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平 成 ２ ７年 ７月 ３日 

日本生命保険相互会社 

 

 

ニッセイ インターネットアンケート 
 

～７月：「夏のボーナス」について～ 
 
 

日本生命保険相互会社（社長：筒井義信）は、「ずっともっとサービス」のサンクスマイルメニューの  

ひとつとして、ホームページ（http://www.nissay.co.jp）内の「ご契約者さま専用サービス」にて、    

「夏のボーナス」に関するアンケート調査を実施いたしました。 
 

 次回は「将来への期待と不安」に関するアンケート調査結果を発表いたしますので、ご期待ください。 
 

≪調査概要≫ 

□調査期間 ： 平成２７年６月１日（月）～６月２８日（日） 

□実施方法 ： インターネット（ＰＣ・携帯電話モバイルサイト）による回答 

□調査対象 ： 「ずっともっとサービス」のサンクスマイルメニューアンケートへの訪問者 

□回答者数 ： １４，５４１名（男性：７，８６５名、女性：６，６７６名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪質問項目 今年の夏のボーナスについて≫ 

質問１ ボーナスの支給額はいくらでしたか？ 

質問２ ボーナスは増えましたか？減りましたか？ 

質問３ 今年のボーナスに、アベノミクスの効果を感じますか？ 

質問４ ボーナスを何に使いますか？ 

質問５ 「預貯金以外」に使う金額を増やしますか？減らしますか？ 

質問６ 来年の賃上げに期待していますか？ 

 

    ※次頁以降は２０代～５０代のボーナス支給ありの方を対象とした集計結果（パート・アルバイト・学生・無職・その他を除く） 

※当資料中のグラフや表の内訳数値の合計は、四捨五入のため、必ずしも合計が 100にはなりません 

  

（名，％） ＜年代別回答者数＞ 

＜職業別回答者数＞ 
（名，％） 

～20代 30代 40代 50代 60代 70代～ 合計

男性 590 1,275 2,381 2,112 1,056 451 7,865

女性 609 1,188 1,869 1,606 930 474 6,676

合計 1,199 2,463 4,250 3,718 1,986 925 14,541

占率（％） 8.2 16.9 29.2 25.6 13.7 6.4 100.0

年代

正社員
正職員

嘱託
派遣社員
契約社員

経営者
役員

6,472 701 379 1,042 1,135 1,509 51 2,934 318 14,541

占率（％） 44.5 4.8 2.6 7.2 7.8 10.4 0.4 20.2 2.2 100.0

※専業主婦（主夫）含む

その他 合計

合計

民間企業・団体

公務員
自営業
自由業

パート
アルバイト

学生 無職※

http://www.nissay.co.jp/


2 

質問１ ボーナスの支給額はいくらでしたか？ 

（回答者数：5,789名） 

 

 

 

 

≪全体≫                 ≪男女別≫ボーナス平均支給額 

 

質問２ ボーナスは増えましたか？減りましたか？ 

（回答者数：5,719名） 

 

 

 

 

≪ボーナスの増減≫ 

 

 

 

質問３ 今年のボーナスに、アベノミクスの効果を感じますか？ 

（回答者数：5,703名） 

 

 

 

 

≪アベノミクスの効果について≫ 

 

 

 

 

 

 

※「感じる」は、「とても感じる」「まあまあ感じる」の合計 

※「感じない」は、「あまり感じない」「全く感じない」の合計 

 

 

 

 

 

 

20万円 

未満 

13.5% 

20～40 

万円未満 

24.1% 
40～60 

万円未満 

23.0% 

60～80 

万円未満 

13.7% 

80～100 

万円未満 

8.8% 

100～120

万円未満 

8.9% 

120～160

万円未満 

4.0% 

160～200

万円未満 

1.1% 

200万円 

以上 

2.9% 

○夏のボーナス平均支給額は、５９．４万円で、昨年に比べやや増加 

○男女別では、男性の支給額は６８．７万円で昨年に比べ１．８％増加、女性については、２．８％減少 

○ボーナスが昨年に比べて「増えた」と回答した方の割合は、「減った」と回答した方に比べて、５．３ポイント 

高い結果となった。また、約６割の方が、昨年と比べて「変わらない」と回答 

○アベノミクスの効果については、「とても感じる」「まあまあ感じる」と答えた方は、合計で１０．６％となった 

○一方、「全く感じない」「あまり感じない」と答えた方は合計で７４．1％となった 

（万円）

男性 女性

平均金額 59.4 68.7 35.0

対前年（％） 0.1% 1.8% -2.8%

平均

とても 

感じる 

1.6% まあまあ

感じる 

9.0% 

どちら 

とも 

言えない 

15.3% 

あまり 

感じない 

30.8% 

全く 

感じない 

43.3% 

20代 30代 40代 50代 全体

感じる 8.4 10.3 10.3 12.1 10.6

どちらとも言えない 19.4 15.3 15.9 12.8 15.3

感じない 72.2 74.3 73.8 75.1 74.1

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

増えた 変わらない 減った
21.7% 61.9% 16.4%
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質問４ ボーナスを何に使いますか？ 

（回答者数：5,750名） 

 

 

 

 

≪ボーナスの使い道≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問５ 「預貯金以外」に使う金額を増やしますか？減らしますか？ 

（回答者数：5,029名） 

 

 

 

 

≪預貯金以外の使い道について≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○「預貯金」と回答した方が昨年に引続き、約３割となったものの、昨年に比べると１．６ポイント低下 

○「買い物」と回答した方は、日用品と贅沢品の合計で１．９ポイント上昇 

 

あまり結婚 

したくない 

○「変わらない」と回答した方が７６．２％となり、全体の４分の３以上を占めた 

○預貯金以外に使う金額を「増やす」と答えた方は１０．０％となり、前年に比べ減少 

○一方、「減らす」と答えた方は１３．８％で、前年に比べ増加 

 

＜ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次 チーフエコノミストのコメント＞ 

○経団連が発表した大手企業の夏のボーナス調査（第１回集計）によると、平均妥結額は

昨年の夏に比べて２.４３％増加しています。また月次の賃金統計から中小企業にも  

賃上げの動きが広がっていることが確認できます。当アンケートでも、ボーナス平均  

支給額は昨年よりも若干増加しており、所得は改善していることが確認できます。 

○ボーナスの使い道については、「預貯金」が約３割と財布の紐はまだまだ堅いよう    

ですが、個別で見ると「買い物（贅沢品）」、「近場のレジャー（日帰り）」などが昨年よりも

増加しており、所得の改善から消費にも明るさが見えます。 

 

29.7% 

21.9% 

14.1% 

8.1% 8.0% 

5.0% 4.9% 
3.7% 2.7% 1.9% 

31.3% 

20.3% 

15.0% 

7.3% 8.2% 

4.4% 3.7% 3.9% 
2.4% 

3.5% 

預
貯
金 

生
活
費
の
補
て
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ロ
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の
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旅
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そ
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2015 2014

増やす 

10.0% 

変わら 

ない 

76.2% 

減らす 

13.8% 
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質問６ 来年の賃上げに期待していますか？ 

（回答者数：5,719名） 

 

 

 

 

≪来年の賃上げについて≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ＜ボーナスの支給額別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

とても 

期待する 

11.4% 

まあまあ 

期待する 

18.9% 

どちらとも 

言えない 

14.7% 

あまり期待 

しない 

31.3% 

全く期待 

しない 

23.6% 

○来年の賃上げに「期待する」と答えた方は約３割、「期待しない」と答えた方は約５割となった 

○ボーナスの支給額別でみると、１６０万～２００万円未満の方は、「期待する」と答えた方の割合が高くなる  

など、支給額によって傾向が違う結果となった 

 

「期待する」 

30.4％ 

「期待しない」 

54.9％ 

期待する
どちらとも
言えない

期待しない

20万円未満 23.8% 12.4% 63.8%

20～40万円未満 27.3% 13.2% 59.5%

40～60万円未満 30.2% 15.2% 54.6%

60～80万円未満 32.7% 15.9% 51.4%

80～100万円未満 31.3% 13.5% 55.2%

100～120万円未満 35.0% 18.1% 46.9%

120～160万円未満 40.9% 13.4% 45.7%

160～200万円未満 46.2% 26.2% 27.7%

200万円以上 38.2% 20.0% 41.8%

全体 30.4% 14.7% 54.9%

 

Ｈ２７－６７３Ｇ，広報部 


