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 結婚に対する具体的なマイナスイメージをみると、男女ともに未婚者は「結婚の先には子を持つイメージ

があり、子育てに不安がある」の割合が既婚者に比べて 20 ポイント以上高い。性別に比較すると、未婚女

性は「育児・家事の分担が夫婦・パートナー間で不平等であることが負担になる」の割合が未婚男性に比

べて 20 ポイント以上高い。未婚男性は「自分が稼がないといけないというプレッシャーがある」「給与を

家計に入れないといけない等、金銭的に制限される」の割合が未婚女性に比べて 20 ポイント以上高い。

(p.110) 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔 具体的なマイナスイメージ ≪未既婚≫〕

未婚 既婚 未婚 既婚

(n=108) (n=228) (n=82) (n=104)

給与を家計に入れないといけない等、
金銭的に制限される

21.3 12.3 +9.0 41.5 33.7 +7.8 -20.2

自分が稼がないといけないというプ
レッシャーがある

11.1 9.6 +1.5 53.7 33.7 +20.0 -42.6

育児・家事の分担が夫婦・パートナー
間で不平等であることが負担になる

35.2 53.1 -17.9 13.4 22.1 -8.7 +21.8

結婚の先には子を持つイメージがあ
り、子育てに不安がある

34.3 4.8 +29.5 35.4 9.6 +25.8 -1.1

未婚
差

(女-男)

女性

差
(未-既)

男性

差
(未-既)
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４章 

調査結果 
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１．就業状況について 

 

（１）就業状況 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

①①  現現在在ののああななたたのの就就業業状状況況  
 

■あなた自身 

 女性は、「パート・アルバイト」の割合が 32.8％で最も高く、「以前は働いていたが、今は働いていない」

（29.9％）、「正規職員」（19.6％）が続いている。有業者の割合は 65.1％である。令和元年調査と比較する

と有業者の割合は低下していないものの、わずかながら「正規職員」の割合が低下し、「パート・アルバイ

ト」の割合が上昇している。 

 男性は、「正規職員」の割合が 40.4％で最も高く、「以前は働いていたが、今は働いていない」（24.0％）､

｢自営業主・家族従事者（起業も含む）｣(12.8％)が続いている。有業者の割合は 71.6％である。令和元年

調査と比較すると、「正規職員」の割合が低下し、「以前は働いていたが、今は働いていない」の割合が上

昇している。 

 性別に比較すると、女性は「正規職員」の割合が男性に比べて 20 ポイント以上低く、「パート・アルバイ

ト」の割合が 20 ポイント以上高くなっている。 
 

 

 

  

令和6年調査
(n=1,347)

65.1

令和元年調査
(n=903)

62.3

令和6年調査
(n=1,099)

71.6

令和元年調査
(n=517)

76.6

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

有業者
計

（％）

男
性

女
性

40.4

47.2

9.4

9.7

8.8

7.5

12.8

12.2

0.2

0.0

24.0

18.0

0.6

1.5

3.2

1.4

0.5

2.5

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答

19.6

24.3

32.8

28.1

4.9

5.0

6.8

4.8

1.0

0.2

29.9

31.1

1.3

2.8

2.9

0.9

0.7

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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≪年代≫ 

 年代別にみると、女性では、有業者の割合は 30 歳代で 78.2％とやや低下するものの 50 歳代まで８割台で

ある。そのうち、「正規職員」の割合は 20 歳代から 30 歳代にかけて大きな変化はみられないが、30 歳代

から 40 歳代にかけて 5 ポイント以上低くなっている。「パート・アルバイト」の割合は 20 歳代から 30 歳

代にかけて 5ポイント以上低くなるが、30 歳代から 40 歳代にかけて 10 ポイント以上高くなっている。 

 男性では、「正規職員」の割合は女性とは対照的に 30 歳代から 40 歳代にかけて 5 ポイント以上上昇して

いる。 

 性別に比較すると、女性の有業者の割合は 20 歳代では男性に比べて高いものの、30 歳代以降は男性が上

回っており、その差は 30 歳代（14.2 ポイント）で最も大きくなっている。女性の「正規職員」の割合は

すべての年代で男性より低く、その差は 30 歳代（34.5 ポイント）、40 歳代（49.3 ポイント）、50 歳代（40.4

ポイント）で大きくなっている。 
 

 

 

  

20歳代
(n=71)

81.7

30歳代
(n=142)

78.2

40歳代
(n=210)

83.8

50歳代
(n=285)

82.1

60歳以上
(n=637)

46.5

20歳代
(n=38)

71.1

30歳代
(n=92)

92.4

40歳代
(n=142)

93.0

50歳代
(n=214)

92.1

60歳以上
(n=613)

56.4

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

有業者
計

（％）

女
　
性

男
　
性

40.8

39.4

31.0

30.2

4.2

33.8

28.2

41.0

36.5

29.4

5.6

5.6

4.3

7.7

3.6

1.4

4.9

7.1

7.0

7.7

0.0

0.0

0.5

0.7

1.6

9.9

18.3

12.9

14.7

47.3

4.2

2.1

0.5

1.1

1.3

4.2

1.4

2.4

1.8

3.8

0.0

0.0

0.5

0.4

1.3

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

52.6

73.9

80.3

70.6

14.8

13.2

3.3

2.1

2.3

14.2

5.3

4.3

1.4

3.7

13.2

0.0

10.9

9.2

15.4

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

7.9

4.3

6.3

6.1

38.3

7.9

2.2

0.0

0.5

0.2

13.2

1.1

0.7

1.4

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答
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１．就業状況について 

 

（１）就業状況 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

①①  現現在在ののああななたたのの就就業業状状況況  
 

■あなた自身 

 女性は、「パート・アルバイト」の割合が 32.8％で最も高く、「以前は働いていたが、今は働いていない」

（29.9％）、「正規職員」（19.6％）が続いている。有業者の割合は 65.1％である。令和元年調査と比較する

と有業者の割合は低下していないものの、わずかながら「正規職員」の割合が低下し、「パート・アルバイ

ト」の割合が上昇している。 

 男性は、「正規職員」の割合が 40.4％で最も高く、「以前は働いていたが、今は働いていない」（24.0％）､

｢自営業主・家族従事者（起業も含む）｣(12.8％)が続いている。有業者の割合は 71.6％である。令和元年

調査と比較すると、「正規職員」の割合が低下し、「以前は働いていたが、今は働いていない」の割合が上

昇している。 

 性別に比較すると、女性は「正規職員」の割合が男性に比べて 20 ポイント以上低く、「パート・アルバイ

ト」の割合が 20 ポイント以上高くなっている。 
 

 

 

  

令和6年調査
(n=1,347)

65.1

令和元年調査
(n=903)

62.3

令和6年調査
(n=1,099)

71.6

令和元年調査
(n=517)

76.6

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

有業者
計

（％）

男
性

女
性

40.4

47.2

9.4

9.7

8.8

7.5

12.8

12.2

0.2

0.0

24.0

18.0

0.6

1.5

3.2

1.4

0.5

2.5

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答

19.6

24.3

32.8

28.1

4.9

5.0

6.8

4.8

1.0

0.2

29.9

31.1

1.3

2.8

2.9

0.9

0.7

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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≪年代≫ 

 年代別にみると、女性では、有業者の割合は 30 歳代で 78.2％とやや低下するものの 50 歳代まで８割台で

ある。そのうち、「正規職員」の割合は 20 歳代から 30 歳代にかけて大きな変化はみられないが、30 歳代

から 40 歳代にかけて 5 ポイント以上低くなっている。「パート・アルバイト」の割合は 20 歳代から 30 歳

代にかけて 5ポイント以上低くなるが、30 歳代から 40 歳代にかけて 10 ポイント以上高くなっている。 

 男性では、「正規職員」の割合は女性とは対照的に 30 歳代から 40 歳代にかけて 5 ポイント以上上昇して

いる。 

 性別に比較すると、女性の有業者の割合は 20 歳代では男性に比べて高いものの、30 歳代以降は男性が上

回っており、その差は 30 歳代（14.2 ポイント）で最も大きくなっている。女性の「正規職員」の割合は

すべての年代で男性より低く、その差は 30 歳代（34.5 ポイント）、40 歳代（49.3 ポイント）、50 歳代（40.4

ポイント）で大きくなっている。 
 

 

 

  

20歳代
(n=71)

81.7

30歳代
(n=142)

78.2

40歳代
(n=210)

83.8

50歳代
(n=285)

82.1

60歳以上
(n=637)

46.5

20歳代
(n=38)

71.1

30歳代
(n=92)

92.4

40歳代
(n=142)

93.0

50歳代
(n=214)

92.1

60歳以上
(n=613)

56.4

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

有業者
計

（％）

女
　
性

男
　
性

40.8

39.4

31.0

30.2

4.2

33.8

28.2

41.0

36.5

29.4

5.6

5.6

4.3

7.7

3.6

1.4

4.9

7.1

7.0

7.7

0.0

0.0

0.5

0.7

1.6

9.9

18.3

12.9

14.7

47.3

4.2

2.1

0.5

1.1

1.3

4.2

1.4

2.4

1.8

3.8

0.0

0.0

0.5

0.4

1.3

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

52.6

73.9

80.3

70.6

14.8

13.2

3.3

2.1

2.3

14.2

5.3

4.3

1.4

3.7

13.2

0.0

10.9

9.2

15.4

13.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

7.9

4.3

6.3

6.1

38.3

7.9

2.2

0.0

0.5

0.2

13.2

1.1

0.7

1.4

4.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答
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≪末子年齢≫ 

 末子年齢別にみると、女性では、有業者の割合は３歳未満（69.4％）でやや低めである。 「正規職員」の割

合は子どもの就学前までは大きな変化はみられないが、小学生で「正規職員」の割合が就学前に比べて 10

ポイント以上低くなっており、「パート・アルバイト」の割合が 20 ポイント以上高くなっている。 

 男性では、３歳未満から高校生にかけて９割以上が有業者である。 「正規職員」の割合も中学生まで大きな

変化はみられない。 
 

 

 

  

就学前※
(n=101)

74.3

3歳未満
(n=49)

69.4

3歳以上
(n=52)

78.8

小学生
(n=85)

80.0

中学生
(n=51)

76.5

高校生
(n=52)

88.5

大学生、専門
・専修学校生

(n=68)
80.9

それ以外
(n=653)

54.7

就学前※
(n=76)

98.7

3歳未満
(n=34)

97.1

3歳以上
(n=42)

100.0

小学生
(n=58)

98.3

中学生
(n=33)

97.0

高校生
(n=31)

93.5

大学生、専門
・専修学校生

(n=48)
77.1

それ以外
(n=555)

62.5

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

※就学前：「3歳未満」「3歳以上」をあわせた回答者

女
　
性

有業者
計

（％）

男
　
性

37.6

38.8

36.5

24.7

21.6

25.0

23.5

9.8

24.8

20.4

28.8

48.2

45.1

44.2

47.1

31.7

5.0

6.1

3.8

2.4

7.8

5.8

4.4

4.3

6.9

4.1

9.6

3.5

2.0

13.5

4.4

7.7

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

1.5

1.2

24.8

28.6

21.2

16.5

19.6

7.7

17.6

39.8

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.9

1.5

1.2

1.0

2.0

0.0

2.4

3.9

1.9

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

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

84.2

82.4

85.7

86.2

87.9

77.4

54.2

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

8.3

13.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

10.3

14.5

14.7

14.3

12.1

6.1

16.1

6.3

15.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

1.3

2.9

0.0

1.7

3.0

6.5

16.7

32.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答
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■配偶者 

 女性の配偶者（夫）は 71.9％が有業者である。有業者のうち、「正規職員」の割合が 42.6％で最も高く、

「自営業主・家族従事者（起業も含む）」（14.9％）が続いている。また、「以前は働いていたが、今は働い

ていない」の割合が 23.6％である。 

 男性の配偶者（妻）は 57.1％が有業者である。有業者のうち、「パート・アルバイト」の割合が 29.4％で

最も高く、「正規職員」（17.3％）が続いている。また、「以前は働いていたが、今は働いていない」の割合

が 35.8％である。 
 

 

  

女性
(n=995)

71.9

男性
(n=849)

57.1

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

有業者
計

（％）

42.6

17.3

8.0

29.4

6.2

3.2

14.9

6.5

0.1

0.7

23.6

35.8

0.1

2.7

1.7

2.6

2.7

1.8

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

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答
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≪末子年齢≫ 

 末子年齢別にみると、女性では、有業者の割合は３歳未満（69.4％）でやや低めである。 「正規職員」の割

合は子どもの就学前までは大きな変化はみられないが、小学生で「正規職員」の割合が就学前に比べて 10

ポイント以上低くなっており、「パート・アルバイト」の割合が 20 ポイント以上高くなっている。 

 男性では、３歳未満から高校生にかけて９割以上が有業者である。 「正規職員」の割合も中学生まで大きな

変化はみられない。 
 

 

 

  

就学前※
(n=101)

74.3

3歳未満
(n=49)

69.4

3歳以上
(n=52)

78.8

小学生
(n=85)

80.0

中学生
(n=51)

76.5

高校生
(n=52)

88.5

大学生、専門
・専修学校生

(n=68)
80.9

それ以外
(n=653)

54.7

就学前※
(n=76)

98.7

3歳未満
(n=34)

97.1

3歳以上
(n=42)

100.0

小学生
(n=58)

98.3

中学生
(n=33)

97.0

高校生
(n=31)

93.5

大学生、専門
・専修学校生

(n=48)
77.1

それ以外
(n=555)

62.5

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

※就学前：「3歳未満」「3歳以上」をあわせた回答者

女
　
性

有業者
計

（％）

男
　
性

37.6

38.8

36.5

24.7

21.6

25.0

23.5

9.8

24.8

20.4

28.8

48.2

45.1

44.2

47.1

31.7

5.0

6.1

3.8

2.4

7.8

5.8

4.4

4.3

6.9

4.1

9.6

3.5

2.0

13.5

4.4

7.7

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

1.5

1.2

24.8

28.6

21.2

16.5

19.6

7.7

17.6

39.8

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

1.9

1.5

1.2

1.0

2.0

0.0

2.4

3.9

1.9

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

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

84.2

82.4

85.7

86.2

87.9

77.4

54.2

23.4

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

8.3

13.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

10.3

14.5

14.7

14.3

12.1

6.1

16.1

6.3

15.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

1.3

2.9

0.0

1.7

3.0

6.5

16.7

32.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答
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■配偶者 

 女性の配偶者（夫）は 71.9％が有業者である。有業者のうち、「正規職員」の割合が 42.6％で最も高く、

「自営業主・家族従事者（起業も含む）」（14.9％）が続いている。また、「以前は働いていたが、今は働い

ていない」の割合が 23.6％である。 

 男性の配偶者（妻）は 57.1％が有業者である。有業者のうち、「パート・アルバイト」の割合が 29.4％で

最も高く、「正規職員」（17.3％）が続いている。また、「以前は働いていたが、今は働いていない」の割合

が 35.8％である。 
 

 

  

女性
(n=995)

71.9

男性
(n=849)

57.1

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

有業者
計

（％）

42.6

17.3

8.0

29.4

6.2

3.2

14.9

6.5

0.1

0.7

23.6

35.8

0.1

2.7

1.7

2.6

2.7

1.8

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

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答
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≪年代≫ 

 年代別にみると、女性の配偶者（夫）は 20 歳代については回答者数が少ないため参考ではあるが、50 歳

代まで９割以上が有業者である。20 歳代から 30 歳代は８割以上が「正規職員」で、年代が高くなるほど

「正規職員」の割合は低くなるものの、50 歳代まで「正規職員」が多数を占める。 

 男性の配偶者（妻）は 30 歳代や 40 歳代で７割、50 歳代で８割が有業者だが、そのうち３割から４割を 「パ

ート・アルバイト」が占める。 

 

 

  

 

 

  

20歳代
(n=13)

100.0

30歳代
(n=99)

99.0

40歳代
(n=161)

97.5

50歳代
(n=224)

92.9

60歳以上
(n=498)

48.0

20歳代
(n=5)

100.0

30歳代
(n=60)

76.7

40歳代
(n=103)

77.7

50歳代
(n=160)

83.1

60歳以上
(n=521)

42.4

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

女
　
性

男
　
性

有業者
計

（％）

92.3

84.8

73.3

63.4

13.7

0.0

0.0

2.5

7.1

12.0

7.7

2.0

1.2

8.0

7.8

0.0

12.1

20.5

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

1.9

4.9

44.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.6

0.4

3.0

0.0

1.0

0.0

1.8

4.4

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

40.0

41.7

35.9

26.9

7.7

40.0

31.7

34.0

45.6

23.2

20.0

0.0

2.9

5.0

2.9

0.0

3.3

4.9

5.6

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

18.3

22.3

13.8

47.6

0.0

0.0

0.0

0.6

4.2

0.0

3.3

0.0

0.6

3.6

0.0

1.7

0.0

1.9

2.1

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答
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（２）業種 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

②②  ああななたたのの業業種種  
 

■あなた自身 

 女性では、「医療、福祉」の割合が 26.6％で最も高く、「サービス業」（20.0％）、「その他」（9.5％）が続い

ている。 

 男性では、「製造業」の割合が 18.8％で最も高く、「サービス業」（12.6％）、「医療、福祉」（10.0％）が続

いている。 

 性別に比較すると、女性は「医療、福祉」「サービス業」の割合が男性に比べて 5 ポイント以上高く、男性

は「製造業」「建設業、不動産業」の割合が女性に比べて 5 ポイント以上高くなっている。 
 

 

 

  

農業、林業、漁業

建設業、不動産業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道
業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

サービス業

医療、福祉

官公庁・地方自治体

学校

その他

無回答

1.6

3.2

8.4

0.3

1.1

1.5

9.0

4.1

20.0

26.6

6.8

6.0

9.5

1.8

5.5

9.3

18.8

1.9

2.3

5.7

8.1

1.7

12.6

10.0

9.5

4.4

8.5

1.7

0% 10% 20% 30%

女性(n=877)

男性(n=787)
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≪年代≫ 

 年代別にみると、女性の配偶者（夫）は 20 歳代については回答者数が少ないため参考ではあるが、50 歳

代まで９割以上が有業者である。20 歳代から 30 歳代は８割以上が「正規職員」で、年代が高くなるほど

「正規職員」の割合は低くなるものの、50 歳代まで「正規職員」が多数を占める。 

 男性の配偶者（妻）は 30 歳代や 40 歳代で７割、50 歳代で８割が有業者だが、そのうち３割から４割を 「パ

ート・アルバイト」が占める。 

 

 

  

 

 

  

20歳代
(n=13)

100.0

30歳代
(n=99)

99.0

40歳代
(n=161)

97.5

50歳代
(n=224)

92.9

60歳以上
(n=498)

48.0

20歳代
(n=5)

100.0

30歳代
(n=60)

76.7

40歳代
(n=103)

77.7

50歳代
(n=160)

83.1

60歳以上
(n=521)

42.4

※有業者計：「正規職員」「パート・アルバイト」「派遣・嘱託・契約社員」「自営業主・家族従事者」「内職」をあわせた割合

女
　
性

男
　
性

有業者
計

（％）

92.3

84.8

73.3

63.4

13.7

0.0

0.0

2.5

7.1

12.0

7.7

2.0

1.2

8.0

7.8

0.0

12.1

20.5

14.3

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

1.9

4.9

44.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.6

0.4

3.0

0.0

1.0

0.0

1.8

4.4

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

40.0

41.7

35.9

26.9

7.7

40.0

31.7

34.0

45.6

23.2

20.0

0.0

2.9

5.0

2.9

0.0

3.3

4.9

5.6

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

18.3

22.3

13.8

47.6

0.0

0.0

0.0

0.6

4.2

0.0

3.3

0.0

0.6

3.6

0.0

1.7

0.0

1.9

2.1

正規職員 パート・アルバイト

派遣・嘱託・契約社員 自営業主・家族従事者（起業も含む）

内職 以前は働いていたが、今は働いていない

これまで働いた経験がない その他

無回答
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（２）業種 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

②②  ああななたたのの業業種種  
 

■あなた自身 

 女性では、「医療、福祉」の割合が 26.6％で最も高く、「サービス業」（20.0％）、「その他」（9.5％）が続い

ている。 

 男性では、「製造業」の割合が 18.8％で最も高く、「サービス業」（12.6％）、「医療、福祉」（10.0％）が続

いている。 

 性別に比較すると、女性は「医療、福祉」「サービス業」の割合が男性に比べて 5 ポイント以上高く、男性

は「製造業」「建設業、不動産業」の割合が女性に比べて 5 ポイント以上高くなっている。 
 

 

 

  

農業、林業、漁業

建設業、不動産業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道
業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

サービス業

医療、福祉

官公庁・地方自治体

学校

その他

無回答

1.6

3.2

8.4

0.3

1.1

1.5

9.0

4.1

20.0

26.6

6.8

6.0

9.5

1.8

5.5

9.3

18.8

1.9

2.3

5.7

8.1

1.7

12.6

10.0

9.5

4.4

8.5

1.7

0% 10% 20% 30%

女性(n=877)

男性(n=787)
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（３）個人年収 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

③③  ああななたたのの年年間間のの収収入入  
 

■あなた自身 

 女性では、「100 万円未満」の割合が 31.7％で最も高く、「100～200 万円未満」（24.5％）、「200～300 万円

未満」（15.8％）が続いている。令和元年調査と比較して大きな差はみられない。 

 男性では、「400～600 万円未満」の割合が 26.7％で最も高く、「600 万円以上」（23.9％）、「300～400 万円

未満」（16.9％）が続いている。令和元年調査と比較すると「400～600 万円未満」の割合が 5 ポイント以

上上昇している。 

 性別に比較すると、女性は「400～600 万円未満」「600 万円以上」の割合が男性に比べて 10 ポイント以上

低い。 
 

 

  

令和6年調査
(n=877)

令和元年調査
(n=579)

令和6年調査
(n=787)

令和元年調査
(n=406)

女
性

男
性

5.3

8.6

10.4

12.8

16.1

14.3

16.9

16.0

26.7

20.0

23.9

26.6

0.6

1.7

100万円未満 100～200万円未満 200～300万円未満 300～400万円未満

400～600万円未満 600万円以上 無回答

31.7

30.9

24.5

23.3

15.8

17.3

10.8

11.1

10.0

11.1

5.0

4.3

2.1

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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≪就労状況≫ 

 就労状況別にみると、女性では、正規職員で「300～400 万円未満」の割合が 28.8％で最も高く、「400～600

万円未満」（26.9％）、「200～300 万円未満」（23.5％）が続いている。非正規職員で「100 万円未満」の割

合が 44.9％で最も高く、「100～200 万円未満」（35.8％）、「200～300 万円未満」（13.2％）が続いている。 

 男性では、正規職員で「600 万円以上」の割合が 37.6％で最も高く、「400～600 万円未満」（36.3％）が僅

差で続いている。非正規職員で「200～300 万円未満」の割合が 29.5％で最も高く、「100～200 万円未満」

（22.5％）、「300～400 万円未満」（19.0％）が続いている。 

 性別に同職種で比較すると、いずれも女性より男性の年収が高くなっている。 
 

 

 

■配偶者 

 女性の配偶者（夫）は、「600 万円以上」の割合が 25.0％で最も高く、「400～600 万円未満」（22.8％）、「300

～400 万円未満」（18.2％）が続いている。 

 男性の配偶者（妻）は、 「100 万円未満」の割合が 39.4％で最も高く、「100～200 万円未満」（20.4％）、「200

～300 万円未満」（13.2％）が続いている。 

 性別に比較すると、女性の配偶者（夫）の年収は男性の配偶者（妻）に比べて高く、生計の中心が夫であ

ることがうかがえる。 
 

 

 

  

正規職員
(n=264)

非正規職員
(n=508)

その他
(n=105)

正規職員
(n=444)

非正規職員
(n=200)

その他
(n=143)

女
　
性

男
　
性

1.1

44.9

44.8

4.9

35.8

19.0

23.5

13.2

9.5

28.8

2.6

5.7

26.9

2.0

6.7

14.0

0.6

3.8

0.8

1.0

10.5

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

0.5

11.5

11.9

2.0

22.5

19.6

9.5

29.5

18.2

14.2

19.0

22.4

36.3

13.0

16.1

37.6

2.5

11.2

0.0

2.0

0.7

100万円未満 100～200万円未満 200～300万円未満 300～400万円未満

400～600万円未満 600万円以上 無回答

女性
(n=715)

男性
(n=485)

5.5

39.4

9.7

20.4

13.0

13.2

18.2

9.7

22.8

9.5

25.0

4.7

5.9

3.1

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

100万円未満 100～200万円未満 200～300万円未満 300～400万円未満

400～600万円未満 600万円以上 無回答
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（３）個人年収 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

③③  ああななたたのの年年間間のの収収入入  
 

■あなた自身 

 女性では、「100 万円未満」の割合が 31.7％で最も高く、「100～200 万円未満」（24.5％）、「200～300 万円

未満」（15.8％）が続いている。令和元年調査と比較して大きな差はみられない。 

 男性では、「400～600 万円未満」の割合が 26.7％で最も高く、「600 万円以上」（23.9％）、「300～400 万円

未満」（16.9％）が続いている。令和元年調査と比較すると「400～600 万円未満」の割合が 5 ポイント以

上上昇している。 

 性別に比較すると、女性は「400～600 万円未満」「600 万円以上」の割合が男性に比べて 10 ポイント以上

低い。 
 

 

  

令和6年調査
(n=877)

令和元年調査
(n=579)

令和6年調査
(n=787)

令和元年調査
(n=406)

女
性

男
性

5.3

8.6

10.4

12.8

16.1

14.3

16.9

16.0

26.7

20.0

23.9

26.6

0.6

1.7

100万円未満 100～200万円未満 200～300万円未満 300～400万円未満

400～600万円未満 600万円以上 無回答

31.7

30.9

24.5

23.3

15.8

17.3

10.8

11.1

10.0

11.1

5.0

4.3

2.1

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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≪就労状況≫ 

 就労状況別にみると、女性では、正規職員で「300～400 万円未満」の割合が 28.8％で最も高く、「400～600

万円未満」（26.9％）、「200～300 万円未満」（23.5％）が続いている。非正規職員で「100 万円未満」の割

合が 44.9％で最も高く、「100～200 万円未満」（35.8％）、「200～300 万円未満」（13.2％）が続いている。 

 男性では、正規職員で「600 万円以上」の割合が 37.6％で最も高く、「400～600 万円未満」（36.3％）が僅

差で続いている。非正規職員で「200～300 万円未満」の割合が 29.5％で最も高く、「100～200 万円未満」

（22.5％）、「300～400 万円未満」（19.0％）が続いている。 

 性別に同職種で比較すると、いずれも女性より男性の年収が高くなっている。 
 

 

 

■配偶者 

 女性の配偶者（夫）は、「600 万円以上」の割合が 25.0％で最も高く、「400～600 万円未満」（22.8％）、「300

～400 万円未満」（18.2％）が続いている。 

 男性の配偶者（妻）は、 「100 万円未満」の割合が 39.4％で最も高く、「100～200 万円未満」（20.4％）、「200

～300 万円未満」（13.2％）が続いている。 

 性別に比較すると、女性の配偶者（夫）の年収は男性の配偶者（妻）に比べて高く、生計の中心が夫であ

ることがうかがえる。 
 

 

 

  

正規職員
(n=264)

非正規職員
(n=508)

その他
(n=105)

正規職員
(n=444)

非正規職員
(n=200)

その他
(n=143)

女
　
性

男
　
性

1.1

44.9

44.8

4.9

35.8

19.0

23.5

13.2

9.5

28.8

2.6

5.7

26.9

2.0

6.7

14.0

0.6

3.8

0.8

1.0

10.5

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

0.5

11.5

11.9

2.0

22.5

19.6

9.5

29.5

18.2

14.2

19.0

22.4

36.3

13.0

16.1

37.6

2.5

11.2

0.0

2.0

0.7

100万円未満 100～200万円未満 200～300万円未満 300～400万円未満

400～600万円未満 600万円以上 無回答

女性
(n=715)

男性
(n=485)

5.5

39.4

9.7

20.4

13.0

13.2

18.2

9.7

22.8

9.5

25.0

4.7

5.9

3.1

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

100万円未満 100～200万円未満 200～300万円未満 300～400万円未満

400～600万円未満 600万円以上 無回答
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（４）通勤時間（片道） 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

④④  通通勤勤時時間間（（片片道道））  
 

■あなた自身 

 女性では、「30 分以内」の割合が 74.3％で最も高く、「1時間以内」（17.7％）、「1時間半以内」（5.0％）が

続いている。令和元年調査と比較すると、「30 分以内」の割合が上昇している。 

 男性では、「30 分以内」の割合が 51.8％で最も高く、「1時間以内」（28.3％）、「1時間半以内」（13.5％）

が続いている。令和元年調査と比較して大きな差はみられない。 

 性別に比較すると、女性は「30 分以内」の割合が男性に比べて高く、女性の通勤時間が男性に比べて短い

状況がうかがえる。 
 

 

 

≪就労状況≫ 

 就労状況別にみると、女性では「30 分以内」の割合が正規職員で 62.1％、非正規職員で 77.8％と多数を

占めている。非正規職員は「30 分以内」の割合が正規職員に比べて 10 ポイント以上高い。 

 男性では、正規職員、非正規職員ともに 「30 分以内」の割合が４～５割台、 「1時間以内」が３割台、「1時

間半以内」が１割台である。 

 性別に比較すると、女性の 「30 分以内」の割合はいずれの層も男性より高く、職種に関わらず女性の通勤

時間は男性に比べて短い状況がうかがえる。また、男性は正規職員と非正規職員の通勤時間に大きな差が

みられないのに対して、女性の非正規職員は正規職員に比べて通勤時間が比較的短い。 
 

 

 

 

  

令和6年調査
(n=877)

令和元年調査
(n=579)

令和6年調査
(n=787)

令和元年調査
(n=406)

女
性

男
性

51.8

48.5

28.3

31.0

13.5

12.8

3.9

3.7

2.4

3.9

30分以内 1時間以内 1時間半以内 1時間半超 無回答

74.3

66.3

17.7

21.2

5.0

6.9

0.8

1.0

2.2

4.5

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

正規職員
(n=264)

正規職員
(n=444)

非正規職員
(n=508)

非正規職員
(n=200)

その他
(n=105)

その他
(n=143)

女  性 男  性

62.1

77.8

88.6

24.6

17.3

1.9

11.4

2.8

0.0

1.9

0.4

0.0

0.0

1.8

9.5

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

43.7

50.0

79.7

32.7

31.0

11.2

17.6

12.5

2.1

5.4

3.5

0.0

0.7

3.0

7.0

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

30分以内 1時間以内 1時間半以内 1時間半超 無回答
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■配偶者 

 女性の配偶者（夫）は、「30 分以内」の割合が 49.8％で最も高く、「1 時間以内」（30.2％）、「1 時間半以

内」（9.4％）が続いている。 

 男性の配偶者（妻）は、「30 分以内」の割合が 74.4％で最も高く、「1 時間以内」（19.4％）、「1 時間半以

内」（1.9％）が続いている。 

 性別に比較すると、男性の配偶者 （妻）の「30 分以内」の割合が女性の配偶者 （夫）に比べて 20 ポイント

以上高く、妻は夫より自宅近辺で就労している状況がうかがえる。 
 

 

 

  

女性
(n=715)

男性
(n=485)

49.8

74.4

30.2

19.4

9.4

1.9

2.7

1.2

8.0

3.1

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

30分以内 1時間以内 1時間半以内 1時間半超 無回答
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（４）通勤時間（片道） 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

④④  通通勤勤時時間間（（片片道道））  
 

■あなた自身 

 女性では、「30 分以内」の割合が 74.3％で最も高く、「1時間以内」（17.7％）、「1時間半以内」（5.0％）が

続いている。令和元年調査と比較すると、「30 分以内」の割合が上昇している。 

 男性では、「30 分以内」の割合が 51.8％で最も高く、「1時間以内」（28.3％）、「1時間半以内」（13.5％）

が続いている。令和元年調査と比較して大きな差はみられない。 

 性別に比較すると、女性は「30 分以内」の割合が男性に比べて高く、女性の通勤時間が男性に比べて短い

状況がうかがえる。 
 

 

 

≪就労状況≫ 

 就労状況別にみると、女性では「30 分以内」の割合が正規職員で 62.1％、非正規職員で 77.8％と多数を

占めている。非正規職員は「30 分以内」の割合が正規職員に比べて 10 ポイント以上高い。 

 男性では、正規職員、非正規職員ともに 「30 分以内」の割合が４～５割台、 「1時間以内」が３割台、「1時

間半以内」が１割台である。 

 性別に比較すると、女性の 「30 分以内」の割合はいずれの層も男性より高く、職種に関わらず女性の通勤

時間は男性に比べて短い状況がうかがえる。また、男性は正規職員と非正規職員の通勤時間に大きな差が

みられないのに対して、女性の非正規職員は正規職員に比べて通勤時間が比較的短い。 
 

 

 

 

  

令和6年調査
(n=877)

令和元年調査
(n=579)

令和6年調査
(n=787)

令和元年調査
(n=406)

女
性

男
性

51.8

48.5

28.3

31.0

13.5

12.8

3.9

3.7

2.4

3.9

30分以内 1時間以内 1時間半以内 1時間半超 無回答

74.3

66.3

17.7

21.2

5.0

6.9

0.8

1.0

2.2

4.5

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

正規職員
(n=264)

正規職員
(n=444)

非正規職員
(n=508)

非正規職員
(n=200)

その他
(n=105)

その他
(n=143)

女  性 男  性

62.1

77.8

88.6

24.6

17.3

1.9

11.4

2.8

0.0

1.9

0.4

0.0

0.0

1.8

9.5

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

43.7

50.0

79.7

32.7

31.0

11.2

17.6

12.5

2.1

5.4

3.5

0.0

0.7

3.0

7.0

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

30分以内 1時間以内 1時間半以内 1時間半超 無回答
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■配偶者 

 女性の配偶者（夫）は、「30 分以内」の割合が 49.8％で最も高く、「1 時間以内」（30.2％）、「1 時間半以

内」（9.4％）が続いている。 

 男性の配偶者（妻）は、「30 分以内」の割合が 74.4％で最も高く、「1 時間以内」（19.4％）、「1 時間半以

内」（1.9％）が続いている。 

 性別に比較すると、男性の配偶者 （妻）の「30 分以内」の割合が女性の配偶者 （夫）に比べて 20 ポイント

以上高く、妻は夫より自宅近辺で就労している状況がうかがえる。 
 

 

 

  

女性
(n=715)

男性
(n=485)

49.8

74.4

30.2

19.4

9.4

1.9

2.7

1.2

8.0

3.1

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

30分以内 1時間以内 1時間半以内 1時間半超 無回答
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（５）勤務地 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

⑤⑤  勤勤務務地地  
 

■あなた自身 

 女性では、「居住市町村（自宅外）」の割合が 41.3％で最も高く、「奈良県内（居住していない市町村）」

（34.2％）、「奈良県外」（13.3％）が続いている。令和元年調査と比較すると、「居住市町村（自宅外）」の

割合が 5ポイント以上上昇している。 

 男性では、「奈良県内（居住していない市町村）」の割合が 35.6％で最も高く、「奈良県外」（29.0％）、「居

住市町村（自宅外）」（23.6％）が続いている。令和元年調査と比較して大きな差はみられない。 

 性別に比較すると、女性は「居住市町村（自宅外）」の割合が男性に比べて 10 ポイント以上高く、「奈良県

外」の割合が 10 ポイント以上低い。 
 

 

  

令和6年調査
(n=877)

令和元年調査
(n=579)

令和6年調査
(n=787)

令和元年調査
(n=406)

※在宅ワーク等は「自宅」、会社等は「居住市町村（自宅外）」「奈良県外（居住していない市町村）」「奈良県外」が該当する

　複数の勤務地が存在する場合は、割合の多い方を回答することとした

女
性

男
性

10.5

8.6

23.6

24.4

35.6

34.7

29.0

31.0

1.3

1.2

自宅 居住市町村（自宅外）

奈良県内（居住していない市町村） 奈良県外

無回答

9.4

6.9

41.3

36.1

34.2

35.4

13.3

18.7

1.8

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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≪就労状況≫ 

 就労状況別にみると、女性では正規職員で「奈良県内（居住していない市町村）」（41.3％）、非正規職員で

「居住市町村（自宅外）」（49.8％）の割合が最も高い。非正規職員は「居住市町村（自宅外）」の割合が正

規職員に比べて 10 ポイント以上高い。 

 男性では、職種に関わらず、「奈良県内（居住していない市町村）」の割合が最も高い。正規職員は「奈良

県外」、非正規職員は「居住市町村（自宅外）」が続いている。非正規職員は「居住市町村（自宅外）」の割

合が正規職員に比べて 10 ポイント以上高い。 

 性別に比較すると、女性では、正規職員、非正規職員ともに「奈良県外」の割合が同職種の男性に比べて

低く、「居住市町村（自宅外）」の割合が高めである。 
 

 

 

  

正規職員
(n=264)

正規職員
(n=444)

非正規職員
(n=508)

非正規職員
(n=200)

その他
(n=105)

その他
(n=143)

女  性 男  性

4.2

1.2

61.9

31.4

49.8

24.8

41.3

37.0

2.9

23.1

10.4

2.9

0.0

1.6

7.6

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

4.1

2.0

42.7

17.3

31.5

32.2

41.7

38.0

13.3

36.7

27.0

7.7

0.2

1.5

4.2

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

※在宅ワーク等は「自宅」、会社等は「居住市町村（自宅外）」「奈良県外（居住していない市町村）」「奈良県外」が該当する

　複数の勤務地が存在する場合は、割合の多い方を回答することとした

自宅 居住市町村（自宅外）

奈良県内（居住していない市町村） 奈良県外

無回答
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（５）勤務地 

問問１１  ああななたたのの就就業業状状況況ににつついいててううかかががいいまますす。。  

配配偶偶者者ががいいららっっししゃゃるる場場合合、、分分かかるる範範囲囲ででああななたたのの配配偶偶者者・・パパーートトナナーーににつついいててももおお聞聞かかせせくくだだささ

いい。。（（そそれれぞぞれれ〇〇ははひひととつつずずつつ））  

⑤⑤  勤勤務務地地  
 

■あなた自身 

 女性では、「居住市町村（自宅外）」の割合が 41.3％で最も高く、「奈良県内（居住していない市町村）」

（34.2％）、「奈良県外」（13.3％）が続いている。令和元年調査と比較すると、「居住市町村（自宅外）」の

割合が 5ポイント以上上昇している。 

 男性では、「奈良県内（居住していない市町村）」の割合が 35.6％で最も高く、「奈良県外」（29.0％）、「居

住市町村（自宅外）」（23.6％）が続いている。令和元年調査と比較して大きな差はみられない。 

 性別に比較すると、女性は「居住市町村（自宅外）」の割合が男性に比べて 10 ポイント以上高く、「奈良県

外」の割合が 10 ポイント以上低い。 
 

 

  

令和6年調査
(n=877)

令和元年調査
(n=579)

令和6年調査
(n=787)

令和元年調査
(n=406)

※在宅ワーク等は「自宅」、会社等は「居住市町村（自宅外）」「奈良県外（居住していない市町村）」「奈良県外」が該当する

　複数の勤務地が存在する場合は、割合の多い方を回答することとした

女
性

男
性

10.5

8.6

23.6

24.4

35.6

34.7

29.0

31.0

1.3

1.2

自宅 居住市町村（自宅外）

奈良県内（居住していない市町村） 奈良県外

無回答

9.4

6.9

41.3

36.1

34.2

35.4

13.3

18.7

1.8

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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≪就労状況≫ 

 就労状況別にみると、女性では正規職員で「奈良県内（居住していない市町村）」（41.3％）、非正規職員で

「居住市町村（自宅外）」（49.8％）の割合が最も高い。非正規職員は「居住市町村（自宅外）」の割合が正

規職員に比べて 10 ポイント以上高い。 

 男性では、職種に関わらず、「奈良県内（居住していない市町村）」の割合が最も高い。正規職員は「奈良

県外」、非正規職員は「居住市町村（自宅外）」が続いている。非正規職員は「居住市町村（自宅外）」の割

合が正規職員に比べて 10 ポイント以上高い。 

 性別に比較すると、女性では、正規職員、非正規職員ともに「奈良県外」の割合が同職種の男性に比べて

低く、「居住市町村（自宅外）」の割合が高めである。 
 

 

 

  

正規職員
(n=264)

正規職員
(n=444)

非正規職員
(n=508)

非正規職員
(n=200)

その他
(n=105)

その他
(n=143)

女  性 男  性

4.2

1.2

61.9

31.4

49.8

24.8

41.3

37.0

2.9

23.1

10.4

2.9

0.0

1.6

7.6

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

4.1

2.0

42.7

17.3

31.5

32.2

41.7

38.0

13.3

36.7

27.0

7.7

0.2

1.5

4.2

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

※在宅ワーク等は「自宅」、会社等は「居住市町村（自宅外）」「奈良県外（居住していない市町村）」「奈良県外」が該当する

　複数の勤務地が存在する場合は、割合の多い方を回答することとした

自宅 居住市町村（自宅外）

奈良県内（居住していない市町村） 奈良県外

無回答
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■配偶者 

 女性の配偶者（夫）は、「奈良県内（居住していない市町村）」の割合が 32.2％で最も高く、「奈良県外」

（30.6％）、「居住市町村（自宅外）」（21.1％）が続いている。 

 男性の配偶者（妻）は、「居住市町村（自宅外）」の割合が 41.4％で最も高く、「奈良県内（居住していない

市町村）」（35.3％）、「奈良県外」（12.2％）が続いている。 

 性別に比較すると、男性の配偶者 （妻）は「居住市町村（自宅外）」の割合が女性の配偶者 （夫）に比べて

高く、より自宅近辺で就労している状況がうかがえる。 
 

 

 

  

女性
(n=715)

男性
(n=485)

※在宅ワーク等は「自宅」、会社等は「居住市町村（自宅外）」「奈良県外（居住していない市町村）」「奈良県外」が該当する

　複数の勤務地が存在する場合は、割合の多い方を回答することとした

10.8

8.9

21.1

41.4

32.2

35.3

30.6

12.2

5.3

2.3

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

自宅 居住市町村（自宅外）

奈良県内（居住していない市町村） 奈良県外

無回答
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２．仕事に対する意識について 

 

（１）現在の就労状況への満足度 

問問 22--11  現現在在ののああななたたのの「「就就業業状状況況、、業業種種」」ににどどのの程程度度満満足足ししてていいまますすかか。。（（○○はは１１つつ））  
 

 女性では、「満足」の割合が 12.5％で、「まあ満足」（32.1％）をあわせた満足計は 44.6％である。 

 男性では、「満足」の割合が 15.3％で、「まあ満足」（33.7％）をあわせた満足計は 49.0％である。 

 性別に大きな差はみられない。 

 

 

≪就労状況≫ 

 就労状況別に満足計をみると、女性では正規職員で 62.9％、非正規職員で 58.5％、その他で 55.2％、非

就労者で 16.2％である。その他の満足計は他の職種に比べてやや低めである。 

 男性では正規職員で 63.1％、非正規職員で 65.0％、その他で 56.6％、非就労者で 12.9％である。その他

の満足計は他の職種に比べてやや低めである。 

 性別に比較すると、非正規職員女性の満足計は同職種の男性に比べて 5 ポイント以上低い。 
 

 

 

 

  

女性
(n=1,347)

44.6 

男性
(n=1,099)

49.0 

満足
計

（％）

12.5

15.3

32.1

33.7

23.8

22.2

9.9

9.3

3.6

5.0

18.2

14.6

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

満足 まあ満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

満足
計

（％）

満足
計

（％）

正規職員
(n=264)

62.9 
正規職員
(n=444)

63.1 

非正規職員
(n=508)

58.5 
非正規職員
(n=200)

65.0 

その他
(n=105)

55.2 
その他
(n=143)

56.6 

非就労者
(n=421)

16.2 
非就労者
(n=271)

12.9 

女  性 男  性

18.6

14.2

21.0

5.2

44.3

44.3

34.3

10.9

21.6

25.2

29.5

22.3

11.4

13.2

8.6

6.4

3.4

3.1

5.7

4.0

0.8

0.0

1.0

51.1

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

16.7

21.5

22.4

4.8

46.4

43.5

34.3

8.1

20.7

18.0

28.0

24.7

11.0

11.0

10.5

5.5

5.2

5.5

4.2

5.2

0.0

0.5

0.7

51.7

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

満足 まあ満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答


