 14 2 0 

19.8 12.3 6.2 9.9 17.3 2.5 0.0 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
13 9 7 3 8 2 0 

15.7 10.8 8.4 3.6 9.6 2.4 0.0 

その他のタイプの生命保険・共済 
0 0 0 1 0 0 0 

0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 
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Q43 あなたが現在ご加⼊されている生命保険・共済について、今後、⾒直しをしたいものはありますか。 
    あてはまるものを全てお選びください。（回答はいくつでも） 

 度数 ％ 
全体 4,065  100.0  

万が一に備えた死亡保険・共済 662  16.3  

がんに備えたがん保険・共済 299  7.4  

病気やケガに備えた⼊通院・医療保険・共済 624  15.4  

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 114  2.8  

病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障してくれる休業保険・共済 44  1.1  

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・共済 28  0.7  

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 51  1.3  

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 53  1.3  

その他のタイプの生命保険・共済 2  0.0  

⾒直ししたい生命保険・共済はない 2,687  66.1  

 

Q44 保険・共済について、今後、新たに（追加で）加⼊したいものはありますか。あてはまるものを全てお選びください。 
   （回答はいくつでも） 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

万が一に備えた死亡保険・共済 661  12.1  

がんに備えたがん保険・共済 631  11.5  

病気やケガに備えた⼊通院・医療保険・共済 539  9.9  

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 466  8.5  

病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障してくれる休業保険・共済 347  6.3  

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保険・共済 372  6.8  

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 160  2.9  

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 276  5.0  

持病があっても⼊れる生命保険・共済 153  2.8  

その他のタイプの生命保険・共済  具体的に： 11  0.2  

自動⾞保険・共済 282  5.2  

火災保険・共済 196  3.6  

損害保険会社の地震保険 133  2.4  

自然災害補償付共済 135  2.5  

自転⾞での事故やケガを賠償・補償する保険・共済 181  3.3  

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりした場合に備える個人賠償責任保険（自転⾞保険を

除く） 
150  2.7  

地震保険の上乗せ補償 109  2.0  

ペットの病気やケガを補償する保険・共済 107  2.0  

その他のタイプの損害保険・共済  具体的に： 9  0.2  

新たに（追加で）加⼊したい保険・共済はない 3,282  60.0  
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Q45 あなたが現在加入されている以下の生命保険・共済について、⾒直しを検討しようと思った理由は何ですか。 

    それぞれについてあてはまるものを全てお選びください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

他
に
魅
力
的
な
生
命
保

険
・
共
済
が
あ
っ
た
た

め 信
頼
で
き
る
保
険
会
社

や
営
業
担
当
者
が
い
た

た
め 

加
入
し
て
い
る
生
命
保

険
・
共
済
に
不
満
が
あ

っ
た
た
め 

加
入
し
て
い
る
生
命
保

険
会
社
・
共
済
団
体
や

担
当
者
に
不
満
が
あ
っ

た
た
め 

人
に
す
す
め
ら
れ
た
た

め 家
族
構
成
に
変
化
が
あ

っ
た
た
め 

自
分
や
家
族
の
就
職
・

転
職
・
退
職
な
ど
、
生

活
に
変
化
が
あ
っ
た
た

め 

万が一に備えた死亡保険・共済 
662 207 84 86 35 42 71 68 

100.0 31.3 12.7 13.0 5.3 6.3 10.7 10.3 

がんに備えたがん保険・共済 
299 64 46 55 25 30 34 33 

100.0 21.4 15.4 18.4 8.4 10.0 11.4 11.0 
病気やケガに備えた入通院・医療保険・
共済 

624 101 41 92 26 46 63 88 
100.0 16.2 6.6 14.7 4.2 7.4 10.1 14.1 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
114 16 15 12 5 19 20 11 

100.0 14.0 13.2 10.5 4.4 16.7 17.5 9.6 
病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所
得を保障してくれる休業保険・共済 

44 11 11 11 4 10 9 8 
100.0 25.0 25.0 25.0 9.1 22.7 20.5 18.2 

自分が寝たきりや認知症になったときの
介護保険・共済 

28 10 6 2 3 5 6 6 
100.0 35.7 21.4 7.1 10.7 17.9 21.4 21.4 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
51 11 7 9 7 7 15 8 

100.0 21.6 13.7 17.6 13.7 13.7 29.4 15.7 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
53 13 6 4 2 6 10 11 

100.0 24.5 11.3 7.5 3.8 11.3 18.9 20.8 

その他のタイプの生命保険・共済 
2 1 1 1 0 0 0 0 

100.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
        

 

通
信
販
売
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
り
、

手
続
き
が
簡
単
に
で
き

そ
う
と
思
っ
た
た
め 

周
り
の
人
や
TV
・
新

聞
な
ど
の
死
亡
・
病
気

の
話
に
影
響
さ
れ
て 

加
入
し
て
い
る
保
険
・

共
済
が
満
期
・
更
新
時

期
を
迎
え
た
た
め 

税
⾦
対
策
の
た
め 

お
⾦
に
余
裕
が
で
き
た

た
め 

お
⾦
に
余
裕
が
な
く
な

っ
た
た
め 

そ
の
他 

 

具
体
的

に
： 

万が一に備えた死亡保険・共済 
27 31 39 32 22 123 17 

4.1 4.7 5.9 4.8 3.3 18.6 2.6 

がんに備えたがん保険・共済 
14 27 19 11 9 54 16 

4.7 9.0 6.4 3.7 3.0 18.1 5.4 

病気やケガに備えた入通院・医療保険・共済 
42 61 36 31 36 136 22 

6.7 9.8 5.8 5.0 5.8 21.8 3.5 

⽼後の生活資⾦としての年⾦保険・共済 
7 10 9 10 12 16 5 

6.1 8.8 7.9 8.8 10.5 14.0 4.4 
病気やケガで⻑い間仕事を休んだ時に所得を保障
してくれる休業保険・共済 

3 5 6 5 1 7 1 
6.8 11.4 13.6 11.4 2.3 15.9 2.3 

自分が寝たきりや認知症になったときの介護保
険・共済 

4 4 4 3 3 4 1 
14.3 14.3 14.3 10.7 10.7 14.3 3.6 

子供の教育資⾦としての学資保険・共済 
8 2 2 4 3 11 5 

15.7 3.9 3.9 7.8 5.9 21.6 9.8 

保障と貯蓄をかねた養⽼保険・共済 
5 3 5 6 8 15 0 

9.4 5.7 9.4 11.3 15.1 28.3 0.0 

その他のタイプの生命保険・共済 
0 0 0 0 0 0 0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Q46 あなたが今後加⼊したいと思う生命保険・共済について、望ましい保険料・掛⾦と保険⾦・共済⾦の 
     ⾦額についておうかがいします。病気で⼊院された場合に、生命保険・共済からお受け取りになれる⾦額は、 
    1 日につき、合計でいくらぐらいが望ましいとお考えですか。（回答は 1 つ） 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

5,000 円未満 1,002  18.3  

5,000 円以上〜1 万円未満 1,986  36.3  

1 万円以上〜 1 万 5,000 円未満 1,447  26.5  

1 万 5,000 円以上〜2 万円未満 542  9.9  

2 万円以上〜 3 万円未満 258  4.7  

3 万円以上〜 5 万円未満 92  1.7  

5 万円以上〜 7 万円未満 27  0.5  

7 万円以上〜10 万円未満 14  0.3  

10 万円以上 102  1.9  
   
Q47 病気で死亡された場合、生命保険・共済からお受け取りになれる⾦額は、合計でいくらぐらいが望ましいとお考え 
   ですか。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

100 万円未満 631  11.5  

100 万円以上〜 200 万円未満 525  9.6  

200 万円以上〜 300 万円未満 494  9.0  

300 万円以上〜 500 万円未満 807  14.8  

500 万円以上〜 700 万円未満 422  7.7  

700 万円以上〜1,000 万円未満 535  9.8  

1,000 万円以上〜1,500 万円未満 705  12.9  

1,500 万円以上〜2,000 万円未満 306  5.6  

2,000 万円以上〜3,000 万円未満 372  6.8  

3,000 万円以上〜5,000 万円未満 333  6.1  

5,000 万円以上〜7,000 万円未満 100  1.8  

7,000 万円以上〜1 億円未満 63  1.2  

1 億円以上 177  3.2  
 
Q48 病気で死亡された場合、生命保険・共済からお受け取りになれる⾦額は、合計でいくらぐらいが望ましいとお考え 
   ですか。（回答は 1 つ） 
 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

1 万円未満 717  13.1  

1 万円以上〜 3 万円未満 762  13.9  

3 万円以上〜 5 万円未満 712  13.0  

5 万円以上〜10 万円未満 1,138  20.8  

10 万円以上〜20 万円未満 1,156  21.1  

20 万円以上〜30 万円未満 573  10.5  

30 万円以上〜50 万円未満 198  3.6  

50 万円以上 214  3.9  
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Q49 これまでお答えいただいた⾦額を受け取るために支払う生命保険・共済の保険料・掛⾦は、合計で月々いくらぐらい 
が望ましいとお考えですか。（回答は 1 つ） 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
1,000 円未満 562  10.3  
1,000 円以上〜2,000 円未満 379  6.9  
2,000 円以上〜3,000 円未満 616  11.3  
3,000 円以上〜4,000 円未満 463  8.5  
4,000 円以上〜5,000 円未満 738  13.5  
5,000 円以上〜7,000 円未満 441  8.1  
7,000 円以上〜1 万円未満 814  14.9  
1 万円以上〜1 万 5,000 円未満 593  10.8  
1 万 5,000 円以上〜2 万円未満 321  5.9  
2 万円以上〜 3 万円未満 263  4.8  
3 万円以上〜 5 万円未満 150  2.7  
5 万円以上〜 7 万円未満 26  0.5  
7 万円以上〜10 万円未満 19  0.3  

10 万円以上 85  1.6  
 

Q50 今後、保険・共済に加入するとしたら、どのような方法で入りたいですか。 

   それぞれの保険・共済についてあてはまるものを全てお選びください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

自
宅
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済

の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
銀
⾏
・
労
働

⾦
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業
職

員
を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の
営

業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済

の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
銀
⾏
・
労
働

⾦
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業
職

員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の
営

業
職
員
を
通
じ
て 

保
険
・
共
済
を
取
り
扱
う
店
舗
・

代
理
店
へ
⾏
っ
て 

生命系 
5,470 1,273 226 187 415 107 82 656 
100.0 23.3 4.1 3.4 7.6 2.0 1.5 12.0 

自動⾞系 
5,470 754 115 112 286 114 85 483 
100.0 13.8 2.1 2.0 5.2 2.1 1.6 8.8 

住宅系 
5,470 853 174 113 242 125 73 447 
100.0 15.6 3.2 2.1 4.4 2.3 1.3 8.2 

        

 

銀
⾏
・
労
働
⾦
庫
・
証
券
会
社
等

の
窓
口
（
店
舗
）
へ
⾏
っ
て 

郵
便
局
へ
⾏
っ
て 

保
険
・
共
済（
ダ
イ
レ
ク
ト
系
を

除
く
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通

じ
て 

ダ
イ
レ
ク
ト
系
保
険
の
電
話
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て 

保
険
・
共
済
か
ら
の
ダ
イ
レ
ク

ト
メ
ー
ル
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、チ

ラ
シ
等
を
通
じ
て 

そ
の
他 

 

具
体
的
に
： 

分
か
ら
な
い 

生命系 211 234 818 671 457 35 1,867 
3.9 4.3 15.0 12.3 8.4 0.6 34.1 

自動⾞系 94 66 718 1,139 350 49 2,148 
1.7 1.2 13.1 20.8 6.4 0.9 39.3 

住宅系 247 84 595 669 334 24 2,591 
4.5 1.5 10.9 12.2 6.1 0.4 47.4 
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Q51  Q50 でお答えいただいた加入方法の中から、最も利⽤する可能性が⾼いと思われるものを 1 つだけお選びください。  

     （回答は 1 つ）※選択肢が 1 つしか表示されない場合は、その選択肢を選んでお進みください。 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

自
宅
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済

の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
銀
⾏
・
労
働

⾦
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業
職

員
を
通
じ
て 

自
宅
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の

営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
保
険
・
共
済

の
営
業
職
員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
銀
⾏
・
労
働

⾦
庫
・
証
券
会
社
等
の
営
業
職

員
を
通
じ
て 

職
場
を
訪
問
す
る
郵
便
局
の

営
業
職
員
を
通
じ
て 

生命系 
3,603 1,118 103 89 310 57 28 
100.0 31.0 2.9 2.5 8.6 1.6 0.8 

自動⾞系 
3,322 741 85 55 235 49 30 
100.0 22.3 2.6 1.7 7.1 1.5 0.9 

住宅系 
2,879 802 95 58 191 46 25 
100.0 27.9 3.3 2.0 6.6 1.6 0.9 

        

 

保
険
・
共
済
を
取
り
扱
う
店

舗
・
代
理
店
へ
⾏
っ
て 

銀
⾏
・
労
働
⾦
庫
・
証
券
会

社
等
の
窓
口
（
店
舗
）
へ
⾏

っ
て 

郵
便
局
へ
⾏
っ
て 

保
険
・
共
済
（
ダ
イ
レ
ク
ト

系
を
除
く
）の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
通
じ
て 

ダ
イ
レ
ク
ト
系
保
険
の
電

話
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ

て 保
険
・
共
済
か
ら
の
ダ
イ
レ

ク
ト
メ
ー
ル
、パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
チ
ラ
シ
等
を
通
じ
て 

そ
の
他 

生命系 
514 82 102 494 460 218 28 

14.3 2.3 2.8 13.7 12.8 6.1 0.8 

自動⾞系 
441 40 35 531 873 171 36 

13.3 1.2 1.1 16.0 26.3 5.1 1.1 

住宅系 
396 117 32 445 466 188 18 

13.8 4.1 1.1 15.5 16.2 6.5 0.6 
 

Q52 あなたが今後保険を検討する際に、最も利⽤する可能性の⾼い加入方法をお選びになった理由について、あてはまるものをすべて 

    お選びください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

⾦
融
全
般
に
関
す
る
知
識
が
豊

富
だ
か
ら 

保
険
に
関
す
る
専
門
知
識
が
豊

富
だ
か
ら 

営
業
職
員
等
の
担
当
者
や
保
険

会
社
・
共
済
団
体
が
信
頼
で
き
る

か
ら 

保
険
・
共
済
加
入
後
も
ア
フ
タ
ー

フ
ォ
ロ
ー
が
し
っ
か
り
し
て
い

る
か
ら 

以
前
か
ら
の
付
き
合
い
が
あ
る

か
ら 

加
入
手
続
き
が
簡
単
そ
う
だ
か

ら 

生命系 
3,603 919 1,131 526 403 454 770 
100.0 25.5 31.4 14.6 11.2 12.6 21.4 

自動⾞系 
3,322 501 647 364 340 404 880 
100.0 15.1 19.5 11.0 10.2 12.2 26.5 

住宅系 
2,879 562 687 348 315 315 638 
100.0 19.5 23.9 12.1 10.9 10.9 22.2 
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保
険
料
・
掛
⾦
が

安
い
か
ら 

営
業
職
員
と
の
接

点
が
多
い
、
店
舗
・

代
理
店
が
近
所
に

あ
る
か
ら 

自
分
の
ペ
ー
ス
で

商
品
・
会
社
等
を

比
較
検
討
・
選
択
・

⾒
直
し
で
き
る
か

ら 家
計
全
体
を
相
談

で
き
る
か
ら 

そ
の
他 

具
体
的

に
： 

分
か
ら
な
い 

保
険
料
・
掛
⾦
が

安
い
か
ら 

生命系 
639 127 684 128 21 247 639 

17.7 3.5 19.0 3.6 0.6 6.9 17.7 

自動⾞系 
909 142 620 78 20 225 909 

27.4 4.3 18.7 2.3 0.6 6.8 27.4 

住宅系 
575 133 555 95 11 161 575 

20.0 4.6 19.3 3.3 0.4 5.6 20.0 
 

Q53 あなたのお考えについておうかがいします。 

あなたは以下の公的保障（社会保障）制度について、それぞれどの程度ご存知でしたか。（回答は 1 つ） 

上段：度数 下段：％ 
 全体 内容まで詳しく知っている ある程度は知っている 名前程度は知っている 知らない 

公的年⾦制度 
5,470 453 2,374 1,677 966 
100.0 8.3 43.4 30.7 17.7 

健康保険制度 
5,470 590 2,858 1,396 626 
100.0 10.8 52.2 25.5 11.4 

介護保険制度 
5,470 362 2,087 2,245 776 
100.0 6.6 38.2 41.0 14.2 

 

Q54 あなたは現在入っている生命保険・共済を選んだり、受け取り額について決定する際に、公的保障（社会保障）のことも考え合わせて 

お選びになりましたか。（回答は 1 つ） 

上段：度数 下段：％ 

 全体 よく考えて選んだ 多少考えて選んだ 意識しなかった 

公的年⾦制度 
5,470 477 1,451 3,542 
100.0 8.7 26.5 64.8 

健康保険制度 
5,470 498 1,536 3,436 
100.0 9.1 28.1 62.8 

介護保険制度 
5,470 331 1,088 4,051 
100.0 6.1 19.9 74.1 

 

Q55 以下の公的保障（社会保障）制度の給付内容や保険料負担について、現在と⽐べて、将来どのようになるとお考えになりますか。 

（回答は 1 つ） 

上段：度数 下段：％ 
 全体 良くなっている 多少良くなっている 多少悪くなっている 悪くなっている 

公的年⾦制度 
5,470 94 284 1,088 2,441 
100.0 1.7 5.2 19.9 44.6 

健康保険制度 
5,470 62 342 1,339 2,084 
100.0 1.1 6.3 24.5 38.1 

介護保険制度 
5,470 62 367 1,054 2,109 
100.0 1.1 6.7 19.3 38.6 
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Q56 ⽇常生活において、あなたが不安だと思うことを以下の中から 1 位から 3 位までお選びください。（回答は 1 つ） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

【ご自身】 

自
分
が
死
亡
し
た
場
合
の
家
族
の

生
活
費
用 

ケ
ガ
や
病
気
で
入
・
通
院
し
た
と
き

の
入
院
費
用
・
治
療
費
用 

ケ
ガ
や
病
気
で
⻑
期
間
働
け
な
く

な
っ
た
と
き
の
生
活
費
用 

寝
た
き
り
や
認
知
症
に
な
っ
た
と

き
の
介
護
費
用 

⽼
後
の
生
活
費
用 

子
ど
も
の
教
育
費
用 

そ
の
他 

 

具
体
的
に
： 

1 位 
5,470 759 450 511 308 1,326 230 9 
100.0 13.9 8.2 9.3 5.6 24.2 4.2 0.2 

2 位 
5,470 253 715 800 433 665 257 2 
100.0 4.6 13.1 14.6 7.9 12.2 4.7 0.0 

3 位 
5,470 238 548 656 563 594 182 1 
100.0 4.4 10.0 12.0 10.3 10.9 3.3 0.0 

      

 

【家族】 

 

死
亡
し
た
場
合
の
家
族
の
生
活

費
用 

ケ
ガ
や
病
気
で
入
・
通
院
し
た
と

き
の
入
院
費
用
・
治
療
費
用 

ケ
ガ
や
病
気
で
⻑
期
間
働
け
な

く
な
っ
た
と
き
の
生
活
費
用 

寝
た
き
り
や
認
知
症
に
な
っ
た

と
き
の
介
護
費
用 

⽼
後
の
生
活
費
用 

そ
の
他 

 

具
体
的
に
： 

不
安
は
な
い 

1 位 
314 206 183 438 244 10 482 
5.7 3.8 3.3 8.0 4.5 0.2 8.8 

2 位 
318 365 293 545 244 3 577 
5.8 6.7 5.4 10.0 4.5 0.1 10.5 

3 位 
291 382 412 527 351 1 724 
5.3 7.0 7.5 9.6 6.4 0.0 13.2 

 

Q57 あなたは保険・共済をお選びになる時、自分で判断をする場合は、以下の A・B・C のうちどの考え方に近い 
     ですか。（回答は 1 つ） 
     A：シンプルで保障（補償）内容が分かりやすいものを選びたい 

B：ある程度代表的な保障（補償）がセットになっているものから自分に合うものを選びたい 
    C：いろいろな保障（補償）のタイプを多数そろえており、自分でカスタマイズできるものを選びたい 
 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

A に近い 2,407  44.0  

B に近い 1,496  27.3  

C に近い 875  16.0  

わからない 692  12.7  
  



316 
 

Q58 あなたは以下にあげる生命保険・共済について、どちらの方が安心感がありますか。    
      あなたのお考えに近いものをお選びください。（回答は 1 つ） 
     A：保険料・掛⾦が安いが、掛け捨て（貯蓄機能のない）の生命保険・共済 

B：保険料・掛⾦が⾼いが、貯蓄機能のある生命保険・共済 
 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

A に近い 902  16.5  

どちらかといえば A に近い 2,209  40.4  

どちらかといえば B に近い 1,925  35.2  

B に近い 434  7.9  

 

Q59 ライフプランとは、⾦銭⾯での生活設計のことを指します。ライフプランについておうかがいします。  
      あなたはライフプランを作成したことがありますか。（回答は 1 つ） 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  

作成したことがある 1,106  20.2  

作成したことがない 4,364  79.8  

 

Q60 あなたは、どのようなきっかけでライフプランを作成しましたか。あてはまるものを全てお答えください。 
     （回答はいくつでも） 

 度数 ％ 
全体 1,106  100.0  

就職活動または就職 140  12.7  

再就職または転職 112  10.1  

退職準備または退職 129  11.7  

恋愛 24  2.2  

結婚 199  18.0  

出産 127  11.5  

子どもの成⻑・進学 173  15.6  

住宅購⼊ 135  12.2  

親の⽼い 56  5.1  

病気・ケガ・⼊院 75  6.8  

その他 80  7.2  

特にきっかけはない 248  22.4  
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Q61 ライフプランを作成したことが、保険・共済の加⼊等にどのような影響を与えましたか。 
     （回答はいくつでも） 
 度数 ％ 
全体 1,106  100.0  
保険・共済について考えるきっかけになった 443  40.1  
必要な保障を理解することができた 306  27.7  
より良い保険・共済に加⼊できた 137  12.4  
保険料・掛⾦の節約ができた 136  12.3  
保障内容の⾒直しができた 192  17.4  
保険・共済の解約に役⽴った 33  3.0  
その他  具体的に： 0  0.0  

 

Q62 あなたは、ライフプランを作成する上で、どなたに相談しましたか。相談した方を全てお選びください。 
     （回答はいくつでも） 

 度数 ％ 
全体 1,106  100.0  
家族 383  34.6  
友人・知人 121  10.9  
勤め先の上司や同僚 63  5.7  
労働組合 26  2.4  
農協・生協等の協同組合 25  2.3  
共済の窓口 28  2.5  
保険会社の営業 210  19.0  
保険ショップの店員 53  4.8  
ファイナンシャルプランナー 195  17.6  
銀⾏員 18  1.6  
その他  具体的に： 8  0.7  
誰にも相談していない 325  29.4  

 

Q63 あなたのご家族に現在、65 歳以上で介護を必要とされている方はいらっしゃいますか。（回答は 1 つ） 
      同居の有無に関わらずお答えください。 

 度数 ％ 
全体 5,470  100.0  
いる 561  10.3  
現在はいないが、5 年以内に必要になりそうな人がいる 738  13.5  
いない 4,171  76.3  

 

Q64 あなたのご家族で、65 歳以上で介護を必要とされている方はどなたですか。あてはまる方を全てお選び 
  ください。（回答はいくつでも） 
      同居の有無に関わらずお答えください。 

 度数 ％ 
全体 561  100.0  
配偶者 27  4.8  
親 426  75.9  
きょうだい 8  1.4  
祖⽗⺟ 112  20.0  
その他  具体的に： 1  0.2  
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Q65 介護保険サービスに支払う費用だけではなく、介護に関連する全ての費用の資⾦についてお答えください。 
   Q63 でお答えいただいた方の介護や身の回りの生活にかかる費用をまかなっている資⾦は、 
      公的介護保険の他に何がありますか。あてはまるものを全てお選びください。（回答はいくつでも） 

 度数 ％ 
全体 561  100.0  
あなたの公的年⾦ 61  10.9  
要介護者の公的年⾦ 351  62.6  
要介護者を除くご家族の公的年⾦ 39  7.0  
あなたの就労による収⼊ 123  21.9  
ご家族の就労による収⼊ 89  15.9  
あなたの預貯⾦、有価証券など 41  7.3  
要介護者の預貯⾦、有価証券など 149  26.6  
要介護者を除くご家族の預貯⾦、有価証券など 31  5.5  
要介護者が加⼊している⺠間の介護保険 24  4.3  
あなたの不動産などの売却資⾦ 11  2.0  
要介護者の不動産などの売却資⾦ 18  3.2  
親族の資⾦ 53  9.4  
その他  具体的に： 8  1.4  
 

Q66 あなたは、ご⾃⾝やご家族に介護が必要になった場合に備えて、⾏っていることはありますか。 

    ⾏っていることを全てお選びください。（回答はいくつでも） 

上段：度数 下段：％ 
 全

体 

預
貯
⾦ 

民
間
の
介
護
保
険
商
品
へ
の
加
入 

本
人
・
家
族
で
の
事
前
の
話
し
合
い 

株
・
投
資
信
託
な
ど
⾦
融
商
品
の
購
入 

介
護
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
の
情
報
収
集 

自
宅
の
改
修 

介
護
の
専
門
職
へ
の
相
談 

公
的
な
介
護
保
険
制
度
の
確
認
・
情
報
収
集 

公
的
年
⾦
へ
の
加
入 

民
間
の
個
人
年
⾦
へ
の
加
入 

そ
の
他 

 

具
体
的
に
： 

特
に
な
い 

あなたご自身 
5,470 2,567 307 393 496 141 109 78 138 450 328 9 2,380 
100.0 46.9 5.6 7.2 9.1 2.6 2.0 1.4 2.5 8.2 6.0 0.2 43.5 

ご家族 
5,470 1,971 228 336 190 157 135 107 154 357 184 5 2,930 
100.0 36.0 4.2 6.1 3.5 2.9 2.5 2.0 2.8 6.5 3.4 0.1 53.6 

 

 

 



＜執筆者＞ 

 

岡田 太（おかだ ふとし） 

日本大学商学部教授 

1999 年慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程（商学専攻）単位取得退学。 

専門は、保険論、リスクマネジメント論。 

主要著書に「共済概念の再検討－共済一般の概念化と保険理論の適用に向けての準備作業

－」（『保険学雑誌』第 636 号、2017 年）、「保険におけるミューチャル」（『金融と経済 理

論・思想・現代的課題』白桃出版、2017 年）、『共済・保険に関する意識調査結果報告書（2014
年版）』（全労済協会、2013 年）ほか。 

 

谷川 孝美（たにかわ たかよし） 

日本大学非常勤講師 

1999 年日本大学大学院経済学研究科博士後期課程 単位取得退学。 
専門は、金融論、協同組織金融。 
主要著書に「アメリカの協同組織金融機関の現状と課題 －クレジットユニオンを中心に」

（『金融と経済 理論・思想・現代的課題』白桃出版、2017 年）、「地域金融機関とリレーシ

ョンシップバンキング －政策効果を中心に」（『東アジア経営学会国際連合大会報告書』、

2012 年）。 
 
 

 
全労済協会 

 
共済･保険に関する意識調査結果報告書  

＜2017年版＞  
2018年6月 

 
発 行■ 一般財団法人全国勤労者福祉･共済振興協会 

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-11-17 
ラウンドクロス新宿５階 
TEL：03-5333-5127 
FAX：03-5351-0421 

http://www.zenrosaikyokai.or.jp 
印 刷■ 大日本印刷株式会社 



共済・保険に関する意識調査結果報告書
調査分析シリーズ⑥

〈201７年版〉

共
済
・
保
険
に
関
す
る
意
識
調
査
結
果
報
告
書
〈
２
０
１
７
年
版
〉

調
査
分
析
シ
リ
ー
ズ
⑥


	空白ページ

