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SPECIAL FEATURE 2024
❶将来推計人口／❷ネット・サバイバル／❸国民生活基礎調査

❶将来推計人口　～日本の将来推計人口（令和5年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）～ 
令和38（2056）年には1億人を割り込み、9,965万人に 

自助努力の重要性がさらに鮮明に！

❷ネット・サバイバル（純生存率）

がん生存率が、「相対生存率」から「ネット・サバイバル（純生存率）」に

全体 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期

44.4％ 
70.2％ 
70.9％ 
91.6％ 

81.5％ 
92.8％ 
92.3％ 
98.9％ 

51.0％ 
67.2％ 
85.5％ 
94.6％ 

28.6％ 
41.3％ 
75.5％ 
80.6％ 

8.0％ 
6.3％ 
18.3％ 
39.8％ 

がんのように再発することがある病気では、その予防や再発時の治療に対する備えも重要となってき
ます。

〈参考１〉ネット・サバイバルと実測生存率の比較

〈参考２〉実測生存率と相対生存率 
◎実測生存率：死因に関係なく、すべての死亡を計算に含めた生存率。 
◎相対生存率：実測生存率を「がんでなかった場合の生存率（期待生存率）」で割って算出した生存率。 
※相対生存率による全国がんセンター協議会「全がん協生存率調査」は、2021年11月公表分をもって終了しています。 

実測生存率 46.1％60.3％

53.3％66.2％

10年5年

SPECIAL FEATURE 2024

がんの生存率の精度がUp！

がんの部位別臨床病期別生存率（抜粋） 83pChapter5-30AB
人口割合の推移と将来推計 48pChapter4-1

令和42（2060）年
1.4人で1人

令和2（2020）年
2.1人で1人

49pChapter4-3

～がんの部位別臨床病期別生存率（国立がん研究センターがん情報サービス）～

日本の人口は、令和42（2060）年には9,615万人まで減
少し、3人に1人以上（37.9％）が65歳以上になると推計
されています。また、15～64歳の生産年齢人口が何人で
65歳以上の1人を支えるかを表す老年人口指数も1.4人で
1人となり、以前は騎馬戦型といわれていた支え手が、ほ
とんど肩車に近い状態で支えることになっていくと予測
されています。人生100年時代が目前に迫る中、より豊
かなセカンドライフを過ごすためには、自助努力がます
ます重要になってきているといえます。 

ネット・サバイバルとは、「がんのみが
死因となる状況」を仮定して計算する純
生存率。国際的にも広く採用されており、
国立がん研究センターでも今回の発表か
ら、相対生存率に代わってネット・サバ
イバルを採用しています。

がん以外の要因を排除しているため、ネット・サバ
イバルのほうが生存率が高くなる。特に、10年の場
合は、期間が長いため、がん以外の原因で亡くなる
確率が高くなることが影響していると考えられる。 

特集：2024年版の注目データ

肺がん
胃がん
大腸がん
乳がん（女性）

●５年ネット・サバイバル（2014～2015年診断症例） 

全体 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期

28.6％ 
57.6％ 
57.9％ 
83.1％ 

61.7％ 
77.7％ 
80.4％ 
94.1％ 

27.2％ 
51.6％ 
69.2％ 
85.8％ 

12.1％ 
31.5％ 
60.9％ 
63.7％ 

2.1％ 
6.0％ 
11.2％ 
16.0％ 

肺がん
胃がん
大腸がん
乳がん（女性）

●10年ネット・サバイバル（2010年診断症例） 

人口ピラミッド等の人口の将来推計関連データは Chap.4-1～4（48～50p）等をご覧ください。 がんに関連するデータは、 Chap.5「3.がん」（81～85p）をご覧ください。 

ネット・サバイバル
（純生存率）

老年人口指数

全がん
0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

昭和45年
（1970年）

55
（1980）

平成2
（1990）

12
（2000）

22
（2010）

令和2
（2020）

12
（2030）

22
（2040）

32
（2050）

42
（2060）

52
（2070）

15歳未満人口

（万人）

令和2（2020）年　人口1億2,615万人
65歳以上人口割合　28.7％

平成22（2010）年　人口1億2,806万人
65歳以上人口割合　23.0％

昭和55（1980）年　人口1億1,706万人
65歳以上人口割合　9.1％

昭和45（1970）年　人口1億467万人
65歳以上人口割合　7.1％

令和42（2060）年　人口9,615万人
65歳以上人口割合　37.9％

15～64歳人口

65歳以上人口
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実収入 617,654（うち勤め先収入 564,011）

黒字 実支出 437,368

収入

支出

税金･社会保険料など
116,740可処分所得（手取り収入） 500,914

180,286 消費支出（生活費） 320,627
非消費支出
116,740

預貯金・保険・
有価証券の増加
（金融資産純増）
172,027

ローン返済など 8,258

食料
80,502

20,115

24,421

保健医療 13,708

交通・通信
50,688

教養娯楽
29,737

その他の
消費支出
59,036

住居

光熱・水道

家具・家事用品 13,000

教育

被服および履物 11,293

18,126

No.070001

単 円

注
調 総務省「2022年 家計調査 家計収支編（詳細結果表）」
「勤労者世帯」とは、世帯主が会社、官公庁、学校、工場、商店などに勤めている世帯をいう。ただし、世帯主が社長、取締役、理事など会社団体の役員である世帯は除く。

勤労者世帯の平均像は、1か月あたり可処分所得（手取り収入）が500,914円、消費支出（生活費）が320,627円で、180,286円の黒字となっている。なお、黒字の9割以
上（172,027円）は金融資産純増である。

調査時期：2022年

一世帯あたり1か月間の家計収支（二人以上の世帯のうち勤労者世帯)1

実収入 686,407（うち世帯主収入 69.0％、世帯主の配偶者の収入 25.4％、その他 5.6％）

黒字 実支出 466,277

収入

支出

税金･社会保険料など
129,283可処分所得（手取り収入）557,124

220,130 消費支出（生活費）336,994
非消費支出
129,283

No.070002

単 円

注

調 総務省「2022年 家計調査 家計収支編（詳細結果表）」

夫婦共働き世帯の「核家族世帯」は、夫婦のみまたは夫婦と未婚の子どもから成り、夫婦の一方が世帯主でその配偶者も働いており、夫婦以外に有業者がいない世帯
のこと。

夫婦共働き世帯のうち核家族世帯の1か月あたりの家計収支は、可処分所得（手取り収入）が557,124円、消費支出（生活費）が336,994円で、220,130円の黒字となって
いる。

調査時期：2022年

夫婦共働き世帯のうち核家族世帯の1か月間の家計収支（二人以上の世帯のうち勤労者世帯）2
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（参考）令和4年の
平均婚姻発生間隔

62秒に1組

586,481

平成25年

525,507

27

28

29

26

504,930

660,613

643,783

30

635,225

令和元

2

620,707

606,952

0 600,000 700,000500,000 550,000

599,007

650,000

3 501,138

4

No.070336

単 件

調 厚生労働省「人口動態統計」

婚姻件数1-A

24.7
25.5

25.9
26.3

27.0

28.2 28.4 28.5

昭和50年60 平成2 7 12 17

27.0

28.8
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29.8

22
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32

25

31

28.8

30.5
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29.4

31.1

29.4

31.0

4

29.7

31.1

妻

夫 29.6

31.2

29.5

31.0

令和元

No.070337

単 歳

調 厚生労働省「人口動態統計」
注 各年に結婚生活に入り届け出たものについての数値。

近年の平均初婚年齢は、夫も妻も横ばいの状態が続いている。

平均初婚年齢1-B

婚姻件数と平均初婚年齢の推移1

結納・婚約～新婚旅行までにかかった費用の平均額

415.7万円
項
目
別
平
均
額

婚約指輪 38.2万円

両家の顔合わせの費用 6.7万円

結納式の費用 20.6万円

結婚指輪（2人分） 28.1万円

新婚旅行 43.4万円

総額

327.1万円挙式、披露宴等の総額

5.9万円新婚旅行土産

実
施
・
購
入
者
の
平
均

結納金

97.3万円
結納返し
●現金

36.4万円
●品物

24.9万円
ご祝儀総額

197.8万円

No.070338調「ゼクシィ結婚トレンド調査2023」調べ
注 各項目に費用が発生した人の平均金額であり、各項目の平均金額の合計は、総額とは一致しない。

結納・婚約から新婚旅行までにかかった費用415.7万円のうち、最も費用がかかるのは挙式、披露宴等の327.1万円となっている。

調査時期：2023年　　関連データ： 8 要申請

結婚費用の平均額2

北海道 青森・秋田
・岩手

宮城・
山形

全国
（推計値）

福島 茨城・栃木
・群馬

首都圏 静岡 東海 関西富山・石川
・福井

長野・
山梨

新潟 中国 四国 九州

274.0

383.3380.0
346.9

415.7 416.5

456.9

376.7
398.4 389.8

431.9 421.5 412.1

370.0
384.4

404.2

0

250

300

350

500

400

450

No.070339調「ゼクシィ結婚トレンド調査2023」調べ
注「東海」：愛知・岐阜・三重、「関西」：大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山、「中国」：岡山・広島・山口・鳥取・島根。

単 万円

結納・婚約から新婚旅行までにかかった費用は地域により差があるが、北海道を除き300万円以上となっている。

調査時期：2023年　　関連データ： 8 要申請

結納・婚約〜新婚旅行までにかかった費用の総額（地域別）3

26 Chapter 2
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Chapter　3
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■高校までの教育費 ･･･････････････････････････････････41
■大学の教育費･･･････････････････････････････････････････42
■教育費総額の目安･･･････････････････････････････････44

1

2

3

4

教 育
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その他・
特にない
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67.55.38.8

3.8 6.0

全　体

父　親

母　親 2.8

8.1 8.8

8.0 10.0

8.3 7.571.8

高校卒業 専門学校卒業 短大卒業 大学卒業 大学院卒業

0.50.5

No.070277

単 ％

調 エフピー教育出版「令和3年 サラリーマン世帯生活意識調査」

およそ４人に３人の親が子どもに「大学卒業」または「大学院卒業」を望んでいる。また、その割合は、父親より母親のほうが高くなっている。

調査時期：令和3年 エフピー教育出版調査 要申請

子どもに望む最終学歴1

学費 学習塾・
家庭教師
の費用

習い事・
お稽古事
の費用

学校の
部活動
費用

衣料費・
日用品

特に感じて
いない

食費 その他

50.6

30.3

20.2

7.1

20.2 20.8

30.3
23.8

0

10

20

30

60

40

50

No.170010

単 ％

調 エフピー教育出版「令和3年 サラリーマン世帯生活意識調査」

注 ① 複数回答。
② 「その他」は、受験費用、レジャー・旅行費用、お小遣いなど。

約5割の人が「学費」、約3割の人が「学習塾・家庭教師の費用」といった教育関連
費用の負担が大きいと考えている。

調査時期：令和3年 エフピー教育出版調査 要申請

子育てで負担が⼤きい支出2

500～1,000
万円未満
29.0

1,500～2,000
万円未満
16.1

2,000
万円以上
19.5

1,000～1,500
万円未満
25.9

500万円未満

9.5

No.070291

単 ％

調 エフピー教育出版「令和3年 サラリーマン世帯生活意識調査」

子ども１人に必要と思われる教育資金は、「500〜1,000万円未満」と「1,000〜
1,500万円未満」で5割強を占めている。

子ども1人に必要と思われる教育資金3

調査時期：令和3年 エフピー教育出版調査 要申請
全　体3-A

50～59　

60～65　

40～49　

30～39　

20～29歳

世帯主計 27.9 26.0 18.0 19.78.4

500万円
未満

500～1,000
万円未満

1,000～1,500
万円未満

2,000
万円以上

1,500～2,000
万円未満

0 20 40 60 80 100

18.8 26.6 18.8 29.76.3

31.4 25.4 16.1 21.25.9

30.1 22.1 18.6 18.610.6

28.3 28.3 16.8 15.910.6

25.9 29.3 22.4 15.56.9

No.070292 単 ％

調 エフピー教育出版「令和3年 サラリーマン世帯生活意識調査」

調査時期：令和3年 エフピー教育出版調査 要申請
世帯主年齢階級別3-B
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（2040）
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（2050）
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（2060）

52
（2070）

昭和55（1980）年　人口1億1,706万人
65歳以上人口割合　9.1％

平成22（2010）年　人口1億2,806万人
65歳以上人口割合　23.0％ 令和2（2020）年　人口1億2,615万人

65歳以上人口割合　28.7％

15歳未満人口

昭和45（1970）年　人口1億467万人
65歳以上人口割合　7.1％

昭和55（1980）年　人口1億1,706万人
65歳以上人口割合　9.1％

令和42（2060）年　人口9,615万人
65歳以上人口割合　37.9％

No.070408

単 万人

調 令和2年までは総務省「国勢調査」、令和12年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」をもとにエフピー教育出版作成

注 ①各年10月1日現在。推計値は出生中位（死亡中位）推計。
②令和2年までの「65歳以上人口割合」の値は、総人口（年齢不詳を除く）に対する、65歳以上人口の割合。
③「実績値」と「推計値」はそれぞれ別調査であり、両者に連続性はない。

日本の総人口は、平成22（2010）年の1億2,806万人をピークに減少が始まっており、令和2（2020）年は1億2,615万人（約191万人減）である。総人口に占める65歳以
上人口は28.7％（3.5人に1人）で、令和42（2060）年には、37.9％（2.6人に1人）になると推計されている。

関連データ： 8

人口の年齢3区分構成割合の推移と将来推計1
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No.094047

単 人単 万人

注

調 令和2年までは総務省｢国勢調査」、令和12年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」をもとに作成

①「1人の65歳以上を何人で支えるか」は、15～64歳人口を65歳以上人口で除した値（老年人口指数）。
②令和12年以降は、出生中位（死亡中位）推計。

昭和55（1980）年には1人の65歳以上に対し生産年齢人口（15〜64歳）は7.4人であったが、令和2（2020）年には2.1人にまで低下した。今後もさらに減少が見込まれ
ており、令和52（2070）年には1.4人と推計されている。

65歳以上人口と生産年齢人口の比率の推移と将来推計2
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健康意識1

健康と
思っている人

86.1%

86.2%

令和元年

令和4年 18.022.0 11.046.2

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不詳

1.21.7

18.521.1 10.946.5

1.21.7

0 20 40 60 80 100

No.070122

単 ％

注
調 厚生労働省「国民生活基礎調査」
6歳以上の人（入院者を除く）の健康意識。

令和4年の調査では、自分を健康と思っている（「よい」「まあよい」「ふつう」の合計）人が全体の8割以上を占め、「よくない」「あまりよくない」を大きく上回っている。

全　体1-A

男性

女性

23.4

18.020.7 46.8 11.7

17.9 45.5 10.2

1.2

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 不詳

1.7

1.31.6

0 20 40 60 80 100

健康と
思っている人

86.9%

85.5%

No.070111

単 ％

調 厚生労働省「令和4年  国民生活基礎調査」
注 6歳以上の人（入院者を除く）の健康意識。

健康意識を男女別にみると、自分を健康と思っている（「よい」「まあよい」「ふつう」の合計）人の割合は、男性が女性をやや上回っている。

調査時期：令和4年

男女別1-B

病気・けがの人（有訴者）の状況2

有訴者
約3.6人
に1人
（人口千対276.5）

No.070124

調 厚生労働省「2022（令和4）年  国民生活基
礎調査の概況」をもとに作成

注「有訴者」とは、病気やけがなどで自覚症状
のある人（入院者を除く）。

有訴者数は人口千人あたり276.5人。約3.6人に1
人の割合で病気やけがなどで自覚症状がある。

調査時期：令和4年

全　体2-A

総  数
   20～29歳
30～39
40～49
50～59
60～69
70～79
80歳以上
65歳以上
（再掲）

男　性 女　性

3.3人に1人 304.2（人口千対）
5.4人に1人 186.1
4.3人に1人 230.4
3.9人に1人 257.3
3.2人に1人 309.6
2.9人に1人 341.9

2.4人に1人 425.5
2.0人に1人 497.6

2.3人に1人 435.2

4.1人に1人（人口千対）246.7
8.2人に1人121.3

5.9人に1人168.9
5.3人に1人189.3

4.4人に1人225.4
3.3人に1人299.5

2.6人に1人389.0
2.1人に1人485.3

2.5人に1人397.6

0100200300400500 0 100 200 300 400 500

No.070125調 厚生労働省「2022（令和4）年  国民生活基礎調査の概況」をもとに作成

注 ①「有訴者」とは、病気やけがなどで自覚症状のある人（入院者を除く）。
②「総数」には20歳未満および年齢不詳を含む。

20歳代以上のいずれの年代においても有訴者率（人口千対）は女性が男性を上回っている。

調査時期：令和4年

男女・年齢階級別2-B
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1,407,8051,407,805

1,167,6401,167,640

908,935

854,924

585,499

966,278

5年4月末

6,961,077

961,059

1,447,6281,447,628

1,162,0511,162,051

922,679

891,298

592,001

984,361

No.070519

単 人

調 厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）」

令和5年4月末現在の要介護（要支援）認定者数は約696万人で、平成12年の介護保険制度発足時の約3.2倍となっている。

要介護（要支援）認定者数の推移1

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4,000

3年
4月末

27年
4月末

28年
4月末

29年
4月末

30年
4月末

31年
4月末

令和2年
4月末

平成26年
4月末

671571 594 608 620 646631

3,581

3,210 3,308
3,387 3,446 3,5283,492

第1号被保険者（65歳以上の人）
65歳以上の要介護（要支援）認定者

657

3,558
3,500

678

3,590

683

3,586

4年
4月末

5年
4月末

No.070520

単 万人

調 厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）」

令和5年4月末現在、65歳以上の要介護（要支援）認定者数は約683万人で、65歳
以上の約5.3人に1人は要介護（要支援）認定者である。

65歳以上の被保険者数および
要介護（要支援）認定者数の推移2

70～74歳65～69歳 80～84歳75～79歳 85歳以上
0

10

20

30

40

50

60

70

2.8
（35.3人に1人）

5.7
（17.4人に1人）

11.9
（8.4人に1人）

25.6
（3.9人に1人）

59.1
（1.7人に1人）

No.070521
単 ％

調 厚生労働省「介護給付費等実態統計（令和5年4月審査分）」、総務省「人口推計（令
和5年4月）」をもとにエフピー教育出版試算

要介護（要支援）の認定を受ける人の割合は、年齢とともに上昇し、85歳以上で
は1.7人に1人が認定を受けている。

調査時期：令和5年4月

年齢階級別要介護（要支援）
認定者の割合3
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1

2

3

4

5

万一・相続

10～14歳

1位

2位

3位

4位

5位

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75歳以上

心疾患 肺　炎

肺　炎

自　殺

自　殺

自　殺

肝疾患

老　衰

自　殺

心疾患悪性新生物

不慮の事故 悪性新生物

悪性新生物

不慮の
事故

先天
奇形等 脳血管疾患

心疾患

不慮の
事故

脳血管疾患不慮の事故心疾患

自　殺

脳血管
疾患

悪性
新生物

脳血管疾患

肝疾患

不慮の
事故

先天
奇形等

不慮の
事故

肝疾患

No.070068

注

調 厚生労働省「令和4年 人口動態統計」

①「先天奇形等」＝先天奇形、変形および染色体異常。
②「心疾患」は高血圧性を除く心疾患。「不慮の事故」には交通事故を含む。

若年層は自殺や不慮の事故が、一方40歳以上になると、悪性新生物（がん）や心疾患、脳血管疾患といった生活習慣病が死因の上位を占めるようになる。また、悪性新生
物（がん）はいずれの年齢層でも上位にあることが注目される。

調査時期：令和4年

年齢階級別にみた死因順位（第５位まで）3

悪性新生物（がん）1分22秒に1人
2分15秒に1人

7分6秒に1人

17分6秒に1人

心疾患

肺炎

9分22秒に1人誤嚥性肺炎

腎不全

4分53秒に1人脳血管疾患

2分56秒に1人老衰

21分9秒に1人アルツハイマー病

21分35秒に1人血管性等の認知症

12分6秒に1人不慮の事故

No.070065
注
調 厚生労働省「令和4年 人口動態統計」
「心疾患」は高血圧性を除く心疾患。「不慮の事故」には交通事故を含む。

三大生活習慣病の悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患による死亡が上位を占
める。

調査時期：令和4年

死因順位第10位までの
平均発生間隔1

悪性新生物
24.6

心疾患
14.8

老衰
11.4

不慮の事故 2.8
腎不全 2.0

その他
26.1

死亡総数
1,569,050人
（100.0）

誤嚥性肺炎

血管性等の認知症 1.6
アルツハイマー病 1.6

脳血管疾患

6.9
肺炎

4.7
3.6

No.070066

単 ％

注
調 厚生労働省「令和4年 人口動態統計」
「心疾患」は高血圧性を除く心疾患。「不慮の事故」には交通事故を含む。

三大生活習慣病の悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患で、全死因の半数近く
を占めている。

調査時期：令和4年

死因順位第10位までの死因別割合2
全　体2-A

悪性新生物
27.9

心疾患
14.1

肺炎
5.46.7 全死因

799,420人男性 その他
26.7

老衰
6.3

誤嚥性肺炎
不慮の事故 腎不全 

間質性肺疾患
自殺

0 20 40 60 80 100

悪性新生物
21.1

心疾患
15.6

脳血管疾患
7.1

老衰
16.8

全死因
769,630人女性 その他

24.0
肺炎
4.0

誤嚥性肺炎
不慮の事故 血管性等の認知症

腎不全

4.2 3.1 2.01.91.8

2.9 2.42.12.01.9

アルツハイマー病

脳血管疾患

No.070067

単 ％

注
調 厚生労働省「令和4年 人口動態統計」
「心疾患」は高血圧性を除く心疾患。「不慮の事故」には交通事故を含む。

三大生活習慣病のうち、悪性新生物（がん）で亡くなる人の割合は男性のほうが高く、心疾患と脳血管疾患で亡くなる人の割合は女性のほうが高くなっている。

調査時期：令和4年

男女別2-B
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60代
26.6

80歳以上 30代 3.1
30歳未満 0.2

40代
16.5

50代
28.4

70代
20.2

5.0

平均
60.4歳

No.160001

単 ％

調 帝国データバンク「2022年全国社長年齢分析」

社長の年齢は、50代が全体の28.4％で最も多く、60代、70代、40代と続いている。
一方、40歳未満は、4％弱である。

年代構成比1-B
調査時期：2022年 要申請

1990年
52

53

54

55

56

57

58

61

2000 10 20 22

60.1

58.4

56.656.6

54.054.0

59

60

60.4

No.070775

単 歳

調 帝国データバンク「全国社長年齢分析」

2022年の社長の平均年齢は60.4歳で、引き続き上昇傾向である。

平均年齢の推移1-A
要申請

社長の平均年齢および年代構成1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

自社株

事業用不動産

居住用不動産

事業用資産
（不動産以外）

預貯金

上場株式

1,000万円未満 1,000～3,000万円未満 3,000～5,000万円未満 5,000万～1億円未満 1～3億円未満 3億円以上

37.1 27.3 8.3 12.1 6.8 8.3

3.6 12.5 14.3 26.8 23.2 19.6

10.3 34.5 13.8 27.6 10.3 3.4

7.8 22.1 14.3 39.0 10.4 6.5

14.3 22.3 17.9 25.0 11.6 8.9

29.4 27.9 16.2 17.6 4.4 4.4

中央値
1,000万円

7,000万円

3,000万円

5,000万円

3,000万円

2,000万円

No.070780

単 ％

調 エフピー教育出版「令和4年 企業経営と生命保険に関する調査」

注 ①社長が「自社株」「事業用不動産」「事業用資産（不動産以外）」「居住用不動産」「預貯金」「上場株式」「その他の金融資産」のいずれかの資産を保有している場合、
その金額を尋ねた。
②「その他の金融資産」を除く。

社長の保有資産のうち、事業関係の資産では、自社株の「1,000万円未満」と「1,000〜3,000万円未満」、事業用資産の「1,000〜3,000万円未満」と「5,000万〜1億円未満」
の割合が高くなっている。

調査時期：令和4年 エフピー教育出版調査 要申請

社長の資産保有状況2

100～200万円未満
39.7

11.3

100万円
未満
31.5

300万円以上
17.5

200～300万円未満 平均
295万円
（120万円）

No.070784

単 ％

調 エフピー教育出版「令和4年 企業経営と生命保険に関する調査」
注（　）は中央値。

報酬月額「100〜200万円未満」が39.7％、次いで「100万円未満」が31.5％となっ
ている。

調査時期：令和4年 エフピー教育出版調査 要申請

社長の報酬月額3

0 20 40 60 80 100

もらっていないもらっている

32.9

19.7

34.2

44.4

67.1

80.3

65.8

55.6

全　体　

11～50人

51～100　

101～300　

No.070789

単 ％

調 エフピー教育出版「令和4年 企業経営と生命保険に関する調査」
注 「わからない」を除く。

全体では「賞与をもらっていない」が7割弱となっている。

調査時期：令和4年 エフピー教育出版調査 要申請

社長の賞与の有無（従業員規模別）4
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21年 24年 27年 30年

88.7

11.5

43.3

30.9

13.421.5

90.3 90.3 90.5 89.2

79.176.4 76.2 78.4 78.6

9.8

28.4

12.7 11.8 11.9 8.5

21.6
28.8

28.5 28.4

9.5

89.8

80.3

7.4

31.6

令和3年

No.070885

単 ％

注
調（公財）生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」
個人年金保険加入者を含む。

全生保の世帯加入率は、近年ゆるやかな減少傾向にあったが、令和3年度調査では89.8%と上昇に転じている。

世帯加入率の推移1

70.2

65.4

3.8
1.00

20

40

60

80

100

29歳以下 30～34歳 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74

11.2

1.9 3.5 7.5 6.5 6.8

9.0

7.6

11.5

80.5 81.1 81.6
87.0 84.6 84.7 84.6 84.1

77.6

12.9

2.4

全生保

JA

民保

13.5

25.9 26.6
35.4 34.9 36.8 34.8 38.5

33.9 35.3
県民共済・生協等

簡保
8.3 9.7 8.2 8.9 8.8

10.2
6.7

90.7 89.4 93.2 94.0 93.0 94.8 92.4 93.8
88.2

No.070886

単 ％

注

調（公財）生命保険文化センター「2021（令和3）年度 生命保険に関する全国実態調査」

①個人年金保険加入者を含む。
②75歳以上を除く。

生命保険の世帯加入率は、30歳代前半と40歳代前半〜60歳代で90％を上回っている。

調査時期：令和3年

世帯主年齢階級別にみた世帯加入率（全生保）2

加入保険金額と年間払込保険料の推移（全生保／男女別・生命保険加入者ベース）3

2,197 2,195

平成13年度 16 19 25 28 令和元 422

2,382
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女性

2,043
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1,073 963 980 944
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876
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794
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500

1,000

1,500

2,000

2,500

注②

No.070887

単 万円

注

調（公財）生命保険文化センター「生活保障に関する調査」

①生命保険に加入している人の、病気やケガにより亡くなった際に支払われる
加入保険金額（普通死亡保険金額。個人年金保険の死亡保障部分、およびグ
ループ保険、財形は除く）の平均。

②令和4年度調査から調査対象が18～79歳（令和元年度までは18～69歳）に
変更となったため、時系列での単純比較はできない。

加入保険金額は近年、男女ともに減少傾向にある。

加入保険金額3-A

女性

31.5

24.9

平成13年度 16 22 25 28

31.0

20.5

28.6
25.4

19.6 18.5

24.1

18.2

22.8 23.4

17.4 16.8

20.6

16.0

19 4
0

15

20

25

30

35

令和元

男性

注③

No.070888

単 万円

注

調（公財）生命保険文化センター「生活保障に関する調査」

①個人年金保険加入者を含む。
②一時払保険料、頭金等は除く。
③令和4年度調査から調査対象が18～79歳（令和元年度までは18～69歳）に
変更となったため、時系列での単純比較はできない。

年間払込保険料についても近年、男女ともに減少が続いている。

年間払込保険料3-B
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