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ⅠⅠ．調査実施の概要．調査実施の概要



-3-

調査概要

■調査目的 新しい家族スタイルとして、『インビジブル・ファミリー』という言葉がここ最近、取り上げられている。
この『インビジブル・ファミリー』に該当する家庭の消費行動と意識は、同居、またはそれ以外の家族
スタイルと比較して、どのように異なっているのかを把握し、今後のマーケティングアクションの基礎
資料とする。

■調査方法 ヤフー・バリュー・インサイトパネルを利用したインターネット調査(パソコン)

■調査対象 全国にお住まいの20歳～59歳女性で、結婚し12歳以下のお子様（小学生以下）をお持ちの方。

■総回収数 【予備調査】 25,000サンプル
【本調査】 3,600サンプル

■提出数 【予備調査】 10,003サンプル
【本調査】 1,200サンプル

■実施期間 【予備調査】 2008年8月1日 ～ 2008年8月2日
【本調査】 2008年8月22日 ～ 2008年8月25日

■調査機関 ヤフーバリューインサイト株式会社
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基本分析軸について

父母の居住地との距離／同居以外

近居

（1時間以内）

近居

（2時間以内）
遠居

30分以内
30分～

1時間以内

1時間～

1時間30分

以内

1時間30分～

2時間

以内

2時間～

2時間30分

以内

2時間30分～

3時間

以内

それ以上
平均

(時間)

ご主人の父親・母親 (1071) 35.6 15.5 9.2 5.1 4.0 5.0 25.5 1.9

ご自身の父親・母親 (1128) 34.3 17.9 8.2 7.0 3.8 6.9 21.9 1.8

35.6

15.5

9.2
5.1 4.0 5.0

25.5

34.3

17.9

8.2 7.0
3.8

6.9

21.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%
ご主人の父親・母親

ご自身の父親・母親

■基本分析軸（割付）について 同居世帯以外の世帯について、回答者（妻）が現在住んでいる場所と、その両親が住んでいる
場所の距離関係から、2時間以内に住んでいる世帯を『近居』、それ以上を『遠居』とした。
なお、『近居』については、親世帯の住んでいる場所から1時間以内を『近居（1時間以内）』、
1～2時間以内を『近居（2時間以内）』に分類し、 『近居（1時間以内）』は、親世帯と密接度が
非常に高い世帯、 『近居（1～2時間以内）』を、親世帯と密接度がやや高い世帯と仮定して分類した。
また、割付に関しては、夫、または妻の両親世帯に近い方が密接度は高くなるという仮定をし、
夫、または妻の両親世帯に近い方のデータを割付とした。



ⅡⅡ．．回答者プロフィール回答者プロフィール
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配

偶

者

子

供

（
未

就

学

児

）

子

供

（
小

学

1

年

生
～

3

年

生

）

子

供

（
小

学

4

年

生
～

6

年

生

）

子

供

（
中

学

1

年

生

以

上

）

父

親

・

母

親

兄

弟

姉

妹

そ

の

他

 全体 (1200) 100.0 79.5 31.9 18.6 0.0 13.4 1.3 1.6

 同居 (200) 100.0 80.5 39.5 16.0 0.0 80.0 7.0 9.5

 近居 (800) 100.0 80.1 30.5 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0

 遠居 (200) 100.0 76.0 30.0 19.0 0.0 0.5 1.0 0.0

100.0

79.5

31.9

18.6

0.0

13.4

1.3 1.6
0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体

回答者プロフィール①

ご自身の年齢 ／ 全体 親の年齢 ／ 全体

家族構成 ／ 全体

20歳～24

歳

25歳～29

歳

30歳～34

歳

35歳～39

歳

40歳～44

歳

45歳～49

歳

（n）

1200

200

800

200

全体

同居

近居

遠居

1.4

1.5

1.4

1.5

14.9

18.5

14.3

14.0

36.8

34.0

37.8

36.0

33.8

32.5

34.0

34.5

10.8

11.0

10.5

12.0

2.2

2.5

2.1

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40歳未満
40歳～49

歳

50歳～59

歳

60歳～69

歳
70歳以上

（n）

1200

200

800

200

全体

同居

近居

遠居

2.5

1.1

1.7

1.9

2.5

30.0

31.5

29.3

31.5

52.8

48.5

54.3

51.5

14.3

17.5

13.5

14.5

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子供の人数 ／ 全体

1人 2人 3人 4人以上

（n）

1200

200

800

200

全体

同居

近居

遠居

36.5

49.4

55.0

43.3

50.5

42.3

40.5

7.9

12.5

7.6

4.5

0.6

0.5

0.8

48.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%



-7-

回答者プロフィール②

妻の職業 ／ 全体 夫の職業 ／ 全体

世帯年収 ／ 全体

会

社

・

法

人

の

経

営

者

（
含

役

員

）

会

社

員

・

公

務

員 派

遣

社

員

・

契

約

・

嘱

託

社

員

自

営

業

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

専

業

主

婦

育

児

休

暇

中

そ

の

他

現

在

仕

事

に

は

就

い

て

い

な

い

(1200) 0.3 7.1 3.3 1.6 15.8 69.4 1.4 0.9 0.3

(200) 0.0 10.5 3.0 2.5 17.5 65.0 1.0 0.5 0.0

(800) 0.3 7.0 3.3 1.8 15.9 69.3 1.4 0.8 0.5

(200) 0.5 4.0 3.5 0.0 13.5 74.5 2.0 2.0 0.0遠居

全体

同居

近居

0.3
7.1 3.3 1.6

15.8

69.4

1.4 0.9 0.3
0%

20%

40%

60%

80%

100%
全体

会

社

・

法

人

の

経

営

者

（
含

役

員

）

会

社

員

・

公

務

員 派

遣

社

員

・

契

約

・

嘱

託

社

員

自

営

業

パ
ー

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

育

児

休

暇

中

そ

の

他

現

在

仕

事

に

は

就

い

て

い

な

い

(1200) 4.3 80.2 2.0 6.2 1.0 0.1 1.9 4.3

(200) 2.5 79.0 3.0 8.5 1.0 0.0 1.0 5.0

(800) 5.1 79.3 1.8 6.9 1.1 0.1 2.3 3.5

(200) 3.0 85.0 2.0 1.0 0.5 0.0 1.5 7.0遠居

全体

同居

近居

4.3

80.2

2.0 6.2
1.0 0.1 1.9 4.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%
全体

3

0

0

万

円

未

満

3

0

0

万

円
～

4

0

0

万

円

未

満

4

0

0

万

円
～

5

0

0

万

円

未

満

5

0

0

万

円
～

6

0

0

万

円

未

満

6

0

0

万

円
～

7

0

0

万

円

未

満

7

0

0

万

円
～

8

0

0

万

円

未

満

8

0

0

万

円
～

9

0

0

万

円

未

満

9

0

0

万

円
～

1

0

0

0

万

円

未

満 1

0

0

0

万

円
～

1

2

0

0

万

円

未

満 1

2

0

0

万

円
～

1

5

0

0

万

円

未

満 1

5

0

0

万

円

以

上 平

均

(

万

円

)

(1200) 6.1 13.8 19.9 19.8 13.8 9.3 4.8 4.4 4.7 1.5 2.0 611

(200) 7.5 17.0 20.0 12.5 14.5 6.5 6.0 5.0 6.5 3.0 1.5 617

(800) 6.6 14.0 21.3 21.6 12.8 9.5 4.3 3.3 4.0 1.0 1.8 589

(200) 2.5 9.5 14.5 19.5 17.5 11.0 6.0 8.5 5.5 2.0 3.5 689遠居

全体

同居

近居

6.1

13.8

19.9 19.8

13.8

9.3

4.8 4.4 4.7
1.5 2.0

0%

10%

20%

30%
全体

居住地 ／ 全体

首都圏 近畿圏 その他

（n）

1200

200

800

200

全体

同居

近居

遠居

24.0

36.0

51.5

20.9

16.5

24.1

12.5

42.6

59.5

40.5

36.0

36.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%



ⅢⅢ．．調査結果のサマリー調査結果のサマリー
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～ 費用負担の状況 ～

サマリー①

●近居では「旅行・レジャー費」「外食費」を親に負担してもらう割合が、同居/遠居に比べて高い。

●子供に関する費用負担でみると、「ベビーカー」「チャイルドシート」に関しては“自分達で購入”が5割以上。
一方、「ランドセル」「学習机」は“親に購入してもらう”が4割以上。

●住居購入に際して、“親世代から費用を負担してもらった割合”は、近居が最も高い。

●住居を選ぶ際、“親の意見を重視したかどうか”については、同居>近居>遠居の順で重視した人が多い。

～ 親の援助実態（経済面・非経済面）と自分たちへの影響 ～

●親が子供の面倒を見てくれる頻度は、同居>近居>遠居の順。しかしながら、1日あたりの平均時間をみると近居が最も長くなっている。

●面倒を見てもらい、余裕ができた時間の使い道としては、「ご自身のプライベートの用事」が65％で最も高い。

●「ご自身のプライベートの用事」の具体的内容としては、「ご主人、またはご自身のための買い物」「友人と会う」が上位。

●余裕ができたお金の使い道としては、「子供のための貯金」が上位。一方、“余裕ができるお金は無い”との回答も4割超。
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サマリー②

～ 親との関係について（現在・今後） ～

●ほとんどのイベント（お祝い事）で、「自宅でパーティをする」「プレゼントのやりとり」のいずれかを行うことが多い。

●お祝い事の内容を比較すると、近居では「普段より豪華な外食」が高いのが特徴。一方、遠居では“モノ”のやりとりが目立つ。

●“親世代がしてくれていること/してくれたこと”については、近居で「外食時の費用を負担してもらった」割合が特に高い。

●“今後、親としたいこと”については、親と近居の世帯では「外食」など比較的気軽にできること、遠居の世帯では「旅行｣など、
普段なかなかできないことを望む傾向。

～ どのような“近居”が「インビジブル・ファミリー」となるか ～

●近居・遠居は、同居と比べると『妻側の父親・母親の世帯』との交流が深いという特徴がある。

●近居の理由については、「もともと住み慣れた土地だから」がトップ。若い年代ほど、親との精神的な関わりが強い傾向。

●親の近くに住んでいて困ることとしては、「干渉される」「急にやってくる」などが主な回答となった。

●「インビジブル・ファミリー」への当てはまり度合いを自己診断して貰ったところ、近居（1時間以内）では、“該当する”と思う人の割合が
46％と、最も高くなった。



ⅣⅣ．調査結果の詳細．調査結果の詳細
--親からの経済援助状況親からの経済援助状況--
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ご主人、ま

たはご自

身

父親・母親

と協力（自

分達メイ

ン）

父親・母親

と協力（父

親・母親メ

イン）

父親・母親 その他

この費用

はかかっ

ていない

（n）

旅行・レジャー費 800

外食費 800

デパートなどへの

買い物
800

スーパーなどへ日

常的な買い物
800

食料品・日用品の

まとめ買い
800

32.9

24.1

35.3

46.3

44.6

10.4

9.5

9.8

9.1

9.0

19.3

21.6

18.3

13.4

12.9

16.6

38.8

14.0

11.8

8.9

2.0

2.1

2.4

2.1

2.3

18.9

3.9

20.4

17.4

22.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ご主人、ま

たはご自

身

父親・母親

と協力（自

分達メイ

ン）

父親・母親

と協力（父

親・母親メ

イン）

父親・母親 その他

この費用

はかかっ

ていない

（n）

旅行・レジャー費 1200

外食費 1200

デパートなどへの

買い物
1200

スーパーなどへ日

常的な買い物
1200

食料品・日用品の

まとめ買い
1200

36.8

27.3

37.9

46.4

45.2

10.8

10.3

9.2

9.9

9.8

18.3

22.0

17.2

13.9

13.1

15.0

34.5

12.8

11.3

8.8

1.9

2.0

2.7

2.6

2.6

17.2

3.9

20.3

15.9

20.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n）

旅行・レジャー費 200

外食費 200

デパートなどへの

買い物
200

スーパーなどへ日

常的な買い物
200

食料品・日用品の

まとめ買い
200

43.0

26.5

42.0

47.0

46.0

13.0

18.0

8.5

15.5

16.0

17.0

25.5

18.5

18.0

18.0

11.0

24.0

8.0

6.0

6.5

2.5

3.5

6.0

6.5

6.0

13.5

2.5

17.0

7.0

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

各費用の負担状況

近居では「旅行・レジャー費」「外食費」を親に負担してもらう割合が、同居/遠居に比べて高い。
親と一緒に行動する際の負担状況を全体でみると、「スーパーなどへの日常的な買い物」（46％）、「食料品・日用品のまとめ買い」（45％）で自分達で負担する割合
が高い。
一方、「旅行・レジャー費」（15％）、「外食費」（35％）などで親に負担してもらう割合が高い。
“日常的な買い物”については自分達で、どちらかというと“非日常的な買い物”については、親に負担してもらっている様子がうかがえる。

同居/近居/遠居別で比較すると、近居で「旅行・レジャー費」（17％）、「外食費」（39％）と高い。上記の傾向は、近居で特に強いと考えられる。

全体

同居
（n）

旅行・レジャー費 200

外食費 200

デパートなどへの

買い物
200

スーパーなどへ日

常的な買い物
200

食料品・日用品の

まとめ買い
200

46.5

40.5

44.5

46.5

46.5

10.0

6.0

7.5

7.5

6.5

16.0

20.0

11.5

12.0

9.0

12.5

28.0

13.0

14.5

10.5

1.0

0.5

0.5

0.5

14.0

5.5

23.0

19.0

27.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

近居

遠居

Q25．下記の内容について、ご主人、またはご自身の父親・母親世帯と一緒に行動する際、主にどなたが費用を負担することがもっとも多いですか。それぞれあてはまるものをお答えください。[SA] ／全体Q25．下記の内容について、ご主人、またはご自身の父親・母親世帯と一緒に行動する際、主にどなたが費用を負担することがもっとも多いですか。それぞれあてはまるものをお答えください。[SA] ／全体
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（n）

ベビーカー 193

ベビーベッド 110

チャイルドシート 182

ランドセル 87

学習机 73

自転車・三輪車 156

66.8

48.2

73.1

46.0

61.6

62.2

8.0

2.1

2.7

1.1

4.1

3.2

14.5

13.6

12.6

37.9

27.4

26.3

15.5

31.8

12.6

1.1

2.7

6.4
1.9

0.5

1.0

4.1

3.6

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分達（ご主

人、またはご

自身）で購入

父親・母親と

協力（自分達

メイン）

父親・母親と

協力（父親・

母親メイン）

父親・母親が

購入

親以外から

もらった

（n）

ベビーカー 762

ベビーベッド 521

チャイルドシート 742

ランドセル 343

学習机 303

自転車・三輪車 633

55.5

34.9

60.6

28.3

36.6

39.2

2.8

3.0

5.5

5.3

5.7

3.5

8.2

18.9

20.9

17.4

50.1

44.9

38.4

18.9

38.4

16.3

5.8

4.6

8.5

2.3

8.6

10.2

3.9

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n）

ベビーカー 193

ベビーベッド 140

チャイルドシート 194

ランドセル 95

学習机 85

自転車・三輪車 163

50.8

37.1

62.9

25.3

27.1

40.5

4.1

3.1

3.2

5.9

5.5

21.2

15.0

16.0

60.0

54.1

34.4

20.7

42.9

14.9

4.2

5.9

12.9

2.1
2.9

3.1

6.7

7.1

3.1

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分達（ご主

人、またはご

自身）で購入

父親・母親と

協力（自分達

メイン）

父親・母親と

協力（父親・

母親メイン）

父親・母親が

購入

親以外から

もらった

（n）

ベビーカー 1148

ベビーベッド 771

チャイルドシート 1118

ランドセル 525

学習机 461

自転車・三輪車 952

56.6

37.2

63.1

30.7

38.8

43.2

2.7

2.6

5.5

5.2

5.0

3.2

7.1

18.6

18.8

16.4

49.9

43.8

35.7

18.6

38.3

15.5

4.8

4.6

8.9

2.5

9.1

3.5

7.6

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子供に関するものの費用負担状況

ベビーカー、チャイルドシートに関しては“自分達で購入する”が5割以上、ランドセル、学習机は“親に購入してもらう”が4割
以上。

子供関連商品の購入者について全体でみると、ベビーカー、チャイルドシートについては「自分達で購入」という割合が半数以上を占める。
一方、ランドセル、学習机については「父親・母親が購入」が4割以上を占める結果となった。

同居/近居/遠居別で比較すると、概ね同様の傾向を示している。ただし近居の自転車・三輪車については「父親・母親が購入」が4割弱と、他と比べてやや高い。

全体

同居

近居

遠居

Q28．あなたのご家庭では下記の商品をどなたが購入されましたか。それぞれあてはまるものをお答えください。複数購入した場合は最初に購入したものについてお答えください。[SA] ／各保有者Q28．あなたのご家庭では下記の商品をどなたが購入されましたか。それぞれあてはまるものをお答えください。複数購入した場合は最初に購入したものについてお答えください。[SA] ／各保有者
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ご家庭の住居形態

住居形態については、同居で持ち家（戸建て・集合住宅）率が高い。
住居形態を全体でみると、「持ち家（戸建て）」（42％）が最も高く、次いで「持ち家（集合住宅）」（19％）、「賃貸（集合住宅）」（30％）の順。

同居/近居/遠居別で比較すると、同居で「持ち家（戸建て）」が89％と圧倒的に高い。近居は「持ち家（戸建て）」（37％）、 「持ち家（集合住宅）」（23％）と続き、持ち家
率は6割以上を占める。一方、遠居は「賃貸（集合住宅）」が46％と最も高く、次いで「持ち家（集合住宅）」が21％。集合住宅率が6割強と高い。

持ち家（戸

建て）

持ち家（集

合住宅）

賃貸（戸建

て）

賃貸（集合

住宅）
社宅 その他

（n）

1200

同居 200

近居 800

    近居（1時間以内） 694

    近居（2時間以内） 106

遠居 200

全体

割付

42.3

89.0

36.6

38.3

25.5

18.0

19.1

22.6

22.2

25.5

21.0

3.6

3.6

3.9

1.9

5.0

29.5

32.0

31.4

35.8

45.5

4.8

4.5

10.4

10.0

0.9

0.5

3.0
2.0

3.5

3.6

0.5

0.6

0.6

0.8

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q17．あなたのご家庭の住居形態をお答えください。[SA] ／全体Q17．あなたのご家庭の住居形態をお答えください。[SA] ／全体
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住居購入時の費用負担状況

住居購入の際、親世代から費用を負担してもらった率は近居が最も高い。
住居購入の際に、親世代からの金銭的援助の有無について聞いたところ、「援助を受けず、自分達で購入」が40％、「親の援助を受け購入（自分達メイン）」が17％、
「親の援助を受け購入（親メイン）」が15％と続く。

同居/近居/遠居別で比較すると、同居で「もともとあった家に住んでいる」が41％と高い。また、近居で親から援助を受けて住居を購入した人の割合が最も高い。

援助は受け

ず、自分達

（ご主人また

はご自身）

で新たに購

入

ご主人の父

親・母親の

援助を受

け、新たに

購入（自分

達メイン）

ご自身の父

親・母親の

援助を受

け、新たに

購入（自分

達メイン）

ご主人の父

親・母親の

援助を受

け、新たに

購入（父親・

母親メイン）

ご自身の父

親・母親の

援助を受

け、新たに

購入（父親・

母親メイン）

ご主人の父

親・母親が

新たに購入

ご自身の父

親・母親が

新たに購入

もともとあっ

た家（マン

ション）に住

んでいる（購

入はしてい

ない）

その他

援助

(自分た

ちメイン）

計

援助

(両親メイ

ン）計

両親が

購入計

（n）

736 32.1 5.7 4.2

同居 184 17.4 6.5 13.0

近居 474 37.6 5.5 1.4

    近居（1時間以内） 420 37.6 5.9 1.7

    近居（2時間以内） 54 37.0 1.9 0.0

遠居 78 33.3 5.1 0.0

全体

割

付

39.5

13.6

46.4

45.5

53.7

59.0

17.4

9.2

20.5

20.7

18.5

17.9

14.7

8.2

17.1

16.9

18.5

15.4

4.1

5.4

3.6

4.0

3.8

1.6

1.1

1.9

1.9

1.3

10.3

1.1

2.7

13.2

41.3

4.4

5.0

5.3

8.2

4.6

4.3

7.4

1.9

1.0

0.8

3.1

0.7

0.6

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q18．現在お住まいの住居をご購入の際、ご主人、またはご自身の父親・母親から金銭的・経済的援助を受けましたか。[SA] ／一戸建て・マンション保有者Q18．現在お住まいの住居をご購入の際、ご主人、またはご自身の父親・母親から金銭的・経済的援助を受けましたか。[SA] ／一戸建て・マンション保有者
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とても重視した まあ重視した
あまり重視してい

ない
まったく重視して

いない
特に親の意見は

なかった

（n）

1200

同居 200

近居 800

    近居（1時間以内） 694

    近居（2時間以内） 106

遠居 200

全体

割
付

11.4

25.5

10.6

12.0

1.9

0.5

20.7

28.5

21.4

23.2

9.4

10.0

17.6

11.5

21.9

22.6

17.0

6.5

9.8

10.5

9.4

8.8

13.2

11.0

40.5

24.0

36.8

33.4

58.5

72.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住居購入に際して親の意見を重視したかどうか

住居を選ぶ際、親の意見を重視したかどうかについては、同居>近居>遠居の順で重視した人が多い。
現在の住居を選ぶ際に親の意見をどの程度重視したかを全体でみると、「とても重視した」（11％）、「まあ重視した」（21％）を合わせると約3割の人が重視したと回
答。一方、「特に親の意見はなかった」が41％を占める。

同居/近居/遠居別で比較すると、同居>近居>遠居の順で重視している割合が高い。
重視した理由/重視していない理由をそれぞれたずねたところ、重視した理由については「お金を出してもらったから」「援助してくれるから」、重視していない理由に
ついては「主人/自分たちで決めたから」などといった意見がみられた。

Q20．現在お住まいの住居をお選びになる際に、ご主人、またはご自身の父親・母親の意見をどの程度重視しましたか。土地・建物・立地条件なども含めてお答えください。[SA] ／全体
Q21:Q20で、父親・母親の意見を「とても重視した」～「まったく重視していない」とお答えになった理由をお書きください。[FA]／全体

Q20．現在お住まいの住居をお選びになる際に、ご主人、またはご自身の父親・母親の意見をどの程度重視しましたか。土地・建物・立地条件なども含めてお答えください。[SA] ／全体
Q21:Q20で、父親・母親の意見を「とても重視した」～「まったく重視していない」とお答えになった理由をお書きください。[FA]／全体

割付 近居別 Q20の回答 Q20の回答理由

同居 夫側 とても重視した もともと家が建っていたので他の場所は考えなかった。

同居 妻側 とても重視した お金をだしてもらったので。

同居 妻側 とても重視した 援助してもらえるので

近居（1時間以
内）

夫側 とても重視した 元々この辺りの土地に住んでいるから

近居（1時間以
内）

夫側 とても重視した 参考までに聞いた。

近居（1時間以
内）

夫側 とても重視した 実家の近くをさがした

近居（1時間以
内）

妻側 とても重視した 今後同居の為

近居（1時間以
内）

妻側 とても重視した 両親の持ち家だから

同居 夫側 まあ重視した もともと住んでいたところから、離れたがらなかったので。

同居 夫側 まあ重視した 同居する上で仕方なく

近居（1時間以内）妻側 まあ重視した お金を出してもらったから聞くしかなかった。

近居（1時間以
内）

妻側 まあ重視した 実家に近い

近居（1時間以
内）

妻側 まあ重視した 主人の実家の近くに住むということ

近居（1時間以
内）

妻側 まあ重視した 親がリフォームをしてくれたので

近居（1時間以
内）

妻側 まあ重視した 両親の自宅のそばだったので

遠居 妻側 まあ重視した 主人の考えで親には頼らない。

近居（1時間以
内）

夫側
あまり重視
していない

関係ないから

近居（1時間以
内）

夫側
あまり重視
していない

自分たちが住む場所なので、自分たちで選ぶのが当たり
前。

近居（1時間以
内）

妻側
あまり重視
していない

自分たちできめた

近居（2時間以
内）

妻側
あまり重視
していない

自分たちでほぼ決めたから

遠居 妻側
あまり重視
していない

自分たちが住むので自分たちで決めたかったから

親の意見重視度



ⅣⅣ．調査結果の詳細．調査結果の詳細
--自分たちについて自分たちについて--
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1

時

間

未
満

1

時

間

程

度

2

時

間

程
度

3

時

間

程
度

4

時

間

程
度

5

時

間

程
度

6

時

間

程
度

7

時

間

以
上

平

均

(

時
間

/

日

)

(832) 22.6 9.4 14.2 17.8 7.3 8.3 7.0 13.4 4.0

同居 (179) 16.2 15.6 20.7 20.7 5.0 7.3 7.3 7.3 3.4

近居 (577) 21.3 8.1 13.3 17.7 8.7 8.7 6.6 15.6 4.3

    近居（1時間以内） (517) 20.3 8.9 13.2 19.0 8.5 8.7 7.0 14.4 4.2

    近居（2時間以内） (60) 30.0 1.7 15.0 6.7 10.0 8.3 3.3 25.0 5.2

遠居 (76) 47.4 3.9 5.3 11.8 2.6 7.9 9.2 11.8 3.4

割

付

       全体

0%

10%

20%

30%

40%

50%

全体(n=832) 同居(n=179)

近居(n=577) 遠居(n=76)

親が子供（孫）の面倒を見てくれている頻度・1日あたりの時間

親が子供の面倒を見てくれる頻度は同居>近居>遠居の順。しかしながら、1日あたりの平均時間をみると近居が最も長く
なっている。

親が子供の面倒をみてくれる頻度を平均でみると、同居で「3.7日/月」、近居で「1.0日/月」、遠居で「0.2日/月」となった。

面倒をみてもらう際の、1日あたり平均時間については、同居で「3.4時間」、近居で「4.3時間」、遠居で「3.4時間」と、近居が他より長くなった。

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

頻度 1日あたりの時間

週5日以

上

週3～4

日

週1～2

日

2週間に

1日程度

月に1日

程度

2～3ヶ

月に1日

程度

それ以

下

ほとんど見

てもらってい

ない

平均

・
（日/

月）

（n）

1200 1.5

同居 200 3.7

近居 800 1.0

    近居（1時間以内） 694 1.1

    近居（2時間以内） 106 0.3

遠居 200 0.2

全体

割

付

8.7

39.5

3.0

3.5

4.9

12.0

4.4

5.0

13.5

19.5

15.0

16.7

3.8

10.3

6.0

13.5

14.7

5.7

1.5

11.7

5.5

15.4

15.3

16.0

3.0

9.3

10.8

10.4

13.2

10.5

11.0

4.5

10.1

8.9

17.9

21.0

30.7

10.5

27.9

25.5

43.4

62.0
0.5

1.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q10．ご主人、またはご自身の父親・母親の世帯があなたのお子様の面倒を見てくれている頻度はどのぐらいですか。[SA] ／全体
Q11．ご主人、またはご自身の父親・母親があなたのお子様の面倒を見てくれている時間は、1日平均何時間ぐらいですか。[SA] ／子供の面倒を見てもらっている人

Q10．ご主人、またはご自身の父親・母親の世帯があなたのお子様の面倒を見てくれている頻度はどのぐらいですか。[SA] ／全体
Q11．ご主人、またはご自身の父親・母親があなたのお子様の面倒を見てくれている時間は、1日平均何時間ぐらいですか。[SA] ／子供の面倒を見てもらっている人
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ご

自

身

の

プ

ラ

イ

ベ
ー

ト

の

用

事 体

を

休

め

る

/

睡

眠

家

事

仕

事

（
パ
ー

ト

含

む

）

そ

の

他

(907) 65.2 35.7 35.2 24.4 8.5

同居 (188) 58.5 28.2 52.1 32.4 6.4

近居 (637) 66.4 36.3 32.2 22.8 9.6

    近居（1時間以内） (568) 66.7 34.3 32.7 23.4 9.7

    近居（2時間以内） (69) 63.8 52.2 27.5 17.4 8.7

遠居 (82) 70.7 48.8 19.5 18.3 4.9

割付

       全体

0%

20%

40%

60%

80%

全体(n=907) 同居(n=188)

近居(n=637) 遠居(n=82)

親の助けによって余裕ができた時間の使い道

面倒を見てもらい、余裕ができた時間の使い道としては「ご自身のプライベートの用事」が65％で最も高い。
子供をみてもらい余裕ができた時間の使い道を全体でみると、「ご自身のプライベートの用事」が65％と最も高い。

同居/近居/遠居別でみると、同居では「家事」が52％と他と比べて高く、「仕事（パート含む）」も32％と比較的高い。
一方、遠居では「ご自身のプライベートの用事」「体を休める/睡眠」が他と比べて高い。

さらに近居の中でみると、妻の年齢が若いほど「ご自身のプライベートの用事」が高くなっている。また、子供の年齢が上がるほど、「仕事（パート含む」を挙げる人の
割合が高い。

※ 全体で降順ソート

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

ご

自

身

の

プ

ラ

イ

ベ
ー

ト

の

用

事

体

を

休

め

る

/

睡

眠

家

事

仕

事

（
パ
ー

ト

含

む

）

そ

の

他

(637) 66.4 36.3 32.2 22.8 9.6

夫側 (223) 66.4 35.4 30.5 23.8 9.0

妻側 (414) 66.4 36.7 33.1 22.2 9.9

(244) 68.4 41.4 29.5 15.2 8.2

(175) 64.6 36.0 40.0 25.1 9.1

(136) 72.8 31.6 28.7 24.3 11.8

(82) 53.7 29.3 29.3 37.8 11.0

(101) 77.2 37.6 32.7 15.8 5.0

(471) 66.9 36.7 30.8 21.0 9.3

(65) 46.2 30.8 41.5 46.2 18.5

       近居　計

子供

の年

齢

40代以上

近居

別

未就学児（3歳以下）

未就学児（4～6歳）

妻の

年齢

小学低学年

小学高学年

20代

30代

※ 近居計で降順ソート

Q12．ご主人、またはご自身の父親・母親にお子様の面倒を見てもらい、余裕ができた時間を、あなたは何のために使いますか。[MA] ／子供の面倒を見てもらっている人Q12．ご主人、またはご自身の父親・母親にお子様の面倒を見てもらい、余裕ができた時間を、あなたは何のために使いますか。[MA] ／子供の面倒を見てもらっている人
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・
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(591) 56.7 47.0 36.9 33.3 32.0 9.8 8.3 9.8

同居 (110) 67.3 40.9 31.8 40.9 24.5 8.2 8.2 10.0

近居 (423) 54.4 47.5 36.6 31.4 33.8 9.7 8.0 10.6

    近居（1時間以内） (379) 53.6 47.0 35.1 30.9 33.2 9.2 6.6 11.1

    近居（2時間以内） (44) 61.4 52.3 50.0 36.4 38.6 13.6 20.5 6.8

遠居 (58) 53.4 55.2 48.3 32.8 32.8 13.8 10.3 3.4

割付

       全体

0%

20%

40%

60%

80%

全体(n=591) 同居(n=110) 近居(n=423) 遠居(n=58)

余裕ができた時間に行う「プライベートの用事」の内容

「ご自身のプライベートの用事」の具体的内容としては、「ご主人、またはご自身のための買い物」、「友人と会う」が上位。
「ご自身のプライベートの用事」の具体的な項目を全体でみると、「ご主人、またはご自身のための買い物」が57％と最も高く、次いで「友人と会う」が47％と続く。

同居/近居/遠居別でみると、同居では「ご主人、またはご自身のための買い物」が67％と他と比べて高い。
一方、遠居では「友人と会う」「エステ・美容院など美容関連」が他と比べて高い。

近居の中でみると、妻の年齢が若いほど「ご主人、またはご自身のための買い物」が高くなっている。また、子供の年齢が若いほど「エステ・美容院など美容関連」を
挙げる人の割合が高い。

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

ご
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、
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友
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連
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ど
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・
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そ
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他

(423) 54.4 47.5 36.6 31.4 33.8 9.7 8.0 10.6

夫側 (148) 55.4 45.9 37.2 31.1 33.8 9.5 10.8 8.1

妻側 (275) 53.8 48.4 36.4 31.6 33.8 9.8 6.5 12.0

(167) 58.7 44.9 43.7 27.5 34.7 10.2 7.2 11.4

(113) 54.0 45.1 36.3 40.7 36.3 11.5 8.8 6.2

(99) 51.5 53.5 29.3 29.3 27.3 7.1 8.1 13.1

(44) 45.5 50.0 27.3 27.3 38.6 9.1 9.1 13.6

(78) 65.4 43.6 41.0 24.4 30.8 7.7 5.1 9.0

(315) 52.1 48.3 35.9 33.0 34.0 9.5 7.6 10.5

(30) 50.0 50.0 33.3 33.3 40.0 16.7 20.0 16.7

未就学児（3歳以下）

未就学児（4～6歳）

妻の

年齢

小学低学年

小学高学年

20代

30代

       近居　計

子供

の年

齢

40代以上

近居

別

※ 全体で降順ソート ※ 近居計で降順ソート

Q13．「ご自身のプライベートの用事」とお答えになった方におうかがいします。それは、具体的にどのようなことですか。[MA] ／自分のプライベートの用事に使っている人Q13．「ご自身のプライベートの用事」とお答えになった方におうかがいします。それは、具体的にどのようなことですか。[MA] ／自分のプライベートの用事に使っている人
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味

・
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事

夫
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ご
主

人

、
ま
た

は

ご

自
身

の
交

際

費

ご
主

人

、
ま
た

は

ご

自
身

の
趣

味

・

習
い

事

そ
の

他

余
裕

が

で

き
る

お

金

は
ほ

と
ん

ど

な

い

(1200) 26.9 15.8 12.9 12.6 7.1 6.2 2.2 2.0 1.8 1.2 4.2 45.7

同居 (200) 28.5 17.5 13.0 15.5 7.0 8.5 4.0 2.5 3.0 2.0 2.5 43.0

近居 (800) 24.9 14.5 14.0 12.8 6.8 6.4 2.0 2.3 1.8 1.1 4.3 47.0

    近居（1時間以内） (694) 23.8 14.6 13.8 12.4 6.3 5.9 2.0 2.0 1.7 1.0 4.3 47.0

    近居（2時間以内） (106) 32.1 14.2 15.1 15.1 9.4 9.4 1.9 3.8 1.9 1.9 3.8 47.2

遠居 (200) 33.5 19.0 8.5 9.0 8.5 3.0 1.0 0.5 1.0 0.5 5.5 43.0

割付

       全体

0%

20%

40%

60%

全体(n=1200) 同居(n=200) 近居(n=800) 遠居(n=200)

親の金銭的援助によって余裕ができたお金の使い道

余裕ができたお金の使い道としては、子供のための貯金が上位。一方、余裕ができるお金は無いとの回答も4割超。
親からの金銭的援助によって余裕ができたお金の使い道を全体でみると、「お子様のための貯金」が27％と最も高く、次いで「ご家族のための貯金」（16％）、「お子
様の衣服」（13％）と続く。一方、「余裕ができるお金はほとんどない」が46％と約半数を占める。

同居/近居/遠居別でみると、消費面では、同居/近居で「お子様の衣服」「お子様を含めた外食費」が遠居と比べてやや高い。
ただし、近居は「余裕ができるお金はほとんどない」が47％と他と比べてやや高く、「お子様のための貯金」「ご家族のための貯金」など、“貯金”に関しても他と比べ
てやや低い。
一方で遠居は“貯金”の割合が他と比べて高い。

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

※ 全体で降順ソート

⇔

Q31．ご主人、またはご自身の父親・母親の金銭的援助によって余裕が出来たお金はありますか。ある場合、その使い道としてあてはまるものをお答えください。[MA] ／全体Q31．ご主人、またはご自身の父親・母親の金銭的援助によって余裕が出来たお金はありますか。ある場合、その使い道としてあてはまるものをお答えください。[MA] ／全体



-22-

(800) 14.4 8.5 7.5 4.8 7.0 5.5 7.6 5.8 6.5 1.5 1.5 0.9 2.0 5.3 21.4 31,721

(125) 19.2 8.0 6.4 5.6 7.2 4.8 10.4 5.6 8.0 2.4 1.6 0.8 2.4 3.2 14.4 29,720

(574) 13.4 9.1 7.8 5.1 6.3 5.7 7.3 5.7 6.1 1.6 1.6 0.9 2.1 6.1 21.3 32,633

(101) 13.9 5.9 6.9 2.0 10.9 5.0 5.9 5.9 6.9 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 30.7 28,893

       近居　計

40代以上
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平

均

(

円

)

(1200) 12.6 7.6 8.3 5.4 6.7 5.8 7.4 5.8 7.3 1.6 1.9 1.3 1.9 6.2 20.3 33,886

同居 (200) 7.5 5.0 10.5 8.0 6.0 7.0 6.5 4.0 8.5 1.0 4.5 1.0 2.0 7.5 21.0 37,911

近居 (800) 14.4 8.5 7.5 4.8 7.0 5.5 7.6 5.8 6.5 1.5 1.5 0.9 2.0 5.3 21.4 31,721

    近居（1時間以内） (694) 15.1 8.8 7.8 5.0 7.2 5.5 7.2 6.1 5.9 1.2 1.2 0.7 1.9 5.5 21.0 30,734

    近居（2時間以内） (106) 9.4 6.6 5.7 2.8 5.7 5.7 10.4 3.8 10.4 3.8 3.8 1.9 2.8 3.8 23.6 38,395

遠居 (200) 10.5 6.5 9.5 5.5 6.0 5.5 7.5 7.5 9.5 2.5 1.0 3.0 1.5 8.5 15.5 38,180

割付

       全体

0%

10%

20%

30%

全体(n=1200) 同居(n=200) 近居(n=800) 遠居(n=200)

1ヶ月あたりの貯金額

ご家庭での1ヶ月あたりの平均貯金額は、遠居が最も多く、近居は他よりも6,000円程度少ない金額となった。
ご家庭の1ヶ月あたりの貯金額を全体でみると、「5,000円未満」が13％と高く、平均額は「33,886円」。

同居/近居/遠居別でみると、平均金額は同居で「37.911円」、近居で「31,721円」、遠居で「38,180円」。貯金額の平均は、遠居・同居に比べて近居が少ない。

さらに近居の中で妻の年齢別にみると、年齢が上がるほど「わからない/貯金をしていない」の割合が高くなる。

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

Q33．あなたのご家庭での1ヶ月あたりの貯金はだいたいおいくらですか。[SA] ／全体Q33．あなたのご家庭での1ヶ月あたりの貯金はだいたいおいくらですか。[SA] ／全体
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親に援助してもらっている金額に対する充足度・期待度

親世代からの援助金額への充足度は、近居がやや低い。また、援助がないと厳しいと感じる割合は、同居>近居>遠居の順
で高くなる。

親世代からの援助金額についての充足度を聞いたところ、同居・遠居では36％、近居では32％が“足りている”と回答。

親の援助がないと生活は厳しいと思うかについて全体でみると、「とてもきびしいと思う」（12％）「ややきびしいと思う」（15％）を合わせると、約3割が厳しいと思うと感
じている。

同居/近居/遠居別でみると、同居＞近居＞遠居で援助がないと厳しいと思うと感じている。

さらに近居の中でみると、妻の年齢が低いほど厳しいと思うと感じるひとの割合が高い。

とても足りて

いる

まあ足りてい

る

どちらともい

えない

あまり足りて

いない

まったく足りて

いない

（n）

1200

同居 200

近居 800

    近居（1時間以内） 694

    近居（2時間以内） 106

遠居 200

全体

割

付
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17.5

9.5

10.1

5.7

8.0
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44.0

46.3
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5.0

16.9

13.0

17.3

17.4

16.0

19.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n）

近居　計 800

20代 125

30代 574

40代以上 101

妻
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年

齢
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22.6
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5.9
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43.2
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21.0
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7.5
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15.2

26.5

14.5

15.1

10.4

6.5

28.3

26.5

29.8

30.3

26.4

24.0

14.9

9.0

16.1

16.1

16.0

16.0

30.2

17.0

29.1

27.5

39.6

47.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10.5

12.8

9.9
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14.5
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13.9

9.9

29.8

20.8
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16.1
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29.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

充足度 期待度

35.5％

31.8％

35.5％

26.7％

Q36．あなたのご家庭で父親・母親に援助してもらっている金額は、総支出額に対して足りていますか。あてはまるものをお答えください。[SA] ／全体
Q37．あなたのご家庭において、1ヶ月の家計を考える際、親からの援助がないと生活はきびしいと思いますか。あてはまるものをお答えください。[SA] ／全体

Q36．あなたのご家庭で父親・母親に援助してもらっている金額は、総支出額に対して足りていますか。あてはまるものをお答えください。[SA] ／全体
Q37．あなたのご家庭において、1ヶ月の家計を考える際、親からの援助がないと生活はきびしいと思いますか。あてはまるものをお答えください。[SA] ／全体



ⅣⅣ．調査結果の詳細．調査結果の詳細
--親について（将来について）親について（将来について）--
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人
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身

の

誕

生

日

敬

老

の
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(1200) 68.6 45.0 41.1 38.1 35.4 33.3 32.5 22.8 22.5 20.4 11.8

同居 (200) 82.0 58.5 69.5 54.5 41.0 41.0 59.0 36.5 39.0 27.5 17.5

近居 (800) 69.8 46.1 38.1 37.4 34.8 31.9 29.1 21.1 20.3 19.1 11.0

    近居（1時間以内） (694) 71.0 46.8 39.3 38.5 35.0 32.3 29.7 22.0 20.9 19.3 11.8

    近居（2時間以内） (106) 61.3 41.5 30.2 30.2 33.0 29.2 25.5 15.1 16.0 17.9 5.7

遠居 (200) 50.5 27.0 24.5 24.5 32.5 31.0 19.5 15.5 15.0 18.5 9.5

割付

       全体

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体(n=1200) 同居(n=200) 近居(n=800) 遠居(n=200)

父親・母親と一緒に行っているイベント

いずれの項目も同居世帯が最も高い。
親と一緒に行っているお祝い、またはイベントを全体でみると、「正月」が69％と突出して高く、以下「七五三」「子供の誕生日」が4割以上で続く。

同居／近居／遠居別でみると、親世帯との距離に影響されるため、いずれの項目も同居世帯が最も高く、次いで近居、遠居の順で高い割合となった。

※上記はTOP1「必ず行う」の値を表・グラフ化したもの ※ 全体で降順ソート

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

Q14．あなたのご家庭では、父親・母親に対してお祝いをしたり、父親・母親も参加して行うイベントはありますか。以下にあげるイベントそれぞれについて、あてはまるものを1つずつお答えください。[SA] ／全体Q14．あなたのご家庭では、父親・母親に対してお祝いをしたり、父親・母親も参加して行うイベントはありますか。以下にあげるイベントそれぞれについて、あてはまるものを1つずつお答えください。[SA] ／全体
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(n)

普段より豪華な
外食

ご自宅でパー
ティー

プレゼントのや
りとり

お祝い金のやり
とり

写真館で写真
を撮る

旅行やレジャー
施設に行く

あてはまるもの
はない

子供の誕生日 1010 21.8 64 .2 61.5 27.5 7.6 4.8 2.5

七五三 996 25.5 25.0 7.3 37.6 52 .2 0.8 9.9

こどもの日、ひな祭り 909 15.6 58 .9 12.8 13.4 3.2 2.3 13.3

入園・卒園・入学 952 24.8 33.6 12.2 53 .4 14.5 0.4 12.8

ご主人、もしくはご自身の
誕生日

672 31.4 46 .4 37.2 7.6 0.4 2.4 10.9

ご主人、もしくはご自身の
父親・母親の誕生日

805 22.7 31.8 57 .5 4.8 0.2 1.2 10.6

父の日 866 11.7 18.1 70 .6 3.2 0.1 0.6 9.7

母の日 882 11.8 18.0 71 .8 3.2 0.1 0.7 9.0

敬老の日 598 10.4 14.0 53 .3 2.2 0.2 0.7 27.9

クリスマス 796 17.3 66 .3 55.9 4.0 0.4 0.8 6.0

正月 1128 17.4 63 .7 7.3 26.2 1.3 3.2 12.1

(n)

普段より豪華な
外食

ご自宅でパー
ティー

プレゼントのや
りとり

お祝い金のやり
とり

写真館で写真
を撮る

旅行やレジャー
施設に行く

あてはまるもの
はない

子供の誕生日 194 20.6 77 .8 63.4 24.2 7.2 5.2 1.0

七五三 185 21.1 34.1 9.7 30.3 53 .0 1.1 8.1

こどもの日、ひな祭り 183 10.4 72 .1 7.1 9.8 2.2 1.6 12.0

入園・卒園・入学 180 23.9 45.6 12.8 48 .9 15.6 0.0 11.1

ご主人、もしくはご自身の
誕生日

144 27.1 53 .5 27.8 7.6 0.0 1.4 13.2

ご主人、もしくはご自身の
父親・母親の誕生日

163 17.8 47 .9 47 .9 3.7 0.0 0.0 11.0

父の日 166 10.8 22.3 66 .9 3.6 0.0 0.0 11.4

母の日 166 12.0 21.7 67 .5 3.0 0.0 0.0 11.4

敬老の日 120 10.0 15.0 51 .7 0.8 0.0 0.8 30.8

クリスマス 173 12.7 78 .0 53.8 3.5 0.0 0.6 3.5

正月 194 11.3 72 .7 8.8 23.2 0.0 2.1 12.4

(n)

普段より豪華な
外食

ご自宅でパー
ティー

プレゼントのや
りとり

お祝い金のやり
とり

写真館で写真
を撮る

旅行やレジャー
施設に行く

あてはまるもの
はない

子供の誕生日 143 16.8 52.4 62 .9 37.1 7.0 4.9 4.2

七五三 138 26.1 19.6 8.0 42.0 48 .6 0.0 8.0

こどもの日、ひな祭り 123 15.4 49 .6 16.3 17.9 5.7 4.1 15.4

入園・卒園・入学 128 18.8 30.5 13.3 59 .4 16.4 0.0 12.5

ご主人、もしくはご自身の
誕生日

91 29.7 39.6 44 .0 7.7 0.0 2.2 9.9

ご主人、もしくはご自身の
父親・母親の誕生日

115 14.8 16.5 68 .7 9.6 0.0 1.7 11.3

父の日 124 9.7 13.7 76 .6 4.8 0.0 0.0 5.6

母の日 125 8.8 13.6 76 .0 5.6 0.0 0.0 5.6

敬老の日 82 4.9 7.3 62 .2 2.4 0.0 0.0 26.8

クリスマス 99 19.2 61 .6 54.5 5.1 0.0 1.0 4.0

正月 176 18.8 52 .8 8.5 25.6 1.7 2.8 16.5

父親・母親と一緒に行っているイベントでの具体例①

近居 遠居

Q15．あなたのご家庭では、父親・母親に対してお祝いをしたり、父親・母親も参加して行なうとお答えになった下記のイベントで、具体的にどのようなことをしていますか。それぞれあてはまるものをすべてお答えくださ
い。[MA] ／それぞれイベントを行っている人

Q15．あなたのご家庭では、父親・母親に対してお祝いをしたり、父親・母親も参加して行なうとお答えになった下記のイベントで、具体的にどのようなことをしていますか。それぞれあてはまるものをすべてお答えくださ
い。[MA] ／それぞれイベントを行っている人

全体 同居

ほとんどのイベントでは「ご自宅でパーティをする」「プレゼントのやりとり」のいずれかを行うことが多い。
親と一緒に行っているイベントの具体例についてみると、「七五三」「入園・卒園・入学」以外の項目はいずれも、「ご自宅でパーティをする」「プレゼントのやりとり」の
いずれかとなった。

特に遠居に関しては、同居、近居と比較して「プレゼントのやりとり」が最も高い項目が多い。
※網掛けは「イベント毎（横方向）」のスコア順位 1位

2位

(n)

普段より豪華な
外食

ご自宅でパー
ティー

プレゼントのや
りとり

お祝い金のやり
とり

写真館で写真
を撮る

旅行やレジャー
施設に行く

あてはまるもの
はない

子供の誕生日 673 23.2 62 .7 60.6 26.4 7.9 4.6 2.5

七五三 673 26.6 23.6 6.5 38.6 52 .7 0.9 10.8

こどもの日、ひな祭り 603 17.2 56 .7 13.8 13.6 3.0 2.2 13.3

入園・卒園・入学 644 26.2 30.9 11.8 53 .4 13.8 0.6 13.4

ご主人、もしくはご自身の
誕生日

437 33.2 45 .5 38.9 7.6 0.7 2.7 10.3

ご主人、もしくはご自身の
父親・母親の誕生日

527 26.0 30.2 58 .1 4.2 0.4 1.5 10.2

父の日 576 12.3 17.9 70 .3 2.8 0.2 0.9 10.1

母の日 591 12.4 17.9 72 .1 2.7 0.2 1.0 9.0

敬老の日 396 11.6 15.2 52 .0 2.5 0.3 0.8 27.3

クリスマス 524 18.5 63 .4 56.9 4.0 0.6 0.8 7.3

正月 758 18.6 63 .9 6.6 27.2 1.6 3.6 11.1
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父親・母親と一緒に行っているイベントでの具体例②

近居は「普段より豪華な外食」が高いのが特徴。一方、遠居では“モノ”のやりとりが目立つ。
親と一緒に行っているイベントの具体例について、居住距離で比較すると、近居では「普段より豪華な外食」が多くのイベントで高い傾向がみられた。

一方、同居では「自宅でパーティー」、遠居では「プレゼント」や「お祝い金のやりとり」が高くなった。また、近居は殆どの項目で1位か2位となった。

Q15．あなたのご家庭では、父親・母親に対してお祝いをしたり、父親・母親も参加して行なうとお答えになった下記のイベントで、具体的にどのようなことをしていますか。それぞれあてはまるものをすべてお答えくださ
い。[MA] ／それぞれイベントを行っている人

Q15．あなたのご家庭では、父親・母親に対してお祝いをしたり、父親・母親も参加して行なうとお答えになった下記のイベントで、具体的にどのようなことをしていますか。それぞれあてはまるものをすべてお答えくださ
い。[MA] ／それぞれイベントを行っている人

普段より豪華な外食

自宅でパーティー

プレゼントのやりとり

お祝い金のやりとり

1位

2位

※網掛けは
「同居・近居・遠居」内

（縦方向）での順位

子供の誕生
日

七五三
こどもの日、
ひな祭り

入園・卒園・
入学

ご主人、もし
くはご自身の

誕生日

ご主人、もし
くはご自身の

父親・母親

の誕生日

父の日 母の日 敬老の日 クリスマス 正月

全体 21.8 25.5 15.6 24.8 31.4 22.7 11.7 11.8 10.4 17.3 17.4

同居 20.6 21.1 10.4 23.9 27.1 17.8 10.8 12.0 10.0 12.7 11.3

近居 23 .2 26 .6 17 .2 26 .2 33 .2 26 .0 12 .3 12 .4 11 .6 18.5 18.6

遠居 16.8 26.1 15.4 18.8 29.7 14.8 9.7 8.8 4.9 19 .2 18 .8

子供の誕生
日

七五三
こどもの日、
ひな祭り

入園・卒園・
入学

ご主人、もし
くはご自身の

誕生日

ご主人、もし
くはご自身の

父親・母親

の誕生日

父の日 母の日 敬老の日 クリスマス 正月

全体 64.2 25.0 58.9 33.6 46.4 31.8 18.1 18.0 14.0 66.3 63.7

同居 77 .8 34 .1 72 .1 45 .6 53 .5 47 .9 22 .3 21 .7 15.0 78 .0 72 .7

近居 62.7 23.6 56.7 30.9 45.5 30.2 17.9 17.9 15 .2 63.4 63.9

遠居 52.4 19.6 49.6 30.5 39.6 16.5 13.7 13.6 7.3 61.6 52.8

子供の誕生
日

七五三
こどもの日、
ひな祭り

入園・卒園・
入学

ご主人、もし
くはご自身の

誕生日

ご主人、もし
くはご自身の

父親・母親

の誕生日

父の日 母の日 敬老の日 クリスマス 正月

全体 61.5 7.3 12.8 12.2 37.2 57.5 70.6 71.8 53.3 55.9 7.3

同居 63 .4 9 .7 7.1 12.8 27.8 47.9 66.9 67.5 51.7 53.8 8 .8

近居 60.6 6.5 13.8 11.8 38.9 58.1 70.3 72.1 52.0 56 .9 6.6

遠居 62.9 8.0 16 .3 13 .3 44 .0 68 .7 76 .6 76 .0 62 .2 54.5 8.5

子供の誕生
日

七五三
こどもの日、
ひな祭り

入園・卒園・
入学

ご主人、もし
くはご自身の

誕生日

ご主人、もし
くはご自身の

父親・母親

の誕生日

父の日 母の日 敬老の日 クリスマス 正月

全体 27.5 37.6 13.4 53.4 7.6 4.8 3.2 3.2 2.2 4.0 26.2

同居 24.2 30.3 9.8 48.9 7.6 3.7 3.6 3.0 0.8 3.5 23.2

近居 26.4 38.6 13.6 53.4 7.6 4.2 2.8 2.7 2 .5 4.0 27 .2

遠居 37 .1 42 .0 17 .9 59 .4 7 .7 9 .6 4 .8 5 .6 2.4 5 .1 25.6
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(1200) 55.2 33.5 32.3 26.6 15.8 14.7 14.4 9.7 7.8 4.2 4.2 3.8 0.5 18.6

同居 (200) 47.0 22.0 17.0 22.5 5.0 11.5 23.0 9.5 5.0 5.0 0.5 5.0 0.5 26.0

近居 (800) 58.4 35.5 35.4 28.4 17.3 14.6 14.0 10.1 9.3 4.5 3.9 4.3 0.4 16.4

    近居（1時間以内） (694) 59.2 35.7 36.0 28.1 19.0 15.0 14.7 9.7 9.7 4.5 3.5 4.2 0.4 15.1

    近居（2時間以内） (106) 52.8 34.0 31.1 30.2 5.7 12.3 9.4 13.2 6.6 4.7 6.6 4.7 0.0 24.5

遠居 (200) 50.5 37.0 35.5 23.5 20.5 18.0 7.5 8.0 4.5 2.0 9.0 0.5 1.0 20.0

割付

       全体

0%

20%

40%

60%

80%

全体(n=1200) 同居(n=200) 近居(n=800) 遠居(n=200)

(800) 58.4 35.5 35.4 28.4 17.3 14.6 14.0 10.1 9.3 4.5 4.3 3.9 0.4 16.4

夫側 (293) 58.7 22.5 28.3 21.2 2.7 11.6 7.8 5.5 5.5 3.4 3.4 3.4 0.3 24.2

妻側 (507) 58.2 43.0 39.4 32.5 25.6 16.4 17.6 12.8 11.4 5.1 4.7 4.1 0.4 11.8

       近居　計

近居

別

父親・母親がしてくれていること／してくれたこと

近居の世帯では「外食時の費用を負担してもらった」割合が特に高い。
親が「してくれていること」または「してくれたこと」の全体をみると、「外食に行った際には、必ず親が会計をしてくれる」が55％と最も高く、以下、「雛人形や五月人形
などを購入してくれた/してくれる予定だ」「食料品や日用品を送ってくれる/持ってきてくれる」が3割以上で続く。

同居／近居／遠居別でみると、近居では「外食に行った際には、必ず親が会計をしてくれる」といった金銭的な面や、「遊園地や旅行など、レジャーに子供を連れて
行ってくれる」といった子供の世話のサポートについての項目が、他の項目と比較して高い割合となった。

近居の中でみると、「雛人形や五月人形などを購入してくれた/してくれる予定だ」「ほぼ毎日、電話またはメールがある」は妻側の方が夫側より20ポイント以上高く
なっている。

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

※ 全体で降順ソート

Q39．ご主人、またはご自身の父親・母親が「してくれていること」または「してくれたこと」として、あてはまると思うものをすべてお答えください。 [MA] ／全体Q39．ご主人、またはご自身の父親・母親が「してくれていること」または「してくれたこと」として、あてはまると思うものをすべてお答えください。 [MA] ／全体
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(1200) 64.6 50.6 36.8 34.4 32.8 27.3 25.0 24.4 19.4 4.4 21.3

同居 (200) 60.0 42.0 29.0 35.5 29.0 38.0 27.5 27.5 29.0 3.0 22.5

近居 (800) 67.0 50.8 37.9 35.0 33.1 24.9 24.3 24.9 17.9 4.5 20.0

    近居（1時間以内） (694) 68.3 50.0 38.6 36.9 32.3 26.1 25.5 26.8 18.9 4.3 19.0

    近居（2時間以内） (106) 58.5 55.7 33.0 22.6 38.7 17.0 16.0 12.3 11.3 5.7 26.4

遠居 (200) 59.5 58.5 40.0 31.0 35.0 26.5 25.5 19.5 16.0 5.5 25.0

(800) 67.0 50.8 37.9 35.0 33.1 24.9 24.3 24.9 17.9 4.5 20.0

夫側 (293) 60.4 31.7 23.5 19.8 20.1 16.0 12.6 15.4 10.6 2.7 30.0

妻側 (507) 70.8 61.7 46.2 43.8 40.6 30.0 31.0 30.4 22.1 5.5 14.2

割付

       全体

       近居　計

近居
別

0%

20%

40%

60%

80%

全体(n=1200) 同居(n=200) 近居(n=800) 遠居(n=200)

父親・母親と一緒にしたいこと

親と近居の世帯は「外食」など身近にできること、遠居の世帯では、「旅行｣など普段、なかなかできないこと。

親と同居の世帯では、「育児・子育て」「子供の教育・しつけ」といった、子供のことについて協力して行いたいことが強い。
親と一緒にしたいことを全体でみると、「外食」が65％で最も高く、次いで「旅行」（51％）が5割以上で続く。

同居／近居／遠居別でみると、近居では「外食｣が67％と、同居・遠居と比較して高く、一方、遠居では「旅行」が同居・近居と比較して特に高い割合となった。

近居の中でみると、妻側では「旅行」「デパートなどへの買い物」「スーパーなどへの日常的な買い物」「遊園地などレジャー施設に遊びにいく」が、夫側より20ポイン
ト以上高い割合となった。

※ 全体で降順ソート

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

Q16．今後、ご主人、またはご自身の父親・母親と一緒に行いたいこととして、それぞれあてはまるものをすべてお答えください。 [MA] ／全体Q16．今後、ご主人、またはご自身の父親・母親と一緒に行いたいこととして、それぞれあてはまるものをすべてお答えください。 [MA] ／全体
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父親・母親に対する気持ち

近居では、特に子供に関することについて、親に感謝している傾向が見られる。
親に対する気持ちを全体でみると、「母の日や父の日、誕生日などはプレゼントやお祝いをするようにしている」が67％で最も高く、次いで「何かあった時には助けて
もらえる安心感がある」が57％で続く。

近居でみると、「子供の面倒を見てくれるため、気持ちに余裕が持てる」が39％と、遠居（19％）と比較して、特に高い割合となった。

さらに近居の中でみると、「子供の面倒を見てくれるため、気持ちに余裕が持てる」「子供の病気や健康状態について、もっとも相談をする相手である」「子供の子育
て・教育・しつけについて、もっとも相談をする相手である」「ご自身のことについて、もっとも相談する相手である」は、夫側より妻側のほうが20ポイント以上高い割合
となった。
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(1200) 67.1 56.9 43.1 37.9 31.7 27.3 22.1 17.2 12.2 11.5

同居 (200) 67.5 60.5 39.5 52.5 33.5 26.0 11.5 25.0 11.0 9.5

近居 (800) 66.9 58.0 43.8 39.1 31.6 27.4 23.5 15.4 12.9 11.1

    近居（1時間以内） (694) 68.2 58.9 44.7 41.4 33.4 28.5 24.6 16.4 13.7 10.2

    近居（2時間以内） (106) 58.5 51.9 37.7 24.5 19.8 19.8 16.0 8.5 7.5 17.0

遠居 (200) 67.5 49.0 44.0 18.5 30.0 28.0 27.0 16.5 10.5 15.0

割付

       全体

0%

20%

40%

60%

80%

全体(n=1200) 同居(n=200) 近居(n=800) 遠居(n=200)

※ 全体で降順ソート

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下
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(800) 66.9 58.0 43.8 39.1 31.6 27.4 23.5 15.4 12.9 11.1

夫側 (293) 63.8 45.4 34.5 21.8 11.3 8.5 3.1 9.9 1.7 17.4

妻側 (507) 68.6 65.3 49.1 49.1 43.4 38.3 35.3 18.5 19.3 7.5

       近居　計

近居

別

※ 近居計で降順ソート

Q40．ご主人、またはご自身の父親・母親に対するあなたのお気持ちとして、あてはまるものをすべてお答えください。 [MA] ／全体Q40．ご主人、またはご自身の父親・母親に対するあなたのお気持ちとして、あてはまるものをすべてお答えください。 [MA] ／全体
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父親・母親に対する将来の意識

将来、父親・母親の世話をしたいと考えている人は全体の7割。
父親・母親に対する将来の意識について全体でみると、65％が世話をしたい（「必ず世話をしたい」＋「まあ世話をしたいと考えている」）となった。

同居／近居／遠居別で比較すると、同居では世話をしたいと考えている人が70％と最も高く、近居、遠居を約6ポイント上回ったが、近居、遠居別では大きな差は見
られなかった。

必ず世話をした

いと考えている

まあ世話をした

いと考えている

あまり世話をし

たくないと考えて

いる

絶対に世話をし

たくないと考えて

いる

わからない

（n）

1200

同居 200

近居 800

    近居（1時間以内） 694

    近居（2時間以内） 106

遠居 200

全体

割付

31.8

40.0

30.3

31.0

25.5

30.0

33.3

30.0

33.8

33.9
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5.5
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3.8

3.5

17.8

13.5

17.8

17.6

18.9

22.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q41．ご主人、またはご自身の父親・母親に対して将来、世話をしたいと考えていますか。それぞれあてはまるものをお答えください。[SA] ／全体Q41．ご主人、またはご自身の父親・母親に対して将来、世話をしたいと考えていますか。それぞれあてはまるものをお答えください。[SA] ／全体



ⅣⅣ．調査結果の詳細．調査結果の詳細
--参考データ参考データ--
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【参考】親との交流の深さ・関係性

近居・遠居は、『妻側の父親・母親の世帯』との交流が深い。

親との関係性については、『とても良い』と考える人が約4割。居住距離の違いでは、大きな差はみられない。
親との交流の深さを全体でみると、「ご自身の父親・母親の世帯」が46％と最も高く、次いで「同じくらい」が32％。

同居/近居/遠居別で比較すると、近居で「ご自身の父親・母親の世帯」が49％と最も高い。一方、同居では「ご主人の父親・母親の世帯」が40％と比較的高くなって
いる。

親との関係性については、全体でみると「とても良い」が占める割合が42％と最も高い。「まあ良い」の41％と合わせると、82％が“親との関係性はよい”と回答。

同居/近居/遠居では、大きな傾向の違いはみられず、「とても良い」が4割前後を占める。

近居を細かくみると、妻側の親と近居の場合、「とても良い」が5割に達する。また、年代が若いほど、“関係性がよい”とする割合が高くなる傾向となった。

Q6．あなたのご家庭と交流が深いのは、ご主人、またはご自身の父親・母親の世帯のどちらですか。[SA] ／全体
Q38．ご主人、またはご自身の父親・母親の世帯との関係について、それぞれあてはまるものを、あなたご自身の実感でお答えください。[SA] ／全体

Q6．あなたのご家庭と交流が深いのは、ご主人、またはご自身の父親・母親の世帯のどちらですか。[SA] ／全体
Q38．ご主人、またはご自身の父親・母親の世帯との関係について、それぞれあてはまるものを、あなたご自身の実感でお答えください。[SA] ／全体

ご主人の父親・母

親の世帯

ご自身の父親・母

親の世帯
同じくらい

両方とも交流は

ほとんどない

（n）

1200

同居 200

近居 800

    近居（1時間以内） 694

    近居（2時間以内） 106

遠居 200

全体

割付
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（n）

近居　計 800

夫側 293

妻側 507

20代 125

30代 574

40代以上 101

首都圏 288
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交流の深さ 関係性
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【参考】父親・母親の近くに住んでいる理由

近居の理由は「もともと住み慣れた土地だから」がトップ。若い年代ほど、親との精神的な関わりが強い傾向

親の近くに住んでいて困る内容は、「干渉される」「急にやってくる」などが主な回答
父親・母親世帯の近くに住んでいる理由については、「もともと住み慣れた土地だから」（40％）が最も高く、次いで「近くに住んでいると、いざ父親・母親が具合が悪く
なった時にすぐに行けるから」（28％）の順となった。

妻の年齢別でみると、20代で「もともと住み慣れた土地だから」（45％）、「近くに住んでいると精神的に支えてもらえるから」（28％）、「父親・母親に子供の世話を手
伝ってもらいたいから」（21％）が、他の年代と比べて高い。また、これらの項目は、年齢が低いほどポイントが高くなる傾向となった。

親の近くに住んでいて困る理由をたずねたところ、「干渉される」「急にやってくる」などが主な回答となった。

も

と

も

と

住

み

慣

れ

た

土

地

だ

か

ら

近

く

に

住

ん

で

い

る

と

、

い

ざ

父

親

・

母

親

が

具

合

が

悪

く

な

っ
た

時

に

す

ぐ

に

行

け

る

か

ら

近

く

に

住

ん

で

い

る

と

精

神

的

に

支

え

て

も

ら

え

る

か

ら

父

親

・

母

親

に

子

供

の

世

話

を

手

伝

っ
て

も

ら

い

た

い

か

ら

現

在

、
働

い

て

い

る

、

ま

た

は

、
今

後

、
働

き

た

い

た

め

父

親

・

母

親

に

近

く

に

住

む

よ

う

に

い

わ

れ

た

か

ら

近

く

に

住

ん

で

い

る

と

経

済

面

で

支

え

て

も

ら

え

る

か

ら

父

親

・

母

親

が

土

地

を

保

有

し

て

い

た

か

ら

父

親

・

母

親

が

近

く

に

引

っ
越

し

て

き

た

か

ら

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い

近

く

に

住

ん

で

い

な

い

(800) 39.6 27.5 22.8 15.6 11.9 7.6 7.1 5.5 1.6 4.0 12.8 24.4

(125) 44.8 25.6 28.0 20.8 14.4 9.6 7.2 9.6 1.6 4.8 11.2 15.2

(574) 39.9 28.0 23.2 16.0 12.0 7.5 7.3 5.2 1.7 4.0 12.5 25.1

(101) 31.7 26.7 13.9 6.9 7.9 5.9 5.9 2.0 1.0 3.0 15.8 31.7

       近居　計

40代以上

妻の

年齢

20代

30代

0%

10%

20%

30%

40%

50%

近居　計(n=800) 20代(n=125) 30代(n=574) 40代以上(n=101)

全体 ＋10P以上

全体 ＋ 5P以上

全体 － 5P以下

全体 －10P以下

※近居計で降順ソート

Q42．あなたが、父親・母親の近くに住んでいる理由として、あてはまるものをお答えください。 [MA] ／全体
Q43:父親・母親の近くに住んでいて、お困りになることをご自由にお書きください。特にない方は「特になし」とお書きください。[FA／同居・近居の方

Q42．あなたが、父親・母親の近くに住んでいる理由として、あてはまるものをお答えください。 [MA] ／全体
Q43:父親・母親の近くに住んでいて、お困りになることをご自由にお書きください。特にない方は「特になし」とお書きください。[FA／同居・近居の方

父親・母親の近くに住んでいる理由 近くに住んでいて困ること

割付 近居別
父親・母親の近くに住んでいて困ること

（代表的回答）

近居
（1時間以内）

夫側 プライバシーがない

近居
（1時間以内）

夫側 監視されるようでいや

近居
（1時間以内）

夫側 監視しないでほしい

近居
（1時間以内）

夫側 急にやってくるのが困る。

近居
（1時間以内）

夫側 急に来訪されたり訪問したりすること

近居
（1時間以内）

夫側 夫の親が買ってに来ること。

近居
（1時間以内）

妻側 しょっちゅう呼ばれる

近居
（1時間以内）

妻側 しょっちゅう行かなくてはいけない

近居
（1時間以内）

妻側 チェックが厳しい

近居
（1時間以内）

妻側 ちょっとしたことで文句を言われる

近居
（1時間以内）

妻側 干渉されたりする事

近居
（1時間以内）

妻側 細かいことまで言われる

近居
（1時間以内）

妻側 子どもがしょっちゅう行きたがる。

近居
（1時間以内）

妻側
私に叱られると、子供が反省せずにすぐに実家へ行ってし
まう。

近居
（1時間以内）

妻側
私の実家が斜め前なので子どもに会いに来すぎる事ぐらい
です。

近居
（1時間以内）

妻側 突然家に来る。
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とても思う まあ思う
どちらともいえな

い
あまり思わない

まったく思わな

い

（n）

1200

同居 200

近居 800

    近居（1時間以内） 694

    近居（2時間以内） 106

遠居 200

全体

割付

11.3
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16.1

2.8

3.5

23.3
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13.2
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16.6

17.5
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16.8

17.0
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23.6
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32.0

37.0

21.9

17.7

49.1

67.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（n）

近居　計 800

夫側 293

妻側 507

未就学児（3歳以下） 302

未就学児（4～6歳） 212

小学低学年 165

小学高学年 121

20代 125

30代 574

40代以上 101

妻の年齢

近居別

子供の年
齢

14.4

10.2

16.8

16.6

10.8

15.8

13.2

23.2

13.1

10.9

27.9
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30.4
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28.1

32.8
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17.9
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15.6

21.7

17.6
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11.2

21.9
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19.3

19.2

25.9

21.8

21.5

17.6

26.714.9

20.0 22.0
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【参考】 「インビジブルファミリー」自覚度合い

近居（1時間以内）で、インビジブルファミリーに該当すると思う人の割合が最も高い。
自身の家庭が「インビジブルファミリー」に該当すると思うかを聞いたところ、「とても思う」が11％。「まあ思う」の23％を合わせると、35％が“インビジブルファミリーだ
と思う”と回答。

近居（1時間以内）と近居（2時間以内）を比較すると、近居（1時間以内）のスコアが顕著に高くなっている。

妻側の親と近居の場合、夫側の親と近居の場合よりも“該当する”と考える割合が高い。

妻の年齢でみると、年代が若いほどインビジブルファミリーに該当すると思う人の割合が高くなる。

34.6％

46.2％

Q44．上記の文章を読んで、あなたのご家庭は『インビジブルファミリー』に該当すると思いますか。[SA] ／全体Q44．上記の文章を読んで、あなたのご家庭は『インビジブルファミリー』に該当すると思いますか。[SA] ／全体

『 子を持つ若い世代が、その親世代と同居はしないが、親世代の近くに住み、2つの家庭が
お互いに経済的・精神的に支えあって生活するスタイル 』

提示文


