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３．就業に対する意識について

Ａ 現在の仕事への考えについて

（１）働いている理由

現在、働いている一番の理由は何ですか。【○は１つ】

働いている理由については、「家計を支える中心であるため」が 46.3%と最も高く、次いで「家計

を補う（助ける）ため」が 30.9%、「社会の一員としての務めを果たすため」が 7.3%の順となってい

る。

性別でみると、<男性>では「家計を支える中心であるため」が 67.5％、<女性>では「家計を補う

（助ける）ため」が 47.4％と、それぞれ最も高くなっている。

性別・年代別でみると、<男性>では 25 歳以上の層で「家計を支える中心であるため」が最も高

く、<女性>では<20～24 歳>で「家計を支える中心であるため」が、それ以外の層では「家計を補う

（助ける）ため」が、それぞれ最も高くなっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>と<自営業 他>では「家計を支える中心であるため」が、<非

正規>では「家計を補う（助ける）ため」が、それぞれ最も高くなっている。

■働いている理由〔回答数＝1,485〕

家計を支える

中心であるため

46.3%

家計を補う

（助ける）

ため

30.9%

自分の才能や

能力を発揮

するため

5.3%

生きがいの

ため

4.4%

社会の一員

としての務めを

果たすため

7.3%

余暇活動の

経費を稼ぐ

ため

4.4%
その他

1.4%
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【性別・年代別／正規・非正規の別（働いている理由）】

家計を支える

中心であるため

67.5
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（２）仕事の満足度

現在の仕事に満足していますか。【○は１つ】

仕事の満足度については、「どちらともいえない」が 44.0%と最も高く、次いで「満足している」

が 42.9%、「満足していない」が 13.1%の順となっている。

性別でみると、<男性>では「満足している」が、<女性>では「どちらともいえない」が、それぞ

れ最も高くなっている。

性別・年代別でみると、<15～19 歳>、<25～29 歳>、<35～39 歳>で「満足している」の割合につ

いて<男性>が<女性>より低くなっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>で「満足していない」の割合が 15.9％と他の層より 5 ポイン

ト以上高くなっている。

また、<自営業 他>では「満足している」が 56.1％と他の層より 14 ポイント程度高くなってい

る。

■仕事の満足度〔回答数＝1,515〕

満足している

42.9%

どちらとも

いえない

44.0%

満足して

いない

13.1%
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【性別・年代別／正規・非正規の別（仕事の満足度）】
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（３）仕事に満足している理由

現在の仕事に対して満足している理由は何ですか。【○はいくつでも】

仕事に満足している理由については、「労働時間がちょうどいい」が 46.0%と最も高く、次いで

「やりがいがある」が 44.0%、「人間関係が良い」が 42.9%の順となっている。

前回調査との比較では、「有給休暇が取りやすい」の割合が 10.4 ポイント、「雇用が安定してい

る」が 6.2ポイント、「福利厚生が充実している」が 5.4 ポイント増加している。

性別でみると、<男性>では「やりがいがある」が最も高く、次いで「自分の能力が生かせる」、「労

働時間がちょうどいい」の順となっており、<女性>では「労働時間がちょうどいい」が最も高く、

次いで「人間関係が良い」、「有給休暇が取りやすい」の順となっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>と<自営業 他>では「やりがいがある」、<非正規>では「労働

時間がちょうどいい」が、それぞれ最も高くなっている。

また、<正規>では「賃金・手当等が十分である」、「福利厚生が充実している」、「雇用が安定して

いる」が他の層より 15 ポイント以上、<非正規>では「労働時間がちょうどいい」が 30 ポイント以

上、<自営業 他>では「やりたかった仕事である」が 10 ポイント以上高くなっている。

■仕事に満足している理由〔回答数＝648〕

選択肢 回答数 割合 　<複数回答>

サンプル数 648 100.0%

労働時間がちょうどいい 298 46.0%

やりがいがある 285 44.0%

人間関係が良い 278 42.9%

有給休暇が取りやすい 245 37.8%

自分の能力が活かせる 231 35.6%

雇用が安定している 173 26.7%

賃金・手当等が十分である 172 26.5%

福利厚生が充実している 141 21.8%

やりたかった仕事である 132 20.4%

評価されていると感じる 120 18.5%

育児・介護と両立ができる 78 12.0%

能力開発の機会がある 47 7.3%

会社の考え方に共感できる 46 7.1%

その他 11 1.7%

46.0%

44.0%

42.9%

37.8%

35.6%

26.7%

26.5%

21.8%

20.4%

18.5%

12.0%

7.3%

7.1%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【前回調査との比較】
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41.9%

42.1%
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その他
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【性別（仕事に満足している理由）】
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【正規・非正規の別（仕事に満足している理由）】
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（４）仕事に満足していない理由

現在の仕事に満足していない理由は何ですか。【○はいくつでも】

仕事に満足していない理由については、「賃金・手当等が不十分である」が 71.2%と最も高く、次

いで「労働時間が長い」が 35.9%、「有給休暇が取りにくい」と「会社の考え方に共感できない」が

33.8%の順となっている。

前回調査との比較では、「やりがいがない」が 6.1ポイント増加している。

性別でみると、<男性>は<女性>に比べ「賃金・手当等が不十分である」、「労働時間が長い」、「や

りがいがない」、「会社の考え方に共感できない」の４項目で 10ポイント以上高くなっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>では「有給休暇が取りにくい」、「労働時間が長い」、「福利厚

生が充実していない」が他の層より 10ポイント以上高くなっている。

また、<自営業 他>ではサンプル数が限られるが「その他」が他の層より 20 ポイント以上高く

なっている。

■仕事に満足していない理由〔回答数＝198〕

選択肢 回答数 割合 　<複数回答>

サンプル数 198 100.0%

賃金・手当等が不十分である 141 71.2%

労働時間が長い 71 35.9%

有給休暇が取りにくい 67 33.8%

会社の考え方に共感できない 67 33.8%

人間関係が悪い 56 28.3%

やりがいがない 55 27.8%

やりたい業務と違う 50 25.3%

評価されていないと感じる 46 23.2%

福利厚生が充実していない 39 19.7%

自分の能力が活かせない 23 11.6%

雇用が安定していない 23 11.6%

能力開発の機会がない 17 8.6%

育児・介護と両立ができない 15 7.6%

その他 14 7.1%

71.2%

35.9%

33.8%

33.8%

28.3%

27.8%

25.3%

23.2%

19.7%

11.6%
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7.1%
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【前回調査との比較】
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【性別（仕事に満足していない理由）】
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【正規・非正規の別（仕事に満足していない理由）】
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自営業 他
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（５）長く働くために有効だと思う会社の取組

あなたが今の職場で長く働くために、最も有効だと思う会社の取組は何ですか。【○は１つ】

長く働くために最も有効だと思う会社の取組については、「賃上げなど給与の充実」が 40.7%と最

も高く、次いで「適正な業務量の管理」が 12.9%、「風通しの良い職場づくり」が 11.2%の順となっ

ている。

前回調査との比較では、「賃上げなど給与の充実」が 5.7 ポイント増加している。

性別でみると、<女性>は<男性>に比べ「休暇の取りやすい職場環境づくり」について 5.2 ポイン

ト高くなっている。

性別・年代別でみると、25 歳～64歳と<70歳以上>の層で「賃上げなど給与の充実」について<男

性>が<女性>より高くなっている。

また、<20～24歳>を除くすべての層で「育児・介護との両立支援」については<女性>が<男性>よ

り高く、特に<35～39 歳>では 16.5％と他の層より高くなっている。

また、<20～24 歳>と<65～69歳>を除くすべての層で「休暇の取りやすい環境づくり」について

<女性>が<男性>より高くなっている。

正規・非正規の別でみると、「賃上げなど給与の充実」がすべての層で最も高く、特に<正規>では

44.8％と他の層と比較し 5 ポイント以上高くなっている。

■長く働くために有効だと思う会社の取組〔回答数＝1,322〕

【前回調査との比較】
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【性別・年代別／正規・非正規の別（長く働くために有効だと思う会社の取組）】
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（６）就労希望年齢

今後、あなたは何歳まで働きたいとお考えですか。【○は１つ】

就労希望年齢については、「働けるうちはいつまでも」が 30.9%と最も高く、次いで「61 歳～65

歳」が 24.8%、「60 歳」が 16.6%の順となっている。

前回調査との比較では、「働けるうちはいつまでも」が 7.6 ポイント減少している。

性別でみると、<男性><女性>ともに「働けるうちはいつまでも」の割合が最も高くなっている。

性別・年代別でみると、「働けるうちはいつまでも」の割合が、15～34 歳では<男性>が<女性>よ

り高く、35歳～54 歳では<女性>が<男性>より高くなっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>では「61～65 歳」が、<非正規>と<自営業 他>では「働ける

うちはいつまでも」がそれぞれ最も高くなっている。

■就労希望年齢〔回答数＝1,493〕

【前回調査との比較】
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【性別・年代別／正規・非正規の別（就労希望年齢）】
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Ｂ キャリア形成や働き方について

（１）自己成長のために有効だと思う取組

働く上で自分自身の成長のために有効だと思う取組は何ですか。【○はいくつでも】

自己成長のために有効だと思う取組については、「社内での教育研修」が 37.0%と最も高く、次い

で「資格取得支援制度」が 35.6%、「副業・兼業を認める」が 25.3%の順となっている。

前回調査との比較では、「副業・兼業を認める」が 4.3 ポイント増加している。

性別でみると、<女性>は<男性>に比べ「社内での教育研修」と「資格取得支援制度」について約

10 ポイント高くなっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>では「社外の教育研修への派遣」、「キャリアアップ支援」、

「資格取得支援制度」、「副業・兼業を認める」について他の層より 5 ポイント以上高くなっている。

また、<非正規>では「他社との人事交流」について他の層より 10 ポイント以上低くなっている。

また、<自営業 他>では、「他社との人事交流」と「その他」について他の層より7 ポイント以上

高く、「社内での教育研修」と「キャリアアップ支援」について 5 ポイント以上低くなっている。

■自己成長のために有効だと思う取組〔回答数＝1,419〕

※1 キャリアアップ支援：本人の希望する異動等を申告できる仕組みや、キャリアカウンセリング等

※2 ＯＪＴ：「On-The-Job Training」の略称で実際の職務現場において、業務を通して行う教育訓練

選択肢 回答数 割合 　<複数回答>

サンプル数 1,419 100.0%

社内での教育研修 525 37.0%

資格取得支援制度 505 35.6%

副業・兼業を認める 359 25.3%

キャリアアップ支援（※1） 304 21.4%

社外の教育研修への派遣 287 20.2%

ＯＪＴ（※2）・現場トレーニング 249 17.5%

他社との人事交流 233 16.4%

その他 63 4.4%
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35.6%
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21.4%

20.2%

17.5%

16.4%
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【前回調査との比較】
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【性別（自己成長のために有効だと思う取組）】

【正規・非正規の別（自己成長のために有効だと思う取組）】
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（２）仕事に関連する研修の受講状況

お勤め先の事業所で、仕事に関連する研修（教育）等を受講していますか。【○はいくつでも】

仕事に関連する研修の受講状況については、「受講していない」が 37.1%と最も高く、次いで「担

当業務に関する専門知識」が 36.3%、「仕事の上での基本的な心構えや基礎知識」が 26.6%の順とな

っている。

性別でみると、<男性>では「担当業務に関する専門知識」が、<女性>では「受講していない」が、

それぞれ最も高くなっている。

性別・年代別でみると、<男性>では 15～29 歳で「仕事の上での基本的な心構えや基礎知識」が、

45 歳以上で「受講していない」の割合が高くなっている。

また、<女性>では 15～39 歳で「担当業務に関する専門知識」が、40歳以上で「受講していない」

の割合が高くなっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>では「担当業務に関する専門知識」が 45.8％と他の層より 20

ポイント以上高くなっている。

■仕事に関連する研修の受講状況〔回答数＝1,472〕

選択肢 回答数 割合 　<複数回答>

サンプル数 1,472 100.0%

担当業務に関する専門知識 535 36.3%

仕事の上での基本的な心構えや
基礎知識

391 26.6%

法務・法令順守（個人情報、ハラス
メント等）

330 22.4%

担当業務に関する技能・技術の習
得

283 19.2%

接遇等マナー研修 202 13.7%

担当業務に関する資格取得 197 13.4%

管理職や監督者としての知識・技
能習得

132 9.0%

コミュニケーション能力向上 124 8.4%

グループワーク、ワークショップ等 108 7.3%

業務に用いるソフトウェアやＩＴ機器
の操作

82 5.6%

ＯＡ・事務機器、基本的なPC操作
等

74 5.0%

応用的なＩＴスキルの習得 29 2.0%

その他 23 1.6%

受講していない 546 37.1%

36.3%

26.6%

22.4%

19.2%

13.7%

13.4%

9.0%

8.4%

7.3%

5.6%

5.0%

2.0%

1.6%

37.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【性別・年代別／正規・非正規の別（仕事に関する研修の受講状況）】

※ は第１位、 は第２位、 は第３位の項目

合
計

担
当
業
務
に
関
す
る
専
門

知
識

担
当
業
務
に
関
す
る
資
格

取
得

担
当
業
務
に
関
す
る
技

能
・
技
術
の
習
得

法
務
・
法
令
順
守

（
個
人

情
報

、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

等

）

仕
事
の
上
で
の
基
本
的
な

心
構
え
や
基
礎
知
識

管
理
職
や
監
督
者
と
し
て

の
知
識
・
技
能
習
得

グ
ル
ー

プ
ワ
ー

ク

、
ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ
等

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
能

力
向
上

接
遇
等
マ
ナ
ー

研
修

Ｏ
Ａ
・
事
務
機
器

、
基
本

的
な
P
C
操
作
等

業
務
に
用
い
る
ソ
フ
ト

ウ

ェ
ア
や
Ｉ
Ｔ
機
器
の
操

作 応
用
的
な
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
の

習
得

そ
の
他

受
講
し
て
い
な
い

644 250 115 152 169 164 87 41 54 74 28 39 15 8 215

100% 38.8% 17.9% 23.6% 26.2% 25.5% 13.5% 6.4% 8.4% 11.5% 4.3% 6.1% 2.3% 1.2% 33.4%

3 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0

100% 66.7% 33.3% 33.3% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

16 7 5 4 3 9 1 3 6 5 1 2 0 0 2

100% 43.8% 31.3% 25.0% 18.8% 56.3% 6.3% 18.8% 37.5% 31.3% 6.3% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5%

37 18 7 13 13 18 3 3 5 6 2 1 1 0 10

100% 48.6% 18.9% 35.1% 35.1% 48.6% 8.1% 8.1% 13.5% 16.2% 5.4% 2.7% 2.7% 0.0% 27.0%

47 22 9 14 8 12 4 3 3 5 2 3 1 0 14

100% 46.8% 19.1% 29.8% 17.0% 25.5% 8.5% 6.4% 6.4% 10.6% 4.3% 6.4% 2.1% 0.0% 29.8%

61 31 19 20 17 14 7 2 2 9 2 3 0 1 16

100% 50.8% 31.1% 32.8% 27.9% 23.0% 11.5% 3.3% 3.3% 14.8% 3.3% 4.9% 0.0% 1.6% 26.2%

73 31 19 21 23 16 14 7 8 8 0 4 4 1 19

100% 42.5% 26.0% 28.8% 31.5% 21.9% 19.2% 9.6% 11.0% 11.0% 0.0% 5.5% 5.5% 1.4% 26.0%

76 24 11 15 20 16 12 5 6 5 2 2 1 1 31

100% 31.6% 14.5% 19.7% 26.3% 21.1% 15.8% 6.6% 7.9% 6.6% 2.6% 2.6% 1.3% 1.3% 40.8%

79 38 12 22 28 20 17 7 11 15 3 4 2 1 24

100% 48.1% 15.2% 27.8% 35.4% 25.3% 21.5% 8.9% 13.9% 19.0% 3.8% 5.1% 2.5% 1.3% 30.4%

66 23 13 20 14 13 9 4 3 6 5 8 3 1 23

100% 34.8% 19.7% 30.3% 21.2% 19.7% 13.6% 6.1% 4.5% 9.1% 7.6% 12.1% 4.5% 1.5% 34.8%

72 26 6 10 22 20 9 4 4 6 6 8 2 0 23

100% 36.1% 8.3% 13.9% 30.6% 27.8% 12.5% 5.6% 5.6% 8.3% 8.3% 11.1% 2.8% 0.0% 31.9%

70 19 8 7 13 20 9 3 3 5 4 2 1 2 29

100% 27.1% 11.4% 10.0% 18.6% 28.6% 12.9% 4.3% 4.3% 7.1% 5.7% 2.9% 1.4% 2.9% 41.4%

44 9 5 5 7 4 2 0 3 3 1 1 0 1 24

100% 20.5% 11.4% 11.4% 15.9% 9.1% 4.5% 0.0% 6.8% 6.8% 2.3% 2.3% 0.0% 2.3% 54.5%

820 283 81 129 161 226 45 67 70 127 46 43 14 15 328

100% 34.5% 9.9% 15.7% 19.6% 27.6% 5.5% 8.2% 8.5% 15.5% 5.6% 5.2% 1.7% 1.8% 40.0%

5 3 2 2 0 3 0 2 2 2 0 0 0 0 1

100% 60.0% 40.0% 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 40.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

45 22 3 13 5 12 3 4 4 9 3 5 2 0 12

100% 48.9% 6.7% 28.9% 11.1% 26.7% 6.7% 8.9% 8.9% 20.0% 6.7% 11.1% 4.4% 0.0% 26.7%

61 29 8 18 15 24 2 11 11 16 3 3 1 0 18

100% 47.5% 13.1% 29.5% 24.6% 39.3% 3.3% 18.0% 18.0% 26.2% 4.9% 4.9% 1.6% 0.0% 29.5%

71 29 12 9 20 22 6 9 8 13 4 4 0 0 27

100% 40.8% 16.9% 12.7% 28.2% 31.0% 8.5% 12.7% 11.3% 18.3% 5.6% 5.6% 0.0% 0.0% 38.0%

91 35 11 15 14 22 5 4 5 17 3 2 0 1 29

100% 38.5% 12.1% 16.5% 15.4% 24.2% 5.5% 4.4% 5.5% 18.7% 3.3% 2.2% 0.0% 1.1% 31.9%

86 27 12 15 17 21 3 8 7 11 3 5 1 1 45

100% 31.4% 14.0% 17.4% 19.8% 24.4% 3.5% 9.3% 8.1% 12.8% 3.5% 5.8% 1.2% 1.2% 52.3%

105 36 7 11 26 25 6 9 7 15 10 5 2 5 43

100% 34.3% 6.7% 10.5% 24.8% 23.8% 5.7% 8.6% 6.7% 14.3% 9.5% 4.8% 1.9% 4.8% 41.0%

101 37 9 17 26 34 6 12 11 17 6 6 4 1 35

100% 36.6% 8.9% 16.8% 25.7% 33.7% 5.9% 11.9% 10.9% 16.8% 5.9% 5.9% 4.0% 1.0% 34.7%

89 27 9 13 16 28 7 5 6 8 6 5 2 3 35

100% 30.3% 10.1% 14.6% 18.0% 31.5% 7.9% 5.6% 6.7% 9.0% 6.7% 5.6% 2.2% 3.4% 39.3%

86 23 7 11 15 18 4 2 6 14 4 7 0 3 40

100% 26.7% 8.1% 12.8% 17.4% 20.9% 4.7% 2.3% 7.0% 16.3% 4.7% 8.1% 0.0% 3.5% 46.5%

47 11 1 3 5 10 1 1 2 2 1 1 0 1 25

100% 23.4% 2.1% 6.4% 10.6% 21.3% 2.1% 2.1% 4.3% 4.3% 2.1% 2.1% 0.0% 2.1% 53.2%

32 4 0 2 2 7 2 0 1 2 3 0 2 0 18

100% 12.5% 0.0% 6.3% 6.3% 21.9% 6.3% 0.0% 3.1% 6.3% 9.4% 0.0% 6.3% 0.0% 56.3%

819 375 154 208 234 239 113 92 93 134 46 61 22 10 217

100% 45.8% 18.8% 25.4% 28.6% 29.2% 13.8% 11.2% 11.4% 16.4% 5.6% 7.4% 2.7% 1.2% 26.5%

532 132 29 60 86 142 10 14 28 63 23 17 5 10 258

100% 24.8% 5.5% 11.3% 16.2% 26.7% 1.9% 2.6% 5.3% 11.8% 4.3% 3.2% 0.9% 1.9% 48.5%

115 25 13 14 9 9 9 1 3 4 5 4 2 3 68

100% 21.7% 11.3% 12.2% 7.8% 7.8% 7.8% 0.9% 2.6% 3.5% 4.3% 3.5% 1.7% 2.6% 59.1%

正
規
・

非
正
規
の
別

正規

非正規

自営業　他

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70歳以上

女
性

小計

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

70歳以上

性
別
・
年
代
別

男
性

小計

15～19歳

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

65～69歳

35～39歳

上段：回答数
下段：回答割合（％）
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（３）研修の満足度

その内容に満足していますか。【○は１つ】

研修の満足度については、「普通」が 50.3%と最も高く、次いで「やや満足」が 28.5%、「満足」が

15.5%の順となっている。

性別でみると、<男性><女性>ともに、「普通」が最も高くなっている。

性別・年代別でみると、<男性>では「満足」と「やや満足」の合計が 20～54 歳までは年代が上が

るごとに低下し、50～54 歳では 29.1％と年代別で最も低く、55 歳以上では約４～５割となってい

る。

<女性>では 50 歳以上で「満足」と「やや満足」の合計が４割以下となっており、特に<65～69 歳

>の層で 21.1％と年代別で最も低くなっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>では「やや満足」が 31.2％と他の層より 5 ポイント以上高く

なっている。

また、「満足」と「やや満足」の合計についてみると、<正規>で 45.8％、<非正規>で 40.7％、<自

営業 他>で 41.3％とすべての層で４割台となっている。

研修の内容別で満足度をみると、すべての項目で「普通」が最も高くなっており、「応用的なＩＴ

スキルの習得」では「やや満足」についても同率１位と高くなっている。

また、「満足」と「やや満足」の合計についてみると、「応用的な IＴスキルの習得」で 62.0％と

最も高く、次いで「コミュニケーション能力向上」で 59.0％、「担当業務に関する資格取得」が 56.4％

の順となっている。

■研修の満足度〔回答数＝911〕

満足

15.5%

やや満足

28.5%
普通

50.3%

やや不満

4.1%

不満

1.6%
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【性別・年代別／正規・非正規の別（研修の満足度）】

満足

13.5

33.3

28.6

22.2

15.2

13.3

13.0

14.0

7.3

16.3

12.5

7.9

10.0

17.4

39.4

9.3

20.5

22.6

24.4

18.3

12.1

9.4

11.4

21.1

7.7

14.6

17.7

15.2

やや満足

28.1

66.7

35.7

33.3

33.3

26.7

22.2

20.9

21.8

27.9

27.1

42.1

30.0

29.0

75.0

27.3

37.2

38.6

21.0

36.6

33.3

25.8

28.3

25.0

30.8

31.2

23.0

26.1

普通

53.0

35.7

33.3

39.4

57.8

59.3

55.8

65.5

53.5

60.4

42.1

55.0

47.6

25.0

27.3

48.8

36.4

53.2

34.1

45.0

54.5

52.8

56.8

63.2

53.8

49.2

52.1

52.2

やや不満

4.0

11.1

9.1

1.9

9.3

3.6

2.3

5.3

5.0

4.1

6.1

2.3

4.5

3.2

4.9

1.7

4.5

9.4

2.3

5.3

3.5

5.3

4.3

不満

1.4

3.0

2.2

3.7

1.8

2.6

1.9

2.3

1.7

3.0

4.5

10.5

7.7

1.5

1.9

2.2

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

凡例

男性

(n=423)
15～19歳

(n=3)
20～24歳

(n=14)
25～29歳

(n=27)
30～34歳

(n=33)
35～39歳

(n=45)
40～44歳

(n=54)
45～49歳

(n=43)
50～54歳

(n=55)
55～59歳

(n=43)
60～64歳

(n=48)
65～69歳

(n=38)
70歳以上

(n=20)

女性

(n=483)
15～19歳

(n=4)
20～24歳

(n=33)
25～29歳

(n=43)
30～34歳

(n=44)
35～39歳

(n=62)
40～44歳

(n=41)
45～49歳

(n=60)
50～54歳

(n=66)
55～59歳

(n=53)
60～64歳

(n=44)
65～69歳

(n=19)
70歳以上

(n=13)

正規

(n=597)
非正規

(n=265)
自営業 他

(n=46)

性
別

・
年

代
別

正
規

・
非

正
規

の

別

性
別
・
年
代
別

正
規
・
非
正
規
の
別
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【研修内容別（研修の満足度）】

※ は第１位、 は第２位、 は第３位の項目

合
計

満
足

や
や
満
足

普
通

や
や
不
満

不
満

911 141 260 458 37 15

100% 15.5% 28.5% 50.3% 4.1% 1.6%

530 104 171 238 16 1

100% 19.6% 32.3% 44.9% 3.0% 0.2%

195 32 78 81 4 0

100% 16.4% 40.0% 41.5% 2.1% 0.0%

279 54 81 128 14 2

100% 19.4% 29.0% 45.9% 5.0% 0.7%

326 57 99 156 11 3

100% 17.5% 30.4% 47.9% 3.4% 0.9%

382 61 109 192 13 7

100% 16.0% 28.5% 50.3% 3.4% 1.8%

131 24 48 55 3 1

100% 18.3% 36.6% 42.0% 2.3% 0.8%

108 15 39 52 1 1

100% 13.9% 36.1% 48.1% 0.9% 0.9%

122 30 42 47 2 1

100% 24.6% 34.4% 38.5% 1.6% 0.8%

201 33 63 97 6 2

100% 16.4% 31.3% 48.3% 3.0% 1.0%

74 9 22 42 1 0

100% 12.2% 29.7% 56.8% 1.4% 0.0%

81 17 24 35 4 1

100% 21.0% 29.6% 43.2% 4.9% 1.2%

29 7 11 11 0 0

100% 24.1% 37.9% 37.9% 0.0% 0.0%

18 3 3 8 0 4

100% 16.7% 16.7% 44.4% 0.0% 22.2%

上段：回答数
下段：回答割合（％）

全体

担当業務に関する専門知識

担当業務に関する資格取得

担当業務に関する技能・技術
の習得

応用的なＩＴスキルの習得

研
修
内
容
別

法務・法令順守（個人情報、ハ
ラスメント等）

仕事の上での基本的な心構え
や基礎知識

管理職や監督者としての知
識・技能習得

業務に用いるソフトウェアやＩＴ
機器の操作

ＯＡ・事務機器、基本的なPC
操作等

グループワーク、ワークショッ
プ等

コミュニケーション能力向上

接遇等マナー研修

その他
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（４）今後受講したい研修

今後受講したい研修（教育）等はありますか。【○はいくつでも】

今後受講したい研修については、「特にない」が 31.4%と最も高く、次いで「担当業務に関する専

門知識」が 26.4%、「担当業務に関する技能・技術の習得」が 17.9%の順となっている。

性別でみると、<男性><女性>ともに、「特にない」が最も高くなっている。

性別・年代別でみると、<男性>の<35～39 歳>で「管理職や監督者としての知識・技能習得」が

31.0％と、男性全体より 14.8 ポイント高くなっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>では「担当業務に関する専門知識」が 31.2％と最も高く、他

の層より約 10 ポイント以上高くなっている。

■今後受講したい研修〔回答数＝1,373〕

選択肢 回答数 割合 　<複数回答>

サンプル数 1,373 100.0%

担当業務に関する専門知識 362 26.4%

担当業務に関する技能・技術の習
得

246 17.9%

応用的なＩＴスキルの習得 227 16.5%

担当業務に関する資格取得 214 15.6%

コミュニケーション能力向上 181 13.2%

ＯＡ・事務機器、基本的なPC操作
等

179 13.0%

業務に用いるソフトウェアやＩＴ機器
の操作

176 12.8%

管理職や監督者としての知識・技
能習得

143 10.4%

法務・法令順守（個人情報、ハラス
メント等）

111 8.1%

仕事の上での基本的な心構えや
基礎知識

107 7.8%

接遇等マナー研修 107 7.8%

グループワーク、ワークショップ等 44 3.2%

その他 7 0.5%

特にない 431 31.4%

26.4%

17.9%

16.5%

15.6%

13.2%

13.0%

12.8%

10.4%

8.1%

7.8%

7.8%

3.2%

0.5%

31.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【性別・年代別／正規・非正規の別（今後受講したい研修）】

※ は第１位、 は第２位、 は第３位の項目

合
計

担
当
業
務
に
関
す
る
専
門

知
識

担
当
業
務
に
関
す
る
資
格

取
得

担
当
業
務
に
関
す
る
技

能
・
技
術
の
習
得

法
務
・
法
令
順
守

（
個
人

情
報

、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

等

）

仕
事
の
上
で
の
基
本
的
な

心
構
え
や
基
礎
知
識

管
理
職
や
監
督
者
と
し
て

の
知
識
・
技
能
習
得

グ
ル
ー

プ
ワ
ー

ク

、
ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ
プ
等

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
能

力
向
上

接
遇
等
マ
ナ
ー

研
修

Ｏ
Ａ
・
事
務
機
器

、
基
本

的
な
P
C
操
作
等

業
務
に
用
い
る
ソ
フ
ト

ウ

ェ
ア
や
Ｉ
Ｔ
機
器
の
操

作 応
用
的
な
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
の

習
得

そ
の
他

特
に
な
い

606 158 96 126 67 44 98 21 79 40 57 70 116 2 190

100% 26.1% 15.8% 20.8% 11.1% 7.3% 16.2% 3.5% 13.0% 6.6% 9.4% 11.6% 19.1% 0.3% 31.4%

3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

100% 66.7% 66.7% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16 8 4 5 3 3 2 0 2 0 2 2 2 0 4

100% 50.0% 25.0% 31.3% 18.8% 18.8% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0%

36 14 11 11 4 6 9 3 8 3 2 9 10 0 6

100% 38.9% 30.6% 30.6% 11.1% 16.7% 25.0% 8.3% 22.2% 8.3% 5.6% 25.0% 27.8% 0.0% 16.7%

46 14 13 17 4 6 10 4 6 1 7 6 7 0 10

100% 30.4% 28.3% 37.0% 8.7% 13.0% 21.7% 8.7% 13.0% 2.2% 15.2% 13.0% 15.2% 0.0% 21.7%

58 14 18 16 6 3 18 4 9 4 4 8 11 0 12

100% 24.1% 31.0% 27.6% 10.3% 5.2% 31.0% 6.9% 15.5% 6.9% 6.9% 13.8% 19.0% 0.0% 20.7%

69 23 12 19 11 8 15 3 11 12 14 10 16 0 18

100% 33.3% 17.4% 27.5% 15.9% 11.6% 21.7% 4.3% 15.9% 17.4% 20.3% 14.5% 23.2% 0.0% 26.1%

70 21 14 15 12 9 18 2 17 7 8 5 16 0 18

100% 30.0% 20.0% 21.4% 17.1% 12.9% 25.7% 2.9% 24.3% 10.0% 11.4% 7.1% 22.9% 0.0% 25.7%

76 13 9 12 8 1 11 1 8 4 2 10 20 1 23

100% 17.1% 11.8% 15.8% 10.5% 1.3% 14.5% 1.3% 10.5% 5.3% 2.6% 13.2% 26.3% 1.3% 30.3%

64 22 4 13 7 2 4 1 9 2 5 6 12 1 19

100% 34.4% 6.3% 20.3% 10.9% 3.1% 6.3% 1.6% 14.1% 3.1% 7.8% 9.4% 18.8% 1.6% 29.7%

69 14 4 7 5 2 2 2 4 2 6 7 11 0 30

100% 20.3% 5.8% 10.1% 7.2% 2.9% 2.9% 2.9% 5.8% 2.9% 8.7% 10.1% 15.9% 0.0% 43.5%

64 8 1 6 5 3 6 1 3 3 5 2 8 0 31

100% 12.5% 1.6% 9.4% 7.8% 4.7% 9.4% 1.6% 4.7% 4.7% 7.8% 3.1% 12.5% 0.0% 48.4%

35 5 4 3 2 1 3 0 1 2 2 5 3 0 19

100% 14.3% 11.4% 8.6% 5.7% 2.9% 8.6% 0.0% 2.9% 5.7% 5.7% 14.3% 8.6% 0.0% 54.3%

759 202 115 119 42 62 45 23 100 67 122 105 110 5 237

100% 26.6% 15.2% 15.7% 5.5% 8.2% 5.9% 3.0% 13.2% 8.8% 16.1% 13.8% 14.5% 0.7% 31.2%

5 2 1 3 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0

100% 40.0% 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%

42 18 14 12 1 4 3 1 8 6 3 6 5 1 6

100% 42.9% 33.3% 28.6% 2.4% 9.5% 7.1% 2.4% 19.0% 14.3% 7.1% 14.3% 11.9% 2.4% 14.3%

56 29 14 12 1 2 2 3 7 2 8 4 2 1 15

100% 51.8% 25.0% 21.4% 1.8% 3.6% 3.6% 5.4% 12.5% 3.6% 14.3% 7.1% 3.6% 1.8% 26.8%

66 24 14 13 5 7 6 4 14 10 12 12 13 0 12

100% 36.4% 21.2% 19.7% 7.6% 10.6% 9.1% 6.1% 21.2% 15.2% 18.2% 18.2% 19.7% 0.0% 18.2%

84 34 16 19 5 6 5 1 12 8 18 8 8 0 24

100% 40.5% 19.0% 22.6% 6.0% 7.1% 6.0% 1.2% 14.3% 9.5% 21.4% 9.5% 9.5% 0.0% 28.6%

80 15 16 11 6 7 8 5 11 11 16 15 16 1 21

100% 18.8% 20.0% 13.8% 7.5% 8.8% 10.0% 6.3% 13.8% 13.8% 20.0% 18.8% 20.0% 1.3% 26.3%

94 25 17 13 5 6 8 1 8 11 16 16 18 1 24

100% 26.6% 18.1% 13.8% 5.3% 6.4% 8.5% 1.1% 8.5% 11.7% 17.0% 17.0% 19.1% 1.1% 25.5%

97 21 10 13 10 6 7 2 16 4 20 21 25 1 27

100% 21.6% 10.3% 13.4% 10.3% 6.2% 7.2% 2.1% 16.5% 4.1% 20.6% 21.6% 25.8% 1.0% 27.8%

83 16 8 12 5 10 1 4 9 5 13 15 9 0 26

100% 19.3% 9.6% 14.5% 6.0% 12.0% 1.2% 4.8% 10.8% 6.0% 15.7% 18.1% 10.8% 0.0% 31.3%

76 7 2 8 3 7 0 1 6 5 9 6 10 0 37

100% 9.2% 2.6% 10.5% 3.9% 9.2% 0.0% 1.3% 7.9% 6.6% 11.8% 7.9% 13.2% 0.0% 48.7%

41 8 3 3 1 5 2 1 4 3 2 2 2 0 24

100% 19.5% 7.3% 7.3% 2.4% 12.2% 4.9% 2.4% 9.8% 7.3% 4.9% 4.9% 4.9% 0.0% 58.5%

34 3 0 0 0 1 3 0 3 2 4 0 1 0 20

100% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 8.8% 0.0% 8.8% 5.9% 11.8% 0.0% 2.9% 0.0% 58.8%

781 244 155 176 82 61 123 28 114 66 95 120 160 6 186

100% 31.2% 19.8% 22.5% 10.5% 7.8% 15.7% 3.6% 14.6% 8.5% 12.2% 15.4% 20.5% 0.8% 23.8%

481 96 44 48 23 39 10 14 49 37 74 47 55 0 200

100% 20.0% 9.1% 10.0% 4.8% 8.1% 2.1% 2.9% 10.2% 7.7% 15.4% 9.8% 11.4% 0.0% 41.6%

104 22 15 22 6 7 10 2 16 3 9 9 12 1 41

100% 21.2% 14.4% 21.2% 5.8% 6.7% 9.6% 1.9% 15.4% 2.9% 8.7% 8.7% 11.5% 1.0% 39.4%

上段：回答数
下段：回答割合（％）

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

35～39歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

70歳以上

性
別
・
年
代
別

男
性

小計

15～19歳

20～24歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70歳以上

女
性

小計

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

正
規
・

非
正
規
の
別

正規

非正規

自営業　他
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Ｃ 副業・兼業について

（１）勤め先の副業・兼業に関する方針

お勤めの事業所の、副業・兼業に関する方針について当てはまるものは何ですか。【○は１つ】

勤め先の副業・兼業に関する方針については、「禁止している」が 34.3%と最も高く、次いで「わ

からない」が 24.0%、「特に取り決めはない」が 18.0%の順となっている。

業種別でみると、<不動産業、物品賃貸業>、<金融業、保険業>、<宿泊業、飲食サービス業>で「推

奨している」と「容認している」の合計が２割台となっている。

また、<金融業、保険業>では「申請・許可制になっている」についても 27.8％と他の層より高く

なっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>では「禁止している」が、<非正規>では「わからない」が、

<自営業 他>では「特に取り決めはない」が、それぞれ最も高くなっている。

■勤め先の副業・兼業に関する方針〔回答数＝1,483〕

推奨している

2.0%

容認している

12.4%

申請・許可制

になっている

8.6%

禁止している

34.3%

特に取り決め

はない

18.0%

わからない

24.0%

その他

0.7%
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【正規・非正規の別、業種別（勤め先の副業・兼業に関する方針）】

推奨している

3.0

1.1

2.8

1.5

1.8

5.6

12.5

3.1

0.8

2.5

2.7

5.0

1.5

2.4

3.5

容認している

11.1

14.8

9.7

8.3

10.4

17.8

18.5

12.5

20.0

10.5

12.3

14.2

2.5

15.0

7.6

19.6

12.2

申請・許可制に

なっている

7.7

3.0

3.4

3.2

13.9

6.0

4.9

27.8

6.2

11.1

13.1

7.8

8.4

10.3

7.6

0.9

禁止している

23.1

25.3

28.4

38.7

33.3

41.8

29.4

38.9

18.8

10.8

33.2

48.4

24.7

74.8

15.0

48.8

17.9

8.7

特に取り決めはない

30.8

27.3

23.9

22.6

13.9

20.9

19.0

5.6

37.5

29.2

13.6

9.0

26.0

4.2

25.0

12.6

18.6

53.9

わからない

30.8

100.0

29.3

28.4

22.6

27.8

19.4

26.4

3.7

18.8

29.2

29.6

14.8

24.2

10.1

40.0

18.9

33.5

15.7

その他

7.7

1.0

3.2

0.6

1.5

1.1

0.5

0.2

0.4

5.2

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

凡例

農林水産業

(n=13)

鉱業

(n=2)

建設業

(n=99)

製造業

(n=88)

電気・ガス・

熱供給・水道業

(n=31)

情報通信業

(n=36)

運輸業、郵便業

(n=67)

卸売業、小売業

(n=163)

金融業、保険業

(n=54)

不動産業、

物品賃貸業

(n=16)
宿泊業、

飲食サービス業

(n=65)

医療、福祉

(n=361)

教育、学習支援業

(n=122)

サービス業

(n=219)

公務

(n=119)

その他

(n=20)

正規

(n=824)

非正規

(n=537)

自営業 他

(n=115)

業
種
別

正
規
・
非
正
規
の
別
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（２）副業・兼業についての状況・考え

副業や兼業について、ご自分の状況や考えに当てはまるものは何ですか。【○はいくつでも】

副業・兼業についての状況・考えについては、「副業・兼業には関心がない」が 41.1%と最も高く、

次いで「副業・兼業で所得を得たい」が 33.5%、「副業・兼業を行いたいが会社に制度がない」が

14.5%の順となっている。

性別・年代別でみると、「現在副業や兼業を行っている」について<男性>の<50～54 歳>と<女性>

の<65～69 歳>の層でそれぞれ１割を超えている。

また、<男性>の 25～54歳、<女性>の 15～34歳の層で「副業・兼業で所得を得たい」が最も高く

なっている。

正規・非正規の別でみると、<正規>では「副業・兼業で所得を得たい」が 38.1％と最も高く、他

の層より 10ポイント以上高くなっている。

一方、<非正規>と<自営業 他>では「副業・兼業には関心がない」が最も高くなっている。

事業所の副業・兼業に関する方針別でみると、<推奨している>では「現在副業や兼業を行ってい

る」が 35.7％と最も高くなっている。

■副業・兼業についての状況・考え〔回答数＝1,446〕

選択肢 回答数 割合 　<複数回答>

サンプル数 1,446 100.0%

副業・兼業には関心がない 595 41.1%

副業・兼業で所得を得たい 485 33.5%

副業・兼業を行いたいが会社に制
度がない

209 14.5%

副業・兼業でスキルを活用したい 152 10.5%

現在副業や兼業を行っている 92 6.4%

その他 74 5.1%

41.1%

33.5%

14.5%

10.5%

6.4%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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【性別・年代別／正規・非正規の別（副業・兼業についての状況・考え）】

※ は第１位、 は第２位、 は第３位の項目

合
計

現
在
副
業
や
兼
業
を

行

っ
て
い
る

副
業
・
兼
業
で
所
得
を

得
た
い

副
業
・
兼
業
で
ス
キ
ル

を
活
用
し
た
い

副
業
・
兼
業
を
行
い
た

い
が
会
社
に
制
度
が
な

い 副
業
・
兼
業
に
は
関
心

が
な
い

そ
の
他

632 38 215 83 118 239 25

100% 6.0% 34.0% 13.1% 18.7% 37.8% 4.0%

3 0 0 0 0 3 0

100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

16 0 4 1 5 8 1

100% 0.0% 25.0% 6.3% 31.3% 50.0% 6.3%

37 3 16 6 14 8 1

100% 8.1% 43.2% 16.2% 37.8% 21.6% 2.7%

46 1 19 7 12 14 2

100% 2.2% 41.3% 15.2% 26.1% 30.4% 4.3%

61 3 30 6 8 17 2

100% 4.9% 49.2% 9.8% 13.1% 27.9% 3.3%

72 4 28 13 15 24 1

100% 5.6% 38.9% 18.1% 20.8% 33.3% 1.4%

75 4 29 6 15 28 2

100% 5.3% 38.7% 8.0% 20.0% 37.3% 2.7%

79 8 29 15 18 22 5

100% 10.1% 36.7% 19.0% 22.8% 27.8% 6.3%

66 1 21 9 10 26 4

100% 1.5% 31.8% 13.6% 15.2% 39.4% 6.1%

72 5 19 8 11 32 3

100% 6.9% 26.4% 11.1% 15.3% 44.4% 4.2%

64 5 11 11 6 35 2

100% 7.8% 17.2% 17.2% 9.4% 54.7% 3.1%

41 4 9 1 4 22 2

100% 9.8% 22.0% 2.4% 9.8% 53.7% 4.9%

808 53 269 69 90 355 47

100% 6.6% 33.3% 8.5% 11.1% 43.9% 5.8%

5 0 3 1 1 1 0

100% 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0%

46 2 23 3 8 14 2

100% 4.3% 50.0% 6.5% 17.4% 30.4% 4.3%

61 2 26 6 18 22 2

100% 3.3% 42.6% 9.8% 29.5% 36.1% 3.3%

71 4 30 4 14 25 3

100% 5.6% 42.3% 5.6% 19.7% 35.2% 4.2%

89 6 30 2 11 37 5

100% 6.7% 33.7% 2.2% 12.4% 41.6% 5.6%

86 3 30 8 9 41 1

100% 3.5% 34.9% 9.3% 10.5% 47.7% 1.2%

101 6 37 13 9 40 7

100% 5.9% 36.6% 12.9% 8.9% 39.6% 6.9%

102 7 37 8 12 42 8

100% 6.9% 36.3% 7.8% 11.8% 41.2% 7.8%

88 8 27 10 3 39 6

100% 9.1% 30.7% 11.4% 3.4% 44.3% 6.8%

83 8 19 12 3 42 4

100% 9.6% 22.9% 14.5% 3.6% 50.6% 4.8%

41 5 5 1 0 24 6

100% 12.2% 12.2% 2.4% 0.0% 58.5% 14.6%

34 2 2 1 2 27 3

100% 5.9% 5.9% 2.9% 5.9% 79.4% 8.8%

816 29 311 99 178 287 35

100% 3.6% 38.1% 12.1% 21.8% 35.2% 4.3%

514 43 142 39 29 261 30

100% 8.4% 27.6% 7.6% 5.6% 50.8% 5.8%

110 19 29 14 2 45 9

100% 17.3% 26.4% 12.7% 1.8% 40.9% 8.2%

上段：回答数
下段：回答割合（％）

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

35～39歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

70歳以上

性
別
・
年
代
別

男
性

小計

15～19歳

20～24歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70歳以上

女
性

小計

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

正
規
・

非
正
規
の
別

正規

非正規

自営業　他
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【事業所の副業・兼業に関する方針別（副業・兼業についての状況・考え）】

※ は第１位、 は第２位、 は第３位の項目

合
計

現
在
副
業
や
兼
業
を

行

っ
て
い
る

副
業
・
兼
業
で
所
得
を

得
た
い

副
業
・
兼
業
で
ス
キ
ル

を
活
用
し
た
い

副
業
・
兼
業
を
行
い
た

い
が
会
社
に
制
度
が
な

い 副
業
・
兼
業
に
は
関
心

が
な
い

そ
の
他

1446 92 485 152 209 595 74

100% 6.4% 33.5% 10.5% 14.5% 41.1% 5.1%

28 10 8 2 1 8 1

100% 35.7% 28.6% 7.1% 3.6% 28.6% 3.6%

180 32 65 16 0 68 10

100% 17.8% 36.1% 8.9% 0.0% 37.8% 5.6%

125 12 50 14 1 48 6

100% 9.6% 40.0% 11.2% 0.8% 38.4% 4.8%

498 8 160 58 168 174 17

100% 1.6% 32.1% 11.6% 33.7% 34.9% 3.4%

255 21 95 26 13 117 12

100% 8.2% 37.3% 10.2% 5.1% 45.9% 4.7%

342 8 103 33 24 176 21

100% 2.3% 30.1% 9.6% 7.0% 51.5% 6.1%

上段：回答数
下段：回答割合（％）

全体

推奨している事
業
所
の
副
業
・
兼
業
に
関
す

る
方
針

容認している

申請・許可制になっ
ている

禁止している

特に取り決めはない

わからない


