
■調査概要
調査対象

　スクリーニング調査：全国の15-69歳の男女（中学生を除く）

　本調査：全国の15-69歳の男女（中学生を除く）のうち、直近2カ月以内に非正規雇用の仕事探しをした人

　※本調査での非正規雇用とは「アルバイト」「派遣社員」「契約社員」「嘱託」の4つの雇用形態の総称とする

　※本調査における各属性の定義は以下としている

　・学生：15歳以上30歳未満で、高校生（特別支援学校・高等専修学校の学生含む）又は大学生・大学院生（短期大学、専門学校、高等専門学校等の学生含む）

　・主婦：16歳以上60歳未満の女性のうち、既婚者もしくは、子供のいる未婚者

　・フリーター：15歳以上60歳未満（学生を除く）のうち、未婚かつ子どもがおらず、現在非正規雇用の仕事をしている人

　・シニア：60歳以上の男女（学生を除く）

調査期間

　2023年1月5日（木）-1月10日（火）

調査主体

　株式会社マイナビ（アンケートモニター提供元：外部調査会社）

調査方法

　WEBアンケート調査

有効回答数

　スクリーニング調査：15,900名　本調査：1,592名

スクリーニング調査の割付

　15-19歳、20代、30代、40代、50代、60代の人口構成比が母集団に反映するように、国勢調査をもとに割付をし、一部サンプルカットしている

本資料に掲載のデータ、図版等の無断転載を禁じます。資料のご利用やご質問等に関しては下記までご連絡ください。 

株式会社マイナビ 社長室 HRリサーチ統括部  E-mail：myrm@mynavi.p

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。

※n数30未満は参考値
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■TOPICS
＜求職状況＞

22年11-12月にアルバイトの仕事を探した割合は14.6%。22年9-10月比は減少、21年11-12月比は増加。

アルバイトの仕事で最も探された職種は[オフィスワーク]で33.2%、次いで[販売・接客・サービス]28.4%、[軽作業]23.5%となった。

・22年11-12月にアルバイトの仕事を探した人は14.6％（22年9-10月比：0.4pt減、21年11-12月比：0.9pt増）となった。

　属性別で22年9-10月比・21年11-12月比ともに増加したのは、[学生]47.3%（22年9-10月比：0.2pt増、21年11-12月比：2.9pt増）、

　[フリーター]20.9%（22年9-10月比：1.5pt増、21年11-12月比：0.8pt増）、[シニア]7.0%（22年9-10月比：0.7pt増、

　21年11-12月比：1.6pt増）となった。【図1】

・アルバイトの仕事を[本業]として探したのは61.3%で、22年9-10月比で0.3pt増、21年11-12月比で0.3pt増。[長期]のアルバイト探しは54.3%で、

　22年9-10月比で1.8pt減、21年11-12月比で4.1pt減となった。【図2、3】

・探した職種は[オフィスワーク]33.2%、[販売・接客・サービス]28.4%、[軽作業]23.5%がTOP3。22年9-10月比で増加した職種は[レジャー・アミューズ

　メント]2.5pt増、[オフィスワーク]2.0pt増、[軽作業]2.0pt増など、計6職種となった。21年11-12月比で増加した職種は[レジャー・アミューズメント]

　2.2pt増、[オフィスワーク]2.0pt増、[イベント・キャンペン]1.3pt増など、計6職種となった。【図4】

【図1】　アルバイトの仕事を探したか（複数回答）

それぞれの属性において当該期間アルバイトの仕事を探していた人の割合

　参考 過去数値

【図2】　探したアルバイトの仕事は本業か副業か（単一回答） 【図3】　探したアルバイトの仕事の勤務期間は長期か短期か（単一回答）

　　　　　回答数：1,360 　　　　　回答数：1,360

【図4】　アルバイトの仕事で探した上位10職種（複数回答）

回答数：1,360 オフィスワークの仕事を探した割合　推移

※回答数は最新の調査のものを記載
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■TOPICS
＜新規就業状況＞

22年11-12月に新しくアルバイトの仕事に就いた割合は5.3%。22年9-10月比は減少、21年11-12月比は増加。

22年11-12月に新しく就いたアルバイトの職種は[販売・接客・サービス]が30.1%で最も高く、次いで[オフィスワーク]17.8%、[飲食・フード]17.4%

新しく就いたアルバイトの就業難度は[簡単]が77.2%で、22年9-10月比・21年11-12月比ともに増加。

・22年11-12月に新しくアルバイトの仕事に就いた割合は5.3%（22年9-10月比：0.2pt減、21年11-12月比：0.8pt増）となった。

　属性別では[学生]が33.7%（22年9-10月比：1.0pt増、21年11-12月比：1.3pt増）で最も高い。次いで[フリーター]が9.5%（22年9-10月比：

　1.5pt増、21年11-12月比：2.1pt増）、[主婦]が6.0%（22年9-10月比：0.2pt増、21年11-12月比：1.1pt増）となった。【図5】

・新しく就いたアルバイトの職種は、[販売・接客・サービス]30.1%、[オフィスワーク]17.8%、[飲食・フード]17.4%がTOP3。22年9-10月比で増加した

　職種は、[販売・接客・サービス]7.0pt増、[医療・介護・保育]4.3pt増など、計9職種となった。また、21年11-12月比で増加した職種は、[クリエイティブ・

　編集]4.5pt増、[医療・介護、保育]3.7pt増など、計7職種となった。【図7】

・新しく就いたアルバイトの就業難度は[簡単]が77.2%となり、22年9-10月比では4.4pt増、21年11-12月比では7.9pt増となった。【図8】

【図5】　アルバイトの仕事に新しく就いたか（複数回答）

回答ベース：調査時点で就業者の人

それぞれの属性において当該期間に新しくアルバイトの仕事に就いた人の割合

参考 過去数値

【図6】　新しく就いたアルバイトの仕事の勤務期間は長期か短期か（単一回答） 【図7】　新しく就いたアルバイトの上位10職種（複数回答）

　　　　回答数：259 　　回答数：259

※回答数は最新の調査のものを記載

【図8】　アルバイトの仕事に新規就業する難度（単一回答）と、選考を受けた社数平均（数値回答）

　　　　　回答数：259

回答数：252

※回答数は最新の調査のものを記載

［難しい］は難しい・どちらかといえば難しいの合計値、［簡単］は簡単・どちらかといえば簡単の合計値で算出
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■TOPICS
＜生活支援の必要性とインフレ手当の支給希望＞

22年11-12月に非正規雇用の仕事を探した人のうち、生活支援の必要性が高いと回答したのは63.4%。[女性(主たる生計者)]や

 現在の就業形態[契約・派遣・嘱託社員]では7割を超える　

・生活支援の必要性と*インフレ手当を支給して欲しいと思うかを聞いたところ、「生活支援の必要性」では、[生活支援の必要性が高い]が63.4%となった。

　性別でみると[女性(主たる生計者)]が72.7%、現在の就業形態(23年1月時点メインの収入源となる就業形態)では[契約・派遣・嘱託社員]が

　70.2%で、ともに7割を超えており、アルバイト以外の非正規雇用で働きながら、生計を維持する女性が生活支援を求めている様子がうかがえる。

・「生活支援の必要性」と「インフレ手当の支給希望」を組み合わせマトリクス図にすると、「生活支援の必要性が高く、インフレ手当支給希望度も高い

　(生活支援の必要性：全体63.4%以上かつインフレ手当の支給希望：全体84.5%以上)」傾向にあるのは、[女性(主たる生計者)]、[フリーター]、

　現在の就業形態[自営業・家族従業者・経営者]、[男性(主たる生計者)]、現在の就業形態[正社員]の順に高い。【図9】

インフレ手当が支給された場合の用途は、4人に3人以上が[食費・光熱費などの生活費]と回答　

・非正規雇用の仕事において、インフレ手当が支給された場合の用途を聞いたところ、[食費・光熱費などの生活費]が77.4%で最も高く、

　次いで[貯金・貯蓄]が69.8%、[生活に直接必要のない物品購入・サービス利用]が37.2%となった。

・属性別にみると、[主婦]、[シニア]で[食費・光熱費などの生活費]が全体より5pt以上高く、反対に、[学生]、[男性(主たる生計者ではない)]では、

　[食費・光熱費などの生活費]が全体より10pt以上低く、[趣味や娯楽]のスコアが全体より10pt以上高くなった。【図10】

【図9】　生活支援の必要性とインフレ手当の支給希望

【図10】　インフレ手当の用途（順位ごと単一回答）

 

※表数は1～3位合算(複数回答)の数値 n=

食費・光熱費
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家族への仕送

り

その他 その順位の用

途はない

全体 (1592) 77.4 69.8 37.2 34.6 20.9 19.5 17.6 0.9 15.0 (%)

男性(主たる生計者) (539) 75.1 63.3 36.5 33.6 25.0 27.6 18.6 0.9 12.8 
男性(主たる生計者ではない)(242) 66.5 69.0 34.7 46.7 24.4 21.5 15.7 - 13.2 
女性(主たる生計者) (231) 81.8 65.4 41.6 27.7 18.6 15.6 18.2 1.7 19.9 
女性(主たる生計者ではない)(580) 82.2 78.1 37.2 33.3 16.4 12.8 17.2 1.0 15.9 
正社員 (359) 71.9 62.4 42.1 30.4 29.0 29.5 23.4 0.3 7.2 
パート・アルバイト (414) 75.6 70.3 36.7 36.7 20.8 16.4 18.8 1.4 15.9 
契約・派遣・嘱託社員 (141) 81.6 70.2 39.0 29.8 17.0 19.1 10.6 1.4 20.6 
自営業・家族従業者・経営者 (119) 74.0 64.7 33.6 31.9 29.4 26.9 23.5 0.8 10.1 
無職 (559) 81.9 75.3 34.9 37.6 14.8 14.0 13.4 0.9 19.0 
学生 (225) 55.1 74.7 30.7 56.4 25.8 18.7 20.4 0.4 11.6 
主婦 (375) 84.8 76.3 40.8 25.3 14.1 13.3 22.1 2.1 14.4 
フリーター (183) 82.0 72.7 37.2 37.7 21.9 14.2 7.1 - 17.5 
シニア (256) 83.6 65.6 38.7 30.9 15.2 21.1 12.1 0.4 23.8 

■：全体より+5％以上　 　■：全体より-5％以下

■：全体より+10％以上　■：全体より-10％以下

n=
※現在の就業形態は「23年1月時点メインの収入源となる就業形態」

(1592) 50.1 22.7 8.0 5.5 4.6 5.3 3.5 0.4 - (%)

(1592) 17.7 27.2 15.6 11.2 6.7 6.3 7.9 0.4 7.0
(1592) 9.7 19.9 13.6 17.9 9.5 7.9 6.3 0.1 15.0

※過去のにインフレ手当の受給経験がある人は実際の用途を回答
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68.9%

83.6%

88.0%

48.4%

58.6%

68.9%

63.4% 84.5%全 体

性

 

別

契約・派遣・嘱託社員 (141)

現

在

の

就

業

形

態

67.0%

正社員 (359)

63.7%

85.0%

81.0%

88.7%

84.0%

89.7%

82.1%

58.3%

72.7%

62.4%

58.4%

61.1%

70.2%

(183)

シニア (256) 84.4%

生活支援の

必要性が

高い

インフレ手当

を支給

してほしい

属

 

性

女性(主たる生計者)

女性(主たる生計者ではない)

主婦 (403)

パート・アルバイト (414)

自営業・家族従業者・経営者(119)

(231)

(580)

男性(主たる生計者) (539)

(1592)

男性(主たる生計者ではない)(242)

フリーター

無職 (559)

学生 (225)

インフレ手当の支給希望度

生
活
支
援
の
必
要
性

低

高

高

生活支援の必要性

全体：63.4%

インフレ手当の支給希望度

全体：84.5%

生活支援の必要性は高いが、インフレ手当の支給希望度は低い 生活支援の必要性が高く、インフレ手当支給希望度も高い

生活支援の必要性は低く、インフレ手当支給希望度も低い生活支援の必要性は低いが、インフレ手当の支給希望度は高い

男性

(主たる生計者)

男性(主たる生計者ではない)

女性(主たる生計者)

女性

(主たる生計者ではない)

正社員

パート・アルバイト

契約・派遣・嘱託社員

自営業・家族従業者・経営者

無職

学生

主婦

フリーター

シニア

46%

50%

54%

58%

62%

66%

70%

74%

 68%  72%  76%  80%  84%  88%  92%

*インフレ手当とは、原料高による電気代や食品の値上げなど急激な物価高を受け、企業が従業員の生活支援を目的として基本給などに加え、臨時で支給する特別手当を指します。

Q.物価高が続く中、一部の企業において従業員の生活支援を目的とした「インフレ手当」を支給する会社がありますが、

あなたはインフレ手当を支給してほしいですか。また、あなたは生活支援を必要としていますか。（単一回答）



■TOPICS
＜給与のデジタル支払い解禁の認知度と、給与のデジタル支払いの利用意向＞

23年4月に解禁となる「給与のデジタル支払い」の認知度は6割弱。一方で、非正規雇用の給与をデジタルマネーで受け取りたいとした人は4割　

・23年4月に解禁の給与デジタルの払いの認知度と非正規雇用の給与をデジタルマネーで受け取りたいかを聞いたところ、[知っていたが、デジタルマネーで

　受け取りたいとは思わない]が34.0%で最も高く、次いで[知らなかったが、デジタルマネーで受け取りたいとは思わない]が25.7%となり、受け取りたいと

　思わないの合計は59.7%となった。

・性×年代別に、[認知あり(計)]（[知っており、デジタルマネーで受け取りたい]+[知っており、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい]+[知っていたが、

　デジタルマネーで受け取りたいとは思わない]）をみると、男性20-59歳が7割を超え（全体比：+10.0pt以上）、[受け取りたい(計)]（[知っており、

　デジタルマネーで受け取りたい]+[知っており、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい]+[知らなかったが、デジタルマネーで受け取りたい]+[知らな

　かったが、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい]）では、男性15-29歳が6割超、[学生]で58.2%となり、全体に比べ20.0pt程度高い。

非正規雇用の仕事の給与をデジタルマネーで受け取りたいと思う理由は、「支払いがスムーズ」、「ポイント還元」などの利便性　

・非正規雇用の仕事の給与をデジタルマネーで受け取りたいと思う理由を聞いたところ、[キャッシュレス決済の方が支払いがスムーズだから]が43.6%で最も高く

　次いで[ポイント還元があるから]が43.1%、[チャージの手間が省けるから]が34.9%となった。

・給与のデジタル支払いの利用意向で、[給与をデジタルマネーで受け取りたい]が最も高かった「男性20-29歳」の受け取りたいと思う理由をみると、

　[日払いなど、給与が即日支給されやすくなると思うから]が33.9%で全体より5pt以上高く、給与の日払いや即日払いのニーズの高さや、給与の

　デジタル支払い解禁により、働き方に合わせ給与の支払い方法も選択できるようになることを、期待する様子もうかがわせる。

【図11】　給与のデジタル支払い解禁の認知度と利用意向（単一回答）

【図12】　非正規雇用の仕事の給与をデジタルマネーで、受け取りたい理由

*回答ベース：非正規雇用の仕事の給与をデジタルマネーで受け取りたいとした人

※表数は複数回答の数値 n=

キャッシュレス決

済の方が支払い

がスムーズだから

ポイント還元が

あるから

チャージの手間

が省けるから

ATM手数料を

軽減できるから

現金やカードよ

り、決済アプリで

支払うことが多い

から

日払いなど、給

与が即日支給さ

れやすくなると思

うから

給与振り込み用

の口座の開設/

就業先申請など

必要なくなるから

生活のほとんどを

決済アプリで支

払っているから

１回の利用限

度額が低く、使

い過ぎ防止にな

るから

その他

全体 (642) 43.6 43.1 34.9 33.5 27.3 26.9 24.8 16.8 15.6 0.2 (%)

15-19歳 (62) 27.4 25.8 35.5 25.8 29.0 19.4 16.1 11.3 11.3 - 
20-29歳 (59) 42.4 47.5 27.1 28.8 28.8 33.9 16.9 20.3 13.6 - 
30-39歳 (75) 41.3 37.3 32.0 34.7 32.0 30.7 26.7 17.3 24.0 - 
40-49歳 (90) 51.1 42.2 33.3 37.8 23.3 31.1 36.7 16.7 21.1 1.1 
50-59歳 (46) 54.3 56.5 37.0 41.3 19.6 30.4 26.1 13.0 17.4 - 
60-69歳 (37) 54.1 54.1 35.1 32.4 24.3 24.3 27.0 27.0 18.9 - 
15-19歳 (27) 44.4 40.7 37.0 40.7 40.7 29.6 11.1 3.7 11.1 - 
20-29歳 (50) 38.0 32.0 30.0 24.0 20.0 22.0 18.0 14.0 22.0 - 
30-39歳 (64) 39.1 43.8 35.9 37.5 21.9 28.1 31.3 18.8 9.4 - 
40-49歳 (69) 46.4 44.9 47.8 39.1 34.8 18.8 21.7 18.8 13.0 - 
50-59歳 (34) 38.2 55.9 41.2 29.4 23.5 23.5 26.5 20.6 2.9 - 
60-69歳 (29) 51.7 55.2 24.1 24.1 34.5 31.0 27.6 17.2 10.3 - 
学生 (131) 38.9 35.9 32.1 30.5 31.3 25.2 14.5 11.5 14.5 - 
主婦 (137) 44.5 47.4 43.1 35.8 32.8 26.3 28.5 18.2 10.2 - 
フリーター (64) 32.8 35.9 31.3 35.9 14.1 32.8 26.6 14.1 10.9 - 
シニア (63) 52.4 54.0 30.2 28.6 30.2 27.0 28.6 22.2 15.9 - 

*全体を降順ソート ■：全体より+5％以上　■：全体より-5％以下

■：全体より+10％以上　■：全体より-10％以下

※n=30未満は参考値のためグレーアウト

 
 

Ḭ

16.2
19.8

11.5 9.0 15.3 9.7
5.9 8.9 3.6 0.2

43.6 43.1

34.9 33.5
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16.8 15.6
0.2

0%

20%

40%

60%

あてはまる理由(複数回答)

最もあてはまる理由(単一回答)

全体 (1592) 59.5 40.3 (%)

15-19歳 (102) 53.9 60.8

20-29歳 (90) 70.0 65.6

30-39歳 (137) 73.0 54.7

40-49歳 (165) 75.8 54.5

50-59歳 (124) 71.0 37.1

60-69歳 (163) 65.6 22.7

15-19歳 (55) 25.5 49.1

20-29歳 (109) 56.0 45.9

30-39歳 (179) 48.0 35.8

40-49歳 (231) 50.6 29.9

50-59歳 (135) 55.6 25.2

60-69歳 (102) 54.9 28.4

学生 (225) 49.8 58.2

主婦 (403) 50.1 34.0

フリーター (183) 57.4 35.0

シニア (256) 61.7 24.6

認知あり

(計)

受け取りたい

(計)

属

 

性

男

 

性

女

 

性

8.7

16.7

16.7

20.4

15.2

4.8

4.9

5.5

9.2

3.4

4.3

4.4

4.9

11.6

5.0

4.9

5.1

16.8

18.6

33.3

22.6

26.7

20.2

11.0

5.5

18.3

16.8

12.1

8.9

6.9

19.6

13.9

12.6

9.0

34.0

18.6

20.0

29.9

33.9

46.0

49.7

14.5

28.4

27.9

34.2

42.2

43.1

18.7

31.3

39.9

47.7

5.0

10.8

5.6

2.9

3.6

5.6

2.5

10.9

7.3

5.0

5.6

1.5

4.9

10.2

5.0

6.6

3.1

9.8

14.7

10.0

8.8

9.1

6.5

4.3

27.3

11.0

10.6

7.8

10.4

11.8

16.9

10.2

10.9

7.4

25.7

20.6

14.4

15.3

11.5

16.9

27.6

36.4

25.7

36.3

35.9

32.6

28.4

23.1

34.7

25.1

27.7

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

知っており、デジタマネーで受け取りたい 知っており、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい

知っていたが、デジタルマネーで受け取りたいとは思わない 知らなかったが、デジタルマネーで受け取りたい

知らなかったが、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい知らなかったが、デジタルマネーで受け取りたいとは思わない

※給与のデジタル支払いの解禁とは：2023年4月より労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限り、デジタルマネー（〇〇ペイ）による給与の支払いが可能となる。



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

（1）求職状況
※以下項目はスクリーニング調査の項目におけるサンプル数で集計している

■求職率の推移　-期間中に各雇用形態の仕事を探したか-　（複数回答）

・22年11-12月に非正規雇用の仕事を探した人は16.8％（22年9-10月比：0.2pt減、21年11-12月比：1.0pt増、20年11-12月比：2.3pt増）となった

・22年11-12月にアルバイトの仕事を探した人は14.6％（22年9-10月比：0.4pt減、21年11-12月比：0.9pt増）、派遣社員は5.2％（22年9-10月比：

　0.1pt増、21年11-12月比：0.1pt増）、契約社員は3.6％（22年9-10月比：横ばい、21年11-12月比：横ばい）、嘱託は2.0%（22年9-10月比：

　0.1pt減、21年11-12月比：0.1pt増）となった。

・アルバイトの仕事を探した人を年代別でみると、[15-19歳][30-39歳][60-69歳]で22年9-10月比・21年11-12月比ともに増加した。

【全体結果】

 22年1-2月

 22年3-4月

 22年5-6月

 22年7-8月

 22年9-10月

 22年11-12月

●  前年同期数値
今回調査の回答数：15,900

【年代別】　それぞれの年代において当該期間仕事を探していた人の割合

※表は直近半年間と前年調査分を記載

【属性別】　それぞれの属性において当該期間仕事を探していた人の割合

全体+5pより高い

全体+10ptより高い

全体-5ptより低い

全体-10ptより低い

※表は直近半年間と前年調査分を記載

※回答数は最新の調査のものを記載

2.0% 1.3%

前年調査時 21年11-12月1.9% 3.1% 1.5% 1.9% 1.5%

1.5%

22年7-8月 1.8% 3.3% 1.6% 2.3% 1.0%嘱託

の仕事を探した

22年11-12月 2.0% 3.3% 1.6% 2.2%

22年5-6月 1.8% 2.9% 1.7%

6.7% 1.7%

前年調査時 21年11-12月3.6% 4.0% 3.1% 6.6% 1.8%

2.1%

22年7-8月 3.5% 5.0% 3.1% 7.4% 1.4%
契約社員

の仕事を探した

22年11-12月 3.6% 4.8% 2.5% 6.3%

22年5-6月 3.5% 4.3% 3.1%

8.8% 1.8%

前年調査時 21年11-12月5.1% 10.4% 4.8% 10.1% 2.2%

2.3%

22年7-8月 5.2% 10.1% 5.5% 11.1% 1.9%
派遣社員

の仕事を探した

22年11-12月 5.2% 10.4% 5.2% 9.0%

22年5-6月 4.8% 8.2% 5.6%

17.9% 6.1%

前年調査時 21年11-12月13.7% 44.4% 16.1% 20.1% 5.4%

7.0%

22年9-10月 15.0% 47.1% 18.1% 19.4% 6.3%
アルバイト

の仕事を探した

22年11-12月 14.6% 47.3% 17.3% 20.9%

22年7-8月 13.9% 47.6% 16.6%

回答数： (15,900) (1,407) (3,436) (1,293) (3,288)

1.6%

全体 学生 主婦 フリーター シニア

1.3% 1.3%

前年調査時 21年11-12月1.9% 3.0% 3.1% 2.2% 1.5% 1.1%

22年5-6月 1.8% 2.4% 3.3% 2.2% 1.4%

1.0% 1.5%

22年7-8月 1.8% 2.9% 3.0% 2.2% 1.9% 1.0% 1.0%

3.2% 2.5% 2.0%

嘱託

の仕事を探した

22年11-12月 2.0% 3.4% 2.8% 2.2% 2.1%

前年調査時 21年11-12月3.6% 3.5% 6.6% 4.5%

22年5-6月 3.5% 3.3% 6.0% 4.5% 3.6% 2.4% 1.8%

22年7-8月 3.5% 4.1% 5.8% 4.5% 3.4%

2.2%

2.1% 2.2%

12.1% 8.3% 7.0%

22年9-10月 15.0% 47.0% 25.9% 14.1% 12.3% 8.9%

3.2% 2.4%

22年9-10月 5.1% 7.9% 8.6%

3.8% 2.0%22年7-8月 5.2% 8.8% 8.2% 6.1% 5.5%

22年11-12月 5.2% 9.8% 8.6% 5.9% 5.5%

6.4% 5.6%

6.3%

22年7-8月 13.9%

前年調査時 21年11-12月13.7% 44.4% 22.5% 13.5%

契約社員

の仕事を探した

22年11-12月 3.6% 5.0% 5.5% 4.4% 3.9%

11.5% 8.4% 6.2%

前年調査時 21年11-12月5.1% 9.5% 9.4% 5.6% 4.5% 3.5%

派遣社員

の仕事を探した
3.1% 1.8%

2.8% 1.4%

11.0% 8.1% 5.6%

アルバイト

の仕事を探した

22年11-12月 14.6% 48.1% 23.1% 14.3%

50-59歳60-69歳

回答数： (15,900) (1,018) (2,304) (2,906) (3,425) (2,876) (3,371)

アルバイトの仕事を探した 派遣社員の仕事を探した 契約社員の仕事を探した 嘱託の仕事を探した

全体 15-19歳20-29歳30-39歳40-49歳

49.3% 20.3% 12.6%

14.6

15.2

14.1

13.9

15.0
14.6

13.1

14.4

14.5

13.5

14.3

13.7

12%

13%

14%

15%

16%

5.5 5.3

4.8

5.2 5.1 5.2

3.9
4.9

5.3

4.8 5.1 5.1
3.9 4.0 3.5 3.5 3.6 3.6

3.0 3.5 3.7
3.3 3.3 3.6

2.1 2.2 1.8 1.8 2.1 2.0

1.3 2.0 2.0 1.8 1.7 1.9

14.5%

16.6% 16.8% 16.8%

15.5%
16.4%

15.8%
17.0%

17.6%

16.2% 16.1%
17.0% 16.8%

14%

16%

18%

20%

20年11-12月 21年1-2月 21年3-4月 21年5-6月 21年7-8月 21年9-10月 21年11 -12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11 -12月

● 非正規雇用の仕事を探した
※回答ベース：全国15 -69歳(中学生除く)男女15,900 名(今回調査の回答数)



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■仕事探しをした理由（複数回答）

・22年11-12月にアルバイトを探した理由として最も多かったのは[貯金をするため]44.4％（22年9-10月比：1.0pt減、21年11-12月比：0.7pt増）、

　次いで[自分の生活費のため]36.8％（22年9-10月比：1.5pt減、21年11-12月比：0.1pt減）、[仕事を辞めた・辞める予定(自己都合)]24.5%

　（22年9-10月比：0.2pt増、21年11-12月比：0.6pt減）となった。

・[貯金をするため]が最も高い年代は、[15-19歳]で65.5%、属性別では[学生]63.5%。[自分の生活費のため]が最も高い年代は、[50-59歳]で47.9%、

　属性別では[フリーター]48.9%。[仕事を辞めた・辞める予定(自己都合)]が最も高い年代は、[20-29歳]で33.2%、属性別では[フリーター]34.8%となった。

※以下項目はスクリーニング調査の項目におけるサンプル数で集計している

【全体結果】

※アルバイトの仕事で降順表記

【年代別・属性別・職種別　アルバイトの仕事を探した理由】

全体+5pより高い

全体+10ptより高い

全体-5ptより低い

全体-10ptより低い

4.6% 4.2% 2.4% 4.0% 5.6% 4.4%その他 3.7% 3.1% 3.6% 3.9% 3.6%

6.3% 3.8% 4.7% 6.1% 2.2% 3.5%自分の習い事のため4.8% 5.3% 3.4% 4.6% 6.0%

5.4% 11.8% 3.5% 4.4% 4.4% 12.2%仕事を辞めた・辞める予定(会社都合)5.3% 2.9% 5.6% 5.3% 3.9%

4.6% 1.3% 10.1% 4.7% 5.6% 1.3%将来のキャリアのため7.0% 10.8% 6.8% 7.0% 7.7%

6.3% 9.3% 11.1% 7.4% 5.2% 8.7%人との交流・出会いが欲しいため8.4% 10.8% 8.8% 6.3% 7.7%

9.6% 12.2% 7.5% 10.1% 6.7% 12.2%充実感ややりがいを得るため9.1% 8.2% 7.7% 9.2% 10.1%

6.3% 3.0% 14.6% 6.9% 4.8% 3.1%スキルを身に付けるため9.4% 15.3% 9.6% 9.4% 8.0%

4.6% 3.4% 23.3% 6.9% 10.4% 3.5%社会経験を積むため12.8% 25.3% 15.0% 10.1% 8.0%

25.0% 21.5% 6.8% 38.6% 9.6% 21.8%家族の生活費のため19.7% 7.8% 12.8% 24.6% 33.8%

20.8% 34.6% 16.5% 22.4% 13.3% 34.9%時間を有効に使いたいため20.8% 17.8% 15.2% 20.5% 24.2%

8.3% 9.3% 42.0% 12.6% 16.7% 9.2%趣味のため23.0% 43.5% 29.5% 16.6% 13.3%

22.9% 25.7% 14.3% 25.0% 34.8% 25.3%仕事を辞めた・辞める予定(自己都合)24.5% 13.1% 33.2% 28.2% 23.4%

47.9% 38.4% 26.9% 32.7% 48.9% 38.0%自分の生活費のため36.8% 26.1% 36.0% 38.1% 41.8%

30.0% 17.7% 63.5% 43.5% 40.7% 18.3%貯金をするため44.4% 65.5% 47.7% 42.2% 41.3%

(240) (237) (665) (593) (270) (229)回答数： (2,329) (490) (533) (415) (414)

50-59歳60-69歳学生 主婦 フリーター シニア全体 15-19歳20-29歳30-39歳40-49歳

自分の習い事のため4.8% 6.8% 8.2% 10.7%

その他 3.7% 3.1% 3.8% 4.1%

将来のキャリアのため7.0% 9.8% 13.8% 14.7%

仕事を辞めた・辞める予定(会社都合)5.3% 12.9% 11.7% 7.8%

充実感ややりがいを得るため9.1% 8.6% 10.6% 11.3%

人との交流・出会いが欲しいため8.4% 9.7% 10.6% 10.3%

社会経験を積むため12.8% 11.5% 12.9% 13.5%

スキルを身に付けるため9.4% 11.8% 14.5% 13.8%

時間を有効に使いたいため20.8% 18.7% 15.9% 20.7%

家族の生活費のため19.7% 19.8% 22.2% 23.2%

仕事を辞めた・辞める予定(自己都合)24.5% 30.2% 34.0% 30.1%

趣味のため23.0% 19.8% 20.1% 25.7%

貯金をするため44.4% 35.3% 32.1% 36.4%

自分の生活費のため36.8% 36.8% 39.6% 36.1%

アルバイト

の仕事

派遣社員

の仕事

契約社員

の仕事

嘱託

の仕事

回答数： (2,329) (828) (573) (319) 0% 10% 20% 30% 40% 50%

アルバイトの仕事を探した理由

派遣社員の仕事を探した理由

契約社員の仕事を探した理由

嘱託の仕事を探した理由



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■探した仕事は本業か副業か（単一回答）　　※回答数は最新の調査のものを記載

・22年11-12月に各非正規雇用の仕事を探した人のうち、副業として探した割合はアルバイトの仕事で38.7%（22年9-10月比：0.3pt減、21年11-12月比：

　0.3pt減）、派遣社員の仕事で36.8%（22年9-10月比：2.4pt増、21年11-12月比：0.8pt減）、契約社員の仕事で31.8%（22年9-10月比：

　1.5pt増、21年11-12月比：3.2pt増）、嘱託の仕事で45.6％（22年9-10月比：0.7pt減、21年11-12月比：1.2pt減）となった。
※以下項目は本調査の項目におけるサンプル数で集計している

※回答数は最新の調査のものを記載

■探した仕事の勤務期間は長期か短期か（単一回答）

・22年11-12月に各非正規雇用の仕事を探した人のうち、短期勤務を探した割合はアルバイトの仕事で45.7%（22年9-10月比：1.8pt増、21年11-12月比：

　4.1pt増）派遣社員の仕事で40.7%（22年9-10月比：1.4pt増、21年11-12月比：2.1pt増）、契約社員の仕事で29.0%（22年9-10月比：

　3.2pt増、21年11-12月比：3.5pt増）、嘱託の仕事で33.3％（22年9-10月比：3.2pt減、21年11-12月比：0.8pt増）となった。

※回答数は最新の調査のものを記載

61.0% 61.3% 60.0%
63.6%

60.5% 61.0% 61.3%

39.0% 38.7% 40.0%
36.4%

39.5% 39.0% 38.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

21年11 -12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11-12月

【アルバイトの仕事】

回答者：アルバイトの仕事を探した1,360 名

本業 副業

62.4% 64.2% 64.1% 63.9% 64.4% 65.6% 63.2%

37.6% 35.8% 35.9% 36.1% 35.6% 34.4%
36.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

21年11 -12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11-12月

【派遣社員の仕事】

回答者：派遣社員の仕事を探した546名

本業 副業

71.4%
68.0% 70.5%

66.8% 65.7%
69.7% 68.3%

28.6%
32.0% 29.5%

33.2% 34.3%
30.3% 31.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

21年11 -12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11-12月

【契約社員の仕事】

回答者：契約社員の仕事を探した400名

本業 副業

53.2% 51.4%

58.3%

50.5% 51.0% 53.7% 54.4%

46.8% 48.6%
41.7%

49.5%
49.0% 46.3% 45.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

21年11 -12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11-12月

【嘱託の仕事】

回答者：嘱託の仕事を探した228名

本業 副業

58.4%
54.2%

57.2% 57.2% 57.2% 56.1% 54.3%

41.6%
45.8%

42.8% 42.8% 42.8% 43.9% 45.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

21年11 -12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11 -12月

【アルバイトの仕事】

回答者：アルバイトの仕事を探した1,360 名

長期 短期

61.4% 60.1% 60.4% 58.2% 57.2%
60.7% 59.3%

38.6% 39.9% 39.6% 41.8% 42.8%
39.3% 40.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

21年11-12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11 -12月

【派遣社員の仕事】

回答者：派遣社員の仕事を探した546名

長期 短期

74.5%
70.0% 72.0% 71.5% 69.2%

74.2%
71.0%

25.5%
30.0% 28.0% 28.5% 30.8%

25.8%
29.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

21年11 -12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11 -12月

【契約社員の仕事】

回答者：契約社員の仕事を探した400名

長期 短期

67.5% 67.3%
71.3%

63.1% 63.3% 63.5%
66.7%

32.5%
32.7%

28.7%

36.9% 36.7% 36.5%
33.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

21年11-12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11 -12月

【嘱託の仕事】

回答者：嘱託の仕事を探した228名

長期 短期



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■探した仕事の職種（複数回答） ※以下項目は本調査の項目におけるサンプル数で集計している

【アルバイトの仕事で探した職種　上位抜粋】

※グラフラベルは、今回調査と前年同期調査のみ表記

【雇用形態別　探した職種】

（％）

※各月の上位3職種に色付けしている

11.8 8.95.3 8.8 7.4 7.7 9.1 11.7

4.0 2.7 2.0

その他 4.8 5.9 5.5 6.3 7.4 6.0

1.7 2.1 3.5 1.6 4.1 3.0エステ・理美容 2.5 0.5 2.5 2.1 2.5

10.7 9.7 12.6 11.7 11.8 11.8

5.9

クリエイティブ・編集7.0 9.5 9.1 7.1 9.7 7.4 8.2 13.2

11.8 11.5 8.7 11.6 9.9 9.5

7.7 7.4

エンジニア・サポート・保守10.3 8.6 8.5 9.0 10.6 8.4 8.5

8.2 11.0 8.2 9.7 6.6 9.0

15.2 11.8 16.7

警備・清掃・ビル管理 9.8 9.1 10.7 8.2 8.7 7.2

17.9 20.4 14.9 11.1 13.3 14.1工場・倉庫・建築・土木20.0 13.3 16.8 18.7 16.6

11.1 11.2 14.1 12.6 13.2 12.8

5.4

軽作業 17.0 14.0 16.2 16.4 15.8 17.4 13.8 14.9

7.0 4.5 5.6 6.6 5.8 4.5

8.6 8.4

配送・引越・ドライバー6.8 6.3 6.3 6.3 6.9 6.2 4.8

5.3 9.6 7.8 8.7 9.1 4.9

7.2 10.9 8.9

教育 4.3 3.4 5.2 7.7 5.0 5.0

9.4 8.5 9.2 8.2 11.2 9.1医療・介護・保育 9.5 8.8 9.1 7.1 9.4

38.9 39.3 39.4 36.3 43.2 37.9

6.9

オフィスワーク 41.3 42.3 39.6 46.4 42.3 40.9 45.9 42.1

11.0 9.0 9.2 10.1 4.5 8.6

6.8 3.0

営業 9.5 8.6 7.1 7.9 6.7 7.9 6.6

4.0 7.9 3.3 7.1 6.6 2.7

9.0 8.6 8.9

イベント・キャンペーン5.3 4.5 4.1 5.5 4.7 4.0

7.4 6.1 6.1 5.3 7.1 9.1レジャー・アミューズメント8.8 4.8 6.6 8.2 8.2

13.5 14.3 25.3 15.7 13.2 16.7

3.9

販売・接客・サービス19.8 17.2 18.7 21.1 17.3 19.4 15.6 20.6

7.9 3.3 9.2 8.1 5.4 5.9

(220) (203)

飲食・フード 6.5 5.0 7.7 5.5 5.0 4.7 4.8

(377) (228) (244) (196) (198) (223)

22年

3-4月

22年

1-2月

21年

11-12月

回答数 (400) (442) (364) (379) (404) (403)

22年

1-2月

21年

11-12月

22年

11-12

22年

9-10月

22年

7-8月

22年

5-6月

契約社員の仕事で探した職種 前年同期 嘱託の仕事で探した職種 前年同期

22年

11-12月

22年

9-10月

22年

7-8月

22年

5-6月

22年

3-4月

5.4 5.2 5.1 4.3 5.6 4.0

1.6

その他 7.1 7.9 7.4 8.2 8.2 6.2 7.1 4.2

1.5 0.5 1.5 1.4 1.6 1.1

5.6 6.0

エステ・理美容 1.0 0.6 0.9 1.4 1.5 1.3 1.7

3.9 6.4 5.6 6.3 5.1 8.8

7.6 7.6 6.0

クリエイティブ・編集3.8 3.8 4.0 3.5 5.0 4.1

3.2 3.0 8.2 7.9 7.3 7.1エンジニア・サポート・保守4.1 3.3 3.8 3.9 4.0

6.8 9.5 7.1 5.1 5.0 8.5

19.3

警備・清掃・ビル管理 8.2 9.8 8.9 9.9 9.4 9.4 8.8 6.8

17.8 15.5 16.6 18.1 17.9 19.2

23.1 23.7

工場・倉庫・建築・土木12.9 12.4 12.2 13.4 12.5 14.3 13.9

22.4 21.1 22.7 22.0 23.0 22.0

5.3 5.0 4.0

軽作業 23.5 21.6 21.0 22.0 23.1 23.2

4.7 4.6 4.6 5.4 4.5 6.3配送・引越・ドライバー5.1 5.3 5.0 4.4 4.1

3.1 4.3 4.3 5.3 4.7 3.8

8.5

教育 5.4 4.3 5.1 6.4 6.0 4.4 4.9 3.5

9.2 6.8 9.3 10.4 8.6 9.1

40.5 47.1

医療・介護・保育 8.8 8.8 8.6 8.7 8.1 8.1 7.9

31.2 44.1 45.2 38.2 40.9 44.4

4.5 5.6 5.2

オフィスワーク 33.2 31.2 30.7 29.0 29.9 31.1

2.9 2.4 6.2 5.0 6.5 5.1営業 3.2 3.2 2.7 3.6 2.8

6.3 5.6 9.0 4.5 6.7 7.8

5.4

イベント・キャンペーン6.5 6.4 6.7 8.1 6.3 6.7 5.2 6.4

7.0 4.0 9.1 8.3 6.8 6.7

16.0 18.5

レジャー・アミューズメント6.9 4.5 6.4 7.7 6.6 7.1 4.7

31.5 18.3 16.6 16.0 20.4 19.3

5.3 4.7 5.0

販売・接客・サービス28.4 28.4 29.3 28.9 28.9 28.6

15.9 20.5 7.9 5.6 6.3 7.7飲食・フード 16.8 15.5 18.2 17.9 19.0

(555) (537) (509) (487) (536) (497)

21年

11-12月

回答数 (1,360) (1,415) (1,333) (1,304) (1,327) (1,333) (1,319) (546)

22年

11-12月

22年

9-10月

22年

7-8月

22年

5-6月

22年

3-4月

22年

1-2月

派遣社員の仕事で探した職種 前年同期

22年

11-12月

22年

9-10月

22年

7-8月

22年

5-6月

22年

3-4月

22年

1-2月

21年

11-12月

アルバイトの仕事で探した職種 前年同期

31.2% 31.5%

22.4%
20.5%

13.9%

7.9%
8.8%

4.7%

33.2%

28.4%

23.5%

16.8%

12.9%

8.8% 8.2% 6.9%

0%

10%

20%

30%

40%

オフィスワーク 販売・接客・サービス 軽作業 飲食・フード 工場・倉庫・建築・土木医療・介護・保育 警備・清掃・ビル管理レジャー・アミューズメント

21年11-12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11-12月



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

（2）今後の求職予定
※以下項目はスクリーニング調査の項目におけるサンプル数で集計している

■新しく仕事探しをする予定はあるか（単一回答）

・現在アルバイトの仕事を「すでに探している」または「探すことを検討している」のは18.5%（22年9-10月比：0.1pt増、21年11-12月比：0.8pt増）、派遣

　社員は9.1%（22年9-10月比：0.6pt増、21年11-12月比：0.5pt増）、契約社員は7.7%（22年9-10月比：0.2pt増、21年11-12月比：横ばい）

　嘱託は6.1%（22年9-10月比：横ばい、21年11-12月比：横ばい）となり、アルバイト・派遣社員において「すでに探している」または「探すことを検討している」が

　22年9-10月比・21年11-12月比ともに増加した。

【全体結果】

今回調査の回答数：15,900

【年代別　「すでに探している」と「探すことを検討中」の合計】

【属性別　「すでに探している」と「探すことを検討中」の合計】

全体+5pより高い

全体+10ptより高い

全体-5ptより低い

全体-10ptより低い

回答数： (1,018) (2,304) (2,906) (3,425) (2,876) (3,371)

全体 15-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳60-69歳

(15,900)

17.2% 14.2% 11.9%
アルバイトの

仕事を探す予定

9.5% 6.8% 4.7%

22年9-10月 8.5% 11.4% 14.2% 10.1%

22年9-10月 18.4% 43.0% 26.2% 19.0% 17.3% 13.8%

22年11-12月 18.5% 43.1% 23.7% 19.2%

22年11-12月 9.1% 14.7% 14.0% 10.3%

10.0%

22年7-8月 17.1% 41.7% 21.9% 17.8% 16.4% 13.3% 9.3%

21年11-12月17.7% 42.2% 23.2% 19.6% 15.9% 14.1% 9.7%

9.5% 6.3% 3.3%

22年7-8月 8.7% 13.3% 13.8% 10.7% 8.4% 6.9% 3.7%

4.9%

22年9-10月 7.5% 7.7% 11.9% 9.2% 8.1% 5.4% 3.9%

22年11-12月 7.7% 9.6% 11.5% 9.4% 7.8% 5.6%

22年11-12月 6.1% 9.0% 8.5% 7.7%

6.4% 3.8%22年7-8月 7.5% 9.3% 12.5% 8.8% 7.0%

5.7% 3.7% 4.5%

3.9% 3.9%

22年7-8月 5.9% 8.8% 9.5% 6.8% 5.1% 4.8% 3.4%

22年9-10月 6.1% 7.6% 9.9% 7.1% 6.2%

回答数： (15,900) (1,407) (3,436) (1,293) (3,288)

全体 学生 主婦 フリーター シニア

22年7-8月 8.7% 15.2% 9.5% 15.6% 3.6%

4.6%

22年9-10月 8.5% 13.7% 9.1% 15.3% 3.2%

9.2%

11.9%

22年9-10月 18.4% 42.4% 22.6% 22.8% 9.8%

22年11-12月 9.1% 15.6% 9.1% 16.0%

22年11-12月 18.5% 41.3% 23.1% 25.4%

22年7-8月 17.1% 40.8% 21.8% 21.9%

3.4%

4.5%

前年調査時

前年調査時

前年調査時

前年調査時

前年調査時

前年調査時

前年調査時

前年調査時

派遣社員の

仕事を探す予定

契約社員の

仕事を探す予定

契約社員の

仕事を探す予定

嘱託の

仕事を探す予定

派遣社員の

仕事を探す予定

嘱託の

仕事を探す予定

アルバイトの

仕事を探す予定

4.9% 4.2%

21年11-12月17.7% 40.7% 21.8% 24.3% 9.7%

12.6% 14.0% 11.4% 8.0% 6.3% 3.7%

21年11-12月7.7% 9.6% 12.4% 10.2% 7.0% 5.7% 4.1%

21年11-12月8.6%

4.1%

8.2% 9.6% 7.6% 4.9%21年11-12月6.1%

21年11-12月8.6%

3.8%

22年11-12月 6.1% 10.2% 4.7% 7.6%

22年7-8月 5.9% 10.5% 5.2%

13.6%

22年7-8月 7.5% 11.5% 7.2%

7.7%

22年9-10月 6.1% 9.3% 4.8% 7.1%

21年11-12月6.1% 9.4% 4.9% 7.8%

22年11-12月 7.7% 10.8% 6.5%

15.8% 3.7%

21年11-12月7.7% 10.5% 7.0% 13.8% 4.1%

13.3% 3.7%

4.7%

22年9-10月 7.5% 9.7% 6.3% 13.1% 3.9%

14.6% 8.9%
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12.4 11.9 11.8 11.1 11.2 12.1 12.6
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0％

10％

20％

30％

2
1
年

1
1

-1
2
月

2
2
年

1
-2
月

2
2
年

3
-4
月

2
2
年

5
-6
月

2
2
年

7
-8
月

2
2
年

9
-1

0
月

2
2
年

1
1

-1
2
月

2
1
年

1
1

-1
2
月

2
2
年

1
-2
月

2
2
年

3
-4
月

2
2
年

5
-6
月

2
2
年

7
-8
月

2
2
年

9
-1

0
月

2
2
年

1
1

-1
2
月

2
1
年

1
1

-1
2
月

2
2
年

1
-2
月

2
2
年

3
-4
月

2
2
年

5
-6
月

2
2
年

7
-8
月

2
2
年

9
-1

0
月

2
2
年

1
1

-1
2
月

2
1
年

1
1

-1
2
月

2
2
年

1
-2
月

2
2
年

3
-4
月

2
2
年

5
-6
月

2
2
年

7
-8
月

2
2
年

9
-1

0
月

2
2
年

1
1

-1
2
月

アルバイトの仕事を探す予定 派遣社員の仕事を探す予定 契約社員の仕事を探す予定 嘱託の仕事を探す予定

探すことを検討中

すでに探している



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■今後希望しているアルバイトの職種（単一回答）

・新しくアルバイトの仕事を探す予定がある（「すでに探している」＋「探すことを検討中」）人が、今後希望する職種では、[オフィスワーク]が21.2%で最も高く、次いで

　［販売・接客・サービス］17.8%、[軽作業]12.4%と続く。[オフィスワーク]を希望する年代では[60-69歳]が28.9%（全体比：+7.7pt）で最も高く、属性では

　[シニア]が29.0%（全体比：+7.8pt）で最も高い。また［販売・接客・サービス］では、年代[15-19歳]・属性[学生]が最も高く、全体より10pt以上高い。
※以下項目はスクリーニング調査の項目におけるサンプル数で集計している

【年代・属性別】

全体+5pより高い

全体+10ptより高い

全体-5ptより低い

全体-10ptより低い

※全体の上位3職種に色付けしている

■今後希望しているアルバイトの職種（単一回答）×現在の職種

・新しくアルバイトの仕事を探す予定がある（「すでに探している」＋「探すことを検討中」）人が、今後希望する職種を、現在の職種別にみると、現在[オフィスワーク]

　[軽作業][医療・介護・保育]で働く人の半数以上が、現在と同じ職種を希望している。

・一方、現在［レジャー・アミューズメント］の仕事をしている人の約8割が、今後の希望職種として異職種を希望しており、希望する異職種としては[販売・接客・

　サービス]が19.4%で最も高く、次いで[飲食・フード]が16.1%、［軽作業］が12.9%と続く。

※「現在の職種」は回答数が30以上の職種のみ記載

全体+5pより高い

全体+10ptより高い

全体-5ptより低い

全体-10ptより低い

5.1％

21.2％ 28.9％

2.6％1.7％

17.8％

9.1％

(2,942)

全体

クリエイティ

ブ・編集
軽作業

60-69歳学生 主婦 フリーター シニア

11.2％28.6％18.1％16.8％11.0％

教育

配送・引

越し・ドラ

イバー

1.6％0.9％0.5％

3.1％1.5％1.2％1.0％

1.7％0.7％0.5％

3.1％2.0％1.2％

アルバイト

全体

販売・接

客・サービス
営業

オフィス

ワーク

医療・介

護・保育

0.7％0.5％

2.0％ 2.5％2.6％2.2％1.7％1.5％1.2％

1.0％ 0.0％1.1％1.8％0.7％0.7％

レジャー・

アミューズ

メント

(41)

教育

配送・引越し・ドライバー

軽作業

工場・倉庫・建築・土木

警備・清掃・ビル管理

2.4% 6.5% 1.3% 1.7%

7.9% 8.8% 2.4%21.4% 9.3% 3.2% 23.1% 61.5%

3.8% 39.0%

2.4%

2.5％

エンジニア・サポート・保守

工場・倉

庫・建築・

土木

警備・清

掃・ビル管

理

エンジニア・

サポート・保

守

0.9%

2.8%

0.9%

4.6%

1.9%

2.8%

1.9%

5.6%

0.0%

0.0%

3.7%

22.2%

47.2%

飲食・フー

ド

(108) (48)

15.4% 7.2% 4.2%

2.3%

(52)(1,593) (290)

9.9% 9.7% 3.3% 5.7% 7.0% 6.3% 7.7%17.5% 7.3%

(31) (78) (348) (127)

16.1% 9.0% 5.5% 4.7%

(90) (141) (57)(80)

9.6%

2.4% 2.4% 19.4% 2.6% 1.4% 0.8% 0.0% 0.0%

6.3% 10.0% 7.3% 4.4% 13.5% 7.0%

0.0% 5.0% 5.3% 2.1% 1.9%

16.3% 44.8% 19.4%

6.3% 1.9%

1.6% 0.0% 0.0% 17.9% 0.9% 1.6% 0.0% 2.4%

1.6% 7.5% 2.4% 0.0% 2.1% 1.8%

0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0%

12.5% 9.6%13.3% 12.8% 12.3%

0.0%

3.8% 0.7% 3.2% 2.6% 1.7% 2.1% 7.7%2.2% 0.7% 0.0%

5.4% 2.8% 0.0% 2.6% 0.6% 51.2% 0.0% 0.0%

38.8% 0.0%

0.0% 2.1% 3.5% 0.0%

6.3% 2.5% 9.8%

2.2% 3.5% 0.0% 2.1% 1.9%

10.2% 8.6% 12.9% 3.8% 5.2% 2.1% 5.8%53.3% 16.3% 8.8%

2.8% 2.4% 3.2% 0.0% 0.9% 0.0%

7.8% 25.5% 8.8% 6.3% 3.8%

3.8% 2.4% 0.0% 3.8% 1.1% 2.1% 0.0%4.4% 3.5% 38.6%

6.5% 4.8% 6.5% 6.4% 2.0% 3.9% 1.3% 14.6%

1.9% 0.3% 3.2% 1.3% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0%

1.6% 2.5% 2.4%

0.0% 0.0% 0.0%

3.0% 1.0% 0.0% 1.3% 2.3%1.9% 0.8% 2.5% 0.0%

1.1% 0.7% 0.0% 39.6% 3.8%

4.3% 7.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%

6.3% 40.4%3.3% 1.4% 0.0%

8.3% 7.2% 6.5% 9.0% 7.5%2.8%

0.4% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%0.9%

クリエイティブ・編集

エステ・理美容

その他

今

後

希

望

し

て

い

る

ア

ル

バ

イ

ト

の

職

種

現在の職種　(*調査実施次点で就業中の人ベース)

15-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳

8.3% 3.8%

回答数：

飲食・フード

販売・接客・サービス

レジャー・アミューズメント

イベント・キャンペーン

営業

オフィスワーク

医療・介護・保育

11.0% 5.0% 12.2% 4.4%

回答数： (558) (589) (409) (402)

エンジニア・サポート・保守

クリエイティブ・編集

エステ・理美容

その他

(439) (545)

1.6％ 1.1％0.7％

医療・介護・保育

教育

配送・引越・ドライバー

軽作業

工場・倉庫・建築・土木

警備・清掃・ビル管理

飲食・フード

販売・接客・サービス

レジャー・アミューズメント

イベント・キャンペーン

営業

オフィスワーク

12.4％

2.1％

3.8％

(581) (794) (328) (390)

21.6％13.2％8.1％5.6％2.2％3.7％20.5％7.4％5.8％3.6％

29.4％22.0％16.5％13.6％13.9％

0.9％1.8％

4.3％16.1％24.6％27.8％24.5％ 5.3％28.1％25.0％29.0％

5.9％

5.9％3.3％2.2％3.7％2.9％5.2％6.7％2.1％2.4％5.4％

2.3％2.2％6.3％7.1％6.8％6.0％1.9％9.4％1.8％

2.1％

11.2％9.0％11.5％12.4％17.6％14.2％9.6％11.8％13.7％14.4％

2.3％1.7％2.2％1.9％2.7％2.0％2.1％0.4％2.7％

5.8％ 5.7％6.6％7.2％5.6％5.4％

7.9％

3.5％6.4％4.0％5.5％3.3％

4.1％ 2.5％2.9％4.3％2.4％

9.5％ 7.3％10.5％7.5％10.2％11.0％

1.0％4.0％1.5％

0.5％ 0.9％0.9％0.5％0.3％0.2％0.0％

2.3％ 0.5％4.0％2.3％3.2％1.7％1.5％1.0％

10.7％6.9％9.2％13.1％10.5％

年代別 属性別

1.2％0.9％0.3％0.0％

0.9％2.1％1.1％2.5％2.2％2.0％0.9％0.3％

5.9％7.7％2.6％3.5％4.9％



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

（3）新規就業状況
※以下項目はスクリーニング調査の項目におけるサンプル数で集計している

■新規就業率の推移　-期間中に各雇用形態の仕事に就いたか-（複数回答）

・22年11-12月に非正規雇用の仕事に新規就業した人は8.0％（22年9-10月比：0.4pt減、21年11-12月比：0.8pt増、20年11-12月比：0.7pt増）

・22年11-12月に新しくアルバイトの仕事に就いた人は5.3％（22年9-10月比：0.2pt減、21年11-12月比：0.8pt増）、派遣社員は1.6％

　（22年9-10月比：0.3pt減、21年11-12月比：横ばい）、契約社員は1.3％（22年9-10月比：横ばい、21年11-12月比：0.1pt増）、嘱託は0.6％

　（22年9-10月比：0.1pt減、21年11-12月比：横ばい）となった。

・アルバイトの新規就業率において、22年7-8月比・21年9-10月比ともに増加した年代は[20-29歳][30-39歳][60-69歳]、属性別は[シニア]となった。

【全体結果】

 22年1-2月

 22年3-4月

 22年5-6月

 22年7-8月

 22年9-10月

 22年11-12月

●  前年同期数値

回答ベース：調査時点で就業者の人10,391名(今回調査の回答数)

【年代別】　それぞれの年代において当該期間に仕事に就いた人の割合

【属性別】　それぞれの属性において当該期間に仕事に就いた人の割合
　　　　　業務のデジタル化・自動化が進むことによる求人数への影響-その理由

全体+5pより高い

全体+10ptより高い

全体-5ptより低い

全体-10ptより低い

※回答数は最新の調査のものを記載

0.2% 0.5%

前年調査時 21年11-12月0.6% 2.4% 0.2% 0.4% 0.8%

前年調査時 21年11-12月1.2% 4.6% 0.7% 1.1% 0.9%

0.5%

22年9-10月 0.7% 2.0% 0.4% 0.4% 0.8%
嘱託の

仕事に新しく就いた

22年11-12月 0.6% 1.9% 0.6% 0.5%

22年7-8月 0.7% 3.8% 0.6%

0.9%

22年9-10月 1.3% 5.6% 0.6% 1.0% 0.8%
契約社員の

仕事に新しく就いた

22年11-12月 1.3% 4.7% 1.0% 1.9%

22年7-8月 1.4% 6.4% 1.1% 1.2% 0.8%

2.6% 0.8%

前年調査時 21年11-12月1.6% 8.7% 1.5% 2.8% 0.2%

前年調査時 21年11-12月4.5% 32.4% 4.9% 7.4% 2.0%

0.8%

22年9-10月 1.9% 6.0% 1.6% 3.9% 0.7%
派遣社員の

仕事に新しく就いた

22年11-12月 1.6% 6.9% 1.2% 2.4%

22年7-8月 1.8% 8.1% 1.5%

2.9%

22年9-10月 5.5% 32.7% 5.8% 8.0% 3.4%
アルバイトの

仕事に新しく就いた

22年11-12月 5.3% 33.7% 6.0% 9.5%

22年7-8月 5.6% 37.6% 6.4% 7.5% 3.2%

回答数： (10,391) (466) (1,858) (1,293) (1,598)

0.8%

全体 学生 主婦 フリーター シニア

0.6% 0.1% 0.8%

0.1% 0.6%

前年調査時 21年11-12月0.6% 0.8% 1.2% 0.7% 0.2% 0.3%

22年7-8月 0.7% 2.0% 1.5% 0.8% 0.4%

1.0%

0.6% 0.3% 0.9%

嘱託の

仕事に新しく就いた

22年11-12月 0.6% 1.5% 1.3% 0.8% 0.4%

前年調査時 21年11-12月1.2% 3.6% 3.0% 1.3%

0.2% 0.5%

22年9-10月 0.7% 1.5% 1.0% 0.7%

契約社員の

仕事に新しく就いた

22年11-12月 1.3% 5.2% 2.5% 1.7% 0.8% 0.4% 1.0%

0.4% 1.0%

22年7-8月 1.4% 4.5% 3.0% 1.9% 0.6% 0.3% 0.9%

22年9-10月 1.3% 1.8% 3.2% 1.1%

1.6% 1.1% 0.7%

0.8% 0.8%

前年調査時 21年11-12月1.6% 4.3% 4.4% 1.4% 1.1% 0.9%

22年7-8月 1.8% 4.2% 3.9% 2.3% 1.1%

0.2%

3.3%

2.6% 2.1% 2.2%

派遣社員の

仕事に新しく就いた

22年11-12月 1.6% 5.2% 3.6% 1.6% 1.2%

前年調査時 21年11-12月4.5% 36.8% 8.3% 3.7%

0.6% 0.8%

22年9-10月 1.9% 4.8% 3.8% 2.0%

アルバイトの仕事に就いた 派遣社員の仕事に就いた 契約社員の仕事に就いた

アルバイトの

仕事に新しく就いた

22年11-12月 5.3% 41.7% 9.8% 4.7%

回答数： (10,391) (271) (1,680) (2,180)

22年9-10月 5.5% 39.1% 11.0% 5.6%

22年7-8月 5.6%

嘱託の仕事に就いた

全体 15-19歳20-29歳30-39歳40-49歳50-59歳60-69歳

(2,615) (2,005) (1,640)

3.2% 2.1% 3.0%

2.7% 1.8% 3.5%

43.1% 8.5% 4.8% 3.0% 2.7%

5.2
6.1 5.7

5.6 5.5 5.3

5.4
5.7 5.7

4.5
5.0

4.5

0%

2%

4%

6%

8%

1.5 1.9 1.7 1.8 1.9
1.6

1.6 1.6 1.9 1.5 1.6 1.6

1.4 1.6 1.6
1.4 1.3 1.3

1.2
1.5 1.2 1.2 1.1 1.2

0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6

0.6 0.9 0.7 0.5 0.6 0.6

7.3%
8.1%

9.0% 8.8%

7.1%
7.7% 7.2%

8.0%

9.5%
8.6% 8.4% 8.4% 8.0%

6%

8%

10%

12%

20年11-12月 21年1-2月 21年3-4月 21年5-6月 21年7-8月 21年9-10月 21年11 -12月 22年1-2月 22年3-4月 22年5-6月 22年7-8月 22年9-10月 22年11-12月

● 非正規雇用の仕事に新規就業した
※回答ベース：調査時点で就業者の人10,391 名(今回調査の回答数)



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■新しく就いた仕事は本業か副業か（単一回答）

・22年11-12月に新しく各非正規雇用の仕事に就いた人のうち、副業としてアルバイトの仕事に就いた割合は45.6%（22年9-10月比：2.5pt増、

　21年11-12月比：4.3pt増）派遣社員では43.2%（22年9-10月比：13.0pt増、21年11-12月比：15.0pt増）、契約社員では29.3%

　（22年9-10月比：6.8pt増、21年11-12月比：11.5pt減）、嘱託では51.4％（22年9-10月比：2.7pt減、21年11-12月比：0.3pt減）となった。
※以下項目は本調査の項目におけるサンプル数で集計している

※回答数は最新の調査のものを記載

■新しく就いた仕事の勤務期間は長期か短期か（単一回答）

・22年11-12月に新しく各非正規雇用の仕事に就いた人のうち、短期勤務のアルバイトの仕事に就いた割合は53.3％（22年9-10月比：2.3pt増、

　21年11-12月比：5.3pt増）派遣社員が50.5％（22年9-10月比：4.3pt増、21年11-12月比：11.0pt減）、契約社員が39.7％（22年9-10月比：

　1.7pt増、21年11-12月比：3.0pt増）、嘱託が32.4％（22年9-10月比：5.4pt減、21年11-12月比：26.2pt減）となった。

※回答数は最新の調査のものを記載
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【アルバイトの仕事】

回答者：新しくアルバイトの仕事に就いた259名
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【契約社員の仕事】

回答者：新しく契約社員の仕事に就いた58名
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【嘱託の仕事】

回答者：新しく嘱託の仕事に就いた37名
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回答者：新しく嘱託の仕事に就いた37名
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非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■新しく就いた仕事の職種（複数回答） ※以下項目は本調査の項目におけるサンプル数で集計している

【新しく就いたアルバイトの職種　上位抜粋】

※グラフラベルは、今回調査と前年同期調査のみ表記

【雇用形態別　就いた職種】

（％）

※各月の上位3職種に色付けしている

0.0 4.8 5.1その他 5.2 0.0 0.0 1.2 6.1 5.6 6.1 2.7 2.6 5.9 6.9

0.05.4 0.0 2.4 5.1 7.9 5.9

14.8 10.6
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6.1 13.5 5.4 7.1 12.8 10.5

14.1 24.6 16.0 18.2

15.8 14.7 20.7

クリエイティブ・編集17.2 8.5 9.2 9.9 7.6 5.6

11.1 14.3 18.9 10.8 11.9 20.5エンジニア・サポート・保守12.1 12.7 15.4

2.7 7.1 10.3 10.5 5.9 0.0

20.7

警備・清掃・ビル管理15.5 8.5 7.7 6.2 9.1 11.1 8.2 13.5

16.2 13.5 19.0 25.6 18.4 8.8工場・倉庫・建築・土木34.5
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非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■該当期間中に新しく就いた仕事が決まるまでに選考を受けた社数平均（数値回答） ※以下項目は本調査の項目におけるサンプル数で集計している

 22年1-2月

 22年3-4月

 22年5-6月

 22年7-8月

 22年9-10月

 22年11-12月

●  前年同期数値

※外れ値除外後の平均社値

※回答数は最新の調査のものを記載

■該当期間中に新しく就いた仕事の就業難度（単一回答）

・新しく仕事に就く際の難度で「難しい」と回答したのは、アルバイトの仕事で22.8%（22年9-10月比：4.4pt減、21年11-12月比：7.9pt減）、派遣社員の

　仕事で38.9%（22年9-10月比：4.9pt増、21年11-12月比：3.0pt増）、契約社員の仕事で32.8%（22年9-10月比：6.6pt減、21年11-12月比：

　26.4pt減）、嘱託の仕事で37.8%（22年9-10月比：8.1pt減、21年11-12月比：10.5pt減）となった。

※回答数は最新の調査のものを記載

［難しい］は難しい・どちらかといえば難しいの合計値、［簡単］は簡単・どちらかといえば簡単の合計値で算出

アルバイトの仕事

選考社数平均

（回答数：252）
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選考社数平均

（回答数：93）

契約社員の仕事

選考社数平均

（回答数：56）

嘱託の仕事

選考社数平均

（回答数：35）
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（回答数：259）

派遣社員

（回答数：95）

契約社員

（回答数：58）

嘱託

（回答数：37）



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

（4）生活支援の必要性とインフレ手当について
以下の項目はすべて22年11-12月に「非正規雇用の仕事を探した人」がベースとなっている ※以下項目は本調査の項目におけるサンプル数で集計している

■22年11-12月に非正規雇用の仕事を探した人のうち、生活支援の必要性が高いと回答したのは63.4%。女性の主たる生計者や

　 現在の就業形態[契約・派遣・嘱託社員]では7割を超える

・生活支援の必要性とインフレ手当を支給して欲しいと思うかを聞いたところ、「生活支援の必要性」では、[生活支援の必要性が高い]が63.4%となった。

　性別でみると[女性(主たる生計者)]が72.7%、現在の就業形態(23年1月時点メインの収入源となる就業形態)では[契約・派遣・嘱託社員]が70.2%でともに

　7割を超えており、アルバイト以外の非正規雇用で働きながら、生計を維持する女性が生活支援を求めている様子がうかがえる。

・「インフレ手当の支給希望」では、[勤務先からインフレ手当を支給してほしい]が84.5%となり、[女性(主たる生計者)]、[正社員]、[フリーター]では9割に迫る。

・「生活支援の必要性」と「インフレ手当の支給希望」を組み合わせたマトリクス図をみると、「生活支援の必要性が高く、インフレ手当支給希望度も高い

　(生活支援の必要性：全体63.4%以上かつインフレ手当の支給希望：全体84.5%以上)」傾向にあるのは、[女性(主たる生計者)]、[フリーター]、現在の

　就業形態[自営業・家族従業者・経営者]、[男性(主たる生計者)]、現在の就業形態[正社員]の順に高い。

・反対に、「生活支援の必要性が低く、インフレ手当支給希望度も低い(生活支援の必要性：全体63.4%以下かつインフレ手当の支給希望：全体84.5%以下)」

　傾向にあるのは、[学生]、[男性(主たる生計者ではない)]、[主婦]、[女性(主たる生計者ではない)]、現在の就業形態[パート・アルバイト]、

　現在の就業形態[無職]の順となった。

【生活支援の必要性とインフレ手当の支給希望（単一回答）】
※インフレ手当とは、原料高による電気代や食品の値上げなど急激な物価高を受け、企業が従業員の生活支援を目的として基本給などに加え、臨時で支給する特別手当を指します。

【生活支援の必要性×インフレ手当の支給希望（マトリクス図）】

全体 (1592)

男性(主たる生計者) (539)

男性(主たる生計者ではない)(242)

女性(主たる生計者) (231)

女性(主たる生計者ではない)(580)

正社員 (359)

パート・アルバイト (414)

契約・派遣・嘱託社員 (141)

自営業・家族従業者・経営者 (119)

無職 (559)

学生 (225)

主婦 (403)

フリーター (183)

シニア (256)

※現在の就業形態は「23年1月時点メインの収入源となる就業形態」 ※現在無職の人は、自身が現在就業中とした場合で聴取
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13.4

16.8

31.1

16.4

12.0

15.6

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

勤務先からインフレ手当を支給してほしい

勤務先からのインフレ手当の支給は必要ない

男性

(主たる生計者)

男性(主たる生計者ではない)

女性(主たる生計者)

女性

(主たる生計者ではない)

正社員

パート・アルバイト

契約・派遣・嘱託社員

自営業・家族従業者・経営者

無職

学生

主婦

フリーター

シニア

46%

50%

54%

58%

62%

66%

70%

74%

 68%  72%  76%  80%  84%  88%  92%

インフレ手当の支給希望度

生
活
支
援
の
必
要
性

低

高

高

生活支援の必要性

全体：63.4%

インフレ手当の支給希望度

全体：84.5%

生活支援の必要性は高いが、インフレ手当の支給希望度は低い生活支援の必要性が高く、インフレ手当支給希望度も高い

生活支援の必要性は低く、インフレ手当支給希望度も低い生活支援の必要性は低いが、インフレ手当の支給希望度は高い



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■インフレ手当の希望受給方法は[手当の満額を一括で]が44.7%。インフレ手当の用途は75%以上が[食費・光熱費などの生活費]と回答

・非正規雇用の仕事において、インフレ手当が支給された場合の希望する受給方法を聞いたところ、[手当の満額を一括で]が44.7%で最も高く、

　[女性(主たる生計者)]では54.1%（全体比：+9.4pt）となった。

・また、過去にインフレ手当を受給したことがある人に実際の受給方法を聞いたところ、[手当の満額を一括で][手当を月ごと分割で][手当をまとまった金額と分割の

　両方で]が、それぞれ3割程度となり、3つの受給方法で大きく差がない結果となった。

・非正規雇用の仕事において、インフレ手当が支給された場合の用途を聞いたところ、[食費・光熱費などの生活費]が77.4%で最も高く、次いで[貯金・貯蓄]が69.8%

　[生活に直接必要のない物品購入・サービス利用]が37.2%となった。

・属性別にみると、[主婦]、[シニア]で[食費・光熱費などの生活費]が全体より5pt以上高く、反対に、[学生]・[男性(主たる生計者ではない)]では、

　[食費・光熱費などの生活費]が全体より10pt以上低く、[趣味や娯楽]のスコアが全体より10pt以上高くなった。

・また、現在の就業形態(23年1月時点メインの収入源となる就業形態)でみると、[正社員]・[自営業・家族従業者・経営者]で、[スキルアップ・学び直しなど

　自己研鑽]、[株式などの投資]、[親や子供など家族への仕送り]が全体より5pt以上高いことが目立つ。

・非正規雇用者に対するインフレ手当の支給が、今後増えると思うかを聞いたところ、[今後も変わらないと思う]が48.7%で最も高く、次いで[今後は増えてくると思う]が

　37.6%となった。　現在の就業形態別でみると、「自営業・家族従業者・経営者」で[今後は増えてくると思う]が52.1%（全体比：+14.5pt）で高いことから、

　今後インフラ手当を支給する企業や経営者が増えてくることを期待したい。

【インフレ手当の受給方法（単一回答）】

【インフレ手当の用途（順位ごと単一回答）】

 

※表数は1～3位合算(複数回答)の数値 n=

食費・光熱費

などの生活費

貯金・貯蓄 生活に直接

必要のない物

品購入・サー

ビス利用

趣味や娯楽 スキルアップ・

学び直しなど

自己研鑽

株式などの

投資

親や子供など

家族への仕送

り

その他 その順位の用

途はない

全体 (1592) 77.4 69.8 37.2 34.6 20.9 19.5 17.6 0.9 15.0 (%)

男性(主たる生計者) (539) 75.1 63.3 36.5 33.6 25.0 27.6 18.6 0.9 12.8 
男性(主たる生計者ではない)(242) 66.5 69.0 34.7 46.7 24.4 21.5 15.7 - 13.2 
女性(主たる生計者) (231) 81.8 65.4 41.6 27.7 18.6 15.6 18.2 1.7 19.9 
女性(主たる生計者ではない)(580) 82.2 78.1 37.2 33.3 16.4 12.8 17.2 1.0 15.9 
正社員 (359) 71.9 62.4 42.1 30.4 29.0 29.5 23.4 0.3 7.2 
パート・アルバイト (414) 75.6 70.3 36.7 36.7 20.8 16.4 18.8 1.4 15.9 
契約・派遣・嘱託社員 (141) 81.6 70.2 39.0 29.8 17.0 19.1 10.6 1.4 20.6 
自営業・家族従業者・経営者 (119) 74.0 64.7 33.6 31.9 29.4 26.9 23.5 0.8 10.1 
無職 (559) 81.9 75.3 34.9 37.6 14.8 14.0 13.4 0.9 19.0 
学生 (225) 55.1 74.7 30.7 56.4 25.8 18.7 20.4 0.4 11.6 
主婦 (375) 84.8 76.3 40.8 25.3 14.1 13.3 22.1 2.1 14.4 
フリーター (183) 82.0 72.7 37.2 37.7 21.9 14.2 7.1 - 17.5 
シニア (256) 83.6 65.6 38.7 30.9 15.2 21.1 12.1 0.4 23.8 

■：全体より+5％以上　 　■：全体より-5％以下

■：全体より+10％以上　■：全体より-10％以下

n=
※現在の就業形態は「23年1月時点メインの収入源となる就業形態」

(1592) 50.1 22.7 8.0 5.5 4.6 5.3 3.5 0.4 - (%)

(1592) 17.7 27.2 15.6 11.2 6.7 6.3 7.9 0.4 7.0
(1592) 9.7 19.9 13.6 17.9 9.5 7.9 6.3 0.1 15.0

※過去のにインフレ手当の受給経験がある人は実際の用途を回答

2番目に優先の用途(2位) 全体

3番目に優先の用途(3位) 全体

 

Ḭ

最も優先する用途(1位) 全体

50.1

22.7
8.0 5.5 4.6 5.3 3.5 0.4 -

77.4
69.8

37.2 34.6

20.9 19.5 17.6 0.9 15.0

0%

20%

40%

60%

80%

1位+2位+3 位の用途(複数回答)

最も優先する1位の用途(単一回答)

*回答ベース：過去にインフレ手当を受給したことがある人

全体 (1592) (152)

男性(主たる生計者) (539) (66)

男性(主たる生計者ではない)(242) (22)

女性(主たる生計者) (231) (27)

女性(主たる生計者ではない)(580) (37)

正社員 (359) (37)

パート・アルバイト (414) (50)

契約・派遣・嘱託社員 (141) (13)

自営業・家族従業者・経営者 (119) (17)

無職 (559) (35)

学生 (225) (34)

主婦 (403) (28)

フリーター (183) (23)

シニア (256) (18)

※現在の就業形態は「23年1月時点メインの収入源となる就業形態」 ※現在無職の人は、自身が現在就業中とした場合で聴取

*n30未満はグレーアウト

希望する受給方法 実際の受給方法

性

 

別

現

在

の

就

業

形

態

属

 

性

44.7

46.0

41.3

54.1

41.2

49.0

47.3

47.5

47.1

38.8

33.8

47.4

47.0

43.8

38.3

39.5

40.5

27.7

40.3

37.3

35.7

34.8

32.8

42.8

44.4

36.2

33.3

39.5

17.0

14.5

18.2

18.2

18.4

13.6

16.9

17.7

20.2

18.4

21.8

16.4

19.7

16.8

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

37.5

34.8

36.4

55.6

29.7

24.3

38.0

53.8

47.1

40.0

23.5

39.3

39.1

44.4

33.6

37.9

31.8

18.5

37.8

48.6

24.0

23.1

29.4

37.1

38.2

25.0

30.4

38.9

28.9

27.3

31.8

25.9

32.4

27.0

38.0

23.1

23.5

22.9

38.2

35.7

30.4

16.7

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

手当の満額を一括で 手当を月ごと分割で 手当をまとまった金額と分割の両方で

Q.非正規雇用の仕事において、インフレ手当が支給された場合、支給されたインフレ手当はどのように使いますか。



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

【非正規雇用者に対するインフレ手当の支給は、今後増えると思うか（単一回答）】

全体 (1592)

男性(主たる生計者) (539)

男性(主たる生計者ではない)(242)

女性(主たる生計者) (231)

女性(主たる生計者ではない)(580)

正社員 (359)

パート・アルバイト (414)

契約・派遣・嘱託社員 (141)

自営業・家族従業者・経営者 (119)

無職 (559)

学生 (225)

主婦 (403)

フリーター (183)

シニア (256)

インフレ手当受給経験あり (152)

インフレ手当受給経験なし (1440)

※現在の就業形態は「23年1月時点メインの収入源となる就業形態」

性

 

別

現

在

の

就

業

形

態

属

 

性

受

給

有

無

37.6

44.0

35.5

33.3

34.3

44.6

34.8

31.2

52.1

33.8

33.3

34.5

35.5

38.7

38.2

37.6

48.7

42.9

50.0

52.4

52.2

44.6

49.3

54.6

35.3

52.4

52.4

51.1

50.8

45.3

32.2

50.5

13.6

13.2

14.5

14.3

13.4

10.9

15.9

14.2

12.6

13.8

14.2

14.4

13.7

16.0

29.6

11.9

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

今後は増えてくると思う 今後も変わらないと思う 今後は減ってくると思う



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

（5）2023年4月解禁となる「給与のデジタル支払い」について
以下の項目はすべて22年11-12月に「非正規雇用の仕事を探した人」がベースとなっている ※以下項目は本調査の項目におけるサンプル数で集計している

■23年4月に解禁となる「給与のデジタル支払い」の認知度は6割弱。非正規雇用の給与をデジタルマネーで受け取りたいとした人は4割

・23年4月に解禁の給与デジタル払いの認知度と非正規雇用の給与をデジタルマネーで受け取りたいか聞いたところ、[知っていたが、デジタルマネーで受け取りたいとは

　思わない]が34.0%で最も高く、次いで[知らなかったが、デジタルマネーで受け取りたいとは思わない]が25.7%となり、受け取りたいと思わないの合計は59.7%となった

・性×年代別に、[認知あり(計)]（[知っており、デジタルマネーで受け取りたい]+[知っており、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい]+[知っていたが、

　デジタルマネーで受け取りたいとは思わない]）をみると、男性20-59歳が7割を超え（全体比：+10pt以上）、[受け取りたい(計)]（[知っており、デジタル

　マネーで受け取りたい]+[知っており、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい]+[知らなかったが、デジタルマネーで受け取りたい]+[知らなかったが、場合によっては

　デジタルマネーで受け取りたい]）は、男性15-29歳が6割超、[学生]では58.2%となり、全体に比べ20pt程度高い。

・給与をデジタルマネーで受け取りたいとした人に、デジタルマネーで受け取りたい給与の割合を聞いたところ、[給与総額の50%程度]が34.0%で最も高く、次いで

　[給与のすべて(100%デジタルマネー)]が22.0%、[給与総額の25%程度]が13.6%となった。

・性×年代別にみると、「男性60-69歳」で[給与総額の50%程度]が48.6%（全体比：+14.6pt）で最も高く、次いで[給与のすべて(100%デジタルマネー)]が

　29.7%（全体比：+7.7pt）となり、[給与総額の50%程度以上]では8割を超える。また、属性別では「シニア」で[給与総額の50%程度]が41.3%（全体比：

　+7.3pt）で最も高く、次いで[給与のすべて(100%デジタルマネー)]が34.9%（全体比：+12.9pt）となり、[給与総額の50%程度以上]では82.5%となった。

【給与のデジタル支払い解禁の認知度と利用意向（単一回答）】
※給与のデジタル支払いの解禁とは：2023年4月より労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合に限り、デジタルマネー（〇〇ペイ）による給与の支払いが可能となる。

【デジタルマネーで受け取りたい給与の割合（単一回答）】

全体 (1592) 59.5 40.3 (%)

15-19歳 (102) 53.9 60.8

20-29歳 (90) 70.0 65.6

30-39歳 (137) 73.0 54.7

40-49歳 (165) 75.8 54.5

50-59歳 (124) 71.0 37.1

60-69歳 (163) 65.6 22.7

15-19歳 (55) 25.5 49.1

20-29歳 (109) 56.0 45.9

30-39歳 (179) 48.0 35.8

40-49歳 (231) 50.6 29.9

50-59歳 (135) 55.6 25.2

60-69歳 (102) 54.9 28.4

学生 (225) 49.8 58.2

主婦 (403) 50.1 34.0

フリーター (183) 57.4 35.0

シニア (256) 61.7 24.6

認知あり

(計)

受け取りたい

(計)

属

 

性

男

 

性

女

 

性

8.7

16.7

16.7

20.4

15.2

4.8

4.9

5.5

9.2

3.4

4.3

4.4

4.9

11.6

5.0

4.9

5.1

16.8

18.6

33.3

22.6

26.7

20.2

11.0

5.5

18.3

16.8

12.1

8.9

6.9

19.6

13.9

12.6

9.0

34.0

18.6

20.0

29.9

33.9

46.0

49.7

14.5

28.4

27.9

34.2

42.2

43.1

18.7

31.3

39.9

47.7

5.0

10.8

5.6

2.9

3.6

5.6

2.5

10.9

7.3

5.0

5.6

1.5

4.9

10.2

5.0

6.6

3.1

9.8

14.7

10.0

8.8

9.1

6.5

4.3

27.3

11.0

10.6

7.8

10.4

11.8

16.9

10.2

10.9

7.4

25.7

20.6

14.4

15.3

11.5

16.9

27.6

36.4

25.7

36.3

35.9

32.6

28.4

23.1

34.7

25.1

27.7

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

知っており、デジタマネーで受け取りたい 知っており、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい

知っていたが、デジタルマネーで受け取りたいとは思わない 知らなかったが、デジタルマネーで受け取りたい

知らなかったが、場合によってはデジタルマネーで受け取りたい知らなかったが、デジタルマネーで受け取りたいとは思わない

*回答ベース：給与をデジタルマネーで受け取りたいとした人

全体 (642) 73.1 (%)

15-19歳 (62) 74.2

20-29歳 (59) 78.0

30-39歳 (75) 69.3

40-49歳 (90) 75.6

50-59歳 (46) 76.1

60-69歳 (37) 83.8

15-19歳 (27) 59.3

20-29歳 (50) 70.0

30-39歳 (64) 73.4

40-49歳 (69) 68.1

50-59歳 (34) 67.6

60-69歳 (29) 79.3

学生 (131) 71.8

主婦 (137) 70.8

フリーター (64) 73.4

シニア (63) 82.5
※データラベル2.0%以下は非表示

※n=30未満は参考値のためグレーアウト

男

 

性

女

 

性

属

 

性

 

給

与

総

額

の

%

程

度

以

上

22.0

22.6

22.0

17.3

18.9

21.7

29.7

11.1

16.0

23.4

24.6

23.5

41.4

17.6

23.4

28.1

34.9

7.5

9.7

13.6

8.0

8.9

4.3

5.4

7.4

14.0

6.3

2.9

3.4

9.9

4.4

4.8

9.7

11.3

18.6

17.3

11.1

2.2

-

-

14.0

12.5

2.9

5.9

3.4

10.7

8.0

6.3

34.0

30.6

23.7

26.7

36.7

47.8

48.6

40.7

26.0

31.3

39.1

35.3

31.0

33.6

35.0

37.5

41.3

13.6

17.7

10.2

13.3

12.2

8.7

8.1

22.2

14.0

14.1

15.9

17.6

10.3

16.0

14.6

6.3

9.5

8.3

3.2

8.5

9.3

7.8

10.9

2.7

7.4

14.0

9.4

8.7

11.8

3.4

6.9

9.5

7.8
3.2

5.1

4.8

3.4

8.0

4.4

4.3

5.4

11.1

2.0

3.1

7.2

2.9

6.9

5.3

5.1

12.5
4.8

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

50

給与のすべて（100% デジタルマネー）給与総額の90%程度 給与総額の75%程度

給与総額の50%程度 給与総額の25%程度 給与総額の10%程度

給与総額の9%以下

Q.2023年4月よりデジタルマネー(〇〇ペイ)による賃金の支払いが解禁されることをご存じでしたか。

また、非正規雇用の仕事の給与をデジタルマネーで受け取りたいですか。（単一回答）



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■非正規雇用の仕事の給与をデジタルマネーで受け取りたいと思う理由は、キャッシュレス決済の利便性。一方で、受け取りたくないと思う理由は

　キャッシュレス決済の対応店舗数や、決済アプリのシステムエラーやメンテナンスによる不具合を懸念

・非正規雇用の仕事の給与をデジタルマネーで受け取りたいと思う理由を聞いたところ、[キャッシュレス決済の方が支払いがスムーズだから]が43.6%で最も高く、

　次いで[ポイント還元があるから]が43.1%、[チャージの手間が省けるから]が34.9%となった。

・[給与をデジタルマネーで受け取りたい]が最も高かった「男性20-29歳」の受け取りたいと思う理由をみると、[日払いなど、給与が即日支給されやすくなると思うから]が

　33.9%で全体より5pt以上高く、給与の日払いや即日払いのニーズの高さや、給与のデジタル支払い解禁により、働き方に合わせ給与の支払い方法も

　選択できるようになることを、期待する様子もうかがわせる。

・一方で、給与をデジタルマネーで受け取りたくないと思う理由では、[キャッシュレス決済を取り扱ってない店舗などもあるから]が44.8%で最も高く、次いで[システム

　メンテナンスなど不具合となる時がありそうだから]が41.2%、[決済アプリより、現金やカードで支払うことが多いから]が39.3%となった。

・性×年代別でみると、「女性60-69歳」で[システムメンテナンスなど、不具合となる時がありそうだから]が57.5%（全体比：+16.3pt）、「男性20-29歳」で

　[決済アプリは、1回の利用限度額が低いから]が19.4%（全体比：+11.4pt）で、他に比べ高い。また、属性別では「学生」で[必要以上に使い過ぎてしまい

　そうだから]が37.2%（全体比：+11.3pt）となり、他に比べ高いことが目立つ。

【非正規雇用の仕事の給与をデジタルマネーで、受け取りたい理由・受け取りたくない理由】

*回答ベース：給与をデジタルマネーで受け取りたいとした人 *回答ベース：給与をデジタルマネーで受け取りたくないとした人

※表数は複数回答の数値 n=
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︡
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︡
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צּ

ךּ
פּ

︡
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︣
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ךּ

ể

צּ

ךּ
פּ

全体 (642) 43.6 43.1 34.9 33.5 27.3 26.9 24.8 16.8 15.6 0.2 (950) 44.8 41.2 39.3 32.0 25.9 23.5 16.2 12.0 8.0 2.7 (%)

15-19歳 (62) 27.4 25.8 35.5 25.8 29.0 19.4 16.1 11.3 11.3 - (40) 25.0 32.5 45.0 15.0 27.5 20.0 10.0 7.5 7.5 7.5 

20-29歳 (59) 42.4 47.5 27.1 28.8 28.8 33.9 16.9 20.3 13.6 - (31) 29.0 32.3 45.2 25.8 29.0 19.4 9.7 3.2 19.4 6.5 

30-39歳 (75) 41.3 37.3 32.0 34.7 32.0 30.7 26.7 17.3 24.0 - (62) 40.3 32.3 29.0 29.0 22.6 29.0 19.4 11.3 12.9 1.6 

40-49歳 (90) 51.1 42.2 33.3 37.8 23.3 31.1 36.7 16.7 21.1 1.1 (75) 50.7 41.3 37.3 36.0 22.7 32.0 13.3 9.3 6.7 1.3 

50-59歳 (46) 54.3 56.5 37.0 41.3 19.6 30.4 26.1 13.0 17.4 - (78) 46.2 41.0 39.7 32.1 20.5 25.6 16.7 12.8 12.8 6.4 

60-69歳 (37) 54.1 54.1 35.1 32.4 24.3 24.3 27.0 27.0 18.9 - (126) 45.2 38.1 32.5 27.8 21.4 23.8 23.0 17.5 8.7 2.4 

15-19歳 (27) 44.4 40.7 37.0 40.7 40.7 29.6 11.1 3.7 11.1 - (28) 39.3 25.0 50.0 21.4 46.4 14.3 7.1 10.7 7.1 - 

20-29歳 (50) 38.0 32.0 30.0 24.0 20.0 22.0 18.0 14.0 22.0 - (59) 42.4 50.8 45.8 25.4 27.1 22.0 5.1 5.1 3.4 - 

30-39歳 (64) 39.1 43.8 35.9 37.5 21.9 28.1 31.3 18.8 9.4 - (115) 47.8 38.3 42.6 34.8 29.6 17.4 15.7 7.0 5.2 0.9 

40-49歳 (69) 46.4 44.9 47.8 39.1 34.8 18.8 21.7 18.8 13.0 - (162) 44.4 43.2 37.0 32.1 24.7 17.9 17.3 14.2 5.6 3.1 

50-59歳 (34) 38.2 55.9 41.2 29.4 23.5 23.5 26.5 20.6 2.9 - (101) 49.5 43.6 41.6 41.6 29.7 28.7 13.9 16.8 6.9 4.0 

60-69歳 (29) 51.7 55.2 24.1 24.1 34.5 31.0 27.6 17.2 10.3 - (73) 52.1 57.5 42.5 41.1 26.0 30.1 24.7 13.7 9.6 1.4 

学生 (131) 38.9 35.9 32.1 30.5 31.3 25.2 14.5 11.5 14.5 - (94) 31.9 31.9 48.9 20.2 37.2 21.3 6.4 7.4 9.6 4.3 

主婦 (137) 44.5 47.4 43.1 35.8 32.8 26.3 28.5 18.2 10.2 - (266) 43.6 38.3 38.7 32.3 31.2 19.5 15.0 10.9 5.6 1.9 

フリーター (64) 32.8 35.9 31.3 35.9 14.1 32.8 26.6 14.1 10.9 - (119) 39.5 42.0 35.3 27.7 20.2 21.0 13.4 10.1 5.9 3.4 

シニア (63) 52.4 54.0 30.2 28.6 30.2 27.0 28.6 22.2 15.9 - (193) 48.2 45.6 36.3 32.1 22.3 25.9 23.8 16.1 8.8 2.1 
※グラフと組み合せるため、表は「横%」で表記している ■：全体より+5％以上　■：全体より-5％以下

※「受け取りたいと思う理由 全体」で降順ソート ■：全体より+10％以上　■：全体より-10％以下

※n=30未満は参考値のためグレーアウト ※「受け取りたくない理由 全体」で降順ソート

受け取りたくないと思う理由

Ḭ

 
 

受け取りたいと思う理由
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非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

（6）エリア別集計

■求職率の推移　それぞれのエリアにおいて当該期間仕事を探していた人の割合

※回答数は最新の調査のものを記載

アルバイト探しをした理由（複数回答）

■アルバイトの仕事を探した理由（複数回答）

北陸 東海 関西 中国 四国 九州全体 北海道 東北 北関東 一都三県 甲信越

13.6% 15.7% 15.2% 16.6% 15.3%

(1,134)(540) (303) (1,731) (2,697) (784) (398)回答数： (15,900) (720) (915) (769) (5,909)

13.3% 15.3% 14.3% 12.5%

15.0% 17.1% 13.5% 15.2%

16.3%

18.8% 16.1%

22年7-8月13.9% 14.1% 13.9% 14.1% 12.7% 14.1% 15.6%

13.9% 10.8% 16.4% 15.0% 16.2% 15.4%22年9-10月 16.0% 16.5% 15.3%

17.8%

22年1-2月14.6% 15.0% 16.9% 16.0%

14.4% 14.6%

22年3-4月15.2% 15.0% 16.0% 15.7% 13.9% 14.5% 19.2%

13.4% 15.5% 12.4% 14.1% 14.4% 13.7%22年5-6月14.1% 15.2% 15.2% 14.4%

20.8% 13.0% 14.5% 12.3% 14.2% 15.6%

14.3% 14.7%

前年調査時 21年11-12月13.7% 14.4% 16.0% 12.7% 12.6% 13.7%

13.4% 15.8% 15.1% 14.8% 16.4% 12.4%

アルバイトの

仕事を探した

22年11-12月 14.6% 16.0% 15.0% 14.6% 13.6% 16.1% 17.5%

15.0%

5.1% 5.0%

22年7-8月 5.2% 6.3% 5.4% 5.3%

6.3% 5.3%

4.7% 4.9%

4.5% 6.0%

22年9-10月5.1% 5.3% 5.9% 4.6% 5.0% 3.2% 4.8%

5.0% 5.7% 5.6% 4.4% 6.2% 4.0%22年11-12月 5.2%

4.8% 4.2% 5.2% 4.3% 6.2% 4.9%

22年5-6月 4.8% 4.4% 5.2% 5.3% 4.8% 3.7% 3.8%

4.6% 5.7% 4.5%

22年1-2月 5.5% 6.2% 5.1% 5.6% 5.3% 4.6% 2.5% 5.6% 6.4% 4.5%

4.0% 6.8% 5.1% 4.5%

4.4% 5.5% 3.7%

22年3-4月 5.3% 4.8% 7.1% 5.1%

3.0%

3.9% 5.6% 2.5% 4.1% 3.7%

5.0%

2.8%

4.1% 6.5%

5.8%

5.3%前年調査時 21年11-12月5.1% 3.6% 4.3%

3.7% 3.5% 3.2% 3.8%

5.7% 4.9% 3.8% 5.0% 5.5% 5.8%

3.6% 4.6% 4.3% 2.6% 3.7% 1.8%

派遣社員の

仕事を探した

5.1% 5.4% 4.8%

5.0% 5.9%

5.6%

22年9-10月

4.6% 6.5%

3.7% 3.1% 4.0% 4.2%

22年3-4月 4.0% 3.4% 5.5% 4.5% 3.7%

4.8%

22年5-6月 3.5% 3.4% 3.5% 3.5% 3.5% 3.1% 2.1% 2.9%

22年7-8月 3.5%

4.7%

前年調査時 21年11-12月3.6% 3.2% 3.7% 4.0%

4.5%

22年1-2月 3.9% 5.6% 4.3% 4.4% 3.4% 4.0% 2.5% 3.8%

5.2% 4.2%

3.0%

5.1% 4.4%

嘱託の

仕事を探した

22年11-12月 2.0% 2.5% 2.0% 1.6% 2.0% 1.3%

3.4% 2.9% 3.1% 3.7% 3.7% 2.7%

2.3%

22年7-8月 1.8% 2.5% 3.0%

0.8% 2.6% 1.9% 1.9% 2.3% 2.1%22年9-10月2.1% 1.7% 3.2% 1.7% 2.1%

3.2% 4.7% 2.4% 4.9%

契約社員の

仕事を探した

3.0% 1.5% 2.1% 2.2% 1.0%

2.8% 3.1% 2.7% 4.0% 3.6% 2.2%5.4% 4.8% 3.5% 3.0%

4.4% 3.4% 3.4%

22年11-12月 3.6% 3.9% 3.0% 2.7% 3.4%

4.1%

1.8%

22年3-4月 2.2% 2.3% 3.4% 2.1% 2.0% 3.0% 2.3% 2.2%

1.5% 1.0% 1.4% 1.9% 1.7% 2.7%

2.2% 2.0% 2.6% 1.9%

22年5-6月 1.8% 1.7% 2.4% 2.7% 1.7%

1.9% 1.4% 1.8% 2.1% 1.6%

2.7%

前年調査時 21年11-12月1.9% 1.7% 1.9% 2.5% 1.5% 2.3% 1.9%

2.6% 2.2% 1.9% 2.0% 1.7% 2.2%

2.4% 1.2% 3.2% 2.0%

22年1-2月 2.1% 2.3% 1.9% 2.7% 2.0%

九州

回答数 (2,329) (115) (137) (112) (806) (87) (53) (236)

甲信越 北陸 東海 関西 中国 四国

2.3% 2.0% 2.2% 1.7% 2.7%

全体 北海道 東北 北関東 一都三県

48.9%

自分の生活費のため36.8% 35.7% 37.2% 36.6% 39.7% 40.2% 32.1% 29.7%

46.0% 35.8% 43.6% 47.2% 37.8% 40.9%

(424) (119) (66) (174)

貯金をするため44.4% 38.3% 44.5% 50.9% 43.9%

32.2%

趣味のため23.0% 17.4% 22.6% 26.8% 23.9% 19.5% 30.2% 27.1%

23.0% 32.1% 21.2% 26.2% 22.7% 21.2%

33.5% 37.0% 47.0% 37.4%

仕事を辞めた・辞める予定(自己都合)24.5% 32.2% 24.1% 21.4% 22.6%

19.5%

家族の生活費のため19.7% 17.4% 17.5% 28.6% 21.3% 20.7% 18.9% 16.5%

16.1% 22.6% 22.0% 22.2% 21.8% 18.2%

23.3% 20.2% 15.2% 18.4%

時間を有効に使いたいため20.8% 16.5% 8.0% 15.2% 24.1%

13.8%

スキルを身に付けるため9.4% 7.8% 5.8% 3.6% 9.8% 11.5% 5.7% 9.7%

13.8% 15.1% 11.0% 14.9% 14.3% 12.1%

15.6% 18.5% 18.2% 25.3%

社会経験を積むため12.8% 10.4% 9.5% 6.3% 13.4%

7.5%

人との交流・出会いが欲しいため8.4% 6.1% 5.1% 5.4% 8.9% 5.7% 7.5% 11.4%

9.2% 9.4% 8.1% 10.6% 9.2% 7.6%

12.3% 8.4% 4.5% 10.9%

充実感ややりがいを得るため9.1% 7.8% 7.3% 7.1% 9.9%

10.3%

仕事を辞めた・辞める予定(会社都合)5.3% 7.0% 5.1% 6.3% 5.0% 6.9% 7.5% 5.5%

3.4% 11.3% 8.5% 7.5% 11.8% 6.1%

8.5% 9.2% 7.6% 8.6%

将来のキャリアのため7.0% 3.5% 2.2% 5.4% 6.7%

5.2%

その他 3.7% 0.9% 5.8% 2.7% 3.8% 6.9% 1.9% 5.5%

2.3% 3.8% 6.8% 5.0% 2.5% 3.0%

5.2% 5.0% 6.1% 3.4%

自分の習い事のため4.8% 2.6% 2.2% 3.6% 5.8%

3.3% 3.4% 0.0% 2.9%



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

■今後の仕事探しの予定（「すでに探している」＋「探すことを検討中」の合計）

※回答数は最新の調査のものを記載

■就業率の推移　それぞれのエリアにおいて当該期間に新しく仕事に就いた人の割合 (回答ベース：調査時点で就業者の人)

※回答数は最新の調査のものを記載

東海 関西 中国 四国 九州

回答数： (10,391) (458) (569)

全体 北海道 東北 北関東 一都三県 甲信越 北陸

北陸 東海 関西 中国 四国 九州全体 北海道 東北 北関東 一都三県 甲信越

8.9% 4.5% 6.6% 4.1% 4.3% 6.3%

(507) (232) (714)

22年11-12月 5.3% 7.4% 5.8% 5.4% 4.6% 4.9%

(521) (3,987) (345) (190) (1,133) (1,735)

22年5-6月 5.7% 7.9% 7.1% 4.3%

6.6%

22年7-8月 5.6% 8.0% 5.4% 4.1% 5.5% 5.0% 3.8%

4.0% 3.1% 5.2% 6.2% 4.6% 7.0%22年9-10月5.5% 6.7% 7.2% 6.2% 4.8%

21年11-12月4.5% 5.2% 6.0% 2.7% 3.9% 3.5%

4.8% 4.5% 5.7% 8.6% 5.4% 6.2%

5.8% 8.0% 3.2% 5.2%

22年1-2月 5.2% 5.3% 6.0%

22年3-4月 6.1% 7.0% 6.3% 5.9% 5.5% 5.3% 6.9%

5.7% 5.1% 5.0% 4.2% 2.8% 6.0%

5.6% 5.6% 4.7%

7.3%

4.4% 5.8%5.4% 5.5% 5.0% 5.4% 6.3% 5.9%

5.7% 5.7% 5.3% 4.8% 6.3%

16.6% 19.5% 19.0% 21.9% 20.1%

22年9-10月18.4% 20.0% 18.9% 18.3%

(1,134)

アルバイトの仕

事を探す予定

22年11-12月 18.5% 19.2% 18.8% 16.6% 17.9% 18.1% 22.8%

(540) (303) (1,731) (2,697) (784) (398)回答数： (15,900) (720) (915) (769) (5,909)

16.7% 18.9% 18.4% 15.9% 18.7%

22年5-6月17.0% 18.0% 19.7% 17.8%

21.8% 20.1%

22年7-8月17.1% 15.6% 18.5% 16.4% 15.6% 19.5% 22.2%

17.2% 15.4% 23.0% 18.4% 19.5% 17.9%

17.6% 19.5% 18.3% 18.1% 20.6%

22年1-2月18.2% 20.5% 21.4% 17.2%

18.3% 17.1%

22年3-4月18.2% 18.6% 19.6% 19.1% 16.7% 18.6% 20.8%

16.1% 16.4% 19.3% 16.6% 17.6% 16.8%

22.8% 17.7% 18.3% 14.8% 16.4% 21.1%

17.9% 18.3%

前年調査時 21年11-12月17.7% 19.5% 18.7% 17.2% 16.6% 19.4%

17.2% 20.6% 18.6% 17.0% 19.9% 16.8%

7.7% 9.6% 7.4% 9.3% 8.2%

22年7-8月 8.7% 9.2% 10.1% 8.8%

9.2% 10.8%

8.7% 8.0%

9.3% 9.3%

22年9-10月8.5% 8.6% 9.6% 8.9% 8.3% 6.1% 12.3%

8.9% 7.8% 10.6% 8.4% 10.0% 7.5%22年11-12月 9.1%

7.8% 9.4% 7.5% 9.0% 10.3% 7.4%

8.2% 9.0% 6.8%

22年3-4月 8.9% 8.4% 11.1% 9.7%

8.1% 7.4% 9.0% 7.7% 9.6% 7.8%

22年5-6月 8.4% 8.3% 10.0% 8.7% 8.5% 5.7% 7.9%

7.6% 9.9% 7.7% 9.0% 10.3%

前年調査時 21年11-12月8.6% 8.2% 9.8%

7.5% 6.4% 6.7% 7.9%

22年7-8月 7.5%

22年1-2月 8.7% 9.5% 9.3% 8.7% 8.0% 9.7% 8.3%

派遣社員の仕

事を探す予定

10.6% 9.8% 8.3%

8.9% 10.1%

9.0%

22年9-10月7.5% 8.3% 8.5% 7.0% 7.4% 7.3% 11.2% 6.8%

6.9% 9.9% 6.6% 7.9% 7.4% 9.3%

7.4% 10.5% 9.7%

22年11-12月 7.7% 8.2% 8.1% 6.9% 7.7%

9.6% 8.0% 7.2% 9.7% 8.8% 8.8%

7.0% 5.7% 6.9% 7.5%

22年3-4月 7.9% 7.3% 9.6% 8.6% 7.3%

8.6%

22年5-6月 7.3% 7.0% 9.6% 7.4% 7.5% 5.9% 6.5% 6.8%

7.6% 8.7% 6.8% 7.5% 7.4% 7.0%7.6% 9.7% 7.1% 7.2%

8.4% 6.8% 7.8% 8.5%

前年調査時 21年11-12月7.7% 7.2% 9.2% 8.7%

9.1%

22年1-2月 7.6% 9.2% 9.6% 7.3% 7.1% 9.0% 7.2% 6.0%

8.4% 7.2% 7.2% 8.5% 6.1% 8.1%

契約社員の仕

事を探す予定

7.6% 5.0% 6.0% 6.1% 6.3% 8.3%

8.2% 8.9%

嘱託の仕事を

探す予定

22年11-12月 6.1% 6.9% 7.2% 5.9% 5.7% 5.4%

7.5% 6.8% 7.0% 7.5% 7.6% 7.1%

5.6% 5.7% 5.8% 6.5%

22年5-6月

6.6%

22年7-8月 5.9% 7.0% 8.0% 5.5% 5.4% 5.6% 8.7% 5.7%

5.5% 9.3% 5.3% 6.2% 5.8% 6.3%22年9-10月6.1% 6.3% 8.0% 4.8% 5.9%

6.9% 6.0% 8.1% 7.9%

22年1-2月 6.0% 6.8% 7.5% 5.6% 5.7%

5.3%

22年3-4月 6.4% 5.7% 7.0% 7.2% 5.7% 7.6% 6.9% 5.6%

4.0% 4.5% 5.7% 5.5% 5.8% 6.0%5.8% 6.1% 8.1% 5.9% 5.7%

前年調査時

派遣社員の仕

事に新しく就い

た

22年11-12月 1.6% 1.7% 1.8%

22年7-8月 1.8% 3.2% 2.1%

5.7% 5.9% 6.2% 6.8% 7.4%

アルバイトの仕

事に新しく就い

た

6.4%

前年調査時 21年11-12月6.1% 5.7% 7.6% 7.9% 5.7% 5.4% 6.1%

7.5% 6.9% 4.8% 6.2% 5.5% 6.4%

1.9% 1.4% 2.3% 1.3% 2.5% 2.1%

1.6% 1.7% 2.5%

22年9-10月1.9% 2.2% 1.5% 2.1% 1.8% 1.8%

1.0% 1.5% 1.4% 1.6% 1.0% 1.9%

2.2% 1.5% 2.0% 1.3% 1.5% 1.6%

0.7% 3.0% 2.2%

22年5-6月 1.7% 2.1% 2.6% 2.0% 1.6% 1.1%

1.7% 1.6% 0.6% 1.1% 1.8% 2.0%

2.0% 1.4% 1.7% 1.5%

前年調査時 21年11-12月1.6% 1.6% 1.5% 2.0%

1.8%

22年1-2月 1.5% 1.4% 1.7% 1.0% 1.6% 1.1% 0.5% 0.8%

0.6% 4.5% 2.4% 1.9% 1.4% 1.7%22年3-4月 1.9% 2.1% 2.7% 2.0% 1.7%

3.2% 1.1% 1.5% 2.0% 1.3% 1.4%

1.9% 2.6%

契約社員の仕

事に新しく就い

た

22年11-12月 1.3% 1.7% 1.1% 2.3% 1.0% 1.4%

1.3% 1.3% 1.9% 1.7% 1.6% 1.9%

1.5% 2.1% 1.1% 2.2%

22年5-6月 1.6% 1.9% 0.9% 1.4% 1.5%

1.0%

22年7-8月 1.4% 3.2% 1.6% 1.7% 0.9% 0.6% 0.5% 1.6%

0.0% 2.5% 1.0% 1.5% 1.3% 1.1%22年9-10月1.3% 1.6% 1.7% 0.2% 1.4%

2.0%

22年3-4月 1.6% 2.3% 2.2% 1.1% 1.3% 1.8% 2.5% 1.5%

1.9% 0.6% 1.5% 1.9% 1.5% 2.2%

2.1%1.6% 2.2% 1.0% 1.7% 1.2% 0.9%

1.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.4%

1.8% 1.2% 2.6% 1.6%

22年1-2月 1.4% 0.7% 3.4% 1.0% 1.2%

1.2% 0.8% 0.8% 2.3% 2.0%

22年11-12月 0.6% 0.7% 1.2%

1.2%

0.7%0.3% 1.1% 0.4% 0.6%

前年調査時 21年11-12月1.2% 1.0% 1.7% 1.3% 1.1% 1.0% 1.3%

0.3% 1.6% 0.1% 0.6% 1.4% 1.1%22年7-8月 0.7% 0.5% 1.0% 1.3% 0.6%

0.6% 0.0%

22年9-10月0.7% 0.9% 0.7% 0.8% 0.7% 0.3%

0.4% 0.7%

0.9%

0.7% 1.0% 0.4%

0.6% 0.4% 0.4% 0.7%

22年3-4月 0.7% 0.9% 0.9% 0.7% 0.7%

22年5-6月 0.6% 0.2% 1.0% 0.0% 0.5% 1.1% 0.0% 0.6%

0.0% 0.1%0.8% 0.6% 0.0% 0.4% 0.4% 1.1%

0.4% 0.0% 0.0% 0.5%

前年調査時 21年11-12月0.6% 0.8% 0.8% 0.4%

嘱託の仕事に

新しく就いた

0.8%

22年1-2月 0.6% 0.2% 2.1% 1.2% 0.7% 0.3% 0.5% 0.4%

0.6% 1.5% 0.6%



非正規雇用に関する求職者・新規就業者の活動状況調査（22年11-12月）

（7）職種区分について

飲食・フード 配送・引越・ドライバー

ホール、ウェイター・ウェイトレス 配送・ドライバー

調理 引越

その他飲食・フード デリバリー・バイク便

販売・接客・サービス 新聞配達・ポスティング

アパレル・雑貨販売 軽作業

コンビニエンスストア・スーパーマーケット 梱包・検品・仕分け・商品管理

食品販売 その他軽作業

ホテル・結婚式場スタッフ 工場・倉庫・建築・土木

家電量販店 製造・ライン

ドラッグストア 食品製造・加工

ガソリンスタンド・車関連 建築・土木・設備作業

その他販売・接客・サービス業 構内作業・フォークリフト・溶接

レジャー・アミューズメント その他工場・倉庫・建築・土木

映画館・テーマパーク等 警備・清掃・ビル管理

パチンコ・カラオケ・ネットカフェ 警備・交通誘導

スポーツジム・スパ・レジャー施設 清掃

インストラクター その他警備・清掃・ビル管理

その他レジャー・アミューズメント エンジニア・サポート・保守

イベント・キャンペーン SE・プログラマ

イベント運営 テクニカルサポート・保守・テスター

サンプリング・PR その他エンジニア・サポート・保守

アンケート・調査 クリエイティブ・編集

その他イベント・キャンペーン クリエイティブ・編集

営業 WEB/グラフィックデザイン・POP制作

営業 DTP/CADオペレーター

オフィスワーク その他クリエイティブ・編集

事務・データ入力 エステ・理美容

コールセンター エステ・理美容

テレフォンアポインター・テレマ その他

その他オフィスワーク

医療・介護・保育

保育士

ヘルパー・介護

看護師・准看護師

医療専門職

その他医療・介護・福祉

教育

家庭教師・塾講師

その他教育


