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第１章 検討会の目的 
 

１－１．整備業界の現状と人材確保・育成に関するこれまでの取り組み 

自動車は私たちの生活に深く関係しており、自動車を安全かつ快適に、また、環境にやさしく使用す

るためには、自動車整備は必要不可欠である。自動車整備業は自動車ユーザーの保守管理責任の担い手

として、的確な整備作業を通じ、自動車の安全の確保、環境の保全に重要な役割を果たしており、その

仕事に携わる自動車整備要員の社会的役割は益々重要になっている。 

 
 
（１）自動車整備業界の現状 
 自動車整備業の実態についてみると、年間整備売上高では約 5.5 兆円となり、ここ数年では増加傾

向となっている。また、事業者数では、自動車分解整備事業者数が約 7.4 万（事業者数）、認証工場

数が約 9.2 万（工場数）、このうち指定工場数が約 3.0 万（工場数）となっており、事業者数、認証

工場数ともに近年増加傾向を示している。 
 整備関係従業員数では約 55 万人、うち整備要員数が約 40 万人となっている。（平成 27 年現在）

また、企業規模では、従業員数 10 人以下の企業が約 8 割を占める等、事業者の多くが中小零細企業

の業態構造となっている。 
（出典：「平成 27 年度自動車分解整備業実態調査結果概要」H28 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会） 
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（２）「地域産業」としての自動車整備業の果たす役割 
 地方部での自動車への依存度は高く、交通手段の分担率からも分かるとおり、地方中核都市では

自動車分担率が約 62%、その他地方都市では約 71%となっており、地域産業としての自動車整備業

の役割は大きい。東京都・愛知県・大阪府とそれ以外の「全産業平均と各自動車運送事業等の従業

員数」の比較においても、自動車整備要員がその他産業に比べ地方に根付いていることがわかる。 
 また、各事業者の規模等についても、事業者数 7.3 万、営業収入 5.3 兆円、従業員数約 55 万人、

経済波及効果約９兆円と、自動車整備業の担う部分は大きい。 
 他産業と比べても、自動車整備業（事業所数・従業者数・売上（収入））は、産業構造として担う

部分は小さくない。 
 以上のことから、地域の足を守る事業として、さらに地域に密着した頼られる存在として自動車

整備業の果たす役割は非常に重要である。 
 
 
 
   

事業所数 従業者数
売上(収入)金
額(百万円)

自動車整備業 51,182 226,384 2,285,111

自動車・同附属品製造業 11,249 776,663 57,284,244

自動車販売業 86,065 647,688 31,965,758

建設業 385,371 2,165,469 ...

電気・ガス・熱供給・水道業 730 8,919 ...

運輸業 47,018 666,062 ...

小売業 860,940 6,709,079 134,665,953

飲食サービス業 519,291 3,519,508 15,234,941

福祉業 124,220 2,683,155 60,305,332

交通手段の分担率比較 
産業平均と各自動車運送事業等の従業員数の比較 

（東京都・愛知県・大阪府とそれら以外の比較） 

他産業との比較（事業所数・従業者数・売上金額） 

（出典：平成 26 年度 経済センサス）
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（３）自動車整備業の将来性 
①自動車保有台数の現状 
自動車の保有台数をみると、全国で 8,100 万台を超え（平成 27 年 11 月末時点）、その台数は緩やか

に推移する傾向を維持してことから、自動車の点検整備需要は安定的な発生が見込まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料：一般財団法人自動車検査登録情報協会 HP より） 
 
②自動車保有台数の将来 

2010 年を基準に、将来推計人口の増減率と自動車保有台数将来見通しの増減率をみると、将来推

計人口の減少に比べて、自動車保有台数の減少率は低い。また、将来の人口一人当たりの自動車保

有台数をみると、将来に向けて人口一人当たりの自動車保有台数は増加傾向にあり、自動車が国民

一人一人の生活の足として今以上に重要な役割を担うことが想定される。 
このように、将来に向けて更に必要視される自動車に対する整備の仕事は、将来においても自動

車の事故を未然に防いだり、自動車の適切な整備により自動車の安全・安心を守り、社会に貢献す

る業務と言える。 
（出典：次世代自動車普及戦略検討会 次世代自動車普及戦略（平成 21 年）、人口問題研究所 日本の将来推計人口） 
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また、自動車整備販売売上高と製造業における製造出荷額等を比較してみると、製造業において

は景気動向等の時勢による変動が大きいことが分かる。特にリーマンショックがあった平成 20 年翌

年の平成 21 年の製造業の従業者数落ち込みが大きい。一方、自動車の点検・整備需要に繋がる自動

車整備販売売上高については、景気動向等による影響が比較的少なく、製造業全般と比較して安定

している業態といえる。 
 
 

〈出典：産業別統計表（産業細分類別）・従業者 4 人以上の事業所に関する統計表より集計〉 
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（５）自動車整備士制度 
 自動車整備業を支える自動車整備要員のうち、自動車の保安基準その他の自動車の整備に関し、一定

レベルの知識と技能を有し自動車の点検・整備を行う技術者として、自動車整備士技能検定制度による

自動車整備士が存在する。この制度は、自動車整備要員の技術の向上を図るために定められた制度であ

り、自動車整備士の技能検定は学科試験及び実技試験により行われ、合格者に対して国土交通大臣から

合格証書が交付される。従って、自動車整備士は自動車の構造や整備に関する知識や技能を持っている

ことを国が認めた国家資格であり、国内の整備技術の水準を保つ役割を担っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 自動車整備士の技能検定制度 

 
 自動車整備士技能検定制度は、道路運送車両法において自動車整備事業制度、整備管理者制度と密接

な連携を持たせることによって、自動車の安全確保及び公害防止に大きく寄与するものでもある。また、

認証工場（国から認められた自動車整備工場）では、工場の規模にもよるが一級自動車整備士もしくは

二級自動車整備士が 低１名必要となっている。 
 

表 指定工場と認証工場の人員要件 

  認証工場 指定工場 

事業場管理責任者 - 1 人 

工員 2 人以上 
4 人以上 

（大型車を含む場合は 5 人以上）

うち主任技術者 - 1 人以上 

うち整備主任者 1 人以上 1 人以上 

うち自動車検査員 - 1 人以上 

うち自動車整備士 1 人以上 工員の１／３以上 
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 この自動車整備士は、一級、二級及び三級自動車整備士と特殊整備士に分類される。一級自動車整備

士には自動車の全般的な整備が求められ、二級自動車整備士には自動車の一般的な整備、三級自動車整

備士には自動車各装置の基本的な整備が求められる。また、特殊整備士にはタイヤ、電気、車体等の各々

の分野について専門的な知識・技能が求められる。 
この自動車整備士になるためには、実務経験が求められ、例として三級自動車整備士の申請者は１年

間、二級自動車整備士の申請者は三級の技能検定合格後３年間の実務経験が必要となる。但し、高等学

校や大学の自動車科、機械科等を卒業した者は、受験資格としての実務経験年数が短縮される。また、

国土交通大臣が指定した一種自動車整備士養成施設（専門学校、職業能力開発校等）の所定の課程を修

了した者は、修了と同時に受験資格が与えられる。 
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 自動車整備士の技能検定合格者数は、平成 20 年に 41,211 名だったが、減少傾向になっており、平成

22 年にいたっては、対前年の合格者数の約２割にあたる、約 6,000 名も減少した。平成 23 年には 30,777
名となり、その後は横ばいで推移している。 

 種別の合格者数は、２級が概ね減少傾向となっており、１級と３級は増減を繰り返している。 
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（６）外国人材の活用 

 外国人を自動車整備業で活用するための方法、外国人技能実習制度への整備業の職種追加につい

て整理した。 
 
①外国人を自動車整備業で活用するための方法 

外国人が日本で労働するためには、入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官か

ら与えられる「在留資格(33種類)」が必要で、外国人はこの資格の範囲内で活動することができる。 

 外国人を自動車整備業において雇用するためには、「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」の

いずれかの在留資格が必要となる。 
 

 ≪技術・人文知識・国際業務≫ 

機械工学の技術者等の外国人が日本で働くための、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を

取得。在留期間は５年，３年，１年又は３月。上陸基準省令（出入国管理及び難民認定法第七条

第一項第二号の基準を定める省令）に掲げられている主な要件は下記のとおり。 

・申請人は、従事しようとする業務について、イ～ハのいずれかに該当し、これに必要な技術

又は知識を修得していること。 

 

 
 
 
 
 

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 

 
※平成 27 年４月の入管法（出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 74

号））の改正に伴い、専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟

に対応するため、業務に必要な知識の区分（理系・文系）に基づく「技術」と「人文知識・国際

業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化された。 
出典：法務省 入国管理局ホームページ 

 
 ≪技能実習(外国人技能実習制度)≫ 

・国際貢献のため、開発途上国の外国人を日本で一定期間（ 長 3 年間）に限り受入れ、OJT
を通じて技能を移転する制度（平成５年に制度創設）。在留資格として、技能実習１号（１年

目）、技能実習２号（２年目）が必要となる。技能実習１号（１年目）の在留期間は１年又は

６月。 

・技能実習生は会社と雇用契約を結んで、給与水準は日本人と同等でなければいけない。 
・技能実習１号の在留資格を得るためには、技能実習生に係る要件、監理団体、受入機関に係

る要件、技能実習生受入人数枠、滞在期間、不正行為の禁止等の要件をいずれも充足する必

要がある。 

 

イ．当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を

受けたこと。 

ロ．当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了（当該修了に関

し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。）したこと。 

ハ．十年以上の実務経験（大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校

の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。）を有すること。
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出典：法務省 入国管理局ホームページ 

 
②外国人技能実習制度への自動車整備の職種追加 

 外国人技能実習制度への自動車整備の職種追加の予定については、平成 27 年１月の「技能実習制

度の見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」報告書において、自動車整備業を含む

対象職種の拡大が明示された。 

 日本における自動車の定期点検や車検等による整備作業は、路上故障の未然防止など自動車の安

全確保等に重要な役割を果たしている一方で、途上国では自動車の保有台数が大幅に伸びている中、

車検等の制度整備や、故障の未然防止に繋がる点検整備に関する技術・技能の習得ニーズが高まっ

ている。 

このニーズに対応するため、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会において外国人技能実習

評価試験を創設し、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ、ＯＪＴを通じて技能、

技術又は知識の開発途上国等への移転を図る外国人技能実習制度において、３年間の実習を可能と

する職種に自動車整備が平成 28 年４月１日に追加された。 

  

技能実習生に係る要件（上陸基準省令から抜粋） 

一 申請人が本邦の公私の機関の外国にある事業所又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能

実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令 （平成二十一年法務省令第

五十二号）で定める外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤

し、又は出向する者であること。 
二 申請人が修得しようとする技能、技術又は知識（以下「技能等」という。）が同一の作業の反復のみによ

って修得できるものではないこと。 
三 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要

する業務に従事することが予定されていること。 
四 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとするこ

と。 
五 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する

者が、本邦において申請人が従事する技能実習（本邦外において実習実施機関（本邦にある事業所において

技能実習を実施する法人（親会社（会社法 （平成十七年法律第八十六号）第二条第四号 に規定する親会社

をいう。）若しくは子会社（同条第三号 に規定する子会社をいう。）の関係にある複数の法人又は同一の親会

社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人）又は個人をいう。以下同じ。）が実施する講

習を含む。次号において同じ。）に関連して、次に掲げるいずれの機関からも保証金を徴収されていないこと

その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで

管理されないことが見込まれることのほか、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契

約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了

するまで締結されないことが見込まれること。 
 イ 申請人が国籍又は住所を有する国の所属機関その他申請人が本邦において行おうとする活動の準備に

関与する外国の機関（以下「送出し機関」という。） 
 ロ 実習実施機関 
六 実習実施機関と送出し機関の間で、本邦において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不

履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておら

ず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。 
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③自動車整備人材の確保・育成に関する検討会での取扱について 

 外国人技能実習制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を

目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っている。 
 しかし、その目的は国際貢献であることから、「自動車整備人材の確保・育成に関する検討会」では

取り扱わないこととした。 

 
（７）自動車整備業における人材不足の現状 
①整備業界の現状 
少子化や若者の車離れの進展、将来選択肢の多様化等により、自動車整備士を目指す若者が激減

（10 年間で半減）する一方で、整備要員の高齢化が進展しており整備要員の平均年齢は年々上昇傾

向にある。近い将来、車社会の安全・安心に直結する自動車整備を支える人材不足が顕在化する可

能性が高い。 
 （出典：一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 平成２６年度実態調査） 
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 また、整備士の不足状況についてみると、約 5 割の整備事業場において整備士が不足しており、

そのうち約 1 割の事業場において既に運営に支障が出ていると感じていることが実態調査（一般社

団法人日本自動車整備振興会連合会、H26）より確認された。更に、求人活動に取り組む企業のう

ち、資本を含めた体力の差や整備士の待遇面の違い等により、整備士を採用できなかったとする回

答割合では、ディーラーの約 1 割に比べ、専・兼業では約 4 割と高い状態にあり、若者への整備業

に対する理解促進と、整備資格取得の負担軽減などの対策が整備業界の喫緊の課題である。 
 

 
②ディーラーの現状 
 約８割の販社において、サービスエンジニアの採用に困っていると回答。また、採用計画人数の

確保状況においても、サービスエンジニアの必要数を確保出来なかったとする回答割合が半数以上

となっており、ディーラーにおいても整備士の人材確保は深刻な状況となっている。 
（出典：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 人材採用に関するアンケート（平成 26 年 4 月）） 
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③将来人口 
 将来の生産年齢人口は、平成 25(2013)年、平

成 39(2027)年、平成 63(2051)年にはそれぞれ

8,000 万人、7,000 万人、5,000 万人を割り、平

成72(2060)年には4,418万人となることが予測

されている。生産年齢人口の減少に伴い、全て

の職種において人材確保の必要性がでてくる

ことから、自動車整備業界においても率先した

人材確保が必要である。 
（出典：人口問題研究所 日本の将来推計人口） 

 

  
年齢３区分別人口の推移（出生中位・死亡中位推計） 
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（８）人材確保・育成に関するこれまでの取り組み 
①自動車整備要員人材不足対策に関する勉強会 
 自動車業界及び国交省から構成される「自動車整備要員人材不足対策に関する勉強会」（以下「勉

強会」という。）を立ち上げ、平成 25 年 11 月から平成 26 年 3 月にかけて勉強会を開催し、平成 26
年 4 月に今後の対策の方向性、具体案等についてとりまとめた。 

 
 
②自動車整備人材確保・育成推進協議会 
 平成 26 年 4 月に自動車関係 15 団体で構成される「自動車整備人材確

保・育成推進協議会」が設立された。同協議会と国交省が協力して、自

動車整備の人材の確保、育成のため、全国の運輸支局長等による地元の

高校への自動車整備業の説明訪問、小中学生や親を対象とした自動車整

備の仕事の体験イベント、女性をはじめ若者向けに、自動車整備士のイ

メージを向上するポスターの作成及び高校や駅等の公共の場への掲示

などを実施している。 
 
 
≪自動車整備人材確保・育成推進協議会 構成団体≫ 
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会／ 全国自動車大学校・整備専門学校協会／ 全国自動車短期大学協会／ 
一般社団法人日本自動車販売協会連合会／ 一般社団法人全国軽自動車協会連合会／ 一般社団法人日本自動車工業

会／ 一般社団法人日本自動車連盟／日本自動車車体整備協同組合連合会／ 全国自動車電装品整備商工組合連合会

／ 全国タイヤ商工協同組合連合会／ 全国オートバイ協同組合連合会／ 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合

会／ 日本自動車輸入組合／ 公益財団法人日本自動車教育振興財団／ 一般社団法人自動車用品小売業協会 

 ○整備要員の人材確保・育成に関する対策の方向性（平成２６年４月）

高校生（両親を含む）に対する整備士PR活動
・消防士のようなイメージポスター作成
・国（支局等）を中心とする産学官連携の高校訪問（整備専門学校と
地元整備業界が協力）

整備士養成校（整備専門学校及び短期大学等）への
進学に係る奨学金制度の拡充の検討
・公的制度・民間制度導入の可能性検討

先進的な人材確保・育成の取組み例の収集、展開
転職者、離職者、再雇用、大学中退者等の人材活用
・ベストプラクティス例の収集・周知
・二種養成施設の活用

若者の動向調査
・整備学校入学者数の減少の分析・対策検討

戦略的なリクルート

小中学生や親が自動車を身近に感じる環境の構築
・地方での体験イベントの開催と反響調査

・小中学生向けDVDの作成

・社会体験施設の自動車整備パビリオンの検討

自動車整備士の魅力向上
・1級自動車整備士などの資格取得のインセンティブの明確化

・シンボルマークの作成・名札等への明記の奨励

全日本自動車整備技能競技大会のPR強化
・優勝者の国土交通大臣表敬訪問の継続

職場環境の改善検討 （※ 労働環境の改善）

女性の活躍できる職場改善の推進 （※女性の活用）

事業・資格の魅力の向上

自動車整備士に対するアンケートを実施、課題抽出
先進的な職場改善の取組み例の収集・展開
整備業界に対し労働環境改善に向けた対策の実施を
要請（対策取り纏め後）

労働環境の改善

シルバー人材の活用
女性整備士が活躍できる仕事の分業化
アルバイト、パート等の短時間労働力の活用

分業組み合わせの促進

就職している女性整備士から意見を聞き取り、関連業
界で共有
看護師等の他業界の取り組み例を調査
女性にも訴求するポスター・チラシの作成
女性の活躍できる職場の好事例の収集、周知

女性の活用

整備業界における外国人活用状況の調査

外国人技能実習制度のニーズの調査、制度の検討

優秀な留学生の日本での就労に関する課題調査、対
策検討

外国人の活用

整備事業の関係業界が協力し、整備業界の人材確保に関するPR等の取り組みを推進する協議会の設立
（下線部は協議会での活動予定）
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③運輸支局長等による高等学校訪問 
 整備業界、整備士養成校と協力し、運輸支局長等が高等学校の校長等に対して自動車整備の仕事

を PR することにより、高等学校の進路担当教師等が持つマイナスのイメージを払拭し、自動車整備

の仕事への理解を得るとともに、若者が自動車整備の仕事に就職する機会を確保することを目的に、

平成 26 年度より運輸支局長等が整備業界担当者（自動車整備振興会）と高等学校を訪問し、自動車

整備の PR を実施している。 

 
 訪問した高等学校からは次のような意見・要望があった。 

自動車や整備の
仕事への興味の
低下  

近の高校生等は自動車や整備の仕事にあまり関心がなく、興味を持っている生徒が減
ってきた。  
親の理解も重要。  
卒業生や先輩の声は影響力がある。  

自 動 車 整 備 の
PR 方法の改善  

メディアやマスコミの活用や DVD 等による PR が必要ではないか。  
小学生、中学生から車に興味を持つような取り組みも必要。  
インターンシップなど、生徒が自動車整備の仕事を直接体験する機会が必要であり、増
やしてほしい。  
生徒を対象に直接、説明会等を行ってほしい。  

整備士養成校の
学費について  

整備士養成校は学費等で費用がかさむため進学を諦める場合があり、奨学金や補助金と
いった生徒の経済的負担を減らす対策が必要。  

求人について  
整備工場から高等学校に対して求人がない、又は少ない。毎年必ず数名の求人がほしい。 
働きながら整備士資格の取得ができることは魅力的だが、会社がバックアップする体制
が必要。  

給与等の労働環
境の改善につい
て  

給与面等の待遇面での改善が必要。  
残業が多い、休みが取りにくい、土日勤務等は敬遠される傾向にある。  
自動車整備士として就職しても、途中から希望に反して営業業務に配置換えされ、会社
を辞めるケースが多いと聞く。これを敬遠して整備業への就職を諦める生徒がいる。 
女性の活用のためには、女性が働きやすい職場環境の整備が必要。 
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１－２．検討会の目的 

（１）「自動車整備人材の確保・育成に関する検討会」の目的 
 平成 26 年 4 月にとりまとめた対策の方向性において、整備業における給与、休暇、作業環境、や

りがい等の労働環境、待遇の改善や女性の活用が課題として挙げられており、これらの対策事項に

ついて、有識者や関係業界、関連の諸機関や企業等の意見を聞きながら、広い視野で総合的に検討

するために、「自動車整備人材の確保・育成に関する検討会」を国土交通省自動車局に置き、具体的

な対策内容及び推進方策について、取りまとめる。 
 また、本検討会では、整備士のやりがい、満足感、並びに達成感といった側面を把握し、整備人

材の確保・育成に必要な労働環境や働き方の改善等に係る様々な対策に関する関係業界等における

共通の認識やパートナーシップを醸成することも目的とする。 
 

 

 
  

自動車整備人材の確保・育成については、平成２６年４月にとりまとめた対策の方向性において、整備業における
給与、休暇、作業環境、やりがい等の労働環境、待遇の改善や女性の活用が課題として挙げられている。

これらの対策事項について、有識者や関係業界、関連の諸機関や企業等の意見を聞きながら、広い視野で総合
的に検討するために、標記の検討会を国交省自動車局に置き、具体的な対策内容及び推進方策について、取りま
とめることとする。

また、本検討会では、整備士のやりがい、満足感、並びに達成感といった側面を把握し、整備人材の確保・育成に
必要な労働環境や働き方の改善等に係る様々な対策に関する関係業界等における共通の認識やパートナーシップ
を醸成することも目的とする。

１．背景・目的

① 有識者 ：大聖 泰弘 早稲田大学大学院創造理工学研究科 教授
② 有識者 ：酒井 一博 （公財）大原記念労働科学研究所 所長
③ 有識者 ：市川 優 株式会社日刊自動車新聞社 代表取締役社長
④ 有識者 ：宇佐川 邦子 株式会社リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター センター長
⑤ 有識者 ：久保田 純子 ダイハツ東京販売株式会社 （現役女性整備士）
⑥ 整備業界 ：木場 宣行 （一社）日本自動車整備振興会連合会 専務理事
⑦ 販売業界 ：林 義高 （一社）日本自動車販売協会連合会 理事
⑧ 製造業界 ：内藤 政彦 （一社）日本自動車工業会 常務理事
⑨ 整備専門学校：松浪 良樹 ＪＡＭＣＡ理事（トヨタ東京自動車大学校理事・校長）
⑩ 自動車短大 ：森本 一彦 全国自動車短期大学協会 専門委員（中日本自動車短期大学教授）
⑪ 国土交通省 ：板崎 龍介 整備課長

２．メンバー構成

① 整備士の労働環境、待遇の現状、課題の把握、改善対策
② 整備士の技能の向上・育成対策
③ 女性整備士が活躍できる環境構築策
④ その他整備業の魅力向上のための対策

３．検討事項
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１－３．検討会での検討事項 

 次の項目について、自動車整備業の実態を明らかにした上で、関係団体及び国が行っていく

べき対策の方向性や具体案を検討した。 

〈労働環境、待遇の改善方策検討〉 

 自動車整備業における人材確保の現状と課題、対策 

 自動車整備業における人材育成の現状と課題、対策 

 自動車整備業における人材定着の現状と課題、対策 

 

図 調査全体の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４．報告書における用語の定義について 

 本報告書では、事業形態等に関する用語を次のように定義する。 

用語 本報告書での定義 

専業 自動車整備業の売上高が総売上高の 50％を超える事業場 

兼業 自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等の売上高が総売上高の 50％

以上を占める事業場 

ディーラー 自動車製造会社またはインポーターと特約販売店契約を結んでいる企業の

事業場 

自家 主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 

整備関係従業員 主として自動車の整備点検・調整・修理等を行う者。なお、整備主任者、自動

車検査員、板金、塗装、電装員および整備作業を行っている役員や資格を持っ

ていない人も含める。 

元整備士 整備士として働いていた経験があり、他業種への転職経験を持つ者 

学生 自動車の整備事業等に関わろうとする学生 

職業斡旋者等からみた自動車整備業の

労働環境等に関する特徴の調査 

（２－１．） 

女性整備士等が活躍してい

る好事例の調査（２－２．）

元自動車整備業であった者に対

するアンケート調査（２－３．）

自動車整備士不足の現状と行政の取組に関する調査

自動車整備要員に対する労働環

境等に関する調査（２－４．） 

自動車整備業以外の就労者アン

ケート（２－４．） 

労働環境、待遇に関する実態の把握・整理 

労働環境、待遇の改善方策の検討 

アンケートへの反映 
比較 

自動車整備業の実態の把握 
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第２章 自動車整備人材の確保・育成について 

 
２－１．職業斡旋者等からみた自動車整備業の労働環境等に関する特徴に関する調査 

２－１－１．調査概要 

 職業斡旋者（労働局、民間企業）の立場からみた、自動車整備業に対する特徴（イメージ）、整備

士特有の労働環境等について把握するため、地方労働局等にアンケート調査、民間斡旋事業者にヒ

アリング調査を実施した。 
 調査では、「職業斡旋者としての視点」および「求職者と接した際の視点」から、自動車整備業界

として取り組むべきポイント・改善点、更なる情報発信やアピールすべきポイント等について把握・

整理した。 
 

表 調査項目 

区分 調査項目 

（１）職業斡旋者
としての視点  

①他業種との比較（給与、休暇、作業環境、昇格等）  
②自動車整備業に対するイメージ、労働環境（整備士特有の労働環境）

③女性、若者等に対する自動車整備業の斡旋状況

④自動車整備士求人側の条件の傾向（資格、経験、就業時間、待遇等）

⑤自動車整備士を紹介する際の求職者側の斡旋ポイント （資格、経験、体力
等）  

（２）求職者と接
した際の視点  

①女性、若者の求職の傾向、希望条件

②自動車整備業への希望状況（他業種への希望状況との比較）  
③ディーラー系、専業系への希望状況（希望理由）  
④自動車整備要員の転職希望者の傾向（転職先に求める待遇など）

 
２－１－２．調査結果 

（１）職業斡旋者としての視点 
 職業斡旋者等［労働局（ハローワーク）・民間斡旋事業者］に対して実施した、アンケート調査や

ヒアリング調査結果に基づき、職業斡旋者等の立場からみた自動車整備業の印象（イメージ）等に

ついて、回答担当者の主観により５段階評価で把握した。結果は、数値が高いほど評価が高いこと

を示している。 
比較対象とした業種【8 業種】 
［製造業（自動車製造業を除く）、自動車製造業、電気・ガス（設備管理等）、運輸業（ドライバー）、

販売業、飲食業、福祉等］ 
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①他業種との比較（給与等の待遇） 

 
②他業種との比較（休暇等の条件）     ③他業種との比較（作業環境等の快適さ） 

 
 
④他業種との比較（昇格等の可能性） 
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⑤自動車整備業に対するイメージ、労働環境
（整備士特有の労働環境） 
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⑥女性、若者等に対する自動車整備業の斡旋状況 

 
⑦自動車整備士求人側の条件の傾向（資格、経験、就業時間、待遇等） 

 
⑧自動車整備士を紹介する際の求職者側の斡旋ポイント（資格、経験、体力等） 

 
 
（２）求職者と接した際の視点 
①女性、若者の求職の傾向、希望条件 
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②自動車整備業への希望状況（他業種への希望状況との比較） 

 
③ディーラー系、専業系への希望状況（希望理由） 

 

④自動車整備要員の転職希望者の傾向（転職先に求める待遇など） 

 

 
２－２．女性整備士等が活躍している好事例の調査 

２－２－１．調査概要 

 女性整備士等が活躍している好事例および自動車整備人材の確保・育成に必要な労働環境や働き

方の改善等に参考となる好事例について、web や業界専門誌等より抽出した。そのうち、協力の得

られた６社についてはヒアリングを実施し、その詳細把握を実施した。収集した好事例については、

「女性、若者、熟練者の活躍」「人材確保・育成」「労働環境」「就業体制」の観点で抽出を行い、ヒ

アリングの結果とあわせ、自動車整備業界における人材確保や魅力向上のための要件を整理した。 
 

表 抽出した好事例の分類とヒアリング実施事業者 
事例番号 業種 事業者規模 事例分類 

事例１ 旅客運送業 中小企業 熟練活躍、就業体制 

事例２ 金属加工業 中小企業 人材確保・育成 

事例３ 自動車整備業 中小企業 人材確保・育成、労働環境 

事例４ 自動車整備業 大手企業 女性活躍 

事例５ 自動車整備業 大手企業 女性活躍 

事例６ 自動車整備業 中小企業 女性・若者・熟年活躍、労働環境 
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２－２－２．調査結果 

 
●事例１ 

 
 
●事例２ 
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●事例３ 

 
 
●事例４ 
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●事例５ 

 

 
●事例６ 
 
  

事業内容 各種自動車の整備、修理、販売

事業規模 大企業 資本金 約1.000万円 回答者 支店長

従業員 699名 訪問支店では約40名（技術職27名。うち女性4名）

１．注目すべき
施策内容

女性だけの整備チームを立ち上げ、業務用自家用車中心とし
た典型・整備体制を確立。

⇒
⇒
⇒

⇒

各支店には、女性のための更衣室、トイレ等を整備。
整理整頓、床磨きは毎日実施し、清潔感ある空間を造成。

福利厚生については、グループ会社の施設利用等も可能とさ
せている。
2012年当初は、女性整備士が全支店で7名。現在9名となる。

なお退職者は、結婚、出産といった理由で、整備業に対する
不満での退職はない。

２．当該施策を行う
きっかけ

グループ親会社である運輸会社を含め、女性の活用エリアを広
げるべく、グループをあげた女性雇用促進策として実施。

３．メリット・
デメリット

（メリット）
メディア等に取り上げられるようになった。

女性整備士でも男性整備士と遜色ない技術で業務を遂行す
る。

（デメリット）

制度として産休、育児休暇等があり、それらを利用しても
らっているが、現場としては大変になってしまう場合がある。
主力としている大型車については、女性は体力的に厳しい。

４．その他の施策 整備士に資格があれば、性別、国籍を問わず募集。

男女と問わず社内研修（新人、ベテラン、1級取得）を実施。
月9日間の休暇取得を可能とさせ、かつ年2回3連休若しくは
年1回の6連休取得を必須。

⇒

⇒
⇒

他支店では女性5名のうち、韓国人、インドネシア人がそれぞ
れ整備士として従事。
女性整備士も積極的にステップアップを望んでいる。
残業については、月45H以上はほぼ皆無。

５．他業種における
好事例の適用等

６．今後の取組み 女性のみのスタッフによる新たなカーステーションの設立を模
索中。
女性整備士も営業活動に取り込むような施策も検討中。
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２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査 

２－３－１．調査概要 

 自動車整備士の労働環境、待遇等の改善方策の検討に資するため、元整備士であった者で、他業

種への転職経験を持つ者に対して、転職（離職）を希望した理由、転職する際に求めた労働環境や

待遇についてアンケート調査を行った。調査は、都市部に居住する調査会社保有のモニター100 名

に対して実施した。 
 

調査内容  設問内容

基本属性  性別、年齢、居住地、働いたことのある業種、 終学歴、自動車整備
士資格の有無 
【整備業従事時について】 
 勤務地、ディーラー・専業工場の別、事業者規模、業務経験年数、
当時の給与、雇用形態、自動車整備業への就職の際の情報源 

【現在の職業について】 
 職種、雇用形態、勤続年数  

転職（離職）した理由  自動車整備業から転職（離職）した理由について上位５つを選択

転職する際に求めた条件  自動車整備業から新たな職業に転職する際に求めた条件について上
位５つを選択 

転職前と転職後の職業
観、 労働観の違い  

自動車整備業と現在の職業の労働環境を比較し、どのように感じるか

 
２－３－２．調査結果 

（１）回答者の属性および自動車整備業従事時の状況、現在の職業の状況 
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（２）自動車整備業から転職（離職）を希望した理由 
 性別、年代別、事業形態別にみると、いずれも「賃金の条件がよくなかった」「労働時間の条件が

よくなかった」が理由として上位に挙げられている。※グラフは上位５項目のみ記載 

 

＜性別＞ 

 

＜事業形態別＞ 
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1

1
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21.怪我・病気などの理由により自動車整備

業が継続できなくなった

20.自動車整備業という仕事が性に合わな

かった

16.職場での人間関係がよくなかった、整備

員同士の情報共有や連携が図れなかった

11.職場の新技術への対応が遅く、将来性

に不安を感じた

4.賞与がなかった・少なかった

2.休日・休暇等の条件がよくなかった

17.自動車整備業を続けていくことに対して

将来的な魅力・安定性を感じなかった

3.賃金の条件がよくなかった

1.労働時間の条件がよくなかった

女性（n=8)

1番目
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5番目5
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17.自動車整備業を続けていくこと

に対して将来的な魅力・安定性を

感じなかった

4.賞与がなかった・少なかった

2.休日・休暇等の条件がよくなかっ

た

1.労働時間の条件がよくなかった

3.賃金の条件がよくなかった

男性（n=92)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目

“女性”では、「自動車整備業を続けていくことに対して将来的な魅力・安定性を感
じなかった」が3番目に多くなっている
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7.賃金に対して責任やノルマが重

すぎると感じた

2.休日・休暇等の条件がよくな

かった

17.自動車整備業を続けていくこと

に対して将来的な魅力・安定性を

感じなかった

3.賃金の条件がよくなかった

1.労働時間の条件がよくなかった

ディーラー（n=33)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目 3

4

2
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12
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4.賞与がなかった・少なかった

17.自動車整備業を続けていくこと

に対して将来的な魅力・安定性を

感じなかった

2.休日・休暇等の条件がよくなかっ

た

1.労働時間の条件がよくなかった

3.賃金の条件がよくなかった

専業（n=54)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目

“ディーラー”では、「自動車整備業を続けていくことに対して将来的な魅力・安定
性を感じなかった」が3番目、「賃金に対して責任やノルマが重すぎると感じた」が
5番目に多くなっている
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＜年代別＞ 
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1

1
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17.自動車整備業を続けていくこと

に対して将来的な魅力・安定性を

感じなかった

7.賃金に対して責任やノルマが重

すぎると感じた

16.職場での人間関係がよくなかっ

た、整備員同士の情報共有や連

携が図れなかった

20代（n=1)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目
1
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1

6

1
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1
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3

1

1
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1

1

1
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1

1
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17.自動車整備業を続けていくこと

に対して将来的な魅力・安定性を

感じなかった

11.職場の新技術への対応が遅

く、将来性に不安を感じた

4.賞与がなかった・少なかった

1.労働時間の条件がよくなかった

3.賃金の条件がよくなかった

30代（n=15)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目
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17.自動車整備業を続けていくこと

に対して将来的な魅力・安定性を

感じなかった

4.賞与がなかった・少なかった

2.休日・休暇等の条件がよくなかっ

た

1.労働時間の条件がよくなかった

3.賃金の条件がよくなかった

40代（n=49)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目
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17.自動車整備業を続けていくこと

に対して将来的な魅力・安定性を

感じなかった

4.賞与がなかった・少なかった

2.休日・休暇等の条件がよくなかっ

た

1.労働時間の条件がよくなかった

3.賃金の条件がよくなかった

50代（n=35)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目

“30代”では、「職場の新技術への対応が遅く、将来性に不安を感じた」が4番目
に多くなっている
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（３）自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇 
 性別、年代別、事業形態別にみると、いずれも「賃金の条件がよい」「労働時間の条件がよい」「休

日・休暇の条件がよい」が理由として上位に挙げられている。※グラフは上位５項目のみ記載 

 

＜性別＞ 

  
＜事業形態別＞ 
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10.自分の持っている資格が役に

立つ職業

4.賞与が支給される

1.労働時間の条件がよい

2.休日・休暇の条件がよい

3.賃金の条件がよい

男性（n=92)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目

“女性”では、「正社員として採用してもらえる」が5番目に多くなっている
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12.自分の価値観に合った職業

10.自分の持っている資格が役に

立つ職業

6.正社員として採用してもらえる

4.賞与が支給される

3.賃金の条件がよい

2.休日・休暇の条件がよい

1.労働時間の条件がよい

女性（n=8)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目
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4
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4
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12.自分の価値観に合った職業

6.正社員として採用してもらえる

10.自分の持っている資格が役に

立つ職業

3.賃金の条件がよい

2.休日・休暇の条件がよい

1.労働時間の条件がよい

ディーラー（n=33)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目 3
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7.将来的な安定性が見込まれる

職業、企業

5.福利厚生が充実している

4.賞与が支給される

1.労働時間の条件がよい

2.休日・休暇の条件がよい

3.賃金の条件がよい

専業（n=54)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目

“ディーラー”では、「資格が役に立つ職業」「価値観にあった職業」、“専業”では
「将来的な安定性が見込まれる職業」が上位に挙げられている
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＜年代別＞ 
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5.福利厚生が充実している

2.休日・休暇の条件がよい

9.社員間の情報共有や連携がうま

くいっていると感じる企業

20代（n=1)

1番目
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4番目

5番目 1
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6.正社員として採用してもらえる

5.福利厚生が充実している

4.賞与が支給される

1.労働時間の条件がよい

3.賃金の条件がよい

2.休日・休暇の条件がよい

30代（n=15)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目
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6.正社員として採用してもらえる

4.賞与が支給される

10.自分の持っている資格が役に

立つ職業

1.労働時間の条件がよい

2.休日・休暇の条件がよい

3.賃金の条件がよい

40代（n=49)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目
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10.自分の持っている資格が役に

立つ職業

4.賞与が支給される

2.休日・休暇の条件がよい

3.賃金の条件がよい

1.労働時間の条件がよい

50代（n=35)

1番目

2番目

3番目

4番目

5番目

“30代”では、「福利厚生が充実している」が4番目に多くなっている。“30代・40
代”では「正社員として採用してもらえる」が5番目に多くなっている
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（４）自動車整備業と現在の職業の比較（現在の職業のほうがよい） 
 性別、年代別、事業形態別にみると、いずれも「労働時間の条件」「賃金の条件」「労働時間の条

件」「休日・休暇の条件」が“現在の職業のほうがよい“として上位に挙げられている。※グラフは上

位５項目のみ記載 

 

＜性別＞ 

  
＜事業形態別＞ 
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3.賃金の条件（責任やノルマとの

関係）

11.仕事に対するやりがい

6.職場での働きやすさ（職場の作

業環境）

2.休日・休暇の条件

1.労働時間の条件

男性（n=92)
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11.仕事に対するやりがい

10.職場での人間関係（社員同士

の情報共有や連携

6.職場での働きやすさ（職場の作

業環境）

2.休日・休暇の条件

1.労働時間の条件

女性（n=8)

“女性”では、「職場での人間関係」「仕事に対するやりがい」が上位に挙げら
れている
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10.職場での人間関係（社員同士

の情報共有や連携

3.賃金の条件（責任やノルマとの

関係）

11.仕事に対するやりがい

6.職場での働きやすさ（職場の作

業環境）

2.休日・休暇の条件

1.労働時間の条件

ディーラー（n=33)

28
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30
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6.職場での働きやすさ（職場の作

業環境）

3.賃金の条件（責任やノルマとの

関係）

11.仕事に対するやりがい

2.休日・休暇の条件

1.労働時間の条件

専業（n=54)

“ディーラー”では、「職場での働きやすさ（職場の作業環境） 」、“専業”では「仕事
に対するやりがい」が上位に挙げられている
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＜年代別＞ 
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10.職場での人間関係（社員同士

の情報共有や連携

7.人材確保の積極性

6.職場での働きやすさ（職場の作

業環境）

5.福利厚生の充実

3.賃金の条件（責任やノルマとの

関係）

2.休日・休暇の条件

20代（n=1)
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11.仕事に対するやりがい

3.賃金の条件（責任やノルマとの

関係）

1.労働時間の条件

2.休日・休暇の条件

6.職場での働きやすさ（職場の作

業環境）

30代（n=15)
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11.仕事に対するやりがい

10.職場での人間関係（社員同士

の情報共有や連携

6.職場での働きやすさ（職場の作

業環境）

2.休日・休暇の条件

1.労働時間の条件

40代（n=49)
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6.職場での働きやすさ（職場の作

業環境）

4.賞与の支給

2.休日・休暇の条件

3.賃金の条件（責任やノルマとの

関係）

1.労働時間の条件

11.仕事に対するやりがい

50代（n=35)

“30代”では、「職場での働きやすさ（職場の作業環境）」、“40代”では「職場
での人間関係」も上位に挙げられている
“50代”では「仕事に対するやりがい」が最も多く挙げられている
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２－４．自動車整備要員及び自動車整備業以外の就労者に対する労働環境等に関するアンケート調査 

２－４－１．調査概要 

 自動車整備業の労働環境の検討に必要な事項を把握するため、自動車整備事業者及び自動車整備

関係従業員に対するアンケート調査を実施した。また、自動車整備業との比較対象として、自動車

整備業以外の就労者に対するアンケート調査も実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 各アンケート調査の関係 
 

 なお、２－１から２－３の調査結果を踏まえ、以下の設問をアンケートに反映した。 
 
○整備事業者アンケート 

反映した設問 ２－１～２－３の調査結果 

AQ7_1  
女性整備関係従業員の採用に関する意向 
AQ7-1-1  
女性整備関係従業員の採用が困難な理由 

・女性に対する自動車整備業の斡旋状況について「増
えていない理由」の主な意見：（「企業も女性を受
け入れるような変化はみられない」） 

〔ｐ.18 ２－１．職業斡旋者等からみた自動車整備業の労働環境等に

関する特徴に関する調査 調査結果〕 

AQ7_2_1  
学生等への職業体験・施設体験等による自
動車整備業の魅力向上への取り組みに関
する意向 
AQ7_2_2  
職業体験・施設体験等の対象者 
AQ7_2_3  
学生の職業体験による採用制度の取り組
みが困難な理由   

施策内容（「 近インターンシップ制度を用いた大卒、
大学院率の採用を実施」） 

〔ｐ.20 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例２〕 

施策内容（「高校生インターンシップ制度を採用」）
〔ｐ.21 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例３〕 

職業斡旋者等からみた自動車整備

業の労働環境等に関する特徴の調

査（２－１．） 

女性整備士等が活躍している好事

例の調査（２－２．） 
元自動車整備業であった者に対す

るアンケート調査（２－３．） 

自動車整備要員に対する労働環境

等に関する調査（２－４．） 

（事業者／整備関係従業員） 

自動車整備業以外の就労者アンケ

ート（２－４．） 

アンケートへの反映 
比較 

自動車整備業の実態の把握 
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反映した設問 ２－１～２－３の調査結果 

AQ7_3_3  
シフト制勤務・フレックスタイム等の導入
状況 
（フレックスタイムの導入有無、コアタイ
ムがある場合の時間帯、シフト勤務の導入
の有無、短時間勤務の導入有無、短時間勤
務の対象者） 
AQ7_3_5_1  
シフト制勤務の導入に関する意向 
AQ7_3_5_2  
シフト制勤務の導入が困難な理由 
AQ7_3_5_3  
フレックスタイム制の導入に関する意向 
AQ7_3_5_4  
フレックスタイム制の導入が困難な理由 

・近年、女性の求職時に希望する条件についての主な
意見：（「土日休み、完全週休二日制」） 

・自動車整備業を希望する女性求職者の希望条件につ
いての主な意見：（「定型的な休日や残業が少ない
こと」） 

〔ｐ.18 ２－１．職業斡旋者等からみた自動車整備業の労働環境等に

関する特徴に関する調査 調査結果〕 

施策内容（「シフト制で月 1回休みが取れるようにし
ている」） 

〔ｐ.21 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例３〕 

施策内容（「時短・フレックスタイム制度の採用」）
〔ｐ.21 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例４〕 

自動車整備業から転職（離職）した理由 
・性別、年代別、事業形態別いずれも「労働時間の条
件がよくなかった」が理由として上位に挙げられて
いる 

〔p.24 ２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結

果 （２）自動車整備業から転職（離職）を希望した理由〕 

 
自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇
・性別、年代別、事業形態別いずれも「労働時間の条
件がよい」「休日・休暇の条件がよい」が理由とし
て上位に挙げられている 

〔p.26 ２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結

果 （３）自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇〕 

AQ7_4_2_1  
給与制度の見直しに関する意向 
AQ7_4_2_2  
給与制度の見直しが困難な理由 

自動車整備業から転職（離職）した理由 
・性別、年代別、事業形態別いずれも「賃金の条件が
よくなかった」が理由として上位に挙げられている

〔p.24 ２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結

果 （２）自動車整備業から転職（離職）を希望した理由〕 

 
自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇
・性別、年代別、事業形態別のいずれも「賃金の条件
がよい」が理由として上位に挙げられている 

〔p.26 ２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結

果 （３）自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇〕 

AQ7_5_1  
事業場の空調関連の設備の状況 
AQ7_5_2  
事業場の環境整備（空調等のハード面）の
改善に関する意向 
AQ7_5_3  
事業場の環境整備（空調等のハード面）の
改善が困難な理由  

施策内容（「従来の整備工場のイメージを脱却し、社
員に気持ち良く働いてもらうために、社員が会話し
易いカフェスタイルの食堂、風呂・シャワー室、工
場家屋内の明るさ、ウォーターサーバー設置等のハ
ード面の整備を実施。」） 

〔ｐ.21 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例３〕 

AQ7_7_1  
整備場に対する不平や不満等を収集する
体制の導入に関する意向 
AQ7_7_2  
整備場への改善提案要望を取り入れるこ
とが困難な理由 

施策内容（「週に 1時間、改善策の提案・評価を行う
改善策提案制度を策定」） 

〔ｐ.20 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例２〕 
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○整備関係従業員アンケート 
反映した設問 ２－１～２－３の調査結果 

BQ16_5  
給与・賃金に関する満足度 
BQ16_5_1  
給与・賃金に関して不満がある理由 

自動車整備業から転職（離職）した理由 
・性別、年代別、事業形態別いずれも「賃金の条件が
よくなかった」が理由として上位に挙げられている 
〔p.24 ２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結

果 （２）自動車整備業から転職（離職）を希望した理由〕 

 
自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇
・性別、年代別、事業形態別のいずれも「賃金の条件
がよい」が理由として上位に挙げられている 
〔p.26 ２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結

果 （３）自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇〕 

BQ16_6  
労働時間に関する満足度 
BQ16_6_1  
労働時間に関して不満がある理由 
 
BQ16_7  
休日・休暇に関する満足度 
BQ16_7_1  
休日・休暇に関して不満がある理由 

自動車整備業から転職（離職）した理由 
・性別、年代別、事業形態別いずれも「労働時間の条
件がよくなかった」が理由として上位に挙げられてい
る 
〔p.24 ２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結

果 （２）自動車整備業から転職（離職）を希望した理由〕 

 
自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇
・性別、年代別、事業形態別いずれも「労働時間の条
件がよい」「休日・休暇の条件がよい」が理由として
上位に挙げられている 
〔p.26 ２－３．元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結

果 （３）自動車整備業から転職する際に求めた労働環境や待遇〕 

BQ18  
あなたが勤務している事業場において、
次のような施策を提案された場合、あな
たは希望しますか 
④フレックスタイム制の導入 

施策内容（「シフト制で月 1回休みが取れるようにし
ている」） 
〔ｐ.21 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例３〕 

 
施策内容（「時短・フレックスタイム制度の採用」）
〔ｐ.21 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例４〕 

BQ18  
あなたが勤務している事業場において、
次のような施策を提案された場合、あな
たは希望しますか 
⑤事業場の環境整備（照明・空調等のハ
ード面）の向上 

施策内容（「従来の整備工場のイメージを脱却し、社
員に気持ち良く働いてもらうために、社員が会話し易
いカフェスタイルの食堂、風呂・シャワー室、工場家
屋内の明るさ、ウォーターサーバー設置等のハード面
の整備を実施。」） 
〔ｐ.21 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例３〕 

BQ18  
あなたが勤務している事業場において、
次のような施策を提案された場合、あな
たは希望しますか 
⑦職場に対する不平や不満を収集する体
制・制度の導入 

施策内容（「週に 1時間、改善策の提案・評価を行う
改善策提案制度を策定」） 
〔ｐ.20 ２－２．女性整備士等が活躍している好事例 調査概要 事

例２〕 
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２－４－２．調査方法 

 調査はインターネットアンケートにより実施した。調査実施時期、回答者数は以下のとおりであ

る。 
 
［調査実施時期］ 

 自動車整備業アンケート：平成 27 年 10 月 29 日～平成 28 年 1 月 31 日 
 自動車整備業以外の就労者アンケート：平成 27 年 11 月 24 日～平成 27 年 12 月 1 日 

 
［回答者数］ 

自動車整備業アンケート 自動車整備業以外の就労者アンケート 

 
事業者 
回答数  

整備関係従業員
回答数  

業種 回答数 

専業 58  233  建設業 300  

兼業 21  113  自動車製造業 300  

ディーラー 213  1,798  その他製造業 300  

自家 2  25  電気・ガス等 300  

合計 294  2,169  運輸業 300  

  販売業 300  

  飲食 300  

  福祉 300  
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２－４－３．アンケート結果による整備業の実態 

（１）回答者属性 
  〈整備事業者アンケート〉 

 回答事業者の整備関係従業員数は、ディーラーでは 5～9 人が も多く約 58%、専業・兼業・

自家（以下、「ディーラー以外」という）では 5 人未満が も多く約 47%である。 
 回答事業者の地域をみると、ディーラー・ディーラー以外ともに都市部の方が多く、ディーラ

ーで約 65%、ディーラー以外で約 48%である。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.7%

46.9%

16.3%

57.7%

34.6%

51.4%

24.9%

8.6%

20.4%

8.9%

9.9%

9.2%

3.8%

0.0%

2.7%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

自動車整備関係従業員数

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

65.3%

48.1%

60.5%

34.7%

51.9%

39.5%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

都市部・地方部の構成（事業者）

都市部 地方部

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数
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〈整備関係従業員アンケート：回答者属性〉 
 整備関係従業者の回答者の性別はほとんどが男性であり、ディーラーで 99.4%、ディーラー以

外で 98.9%となる。 
 整備関係従業者の回答者の年齢構成は、ディーラーは 20歳代から 40歳代までの年齢層が多く、

ディーラー以外では 30 歳代、40 歳代の年齢層が多い。 
 整備関係従業者の回答者の地域は、ディーラーでは都市部が約 65%と多く、ディーラー以外で

は都市部が約 50%と都市部・地方部がほぼ半数となる。 
 通勤時間について都市部と地方部に分けてみると、地方部の方が 30 分以内の割合は高い。 

 
〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

99.4%

98.9%

99.4%

0.6%

1.1%

0.6%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

性別構成

男性 女性

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

10.1%

3.5%

8.9%

15.2%

5.7%

13.6%

17.1%

13.7%

16.5%

18.5%

19.7%

18.7%

19.0%

22.6%

19.6%

11.6%

18.9%

12.9%

5.6%

9.2%

6.2%

2.4%

4.3%

2.7%

0.6%

2.4%

0.9%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

年齢構成

25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳以上

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

65.0%

50.1%

62.4%

35.0%

49.9%

37.6%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

都市部・地方部の構成（整備従業員）

都市部 地方部

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

0.3%

2.1%

1.0%

16.9%

26.4%

20.5%

34.5%

38.5%

36.0%

15.4%

16.6%

15.8%

23.0%

11.8%

18.8%

7.9%

2.8%

6.0%

0.8%

0.0%

0.5%

1.3%

1.8%

1.5%

0

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

都市部

地方部

合計

通勤時間

0分 ～15分以内 ～30分以内 ～45分以内

～1時間以内 ～1時間30分以内 ～2時間以内 2時間超

(1,354)

(815)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈自動車整備業以外の就労者アンケート：回答者属性〉 
 整備業以外就労者の回答者の性別構成は、電気・ガス等を除き、男女半数ずつ。電気・ガス等

もほぼ男女半数となる。 
 整備業以外就労者の回答者の年齢構成は、いずれの業種も 40 歳代前半から 50 歳代前半までの

年齢が多く、概ね 50%以上を占めている。 
 整備業以外就労者の回答者の性別構成は、電気・ガス等を除き、都市部と地方部が半数ずつ。

電気・ガス等もほぼ半数ずつとなる。 
〈整備業以外アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.0%

50.0%

50.0%

52.3%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

47.7%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

性別構成

男性 女性

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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〈整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.3%

1.0%

1.0%

5.0%

2.3%

0.7%

1.7%

1.3%

4.3%

7.0%

3.7%

4.3%

5.7%

4.3%

4.0%

3.7%

6.0%

10.7%

8.0%

5.0%

11.0%

10.3%

7.0%

8.3%

13.0%

16.3%

13.0%

9.3%

11.0%

11.3%

14.7%

17.3%

18.3%

20.0%

20.7%

22.0%

19.3%

16.3%

17.7%

18.7%

19.0%

13.0%

21.3%

19.7%

18.3%

14.0%

18.3%

15.0%

19.3%

20.3%

15.7%

17.7%

17.0%

19.3%

16.7%

18.0%

11.3%

9.7%

11.0%

11.7%

9.7%

13.0%

11.3%

12.3%

8.3%

2.0%

5.7%

5.3%

5.7%

10.7%

8.7%

5.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

年齢構成

25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

50.0%

50.0%

50.0%

55.7%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

44.3%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

都市部・地方部の構成

都市部 地方部

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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（２）整備業に対するやりがい・満足感・期待感 
〈①やりがいを感じること、満足度〉 
 整備関係従業員は、「故障したものを修復させた満足感や達成感がある」「困っている人の力にな

れる」「自動車の先端技術に触れられる」「いろいろな車に触れる機会がある」といった点で整備

業に対するやりがいを感じるという回答が多い。 
 仕事のやりがいに関して、「満足」「やや満足」と感じている回答がディーラーで約 50%、ディー

ラー以外で約 49%、「不満」「やや不満」と感じている回答がディーラーで約 39%、ディーラー以

外で約 42%。 
 整備業以外の 8 業種と比較すると、満足と感じている割合はやや低く、不満と感じている割合は

やや高い。 
〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.4%

36.0%

62.6%

17.1%

26.0%

7.1%

3.9%

8.1%

25.1%

42.6%

71.7%

23.2%

48.8%

7.8%

8.1%

6.5%

34.5%

37.2%

64.2%

18.1%

29.9%

7.2%

4.6%

7.8%

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

自動車の先端技術に触れられる

困っている人の力になれる

故障したものを修復させた満足感や達成感がある

整備を通じて安全・安心な自動車を提供できる

いろいろな車に触れられる機会がある

高級車に触れられる機会がある

クラッシックな車に触れられる機会がある

その他

自動車整備関係従業員としてやりがいを感じること

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(1,798)

専業・兼業・自家（371）

合計（2,169）
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〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈②仕事内容に関する満足度〉 
 仕事の内容に関して、「満足」「やや満足」と感じている回答よりも、「不満」「やや不満」と感じ

ている回答が多く、ディーラーで約 48%、ディーラー以外で約 49%が不満を感じている。 
 整備業以外の 8 業種では、「満足」「やや満足」と感じている回答が、 「不満」「やや不満」と感

じている回答よりも多い。 
 都市部と地方部に分けてみると、ほぼ同様な傾向を示すものの、地方部では「不満」が僅かに多

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.6%

19.4%

15.7%

12.3%

13.7%

12.0%

15.3%

14.7%

19.3%

12.3%

36.7%

29.1%

43.7%

40.3%

40.0%

40.3%

37.3%

40.7%

44.7%

47.3%

10.6%

9.2%

13.7%

10.7%

8.7%

18.0%

11.0%

12.0%

11.0%

9.7%

17.9%

19.9%

15.0%

20.7%

21.0%

15.7%

15.7%

20.3%

13.7%

14.7%

21.3%

22.4%

12.0%

16.0%

16.7%

14.0%

20.7%

12.3%

11.3%

16.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

仕事のやりがいに関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,798)

(371)

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10.8%

13.2%

17.0%

14.0%

14.7%

12.3%

14.0%

15.3%

17.3%

11.0%

31.6%

27.8%

41.3%

43.3%

37.0%

43.0%

38.0%

38.0%

43.3%

44.7%

9.7%

9.7%

10.0%

8.3%

7.0%

14.3%

9.0%

12.3%

11.3%

9.0%

21.7%

23.5%

19.7%

20.7%

23.3%

18.3%

19.7%

20.7%

16.0%

19.3%

26.1%

25.9%

12.0%

13.7%

18.0%

12.0%

19.3%

13.7%

12.0%

16.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

仕事内容に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,798)

(371)

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

14.6%

14.5%

14.6%

37.5%

31.9%

35.4%

9.5%

11.8%

10.3%

18.8%

17.3%

18.2%

19.6%

24.5%

21.5%

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

都市部

地方部

合計

仕事内容に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,354)

(815)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈③将来に対する期待度〉 
 事業場の将来性に関して「期待できない」「あまり期待できない」と感じている整備関係従業員

はディーラーで約 54%、ディーラー以外で約 73%。 
 整備関係従業員を続けるうえでの将来性については、「自動車整備業・自動車産業自体に不安を

感じている」という回答がディーラー、ディーラー以外ともに多い。 
 事業場の将来性に関して期待できないと感じている整備関係従業員の方が「自動車整備業・自動

車産業自体に不安を感じている」 という回答の割合が高い。 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.2%

8.6%

13.3%

23.4%

12.9%

21.6%

8.3%

5.1%

7.7%

32.4%

36.9%

33.2%

21.7%

36.4%

24.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

事業場の将来性に対する期待度

期待している やや期待している どちらとも言えない あまり期待できない 期待できない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

11.8%

40.5%

31.4%

53.2%

10.5%

6.2%

41.0%

42.9%

64.2%

12.7%

10.8%

40.6%

33.4%

55.0%

10.8%

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

特に不安は感じていない

年齢的な不安を感じている

技術的な進歩が速く

技術習得に不安を感じている

景気後退など、自動車整備業・

自動車産業自体に不安を感じている

その他

自動車整備関係従業員を続けるうえでの将来性

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(1,798)

専業・兼業・自家（371）

合計（2,169）
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21.9%

39.6%

31.7%

35.2%

5.3%

17.5%

38.8%

38.8%

43.8%

6.3%

21.4%

39.6%

32.4%

36.1%

5.4%

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

特に不安は感じていない

年齢的な不安を感じている

技術的な進歩が速く

技術習得に不安を感じている

景気後退など、自動車整備業・

自動車産業自体に不安を感じている

その他

「事業場の将来性を期待している」と感じる回答者の自動車整備関係従業員を続けるうえでの将来性

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(676)

専業・兼業・自家（80）

合計（756）

4.4%

41.5%

31.4%

66.0%

14.3%

2.6%

41.9%

44.5%

69.5%

15.4%

4.0%

41.6%

34.3%

66.7%

14.5%

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

特に不安は感じていない

年齢的な不安を感じている

技術的な進歩が速く

技術習得に不安を感じている

景気後退など、自動車整備業・

自動車産業自体に不安を感じている

その他

「事業場の将来性を期待できない」と感じる回答者の自動車整備関係従業員を続けるうえでの将来性

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(973)

専業・兼業・自家（272）

合計（1,245）
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〈③将来に対する期待度〉 
 自動車整備関係従業員を続けるうえでの将来性で、「自動車整備業・自動車産業自体に不安を感

じている」を回答した年齢層は、ディーラー、ディーラー以外ともに 40～44 歳の割合が も高

く、ディーラーで約 20%、ディーラー以外で約 24%となっている。 
〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.9%

2.5%

7.6%

16.4%

6.3%

14.4%

16.9%

14.7%

16.5%

17.6%

21.0%

18.3%

20.3%

23.9%

21.0%

13.0%

19.3%

14.2%

5.0%

8.4%

5.7%

1.2%

2.9%

1.5%

0.7%

0.8%

0.8%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

「自動車整備業・自動車産業自体に不安を感じる」を回答した年齢層

25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳以上

(875)

(184)

(1,059)

※．カッコ内は回答者数
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〈④整備業を継続する上で重視するもの〉 
 整備関係従業員を続けていく上で も重視するものについては、ディーラー、ディーラー以外と

もに「給与・賃金が仕事に見合っている」という回答が も多く、ディーラーで約 35%、ディー

ラー以外で約 36%となっている。 
 整備業以外の 8 業種では、福祉関係以外は、「仕事と生活の調和」を回答する割合が も高い。 

 
〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.2%

18.3%

17.7%

15.7%

15.3%

13.0%

12.3%

18.0%

22.0%

11.3%

27.4%

18.9%

28.3%

30.7%

32.3%

30.0%

31.0%

28.3%

27.0%

27.0%

8.7%

11.6%

15.0%

9.0%

9.3%

12.7%

9.0%

17.0%

24.3%

8.0%

2.6%

1.9%

1.7%

5.0%

2.3%

1.3%

2.3%

1.0%

2.0%

4.3%

1.9%

1.3%

1.0%

2.0%

1.0%

2.7%

2.0%

2.3%

2.3%

4.0%

3.4%

1.1%

10.0%

12.7%

14.3%

8.7%

12.7%

8.3%

3.7%

7.0%

35.3%

36.1%

21.0%

21.7%

18.7%

21.7%

24.0%

21.0%

15.3%

32.0%

3.6%

7.3%

0.7%

1.7%

2.0%

0.3%

0.7%

0.3%

1.3%

1.7%

1.5%

3.0%

3.3%

0.7%

3.0%

7.7%

4.0%

2.0%

1.0%

3.3%

1.3%

0.5%

1.3%

1.0%

1.7%

2.0%

2.0%

1.7%

1.0%

1.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

現在の職業を続けていく上で最も重視するもの

満足のいく仕事ができる環境 仕事と生活の調和

経営が安定している 挨拶や声掛などがしっかりできており事業場に活気がある

困り事や悩み事を相談できる相手がいる 正社員としての雇用

給与・賃金が仕事に見合っている 技術向上等による昇給・昇格制度の確立

福利厚生の充実 その他

※．カッコ内は回答者数

(1,798)

(371)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)



49 
 

（３）人材確保 
〈①女性・60 歳以上・外国人採用の実態〉 

 女性を雇用している割合はディーラーで約 27%、ディーラー以外で約 22%となる。 
 ディーラー以外で 60 歳以上を雇用している割合は約 49%となる。 
 外国人を雇用している割合はディーラーで 1%未満、ディーラー以外では約 3%となる。 

 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

73.2%

77.8%

74.5%

23.0%

19.8%

22.1%

1.4%

2.5%

1.7%

0.9%

0.0%

0.7%

1.4%

0.0%

1.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

女性の自動車整備関係従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

88.3%

50.6%

77.9%

10.3%

38.3%

18.0%

0.5%

11.1%

3.4%

0.9%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

60歳以上の自動車整備関係従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数
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〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

99.1%

97.5%

98.6%

0.9%

1.2%

1.0%

0.0%

1.2%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

外国人の自動車整備関係従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数
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〈②女性採用の意向と課題〉 
 女性採用に積極的な意向を示しているディーラーの割合は約 78%、ディーラー以外は約 46%

となる。 
 女性採用を希望する従業員の割合は、ディーラーで約 41%、ディーラー以外で約 52%となる。 
 女性採用が困難な理由として「体力的な面で難しい」をあげる事業者が約 49％。「就職を希望

する女性がいない」をあげる事業者は約 51％。ディーラー以外においては「施設改善の投資費

用がない」も約 43％と高い。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

62.9%

11.1%

48.6%

15.5%

34.6%

20.7%

4.7%

6.2%

5.1%

16.9%

48.1%

25.5%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

女性整備関係従業員の採用に関する意向

既に実施しており、今後も積極的に採用 実施していないが、今後は積極的に採用

既に実施しているが、今後は採用の予定がない 実施しておらず、今後も採用は困難

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

23.6%

32.1%

25.0%

17.4%

19.9%

17.8%

24.0%

25.1%

24.2%

21.7%

14.0%

20.4%

13.3%

8.9%

12.5%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

女性整備関係従業員の採用

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈③魅力向上に対する取組の意向と課題〉 

 整備業の魅力向上の取り組みに積極的なディーラーの割合は約 94%、ディーラー以外は約 59%
となる。 

 ディーラー、ディーラー以外ともに整備業の魅力向上への取り組みを希望する従業員は約 60%
近くを占める。 

 魅力向上の取り組みが困難な理由として「学生の怪我・事故が不安」「顧客から預かっている

車を扱わせることが不安」をあげるディーラー以外の事業者が約 50%となる。 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.0%

23.9%

19.6%

21.7%

6.5%

45.7%

13.0%

47.7%

34.1%

20.5%

43.2%

36.4%

56.8%

13.6%

48.9%

28.9%

20.0%

32.2%

21.1%

51.1%

13.3%

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

職業柄、身体的・体力的な面で難しい

結婚後の退職や長期休職により

業務に支障が出る可能性がある

柔軟な勤務時間、短時間勤務

への対応が困難

女性整備関係従業員のための

施設改善の投資費用がない

受入れのためにどのような環境を

整備すればよいか不明

整備関係従業員として

就職を希望する女性がいない

その他

女性整備関係従業員の採用が困難な理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(46)

専業・兼業・自家（44）

合計（90）

83.1%

29.6%

68.4%

10.8%

29.6%

16.0%

0.9%

6.2%

2.4%

5.2%

34.6%

13.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

職業体験等による整備業の魅力向上への取り組みに関する意向

既に実施しており、今後も積極的に実施 実施していないが、今後は積極的に実施

既に実施しているが、今後は実施が困難 実施しておらず、今後も実施は困難

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

29.0%

30.5%

29.3%

29.3%

27.2%

29.0%

16.1%

17.3%

16.3%

16.4%

15.1%

16.1%

9.2%

10.0%

9.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

学生等への職業体験・施設体験等による自動車整備業の魅力向上への取り組み

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

30.8%

7.7%

0.0%

15.4%

0.0%

0.0%

38.5%

23.1%

30.3%

21.2%

18.2%

54.5%

48.5%

0.0%

33.3%

6.1%

30.4%

17.4%

13.0%

43.5%

34.8%

0.0%

34.8%

10.9%

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

伝手がない

インターンシップを運営できる

人材・ノウハウがない

自動車整備に関する学科がある

学校が近くにない

学生の怪我・事故が不安

顧客から預かっている車を

扱わせることに不安

教育委員会の規制がある

作業進捗の妨げになる

その他

職業体験による採用制度の取り組みが困難な理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(13)

専業・兼業・自家（33）

合計（46）
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〈④長期休職後の復職の意向と課題〉 
 長期休職後の同一ポジションへの復職に積極的なディーラーの割合は約 82%、ディーラー以外

では約 70%となる。 
 長期休職後に同一ポジションに復職できることを希望する従業員の割合は、ディーラーで約

68%、ディーラー以外で約 65%となる。 
 同一ポジションへの復職が困難な理由として「新たな技術の習得が追い付いていない」をあげ

る事業者が 40%程度存在。 
 長期休職後に同一ポジションに復職できることを希望する整備関係従業員は、男性で約 67%、

女性で約 79%と女性の希望が高い。 
 長期休職後に整備関係従業員に「問題なく復職できた」と回答した従業員の割合は、男性で約

73％、女性で 100%となる。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.5%

40.7%

60.9%

13.6%

29.6%

18.0%

4.7%

2.5%

4.1%

13.1%

27.2%

17.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

長期休職後の同一ポジションへの復職に関する意向

既に実施しており、今後も積極的に実施 実施していないが、今後は積極的に実施

既に実施しているが、今後は実施が困難 実施しておらず、今後も実施は困難

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

43.0%

45.3%

43.4%

24.9%

19.4%

23.9%

18.1%

17.8%

18.1%

9.9%

12.9%

10.4%

4.1%

4.6%

4.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.1%

28.9%

18.4%

23.7%

37.5%

20.8%

29.2%

20.8%

40.3%

25.8%

22.6%

22.6%

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

新たな技術の習得が追い付いていない

育児等のために労働時間に制約がある

同一ポジションへの復職希望がない

その他

長期復職後の同一ポジションへの復職が困難な理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(38)

専業・兼業・自家（24）

合計（62）

43.2%

64.3%

43.4%

24.0%

14.3%

23.9%

18.1%

21.4%

18.1%

10.5%

0.0%

10.4%

4.2%

0.0%

4.2%

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

男性

女性

合計

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(2,155)

(14)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

73.1%

100.0%

73.2%

17.3%

0.0%

17.2%

3.6%

0.0%

3.5%

6.1%

0.0%

6.1%

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

男性

女性

合計

長期休職後の整備従業員への復職

問題なく復職できた 体力的に厳しいと感じた

新しい技術についていけず厳しいと感じた その他

(197)

(1)

(198)

※．カッコ内は回答者数
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（４）人材育成 
 〈研修制度〉 

 未経験者に対する研修を実施していると回答した事業者の割合は、ディーラーで約 93%、ディ

ーラー以外で約 73%。整備関係従業員からみた場合、ディーラーで約 75%、ディーラー以外で

約 28%と、事業者との意識にズレがある。 
 都市部と地方部に分けてみると、いずれも半数以上は実施しているものの、地方部においてそ

の実施割合は僅かに低い。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92.9%

73.2%

87.6%

7.1%

26.8%

12.4%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

未経験者受け入れ後の研修の有無

あり なし

(112)

(41)

(153)

※．カッコ内は回答者数

74.5%

28.3%

66.6%

25.5%

71.7%

33.4%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

未経験者に対する研修の有無

あり なし

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

71.1%

59.1%

66.6%

28.9%

40.9%

33.4%

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

都市部

地方部

合計

未経験者に対する研修の有無

あり なし

(1,354)

(815)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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 〈研修制度〉 
 新技術に関する研修を実施していると回答した事業者の割合は、ディーラーで約 98%、ディ

ーラー以外で約 77%。整備関係従業員からみた場合、ディーラーで約 82%、ディーラー以外で

約 39%と、事業者との意識にズレがある。 
 都市部と地方部に分けてみると、いずれも半数以上実施しているものの、地方部においてその

実施割合は僅かに低い。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97.7%

76.5%

91.8%

2.3%

23.5%

8.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

最新技術に関する研修の有無

あり なし

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

82.4%

39.4%

75.1%

17.6%

60.6%

24.9%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

最新技術に関する研修の有無

あり なし

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

78.2%

69.8%

75.1%

21.8%

30.2%

24.9%

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

都市部

地方部

合計

最新技術に関する研修の有無

あり なし

(1,354)

(815)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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 〈研修制度〉 
 新車種に関する研修を実施していると回答した事業者の割合は、ディーラーで約 97%、ディ

ーラー以外で約 64%。整備関係従業員からみた場合、ディーラーで約 84%、ディーラー以外で

約 30%と、事業者との意識にズレがある。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

96.7%

64.2%

87.8%

3.3%

35.8%

12.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

最新車種に関する研修の有無

あり なし

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

83.5%

30.2%

74.4%

16.5%

69.8%

25.6%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

最新車種に関する研修の有無

あり なし

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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 〈研修制度〉 
 自動車整備士資格取得に関する研修を実施していると回答した事業者の割合は、ディーラーで

約 82%、ディーラー以外で約 69% 。整備関係従業員からみた場合、ディーラーで約 49%、デ

ィーラー以外で約 40%と、事業者との意識にズレがある。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

81.7%

69.1%

78.2%

18.3%

30.9%

21.8%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

自動車整備士資格取得に関する研修の有無

あり なし

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

49.4%

40.2%

47.8%

50.6%

59.8%

52.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

自動車整備士資格取得に関する研修の有無

あり なし

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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（５）定着 
〈①給与〉 

 整備関係従業員の 1 ヶ月の給与は、ディーラー、ディーラー以外ともに 20 万円～25 万円の割

合が も高い。35 万円以上の割合は、ディーラーで約 21%、ディーラー以外で約 10%となる。 
 整備業以外の 8 業種については、全業種で 15 万円未満の割合が 10%以上と整備関係従業員よ

りも高い。20 万円未満の割合は、整備関係従業員が他の業種よりも低い。35 万円以上の割合

は建設業、自動車製造業、その他製造業、電気・ガス等でディーラーよりも高い。ディーラー

以外の 35 万円以上の割合（約 7%）は、他の 8 業種と比べて も低い。 
 

〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※．グラフ中の赤の区分線は、厚生労働省「平成 26 年賃金構造基本統計調査」の“きまって支給する現金給与額の企業規

模計（10 人以上）男女計学歴計の平均値（329.6 千円）”よりも上の給与ランクとの区切りを示している。  

  

3.0%

5.4%

18.3%

15.0%

11.0%

19.7%

17.7%

25.3%

41.7%

17.3%

21.8%

21.6%

16.0%

14.7%

23.0%

14.0%

21.7%

24.0%

15.3%

26.7%

24.0%

29.4%

21.0%

14.3%

17.7%

13.3%

18.0%

14.3%

14.7%

26.0%

17.9%

22.9%

11.3%

12.7%

11.0%

8.3%

13.0%

12.3%

9.7%

10.0%

12.1%

13.5%

9.0%

8.0%

9.0%

10.7%

13.3%

8.0%

7.0%

7.7%

7.8%

4.3%

5.7%

6.7%

6.0%

6.7%

6.0%

5.3%

3.3%

4.0%

5.8%

0.8%

5.3%

7.0%

4.3%

4.7%

3.0%

3.3%

1.7%

2.7%

3.4%

1.1%

4.0%

6.0%

3.0%

5.3%

1.3%

1.3%

1.3%

2.0%

4.1%

1.1%

9.3%

15.7%

15.0%

17.3%

6.0%

6.0%

5.3%

3.7%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な給与

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満 ～30万円未満 ～35万円未満

～40万円未満 ～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(1,798)

※．カッコ内は回答者数

(371)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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〈①給与〉 
 20 歳代においてはディーラー、ディーラー以外ともに 20 万円未満が半数以上を占める。 
 35 万円以上の割合は、ディーラーでは年齢が高くなるほど高くなり、50 歳代では半数以上。 
 ディーラー以外では、その割合は低く、50 歳代でも約 10％～20%程度となる。 

 
〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

18.2%

5.5%

1.0%

0.6%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

65.2%

43.8%

21.8%

8.7%

10.3%

8.6%

4.0%

0.0%

9.1%

12.2%

27.7%

34.9%

28.6%

20.2%

18.7%

14.0%

14.0%

36.4%

4.4%

14.6%

20.5%

24.7%

23.5%

12.9%

12.0%

14.0%

36.4%

0.0%

5.5%

11.4%

17.2%

15.0%

16.3%

19.0%

14.0%

9.1%

0.0%

2.6%

7.2%

7.2%

12.0%

14.8%

11.0%

11.6%

0.0%

0.0%

0.0%

2.3%

7.5%

9.7%

12.4%

6.0%

14.0%

9.1%

0.0%

0.0%

0.3%

3.9%

4.7%

7.2%

11.0%

14.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0.7%

1.5%

4.4%

9.1%

23.0%

18.6%

0.0%

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

25歳未満

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60歳以上

年齢層別の1ヶ月の平均的な給与（ディーラー）

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満 ～30万円未満 ～35万円未満

～40万円未満 ～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(181)

※．カッコ内は回答者数

(274)

(307)

(332)

(341)

(209)

(100)

(43)

(11)
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

23.1%

4.8%

11.8%

1.4%

4.8%

5.7%

0.0%

0.0%

11.1%

46.2%

47.6%

31.4%

24.7%

19.0%

14.3%

0.0%

25.0%

0.0%

23.1%

38.1%

29.4%

28.8%

27.4%

31.4%

35.3%

25.0%

11.1%

7.7%

4.8%

17.6%

24.7%

25.0%

24.3%

32.4%

12.5%

55.6%

0.0%

0.0%

5.9%

12.3%

14.3%

18.6%

23.5%

18.8%

22.2%

0.0%

4.8%

2.0%

6.8%

4.8%

4.3%

2.9%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

2.0%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

0.0%

2.9%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

1.4%

2.9%

0.0%

0.0%

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

25歳未満

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60歳以上

年齢層別の1ヶ月の平均的な給与（専業・兼業・自家）

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満 ～30万円未満 ～35万円未満

～40万円未満 ～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(13)

※．カッコ内は回答者数

(21)

(51)

(73)

(84)

(70)

(34)

(16)

(9)
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〈①給与〉 
 35 万円以上の割合は、自動車製造業、その他製造業ともに 30 歳代からその割合が高くなり、

50 歳代後半には約 60％を占める。 
 その他製造業においては、40 歳代でも 20 万円未満が約 34％を占め、整備関係従業員よりやや

低い。 
 

〈整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

66.7%

33.3%

18.8%

16.3%

15.0%

10.3%

14.8%

0.0%

0.0%

33.3%

38.1%

21.9%

14.3%

21.7%

5.1%

4.9%

6.9%

16.7%

0.0%

14.3%

15.6%

26.5%

16.7%

7.7%

8.2%

13.8%

0.0%

0.0%

14.3%

15.6%

10.2%

11.7%

20.5%

9.8%

10.3%

16.7%

0.0%

0.0%

9.4%

8.2%

8.3%

12.8%

8.2%

3.4%

16.7%

0.0%

0.0%

6.3%

8.2%

5.0%

10.3%

8.2%

3.4%

16.7%

0.0%

0.0%

3.1%

6.1%

5.0%

12.8%

8.2%

10.3%

16.7%

0.0%

0.0%

9.4%

2.0%

5.0%

5.1%

8.2%

13.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

8.2%

11.7%

15.4%

29.5%

37.9%

16.7%

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

25歳未満

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60歳以上

年齢層別の1ヶ月の平均的な給与（自動車製造業）

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満 ～30万円未満 ～35万円未満

～40万円未満 ～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(3)

※．カッコ内は回答者数

(21)

(32)

(49)

(60)

(39)

(61)

(29)

(6)
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〈整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

33.3%

0.0%

4.2%

7.7%

12.9%

15.6%

10.6%

3.0%

23.5%

33.3%

36.4%

45.8%

25.6%

17.7%

18.8%

23.4%

18.2%

17.6%

33.3%

36.4%

37.5%

20.5%

21.0%

7.8%

12.8%

12.1%

17.6%

0.0%

18.2%

0.0%

17.9%

19.4%

12.5%

2.1%

3.0%

11.8%

0.0%

0.0%

8.3%

10.3%

8.1%

14.1%

6.4%

3.0%

17.6%

0.0%

0.0%

4.2%

10.3%

4.8%

3.1%

12.8%

6.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.1%

1.6%

7.8%

2.1%

12.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.6%

1.6%

4.7%

6.4%

3.0%

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

0.0%

12.9%

15.6%

23.4%

39.4%

11.8%

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

25歳未満

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60歳以上

年齢層別の1ヶ月の平均的な給与（その他製造業）

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満 ～30万円未満 ～35万円未満

～40万円未満 ～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(3)

※．カッコ内は回答者数

(11)

(24)

(39)

(62)

(64)

(47)

(33)

(17)
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〈①給与〉 
 都市部の 25 万円未満の割合は、ディーラーで約 43％、ディーラー以外で約 48%。 
 地方部の 25 万円未満の割合は、ディーラーで約 59％、ディーラー以外で約 64%。 

 
〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.5%

4.3%

13.3%

4.0%

5.3%

13.2%

11.3%

17.3%

30.7%

15.3%

20.8%

17.2%

14.7%

14.0%

16.0%

13.8%

16.0%

20.0%

14.0%

22.0%

19.9%

26.9%

26.7%

17.3%

22.0%

12.0%

20.7%

18.0%

15.3%

26.7%

19.2%

31.2%

7.3%

14.0%

12.7%

10.2%

15.3%

17.3%

12.7%

10.0%

13.2%

11.8%

9.3%

11.3%

9.3%

14.4%

14.7%

10.0%

12.0%

9.3%

8.4%

4.3%

7.3%

6.7%

8.0%

5.4%

6.0%

5.3%

4.0%

6.0%

6.1%

1.1%

2.7%

10.0%

3.3%

6.0%

5.3%

3.3%

2.7%

3.3%

4.4%

1.6%

5.3%

4.7%

4.0%

6.0%

2.0%

2.0%

2.0%

4.0%

5.7%

1.6%

13.3%

18.0%

19.3%

19.2%

8.7%

6.7%

6.7%

3.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な給与（都市部）

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満 ～30万円未満 ～35万円未満

～40万円未満 ～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(1,168)

※．カッコ内は回答者数

(168)

(150)

(150)

(150)

(167)

(150)

(150)

(150)

(150)
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〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.0%

6.5%

23.3%

26.0%

16.7%

27.8%

24.0%

33.3%

52.7%

19.3%

23.7%

25.9%

17.3%

15.3%

30.0%

14.3%

27.3%

28.0%

16.7%

31.3%

31.7%

31.9%

15.3%

11.3%

13.3%

15.0%

15.3%

10.7%

14.0%

25.3%

15.6%

14.6%

15.3%

11.3%

9.3%

6.0%

10.7%

7.3%

6.7%

10.0%

10.2%

15.1%

8.7%

4.7%

8.7%

6.0%

12.0%

6.0%

2.0%

6.0%

6.8%

4.3%

4.0%

6.7%

4.0%

8.3%

6.0%

5.3%

2.7%

2.0%

5.2%

0.5%

8.0%

4.0%

5.3%

3.0%

0.7%

3.3%

0.7%

2.0%

1.7%

0.5%

2.7%

7.3%

2.0%

4.5%

0.7%

0.7%

0.7%

0.0%

1.1%

0.5%

5.3%

13.3%

10.7%

15.0%

3.3%

5.3%

4.0%

4.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な給与（地方部）

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満 ～30万円未満 ～35万円未満

～40万円未満 ～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(630)

※．カッコ内は回答者数

(185)

(150)

(150)

(150)

(133)

(150)

(150)

(150)

(150)
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〈①給与〉 
 整備関係従業員への給与について、給与を上げているという回答は、ディーラーでは約 90%、

ディーラー以外では約 70%。 
 ディーラーは、能力に基づく評価が約 83%、資格取得に応じた評価が約 57%である。ディーラ

ー以外は、能力に基づく評価が約 67%で も高い。 
 自動車整備士資格取得者に対する手当の支給では、「毎月の給与に併せて手当てを支給」がデ

ィーラー、ディーラー以外ともに約 60%以上とそれぞれ も高い。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.1%

70.4%

84.7%

9.9%

29.6%

15.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

整備関係従業員への給与制度について

給与を上げている 給与は一定である

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

42.2%

56.8%

83.3%

4.2%

43.9%

29.8%

66.7%

5.3%

42.6%

50.6%

79.5%

4.4%

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

定期的（年功序列）

資格取得に応じた評価

能力・態度等に基づく評価

その他

給与を上げる際の基準

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(192)

専業・兼業・自家（57）

合計（249）
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〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

61.0%

5.6%

17.4%

3.8%

29.1%

61.7%

8.6%

12.3%

1.2%

33.3%

61.2%

6.5%

16.0%

3.1%

30.3%

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

毎月の給与に併せて手当を支給

賞与支給に併せて手当を支給

資格取得時に手当を支給

その他

なし

自動車整備士資格取得者に対する手当の支給

ディーラー 自家 合計

※．回答数

ディーラー(213)

専業・兼業・自家（81）

合計（294）
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〈①給与〉 
 給与・賃金に関して「不満」「やや不満」と感じている整備関係従業員は、ディーラーで約 60%、

ディーラー以外で約 73%である。また、「不満」を感じている整備関係従業員は、他の業種よ

りも高い。 
 都市部と地方部に分けてみると、地方部においては「不満」がやや多い。 
 給与賃金に対する理由で不満が も高いのは、ディーラーで「労働時間に対して低いと感じる」、

ディーラー以外「他業種・他社と比べて低いと感じる」。 
 

〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9.1%

5.9%

8.3%

9.3%

8.0%

8.3%

7.3%

8.7%

9.3%

8.0%

23.5%

16.2%

26.0%

33.3%

24.7%

31.3%

23.0%

21.0%

21.3%

20.0%

7.0%

4.6%

11.7%

8.7%

7.3%

14.7%

9.7%

12.0%

14.7%

6.7%

21.4%

26.4%

29.3%

29.7%

33.0%

26.0%

25.3%

26.7%

25.0%

32.0%

39.0%

46.9%

24.7%

19.0%

27.0%

19.7%

34.7%

31.7%

29.7%

33.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

給与・賃金に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,798)

(371)

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

342

187

165

105

116

60

41

43

27

0

198

158

167

154

121

94

90

57

6

41

129

204

127

116

80

121

104

64

6

135

669

549

459

375

317

275

235

164

39

176

0100200300400500600700

労働時間に対して低いと感じる

他業種・他社と比べて低いと感じる

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

危険が伴う労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

評価制度による能力、情意等による評価が反映されていない

資格取得による評価が反映されない

定期昇給がない

その他

あてはまるものはない

給与・賃金に関して不満がある理由

1番目 2番目 3番目

※．回答者数

ディーラー（999）

専業・兼業・自家（202）

ディーラー

70

48

40

21

21

17

8

38

9

0

27

41

37

22

42

22

20

49

5

7

32

44

34

24

13

39

27

32

4

23

129

133

111

67

76

78

55

119

18

30

0 20 40 60 80 100 120 140

専業・兼業・自家

①

②

④

⑦

⑥

⑤

⑧

③

専業・兼業・自家の丸数字は、

不満理由の回答の多い順を

示している。

9.7%

6.7%

8.6%

25.8%

16.3%

22.2%

7.2%

5.5%

6.6%

21.9%

22.8%

22.3%

35.4%

48.6%

40.3%

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

都市部

地方部

合計

給与・賃金に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,354)

(815)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈①給与〉 
 賃金・給与に関して不満・やや不満と回答した整備関係従業員のうち、不満の理由が「他業種・

他業種と比べて低い」と回答した整備関係従業員（ディーラー549 人、ディーラー以外 133 人）

の年齢層の内訳は、30 歳代が多く、ディーラーで約 36%、ディーラー以外で約 42%。 
 賃金・給与に関して不満・やや不満と回答した整備関係従業員のうち、不満の理由が「労働時

間に対して低いと感じる」と回答した整備関係従業員（ディーラー669 人、ディーラー以外 129
人）の年齢層の内訳は、30 歳代が多く、ディーラーで約 37%、ディーラー以外で約 35%。 

 賃金・給与に関して不満・やや不満と回答した整備関係従業員のうち、不満の理由が「定期昇

給がない」と回答した整備関係従業員（ディーラー164 人、ディーラー以外 119 人）の年齢層

の内訳は、ディーラーでは 30 歳代後半が も多く約 22%、ディーラー以外では 40 歳代後半

が も多く約 23%。 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

9.5%

1.5%

7.9%

17.3%

4.5%

14.8%

18.4%

18.0%

18.3%

17.1%

24.1%

18.5%

19.1%

23.3%

19.9%

11.8%

16.5%

12.8%

5.5%

6.0%

5.6%

0.7%

5.3%

1.6%

0.5%

0.8%

0.6%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

「他業種・他社と比べて低いと感じる」を回答した年齢層

25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳以上

(549)

(133)

(682)

※．カッコ内は回答者数
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〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11.1%

5.4%

10.2%

16.9%

6.2%

15.2%

17.9%

14.0%

17.3%

19.0%

20.9%

19.3%

17.6%

15.5%

17.3%

10.5%

21.7%

12.3%

5.4%

7.8%

5.8%

1.2%

6.2%

2.0%

0.4%

2.3%

0.8%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

「労働時間に対して低いと感じる」を回答した年齢層

25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳以上

(669)

(129)

(798)

※．カッコ内は回答者数

12.2%

3.4%

8.5%

14.6%

5.9%

11.0%

12.2%

14.3%

13.1%

22.0%

17.6%

20.1%

13.4%

22.7%

17.3%

14.0%

20.2%

16.6%

10.4%

9.2%

9.9%

0.0%

5.0%

2.1%

1.2%

1.7%

1.4%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

「定期昇給がない」を回答した年齢層

25歳未満 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60歳以上

(164)

(119)

(283)

※．カッコ内は回答者数
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〈①給与〉 
 「資格取得に応じた昇給」「能力等に応じた昇給」を希望している整備関係従業員は、ディー

ラー、ディーラー以外ともに 90%程度いる。 
 給与制度の見直しに関する事業者の意向は、ディーラーでは積極的に実施という回答は約 93%、

ディーラー以外では約 73%。 
 給与制度の見直しが困難な理由としては、「売り上げが十分でない」という回答がディーラー、

ディーラー以外ともに高い。 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

61.3%

63.1%

61.6%

24.0%

21.8%

23.6%

7.7%

8.1%

7.8%

5.6%

4.3%

5.3%

1.4%

2.7%

1.6%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

資格取得に応じた評価による昇給

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

63.0%

69.3%

64.1%

23.9%

15.6%

22.5%

7.6%

9.2%

7.9%

4.1%

4.3%

4.1%

1.3%

1.6%

1.4%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

能力・態度等に応じた評価による昇給

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85.0%

48.1%

74.8%

7.5%

24.7%

12.2%

3.8%

7.4%

4.8%

3.8%

19.8%

8.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

給与制度の見直しに関する意向

既に実施しており、今後も積極的に実施 実施していないが、今後は積極的に実施

既に実施しているが、今後は実施が困難 実施しておらず、今後も実施は困難

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

56.3%

18.8%

25.0%

31.3%

68.2%

22.7%

36.4%

13.6%

63.2%

21.1%

31.6%

21.1%

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

売り上げが十分でない

事業場や機材の維持等にコストがかかる

作業時間・作業量に対して利益が低い

その他

給与制度の見直しが困難な理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(16)

専業・兼業・自家（22）

合計（38）
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 就業規則上の就業時間（休憩時間を除く）は、ディーラーで概ね 100%、ディーラー以外で約

95%が 9 時間以下となっている。 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.2%

17.3%

8.5%

88.3%

67.9%

82.7%

6.1%

9.9%

7.1%

0.0%

1.2%

0.3%

0.0%

1.2%

0.3%

0.0%

2.5%

0.7%

0.5%

0.0%

0.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

就業時間（休憩時間を除く）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下

～11時間以下 ～12時間以下 12時間超

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 事業者では、ディーラーの繁忙期は 3～4 か月が約 39％、ディーラー以外では 1～2 か月が約 25％

で も高い。 
 整備関係従業員のでは、ディーラーの繁忙期は 3～4 か月が約 36％、ディーラー以外も 3～4 か

月が約 37％で も高い。 
 年間 7 か月以上が「繁忙期」である事業者は、ディーラーで約 10％、ディーラー以外で約 5％。

年間 7 か月以上が「繁忙期」である整備関係従業員では、ディーラーで約 18%、ディーラー以外

で約 9%。 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.6%

17.8%

27.7%

18.8%

39.0%

9.9%

22.1%

18.8%

0.5%

24.4%

7.0%

0.0%

11.3%

2.3%

0.5%

8.9%

0.5%

0.0%

0.0%

14.6%

61.5%

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

通常期

繁忙期

閑散期

通常期・繁忙期・閑散期の期間（ディーラー）

1～2か月 3～4か月 5～6か月 7～8か月 9～10か月 11～12か月 該当なし

※．回答者数（213）

29.6%

24.7%

25.9%

11.1%

16.0%

8.6%

11.1%

11.1%

0.0%

17.3%

2.5%

0.0%

8.6%

2.5%

0.0%

22.2%

0.0%

0.0%

0.0%

43.2%

65.4%

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

通常期

繁忙期

閑散期

通常期・繁忙期・閑散期の期間（専業・兼業・自家）

1～2か月 3～4か月 5～6か月 7～8か月 9～10か月 11～12か月 該当なし

※．回答者数（81）



80 
 

 
〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.5%

15.9%

46.9%

18.9%

36.4%

15.6%

30.2%

26.4%

1.5%

23.6%

11.3%

0.2%

11.2%

4.8%

0.1%

2.7%

1.5%

0.0%

0.0%

3.7%

35.8%

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

通常期

繁忙期

閑散期

通常期・繁忙期・閑散期の期間（ディーラー）

1～2か月 3～4か月 5～6か月 7～8か月 9～10か月 11～12か月 該当なし

※．回答者数（1,798）

18.3%

19.1%

43.1%

20.5%

36.9%

25.1%

31.0%

25.3%

5.4%

18.9%

6.7%

1.1%

5.7%

2.2%

0.8%

5.7%

0.5%

0.3%

0.0%

9.2%

24.3%

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

通常期

繁忙期

閑散期

通常期・繁忙期・閑散期の期間（専業・兼業・自家）

1～2か月 3～4か月 5～6か月 7～8か月 9～10か月 11～12か月 該当なし

※．回答者数（371）
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 整備関係従業員の 1 日の平均的な労働時間は、ディーラーで約 38%、ディーラー以外では約 29%

が 9 時間を超えると回答している。 
 他業種では、飲食業が 9 時間を超える回答割合が も高く約 29%。次いで運輸業が約 27％。整

備関係従業員は飲食業、運輸業よりも高い。 
〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4%

4.9%

15.7%

9.7%

9.0%

25.0%

18.0%

16.3%

27.7%

11.3%

32.1%

44.5%

53.3%

54.7%

58.3%

52.3%

45.0%

56.0%

34.0%

65.3%

24.0%

22.1%

14.0%

15.7%

18.7%

14.3%

10.3%

11.0%

9.7%

14.0%

23.1%

18.6%

10.3%

15.0%

9.3%

5.3%

14.0%

11.3%

15.0%

7.3%

5.3%

4.6%

1.7%

1.7%

2.7%

1.0%

2.7%

1.3%

2.3%

0.7%

6.6%

3.5%

3.7%

2.7%

1.7%

1.3%

5.3%

3.0%

7.0%

0.7%

2.4%

1.9%

1.3%

0.7%

0.3%

0.7%

4.7%

1.0%

4.3%

0.7%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1日の平均的な労働時間（通常期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下

～11時間以下 ～12時間以下 12時間超

(1,798)

※．カッコ内は回答者数

(371)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

14.8%

11.1%

14.2%

57.1%

69.3%

59.2%

17.9%

13.7%

17.2%

9.3%

5.4%

8.6%

0.3%

0.3%

0.3%

0.4%

0.3%

0.4%

0.2%

0.0%

0.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

理想的な1日の労働時間

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下

～11時間以下 ～12時間以下 12時間超

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 1 ヶ月の平均的な残業時間は、ディーラーで約 50%、ディーラー以外では約 63%が 20 時間未満

と回答している。 
 整備関係従業員が理想と考えている 1 ヶ月の残業時間は、40 時間未満の回答割合が 90%以上と

なっており、一般的な１ヶ月の残業時間 45 時間以内となる。 
 整備業以外の 8 業種ではすべて 20 時間未満の割合が 60%以上であるが、150 時間以上も 5%以

上と多い。自動車製造業、その他製造業、運輸業で残業時間が長い傾向が見られる。 
〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.5%

63.3%

68.7%

62.0%

63.7%

76.3%

65.0%

77.0%

81.0%

76.3%

35.7%

21.3%

15.3%

17.3%

16.3%

13.3%

13.7%

8.7%

6.0%

8.7%

10.8%

9.4%

6.0%

9.0%

9.3%

3.3%

6.7%

3.3%

4.0%

3.0%

2.2%

2.7%

2.0%

0.7%

2.0%

1.0%

4.3%

1.0%

1.0%

1.0%

0.8%

1.3%

0.0%

1.0%

0.0%

0.3%

1.3%

1.0%

1.0%

0.3%

0.3%

0.8%

0.7%

0.3%

1.0%

0.7%

1.3%

1.3%

2.3%

1.7%

0.7%

1.1%

7.3%

9.7%

7.7%

5.0%

7.7%

7.7%

4.7%

9.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な残業時間（通常期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満

～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上

(1,798)

※．カッコ内は回答者数

(371)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

63.8%

69.8%

64.8%

31.9%

25.3%

30.8%

3.7%

3.8%

3.7%

0.2%

0.3%

0.2%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0.5%

0.4%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

理想的な1ヶ月の残業時間

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満

～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 労働時間に関して「不満」「やや不満」と感じている整備関係従業員は、ディーラーで約 58%、

ディーラー以外で約 47%。 
 労働時間に関して不満がある理由は、ディーラー、ディーラー以外ともに「労働時間が長い」こ

とが も多い。 
 整備業以外の 8 業種ではすべて「不満」「やや不満」と感じている回答よりも、「満足」「やや満

足」と感じている回答の方が多い。飲食業以外の業種は「満足」「やや満足」と感じている回答

が 50%以上。 
〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1%

18.1%

18.7%

18.3%

18.0%

20.0%

16.0%

20.3%

18.3%

17.3%

25.2%

28.0%

37.7%

43.3%

41.3%

41.3%

36.0%

31.3%

31.0%

40.0%

8.1%

6.7%

9.0%

8.7%

11.7%

15.0%

9.0%

14.3%

15.7%

9.0%

27.8%

22.6%

23.3%

18.7%

19.3%

16.3%

22.7%

20.0%

19.3%

19.3%

29.8%

24.5%

11.3%

11.0%

9.7%

7.3%

16.3%

14.0%

15.7%

14.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

労働時間に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,798)

(371)

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

73.6%

43.1%

11.1%

64.0%

56.6%

9.7%

72.3%

45.1%

10.9%

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

労働時間が長い

勤務時間の調整ができない

その他

労働時間に関して不満がある理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(1,036)

専業・兼業・自家（175）

合計（1,211）
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 1 ヶ月の平均的な休日数は、ディーラーでは 8 日未満が約 42%、ディーラー以外では約 80%。 
 整備関係従業員が理想と考えている 1 ヶ月の休日数は、ディーラー、ディーラー以外ともに、8

日以上～10 日未満という回答が も多く 55%程度。 
 整備業以外の 8 業種では、飲食業や建設業が休日が少ない傾向が見られる。 
 ディーラー以外は、飲食業と比較しても、8 日以上の割合が低い。 
 都市部と地方部に分けてみると、都市部では 8 日以上が半数を占め、地方部では 8 日未満が半数

を占める。 
 

〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.2%

1.1%

0.7%

3.0%

1.3%

3.0%

1.3%

4.3%

9.0%

1.0%

0.6%

1.3%

0.7%

3.0%

1.0%

1.0%

1.7%

1.7%

6.3%

1.3%

7.1%

35.3%

20.0%

3.0%

7.0%

6.0%

15.3%

18.3%

35.0%

3.3%

34.0%

42.0%

24.3%

8.0%

11.3%

8.7%

20.0%

15.7%

13.0%

6.0%

52.1%

18.3%

39.0%

61.3%

53.3%

43.3%

42.0%

43.3%

23.7%

66.0%

6.1%

1.9%

15.3%

21.7%

26.0%

38.0%

19.7%

16.7%

13.0%

22.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な休日数（通常期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上

(1,798)

※．カッコ内は回答者数

(371)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0.1%

0.5%

0.1%

0.2%

0.8%

0.3%

1.3%

5.1%

2.0%

12.7%

27.8%

15.3%

55.5%

52.6%

55.0%

30.3%

13.2%

27.4%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

理想的な1ヶ月の休日数

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

0.1%

0.1%

0.1%

0.6%

1.0%

0.7%

9.3%

16.2%

11.9%

28.5%

47.1%

35.5%

54.6%

32.8%

46.4%

6.9%

2.8%

5.4%

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

都市部

地方部

合計

1ヶ月の平均的な休日数（通常期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上

(1,351)

(814)

(2,165)

※．カッコ内は回答者数
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 整備関係従業員は、ディーラーで約 53%、ディーラー以外で約 57%が休日・休暇に関して「不満」

「やや不満」と感じている。 
 都市部と地方部に分けてみると、地方部において「不満」がやや多い。 
 休日・休暇に関して不満がある理由は、ディーラーでは「土日祝日が出勤」「希望する日に休暇

が取りにくい」が多く、ディーラー以外では「希望する日に休暇が取りにくい」が多い。 
 整備業以外の 8 業種ではすべて「不満」「やや不満」と感じている回答よりも、「満足」「やや満

足」と感じている回答の方が多い。飲食業以外の業種は「満足」「やや満足」と感じている回答

が 50%以上である。 
〈整備従業員用アンケート＋整備業以外アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.6%

11.9%

22.0%

25.7%

20.3%

26.7%

19.3%

20.0%

20.0%

19.0%

26.8%

25.6%

35.7%

45.7%

45.0%

39.0%

35.0%

32.3%

27.7%

41.3%

5.9%

5.4%

8.3%

5.7%

8.3%

14.3%

7.3%

12.3%

15.0%

7.0%

28.2%

28.0%

21.7%

16.0%

15.0%

13.0%

18.0%

19.3%

20.3%

18.7%

24.6%

29.1%

12.3%

7.0%

11.3%

7.0%

20.3%

16.0%

17.0%

14.0%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

休日・休暇に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,798)

(371)

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

64.7%

19.8%

58.7%

16.3%

42.5%

23.6%

58.5%

27.4%

60.6%

20.5%

58.7%

18.3%

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

土日祝日が出勤である

決められた休日に出勤日がある

希望する日に休暇が取りにくい

その他

休日・休暇に関して不満がある理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(949)

専業・兼業・自家（212）

合計（1,161）

15.7%

11.5%

14.1%

28.8%

22.8%

26.6%

5.2%

6.7%

5.8%

27.3%

29.7%

28.2%

23.0%

29.2%

25.4%

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

都市部

地方部

合計

休日に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,354)

(815)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 フレックスタイム制を導入している事業者は、ディーラーで約 18%、ディーラー以外では約 4%。 
 シフト勤務制を導入している事業者は、ディーラーで約 25%、ディーラー以外では約 12%。 
 短時間勤務を導入している事業者は、ディーラーで約 16%、ディーラー以外では約 9%。 
 整備関係従業員の突発的な欠員には、ディーラー、ディーラー以外ともに「作業の優先性を考慮

し対処」が も多く、ディーラーで約 69%、ディーラー以外で約 83%。 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3%

2.5%

8.2%

7.5%

1.2%

5.8%

82.2%

96.3%

86.1%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

フレックスタイムの導入状況

導入している（コアタイムあり） 導入している（コアタイムなし） 導入していない

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

25.4%

12.3%

21.8%

74.6%

87.7%

78.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

シフト勤務の導入状況

導入している（コアタイムあり） 導入していない

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数
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〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.4%

8.6%

14.3%

83.6%

91.4%

85.7%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

短時間勤務の導入状況

導入している（コアタイムあり） 導入していない

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

13.6%

4.9%

11.2%

68.5%

82.7%

72.4%

17.8%

12.3%

16.3%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

自動車整備関係従業員の突発的な欠席や遅刻・早退への対処

突発的な欠員を補う体制がある 作業の優先性を考慮し配置 その他

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 シフト制勤務の導入に関する事業者の意向は、ディーラーで約 66%、ディーラー以外で約 83%

が導入困難と考えている。 
 シフト制勤務の導入が困難な理由としては、ディーラー、ディーラー以外ともに「人数的に対応

できない」という回答が も多い。 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.5%

11.1%

19.4%

11.3%

6.2%

9.9%

2.8%

1.2%

2.4%

63.4%

81.5%

68.4%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

シフト制勤務の導入に関する意向

既に導入しており、今後も積極的に継続 導入していないが、今後は積極的に導入

既に導入しているが、今後は継続が困難 導入しておらず、今後も導入は困難

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

14.2%

34.0%

73.0%

24.1%

19.1%

14.9%

7.8%

16.4%

41.8%

76.1%

14.9%

25.4%

17.9%

6.0%

14.9%

36.5%

74.0%

21.2%

21.2%

15.9%

7.2%

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

仕事がおろそかになる

顧客の要望に添えない

人数的に対応できない

勤務時間や休暇に対する制度・システムを

作ったり管理することが難しい

分業ができず1人の担当業務を

減らすことが出来ない

事業場で働く整備関係従業員が

制度を希望していない

その他

シフト制勤務の導入が困難な理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(141)

専業・兼業・自家（67）

合計（208）
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 労働環境改善施策としてのシフト制勤務の導入を希望している整備関係従業員は、ディーラーで

約 35%、ディーラー以外で約 27%であり、希望しているという回答は少ない。 
 シフト制勤務の導入に関する希望を年齢層別にみると、若い年齢層で導入の希望が高い傾向があ

る。 
 シフト制勤務の導入に関する希望は、男性よりも女性の方が希望するという回答は高い。 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.0%

17.0%

18.6%

15.5%

10.5%

14.7%

17.2%

17.0%

17.2%

20.5%

20.2%

20.4%

27.9%

35.3%

29.1%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

シフト制勤務の導入

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

30.4%

19.7%

19.8%

20.0%

16.7%

12.2%

15.7%

13.6%

5.0%

19.1%

16.3%

12.6%

14.1%

12.7%

15.4%

14.2%

16.9%

25.0%

21.6%

21.0%

18.7%

15.8%

15.8%

15.4%

11.9%

13.6%

15.0%

14.4%

15.9%

18.2%

23.2%

23.1%

19.4%

28.4%

25.4%

20.0%

14.4%

27.1%

30.7%

26.9%

31.8%

37.6%

29.9%

30.5%

35.0%

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

25歳未満

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60歳以上

年齢層別のシフト制勤務の導入に関する希望

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(194)

(295)

(358)

※．カッコ内は回答者数

(405)

(425)

(279)

(134)

(59)

(20)
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.5%

35.7%

14.7%

14.3%

17.2%

14.3%

20.5%

14.3%

29.2%

21.4%

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

男性

女性

性別のシフト制勤務の導入に関する希望

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(2,155)

(14)

※．カッコ内は回答者数
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 フレックスタイム制の導入に関する事業者の意向は、ディーラーで約 73%、ディーラー以外で約

90%が導入困難と考えている。 
 フレックスタイム制の導入が困難な理由としては、ディーラー、ディーラー以外ともに「人数的

に対応できない」という回答が も多い。 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.6%

3.7%

10.9%

13.1%

6.2%

11.2%

4.2%

0.0%

3.1%

69.0%

90.1%

74.8%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

フレックスタイム制の導入に関する意向

既に導入しており、今後も積極的に継続 導入していないが、今後は積極的に導入

既に導入しているが、今後は継続が困難 導入しておらず、今後も導入は困難

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

16.7%

37.2%

67.3%

25.0%

21.2%

14.1%

7.1%

20.5%

37.0%

65.8%

19.2%

19.2%

21.9%

9.6%

17.9%

37.1%

66.8%

23.1%

20.5%

16.6%

7.9%

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

仕事がおろそかになる

顧客の要望に添えない

人数的に対応できない

勤務時間や休暇に対する制度・システムを

作ったり管理することが難しい

分業ができず1人の担当業務を

減らすことが出来ない

事業場で働く整備関係従業員が

制度を希望していない

その他

フレックスタイム制の導入が困難な理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(156)

専業・兼業・自家（73）

合計（229）
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〈②労働時間、休日・休暇〉 
 労働環境改善施策としてのフレックスタイム制の導入を希望している整備関係従業員は、ディー

ラーで約 38%、ディーラー以外で約 35%であり、希望しているという回答は少ない。 
 フレックスタイム制の導入に関する希望を年齢層別にみると、40 歳代、50 歳代で希望している

という回答が少ない。 
 フレックスタイム制の導入に関する希望は、男性よりも女性の方が希望するという回答は高い。 

 
〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.5%

19.9%

21.2%

16.0%

14.6%

15.8%

19.4%

19.1%

19.4%

18.5%

18.3%

18.5%

24.6%

28.0%

25.2%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

フレックスタイム制の導入

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

26.3%

24.7%

22.9%

23.5%

17.6%

17.6%

16.4%

16.9%

15.0%

14.4%

19.7%

15.6%

14.1%

13.6%

15.8%

17.9%

16.9%

35.0%

30.9%

23.4%

20.4%

18.0%

17.2%

14.7%

12.7%

16.9%

20.0%

17.5%

11.9%

17.3%

19.5%

21.2%

21.1%

18.7%

23.7%

15.0%

10.8%

20.3%

23.7%

24.9%

30.4%

30.8%

34.3%

25.4%

15.0%

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

25歳未満

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60歳以上

年齢層別のフレックスタイム制の導入に関する希望

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(194)

(295)

(358)

※．カッコ内は回答者数

(405)

(425)

(279)

(134)

(59)

(20)
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

21.2%

21.4%

15.7%

21.4%

19.4%

14.3%

18.5%

21.4%

25.2%

21.4%

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

男性

女性

性別のフレックスタイム制の導入に関する希望

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(2,155)

(14)

※．カッコ内は回答者数
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〈③作業環境〉 
 事業場での働きやすさに関して「不満」「やや不満」と感じている整備関係従業員は、ディーラ

ーで約 46%、ディーラー以外で約 60%で、「満足」「やや満足」と感じている整備関係従業員より

も多い。 
 都市部と地方部に分けてみると、地方部では「不満」が僅かに多い。 
 働きやすさに関して不満がある理由としては、「事業場の設備が古い」「社員同士のコミュニケー

ションがとりにくい」「福利厚生が充実していない」という回答が、ディーラーとディーラー以

外で共通して多い。 
〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2%

13.5%

13.2%

31.3%

21.3%

29.6%

9.5%

4.9%

8.7%

18.7%

24.3%

19.6%

27.4%

36.1%

28.9%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

事業場での働きやすさに関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

14.2%

11.7%

13.2%

32.5%

24.8%

29.6%

8.4%

9.1%

8.7%

19.4%

20.1%

19.6%

25.6%

34.4%

28.9%

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

都市部

地方部

合計

事業場の働きやすさに関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(1,354)

(815)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

181

170

128

33

81

22

213

0

135

90

93

139

96

53

82

140

79

93

86

78

71

76

68

277

395

353

307

250

248

151

363

417

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

事業場の環境（設備）が古い

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

福利厚生が充実していない

事業場の環境（設備）が汚い

社内の周囲で相談できる人がいない

研修制度が充実していない

その他

あてはまるものはない

働きやすさに関して不満がある理由（ディーラー）

1番目 2番目 3番目 ※．回答者数（828）

56

35

45

11

17

8

52

0

32

43

31

27

26

27

18

20

26

32

19

30

21

27

19

50

114

110

95

68

64

62

89

70

0 20 40 60 80 100 120 140

福利厚生が充実していない

事業場の環境（設備）が古い

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

研修制度が充実していない

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が汚い

その他

あてはまるものはない

働きやすさに関して不満がある理由（専業・兼業・自家）

1番目 2番目 3番目 ※．回答者数（224）
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〈③作業環境〉 
 空調等のハード面の改善について、ディーラーは約 81%が積極的であるが、ディーラー以外では

約 47%が取り組み困難であると回答している。 
 空調等のハード面の改善が困難な理由としては、「投資費用がない」という回答が も多い。ま

た、「環境については仕方がない」という考えを持つ事業者も多い。 
 労働環境改善施策として、照明・空調等のハード面の向上を希望している整備関係従業員はディ

ーラー、ディーラー以外ともに 80%以上。 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

60.6%

30.9%

52.4%

20.2%

22.2%

20.7%

4.7%

13.6%

7.1%

14.6%

33.3%

19.7%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善に関する意向

既に取り組んでおり、今後も積極的に取り組む 取り組んでいないが、今後は積極的に取り組む

既に取り組んでいるが、今後は継続が困難 取り組んでおらず、今後も取り組むことは困難

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数

78.0%

31.7%

2.4%

9.8%

4.9%

60.5%

39.5%

7.9%

10.5%

7.9%

69.6%

35.4%

5.1%

10.1%

6.3%

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

施設改善の投資費用がない

環境については仕方がない

整備従業員からのニーズがない

どのような環境がよいか不明

その他

事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善が困難な理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(41)

専業・兼業・自家（38）

合計（79）
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〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

〈③作業環境〉 
 不平・不満等を収集する体制の導入に関する事業者の意向は、ディーラーは約 92%、ディーラー

以外は約 78%が導入に積極的。 
 労働環境改善施策として、不平・不満等を収集する体制の導入を希望している整備関係従業員は

75%以上。 
 改善要望を取り入れることが困難な理由として、ディーラー、ディーラー以外ともに「提案され

ても対応できない」「提案する社員がいない」という回答が多い。 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

58.7%

62.5%

59.4%

23.7%

21.8%

23.4%

8.0%

6.5%

7.7%

6.1%

5.9%

6.1%

3.4%

3.2%

3.4%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

事業場の環境整備（照明・空調等のハード面）の向上

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

78.4%

48.1%

70.1%

13.6%

29.6%

18.0%

1.4%

3.7%

2.0%

6.6%

18.5%

9.9%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

事業場に対する不平や不満等を収集する体制の導入に関する意向

既に導入しており、今後も積極的に継続 導入していないが、今後は積極的に導入

既に導入しているが、今後は継続が困難 導入しておらず、今後も導入は困難

(213)

(81)

(294)

※．カッコ内は回答者数
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〈事業者用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
〈整備従業員用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9%

52.9%

41.2%

11.8%

22.2%

27.8%

38.9%

22.2%

14.3%

40.0%

40.0%

17.1%

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

経営方針に口出しされたくない

提案されても対応できない

積極的に提案する社員がいない

その他

事業場への改善提案要望を取り入れることが困難な理由

ディーラー 専業・兼業・自家 合計

※．回答数

ディーラー(17)

専業・兼業・自家（18）

合計（35）

49.9%

53.4%

50.5%

26.8%

23.5%

26.2%

12.7%

11.9%

12.5%

7.9%

7.8%

7.9%

2.7%

3.5%

2.8%

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

ディーラー

専業・兼業・自家

合計

職場に対する不平や不満を収集する体制・制度の導入

希望する やや希望する どちらとも言えない あまり希望しない 希望しない

(1,798)

(371)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数
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〈④労働環境改善策：先進事例〉 
 労働環境改善施策として、整備関係従業員が希望する施策は、「能力、態度等に応じた評価にも

とづく昇給」「資格取得に応じた評価に基づく昇給」「事業場の環境整備（照明・空調等のハード

面）の向上」「職場に対する不平や不満を収集する体制・制度」が多く、ディーラー、ディーラ

ー以外ともに上位となっている。 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈整備従業員用アンケート〉 
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フレックスタイム制の導入

シフト制勤務の導入

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

女性整備関係従業員の採用

あてはまるものはない

希望する労働環境改善施策（ディーラー）

1番目 2番目 3番目 ※．回答者数（1,798）
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フレックスタイム制の導入

シフト制勤務の導入

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

あてはまるものはない

希望する労働環境改善施策（専業・兼業・自家）

1番目 2番目 3番目 ※．回答者数（371）
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〈④労働環境改善策：先進事例〉 
 ディーラー、ディーラー以外ともに「給与のベースアップ」 「整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入」「環境整備（空調等のハード面）の改善」「職業体験等による整備業の魅力

向上への取り組み」が優先的に取り組むべき改善施策に位置付けられている。 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
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事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

女性の整備関係従業員の採用

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

あてはまるものはない

事業場において優先的に取り組むべき労働環境改善施策（ディーラー）

最も優先度が高い 2番目 3番目 ※．回答者数（213）
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女性の整備関係従業員の採用

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

あてはまるものはない

事業場において優先的に取り組むべき労働環境改善施策（専業・兼業・自家）

最も優先度が高い 2番目 3番目 ※．回答者数（81）
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〈④労働環境改善策：先進事例〉 
 労働環境改善施策として、事業者が取り組みやすいと考えている施策として、以下があげられ

ている。 
 ディーラー： 「不平・不満等を収集する体制の導入」「職業体験等による整備業の魅力向上へ

の取り組み」 「環境整備（空調等のハード面）の改善」「長期休職後の同一ポジションへの復

職」 
 ディーラー以外：「不平・不満等を収集する体制の導入」「環境整備（空調等のハード面）の改

善」「給与のベースアップ」「長期休職者の同一ポジションへの復職」「職業体験等による整備

業の魅力向上への取り組み」 
〈事業者用アンケート〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈事業者用アンケート〉 
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長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

女性の整備関係従業員の採用

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

あてはまるものはない

事業場において取り組みやすい労働環境改善施策（ディーラー）

最も取り組みやすい 2番目 3番目 ※．回答者数（213）
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シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

あてはまるものはない

事業場において取り組みやすい労働環境改善施策（専業・兼業・自家）

最も取り組みやすい 2番目 3番目 ※．回答者数（81）
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２－５．他業界の既存調査との比較・分析 

 本検討会においては、自動車整備業及び自動車自動車整備業以外の就労者アンケート調査にてその

実態把握を進めたが、把握された実態や傾向についての妥当性把握とともに、その視野を広げるべく、

ここでは他業界における既存調査との比較・分析を行い、自動車整備業界における今後の対応策の検

討に資する整理を試みた。 
 
２－５－１．対象とした既存調査の概要 

 今回、比較の実施にあたり、「平成 26 年度中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査」

並びに「求職者の動向・意識調査（平成 27 年）」の 2 種類の既存調査報告を対象とした。各調査報告

の概要を以下に示す。 
 
（１）平成 26 年度中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査の概要 
 「平成 26 年度中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査」は、経済産業省において中小

企業・小規模事業者の人材に係る諸課題の解決、平成 26 年度中小企業白書の策定のため、中小企業・小

規模事業者の人材確保・育成の実態を把握することを目的とした調査である。 
 この調査は、全国を対象とした事業者アンケート調査と一般労働者アンケート調査に大別され、前者

では延べ 3,506 票、後者では延べ 8,117 票の回答を基にとりまとめた結果である。 
 

表 事業者アンケート調査における回答事業者の主要業種（製造業は注分類も記す） 
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表 一般労働者アンケート調査における回答者の就業先 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）求職者の動向・意識調査（平成 27 年）の概要 
 「求職者の動向・意識調査（平成 27 年）」は、（株）リクルートジョブズにおいて労働市場における求

職者の就業実態および意識、並びに付加的に未就業者（専業主婦など）の求職実態および意識を明らか

にするために調査を行ったものである。 
 この調査は、インターネットによる全国を対象とした調査であり、延べ 5,023 票の回答を基にとりま

とめた結果である。 
表 求職者の動向・意識調査（平成 27 年）における回答者属性 
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２－５－２．人材確保、育成、定着施策に関する比較・分析 

（１）人材確保における比較・分析 
①女性・シニアの雇用 
・他中小企業・小規模事業者においては、女性・シニアを雇用した理由として「優秀な人材を獲得

するため」「特に女性（シニア）であることを意識していない」の回答が 3 割以上と比較的多く、

女性・シニアを問わず雇用していることが窺われる。これは、今後益々進展する少子高齢化によ

る労働力となる人材不足により、各企業間における人材争奪が想定されるものの、女性は男性よ

り繊細な面があるなどその能力は決して低いものではなく、シニアはそれまでの経験と知識が有

用となることから、裾野を広げるべく対応している施策とみられる。したがって、自動車整備業

においても貴重な財産となる人材確保のためにも早急な対応が必要である。【平成 26 年度 中小企業・小規模

事業者の人材確保と育成に 関する調査に係る委託事業  作業報告書  P.30 表 63・64】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・近年、共働き世帯が増加する中で、女性は子育ての観点において男性よりも頼りとされる場面が

多々あるほか、能力の格差はないものの重量物の運搬など体力的に厳しい側面も想定される。そ

こで、企業においても女性の置かれる状況やニーズに対応した取組を行うことで、女性人材の確

保や企業イメージの向上にも繋がる。アンケートに回答した事業者においては、この観点で実際

に行っている取組も多々あり、女性雇用にあたっては、特に回答が多かった「子供の送迎等のた

めの早退・遅刻の許可」「仕事量・配置・分担率の調整」といった制度のみならず柔軟な対応が必

要である。【平成 26 年度 中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に 関する調査に係る委託事業  作業報告書  P.32 表 67】 
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・希望する 1 週間あたりの勤務日数（就業意向のある方）では、特に、専業主婦/主夫では「3 日」

が約 4 割と も高い。これは、家事等を主としつつ、余裕時間を使って労働力を提供する意思が

あるものと推察することができる。これら専業主婦/主夫も今後の貴重な人材のひとつであること

から、有用に活用すべく柔軟な勤務時間体制、分業体制が望まれる。また、女性、シニア等でも

作業しやすい施設への改善、職業体験等の取り組みにより、広く人材を確保する必要がある。【求職

者の動向・意識調査 2015 基本報告書 P.33】 
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・女性の雇用については、「実直な働きぶりで生産性が高い」「職場環境が改善し、人間関係も良好

となる」「工場内がきれいになり、雰囲気も明るくなる」といったメリットをあげる事業者が存在

する。例えば、以下のようにプレス加工業といった体力面でも能力が求められる業種においても

女性を雇用し、生産性や環境改善に役立っている事例がある。【平成 26 年度 中小企業・小規模事業者の人材確保と

育成に 関する調査に係る委託事業  作業報告書  P.83】 
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・また、シニアの雇用については、「知識や技術の伝承」「大手メーカーと同レベルの社員育成計画

立案ができる」といったメリットを挙げる技術系事業者の事例もある。【平成 26 年度 中小企業・小規模事業者

の人材確保と育成に 関する調査に係る委託事業  作業報告書  P.84】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②就職・転職 
・少子高齢化による労働力となる人材不足により各企業間における人材争奪が想定されるなか、労

働力提供側となる一般労働者が就職先を決める上で重視した事項として、「賃金（基本給・ボーナ

ス）」「労働条件（労働時間、職場環境、休暇制度等）」「仕事のやりがい（責任のある仕事、興味

のある仕事）」が特に多い。他業種においては、人材確保のために既に様々な取組を開始しており、

自動車整備業においても待遇等を改善しないと、限られた人材が他業種に流れてしまう恐れがあ

ることから、認識を改めて対応を進めることが望まれる。【平成 26 年度 中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に

関する調査に係る委託事業  作業報告書  P.66 表 141・142】 
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・労働力提供側となる一般労働者は、転職先を見つける方法として「知人・友人の紹介」が約 3 割

と も高い。つまり、転職を考える場合には、知人・友人に相談するケースが少なくないと言え

る。例えば、専門学校等から初めて就職する際、既に就職して業務に従事している先輩を訪ねて

当該企業の実情を調べたり、相談される側は自身の置かれている状況と比較して自身が勤務する

企業を推薦したり、評判の良い企業の情報等を提供することが考えられる。従って、評判が良い

事業者には人材が流れることが想定され、自動車整備業においても従業員等が好印象を持つ環境

づくりが人材を集める要素のひとつと言える。 【平成 26 年度 中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査に

係る委託事業  作業報告書  P.71 表 150】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）人材育成における比較・分析 
・確保した人材は、より高度な技術等を習得させ、更なる企業活動の活性化と世代交代等に資する

べく、OJT をはじめとする様々な施策による人材育成が必要となる。他中小企業・小規模事業者

においては、中核人材一人当たりの育成にかける年間費用は、10 万円以下が 4 割強を占めるもの

の、10～50 万円以内も約 3 割を占めている。先行投資額としては決して安い金額とは言えないも

のの、従業員に対して企業における人材育成に関する前向きな態度を示すことができ、かつ長期

的な観点から優秀な人材による企業活動の活性化も望まれることから、自動車整備業においても

費用を伴う人材育成は必要な処置と言える。【平成 26 年度 中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に 関する調査に係る

委託事業  作業報告書  P.28 表 59】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・一方、人材育成のために単に投資するだけでは不十分である。適切な教育カリキュラムの検討や

従業員側の意向も組み入れる等の施策が求められる。一般労働者が人材育成・能力開発に対する

満足度では、「時間的補助による資格取得支援」の満足度が比較的高い。つまり、従業員が学習す

るために、勤務時間内に学習時間を設定したり、出退勤時間の調整、生産等の直接的業務の残業

時間を調整する等の時間的便宜を図るといった支援である。従って、自動車整備業においても費

用面のみならず、」まずは時間的支援も積極的に実施する必要があげられる。【平成 26 年度 中小企業・小規

模事業者の人材確保と育成に 関する調査に係る委託事業  作業報告書  P.54 表 114・115】 



112 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・また、事業者は人材育成として一方的に教育を行っても、従業員側の置かれた状況や希望等も考

慮しないと、先行投資して実施した教育も無駄となってしまう可能性が考えられる。そのために

も、従業員の意見や希望を聞きつつ、社内等における研修の位置付けを明確に示すなど整備関係

従業員との意識のズレを解消する必要がある。 
・また、今後飛躍的に発展すると見られるハイブリット車両や自動ブレーキ技術等を搭載する車両

は、益々その数が増加することが想定される。ディーラー系の事業者では、それら車両の整備に

備えてメーカー等を主体とした整備技術の研修も想定されるが、ディーラー以外の事業者におい

ても当該車両整備に資するべく自動車 新技術等の研修に積極的に取り組み、整備関係従業員の

一層の人材育成を図る必要がある。 
 

（３）人材定着における比較・分析 
・他中小企業・小規模事業者において、 人材獲得・定着のための有効施策として「賃金の向上」「休

暇制度の徹底」「興味に合った仕事、責任のある仕事の割り当て」といった施策が有効との回答が

それぞれ 6 割以上あげられている。人材獲得・定着の観点から、自動車整備業においても適切な

賃金向上策、従業員の希望やニーズに合った業務体系の構築が必須の要件となる。【平成 26 年度 中小企

業・小規模事業者の人材確保と育成に 関する調査に係る委託事業  作業報告書  P.25 表 52】 
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① 給与 
・給与の観点では、特に専業・兼業・自家において昇給の機会に恵まれていない状況が窺われ、そ

れが「他業種と比べて低いと感じる」「自動車整備業・自動車産業自体に不安を感じる」という回

答に繋がっていると考えられることから、定期昇給を実施していく必要がある。定期昇給につい

ては、自事業所の特性に合わせて、管理職として昇給、あるいは技術職で昇給することが考えら

れる。なお、技術職で昇給する場合には、整備関係従業員が能力評価を感じられるよう、新たな

技術の習得に応じた小刻みな昇給方法もあると考えられる。 
 
② 人材育成・能力開発 
・一般労働者が考える人材育成・能力開発に必要な取組として、「従業員間の自主的な取組」「社外

との人材交流」をあげる者が、それぞれ 3 割強と比較的必要性が高い取組としてあげられている。

業務の成果や効率化を目標とした従業員間の自主的取組は、企業における業績向上とともに従業

員のやりがいにも繋がり、両者の好循環が生まれるものと推察され、社外との人材交流は保守的

な見方を改めるのみならず、他社の好事例を把握して自社での展開に繋げられるといったメリッ

トも想定される。そのためにも、自動車整備業においては先手を打って、これらの対応を検討す

ることが人材育成・能力開発に有効である。【平成 26 年度 中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に 関する調査に係る

委託事業  作業報告書  P.55 表 116・117】 
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・一方で、他中小企業・小規模事業者が実施している取組は、「休暇制度の徹底」「興味に合った仕

事、責任のある仕事の割り当て」である。これらは一般労働者側が求める労働条件、やりがいに

対応したものであり、整備従業員においても求められている内容でもあるので、人材定着の観点

から自動車整備業においてもこれらの対応が求められる。その他、労働条件としては、就業規則

に則った労働時間や、整備関係従業員の休日・休暇を確保することも必要である。【平成 26 年度 中小企

業・小規模事業者の人材確保と育成に 関する調査に係る委託事業  作業報告書  P.68 表 144・145】 
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③ 労働環境 
・一般労働者の転職経験従業者の転職理由は、給与面の不満よりも「人間関係への不安」が 2 割強

と も多い。自身が活動している時間の大半を過ごす企業内において、勤務する企業の理念やル

ールに従いつつも限られた空間での人間関係に快適性が見出されなければ、おのずと就業意欲も

委縮し企業における生産性にも影響を及ぼす。このことから、人材定着には上司・経営者間、同

僚間との良好な人間関係を築く取組（コミュニケーションの機会を増やす）も有効である。改ま

った制度のみならず業務以外の話題も含めた飲み会など、その機会の創設が必要であり、情報を

共有して理解を深めることが肝要である。【平成 26 年度 中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に 関する調査に係る委託

事業  作業報告書  P.74 表 158・159】 
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・積極的なコミュニケーションを図り、経営者や同僚間の良好な人間関係を築くことは、安価に実

施できる施策であり、社員定着のみならず、自動車整備業に対する好印象・好評判を与え、人材

確保にも繋がる。 
・その他作業環境（ハード面）として、整備関係従業員の快適性に資するべく、少なくとも大型扇

風機の設置や、飲料サーバーなどの比較的簡易で出来る範囲から、環境改善を継続して実施する

ことが必要である。 
 
④ 人材の維持 
・人材育成の観点とともに従業員にやりがいを持たせるべく、今後増加する 新技術車両に対応し

た教育や整備技術導入を行い、 新技術に対応できる整備関係従業員としてのモチベーション向

上と、 新技術対応による顧客の拡大が必要である。 
・産休や病気による療養等による長期休職者は、復職において不安を感じる者も少なくない。有用

な人材でもあるそれら従業員の不安を解消すべく、長期休職者への 新技術等の研修を積極的に

実施し、人材の維持に取り組む必要も検討される。 
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第３章 自動車整備業の課題と今後の対策方針 
 
３－１．自動車整備業の課題 

職業斡旋者等からみた自動車整備業の労働環境等の特徴に関する調査では、2 つの視点（「職業斡

旋者としての視点」「求職者と接した際の視点」）から自動車整備業界に対するイメージについて、

アンケート及びヒアリング調査を行っている。これによれば、自動車整備業において、ディーラー

以外での給与等の待遇は、比較対象とした 8 業種※ のなかで平均よりも低く、休暇等の待遇におい

ても平均より低い評価を受けている。また、作業環境の快適さなどでは、「夏は暑さのなかで、冬は

寒さのなかで毎日重労働をしなければならない」といった印象が持たれており、比較対象とした 8
業種のなかで も低い評価となっている。 
 女性、若者等に対する自動車整備業の斡旋状況については、女性、若者等への斡旋の実態として、

増えていない（そもそも少ない）といった現状や企業においても女性を受け入れるような変化はみ

られないとする意見、若者の車に対する興味の変化といった意見が出された。 
 求職者と接した際の視点としては、女性の求職実態では、土日休み、完全週休二日制を条件とし

て求職している実態があり、また若者等の求職実態でも同様に、労働時間、土日祝日が休日の週休

二日制の職場を求める傾向がある面と、安定性・将来性を条件として求めている実態があった。 
 
※比較対象とした 8 業種：製造業（自動車製造業を除く）、自動車製造業、電気・ｶﾞｽ（設備管理等）、運輸業（ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ）、販売業、

飲食業、福祉等 

 
 一般外部からの視点として、自動車整備業以外の就労者アンケート調査結果では、自動車整備業

の印象は「（将来に亘っても）期待出来そう」と判断する回答が約 4 割と、「期待出来そうにない」

と判断する回答（約３割）よりも高く、一般外部からみた自動車整備業の印象は将来性に比較的期

待が持てる業界とみられていると把握される。しかし、仕事内容については、「難しそうな印象」が

約 6 割以上と、専門的な技術職と判断されている傾向が強い。また、報酬に対しては、「（報酬が）

高そう」と判断する回答よりも「（報酬が）低そう」と判断する回答が多く、就業時間に対しては「（就

業時間が）長そう」と判断する回答が 6 割以上となっている。 
   

 一方、元自動車整備業であった者に対するアンケート調査結果では、自動車整備業から転職（離

職）を希望した理由についてみると、「賃金の条件がよくなかった」、「労働時間の条件がよくなかっ

た」とする理由が上位に挙げられており、懸念点とみられる「賃金」、「労働時間」については、一

般外部からみた自動車整備業に対する評価と、実際に転職（離職）経験を持つ元自動車整備業であ

った者の見解が一致している部分も見られた。 
 また、自動車整備業と比較して転職先のほうがよい条件として「賃金」、「労働時間」、「休日・休

暇」等に次いで、「仕事に対するやりがい」が挙げられている。 
 
 自動車整備業には、自動車製造会社(メーカー)やインポーター等と特約販売契約を結び、メーカー

が製造する車両販売とともに当該車両の整備を行うディ－ラーの整備事業者と、それ以外にあたる
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専業、或いは単なる自動車販売、部品販売等と兼業等で事業を行うディ－ラー以外の整備事業者に

大別される。この区分において、自動車整備要員に対する労働環境等に関するアンケート調査結果

をみると、自動車整備業界の実態として、給与・賃金に関して、「不満」、「やや不満」と感じている

整備関係従業員は、ディーラーで約 60%、ディーラー以外で約 73%が給与・賃金等に関して不満を

抱いている状態にある。 
 勤務時間、休日・休暇の実態としては、労働時間に関して「不満」、「やや不満」と感じている整

備関係従業員は、ディーラーで約 58%、ディーラー以外で約 47%となっており、不満がある理由と

しては、ディーラー、ディーラー以外ともに「労働時間が長い」ことを挙げている。 
 作業環境に関する実態としては、事業場での働きやすさに関して、「不満」、「やや不満」と感じて

いる整備関係従業員は、ディーラーで約 46%、ディーラー以外で約 60%となっており、不満がある

理由としては、「事業場の設備が古い」、「社員同士のコミュニケーションがとりにくい」、「福利厚生

が充実していない」といった理由がディーラー、ディーラー以外で共通している。 
 やりがいに関する実態としては、仕事の内容に関して、「満足」、「やや満足」と感じている回答よ

りも、「不満」、「やや不満」と感じている回答が多く、ディーラーで約 48%、ディーラー以外で約

49%が不満を感じており、整備業以外の 8 業種では、「満足」、「やや満足」と感じている回答が、 「不

満」、「やや不満」と感じている回答よりも多い。 
 また、事業場の将来性に関して「期待できない」、「あまり期待できない」と感じている整備関係

従業員はディーラーで約 54%、ディーラー以外で約 73%となっており、整備関係従業員を続けるう

えでの将来性については、「自動車整備業・自動車産業自体に不安を感じている」という回答がディ

ーラー、ディーラー以外ともに多くある。この点については、外部からの評価と、整備要員の意見

が乖離している状況である。 
 

各種調査から明らかになった自動車整備業の実態や他産業との比較、これまでの検討会における

議論から、「賃金向上」「勤務時間、休日・休暇の確保」「作業環境の改善」「興味にあった仕事、責

任ある仕事の割り当て」等が、自動車整備業の人材確保・育成のための課題、取り組むべき対応で

あることを整備事業者も認識していることが改めて確認された。 
 

 具体的に、自動車整備業の実態調査や他産業との比較等の分析・検討から、自動車整備業の実態

および人材確保・育成のための課題、課題に対応する先進的取組事例について、次のとおり取りま

とめた。 
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３－２．自動車整備業の実態および人材確保・育成のための課題と課題に対応する先進的取組事例 

① 給与 
〈実態・課題〉 

 
 

〈先進的な取組み事例〉 
－サービスのインセンティブ（ネッツトヨタ仙台株式会社）－ 

サービスエンジニアに対し、各種資格の保有、技術力、応対力、生産力、指導力、営業力、労務管理

に関する 35 項目からなる能力マップ制度を定め、「際立っている」というプラス評価のポイントに応

じ四半期ごとに 10～15 万円のインセンティブを付与している。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 

 他業種と比較すると、整備業は低所得層が少ない一方で、高所得層も少なく、「労働時間に対

して低い」「他業種・他社と比べて低い」「高度な技術を必要とする労働に対して低い」といっ

た給与に対する不満が多い。給与の見直しが困難な利用として、「売り上げが十分でない」こ

とが阻害要因として も多くあげられている。 
 整備関係従業員は現在の仕事を続けて行く上で、「能力、態度等に応じた評価にもとづく昇給」

を も希望するなど、給与のあり方について希望を示す一方で、支給される給与・賃金に関し

ては「不満」「やや不満」と感じている整備関係従業員が、ディーラーで約 60%、ディーラー

以外で約 73%存在し、更に給与に対する「不満」を感じている整備関係従業員は他の業種より

も高いといった結果であった。また、職業斡旋者等への調査では、自動車整備業のイメージと

して、給与等の待遇は、平均よりも低いイメージを持たれており、元自動車整備業であった者

へのアンケートでは、自動車整備業から転職（離職）を希望した理由について、「賃金の条件

がよくなかった」とする理由が上位に挙げられている。さらに、自動車整備業以外のアンケー

ト調査でも、「報酬が低い」としたイメージを持たれている。このことから、人材の確保・定

着のためには、整備関係従業員の待遇への不満のなかで特に大きく位置付けられている給与を

はじめする待遇等について積極的に改善していくことが求められる。 
 年齢層別にみた１ヶ月の平均的な給与は、ディーラーでは年齢が高くなるほど高くなり、月平

均 35 万円以上の割合は 50 歳代では半数以上を占めるものの、ディーラー以外では、その割合

が 50 歳代でも約 10％～20%程度と低いことから、特に昇給の機会に恵まれていないディーラ

ー以外の専業・兼業・自家においては、例えば下記の取組み事例で示すような、僅かであって

も能力評価に応じた小刻みな昇給を行うなど、整備関係従業員の給与に対する満足度向上や昇

給のための技術習得モチベーション向上意識を確保・維持していくことも望まれる。  
 一方、給与面の待遇向上のためには、他業界の既存調査との比較・分析で把握されたように、

「従業員間の自主的な取組」「社外との人材交流」など整備関係従業員自らの活動によって企

業の業績向上を目指す、先進的な取組事例のように効率化アイディアを収集・採択するなど、

限られた人材を活用し、現場レベルで見たアイディアを募って業務を効率化し生産性向上に繋

がる取組を検討する必要がある。 
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－アイディアに対する報奨金（トヨタカローラ横浜株式会社）－ 

トライアルとして、エンジニアの「効率報奨金」を導入。自分たちのアイディアで効率化を達成した

場合、報奨金を獲得できるようにしたところ、効率化の結果として残業が減り、時間の余裕も出来て

ワークバランスも改善された。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 26 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
 

－年功序列の人事制度を改革（福島トヨタ自動車株式会社）－ 

以前は年功序列型で、資格や等級も実態を反映しておらず、人を育てる風土も欠けていた。職能資格

制度を再構築し、職務内容や能力に応じた制度への転換を行っている。狙いは、優秀な若年層を抵当

に評価し、帰属意識を高めるとともに、更なるチャレンジ意欲を引き出すためである。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 25 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
 

 
－定期昇給の実施（彌生ヂーゼル工業株式会社）－ 

待遇として資格取得による昇給を行うほか、僅かであるが毎年の昇給は行っている。楽しく仕事がで

きる職場作りを意識して、設備等のサポートを進めていきたい。 
（資料：本調査「人材確保、育成、定着に関わる好事例調査ヒアリング」より） 

 
  



121 
 

② 労働時間、休日・休暇 
〈実態・課題〉 

 
 

〈先進的な取組み事例〉 
－給与面、労働時間面、職場環境面の改善（秋田トヨタ株式会社）－ 

残業についてマネージャーの意識改革を行い、1 日 1 時間程度に抑え、なるべく定時で帰り、余暇の充

実を図るようにしている。有給休暇取得向上も強化し、年間休日 96 日、有給休暇は勤続年数に応じて

大 20 日、個人休暇 4 日を付与し、子どもの行事に参加させるためにも、有給休暇を取得させるよう

にしている。労働時間を削減しても、生産性の低下は見られず、無駄が是正されたと考えている。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
 

  

 職業斡旋者等による自動車整備業の評価において、休暇等の待遇においては平均より低いとさ

れており、自動車整備業から転職（離職）した者の理由において、「労働時間の条件がよくな

かった」との項目が上位に挙げられている。さらに、自動車整備業以外の就労者も自動車整備

業は「就業時間が長い」と評価している。しかし、シフト制を導入している事業者はディーラ

ーで約 25%、ディーラー以外では約 12%に留まり、導入困難な理由として「人数的に対応で

きない」という回答が も多い。 
 整備関係従業員の 1 日の平均的な労働時間は、ディーラーで約 38%、ディーラー以外では約

29%が 9 時間を超えるとの回答がなされている。他方、整備関係従業員が理想と考えている 1
ヶ月の残業時間は、40 時間未満の回答割合が 90%以上となっていることから、従来行われが

ちであった一人で長時間業務を行うような体制を見直し、例えば下記の取組み事例で示すよう

な、営業時間を延ばして３シフト制とし残業時間の上限を定めるといった、工夫を施したシフ

ト制を検討するなど、勤務体制を工夫することによって整備関係従業員の希望に応じた勤務時

間・休日の確保が可能とする体制整備の検討が望まれる。 
 また、就職を希望する女性を増やすためには、家事・育児との両立を可能とするような柔軟な

勤務体制・分業体制について検討する必要がある。 
 育児や介護等による長期休暇について、休職後に同一ポジションに復職できることを希望する

従業員の割合は、ディーラーで約 68%、ディーラー以外で約 65%である一方、同一ポジショ

ンへの復職が困難な理由として「新たな技術の習得が追い付いていない」をあげる事業者が約

40%程度存在する。このことから、長期休職からの復職する人材を確保するためには、長期休

職者に対して 新技術等の研修を積極的に実施するなど、業界団体・関係者が先導を取って懸

念事項である技術面をフォローする取組みの浸透も期待される。一方で、長期休職とならない

仕組みなどについても検討する余地がある。 
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－営業時間延長に対応するための整備勤務シフト制（東京日野自動車株式会社）－ 

従来は、営業時間が 9 時～17 時で、場合によっては 4～5 時間残業して 21 時～22 時まで勤務、退社

時間は業務の状況次第でわからないという状況であった。現在では、支店毎に担当市場の特性に応じ

て、勤務時間のシフト制を行っている。代表事例としては、7～23 時の営業時間を取る 7-11 シフトで、

7～15 時・9～17 時・16～23 時の 3 交代制で各々2 時間以内の残業を目標にしており、7～15 時のシ

フト勤務では 2 時間の残業が発生しても 17 時には終業できる。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 25 年版「自動車ディーラ

ービジョン（大型車店編）」） 
 
－女性整備士も工場長になることができる（東京トヨペット株式会社）－ 

女性整備士は現在 8 名在籍しており、そのうち 1 名がエンジニアリーダーである。また、2 名は育児

休業を取得している。同社では過去に女性の工場長も誕生している。整備士や工場長も、お客様との

付き合いが多い職種であり、女性ならではのきめ細やかな対応が顧客満足につながっている。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
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③ 作業環境 
〈実態・課題〉 

 
 

〈先進的な取組み事例〉 
－環境改善（東京トヨペット株式会社）－ 

整備工場にスポットクーラーの導入や、身体に負担のかからない柔らかい床の導入など。現場の要望

や提案を可能な限り実現している。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 

 労働環境改善施策として照明・空調等のハード面の向上を希望している整備関係従業員はディ

ーラー、ディーラー以外ともに 80%以上であった。職業斡旋者による作業環境の快適さなどで

の評価は、「夏は暑さのなかで、冬は寒さのなかで毎日重労働をしなければならない」ため、

比較した他業種のなかで も低い評価となっている。一方で、自動車整備事業者アンケートか

ら空調等のハード面の改善が困難な理由として、「投資費用がない」という回答が も多く、「環

境については仕方がない」という考えを持つ事業者も多い状況が把握された。 
 一方、先進的な取組事例として、「汚い」「暗い」の従来の整備工場のイメージから脱却し、社

員に気持ち良く働いてもらうために改善を進める中小の整備事業者もあり、社員に好評を得る

とともに整備工場のイメージ向上にも繋がっている。ハード面での作業環境の改善について

は、多額の費用を伴う改修を想定して困難さを訴えるのみならず、少なくとも整備場内の整

理・美化や、大型扇風機、飲料サーバー等の設置、カイロの支給などの比較的簡易に出来る可

能性が高いものから、環境改善を実施することが望まれる。  
 合わせて、ソフト面での労働環境改善施策として不平・不満等を収集する体制の導入を希望し

ている整備関係従業員は 75%以上であることが把握されたことから、先進的な取組み事例のよ

うに、「社員の味方となる社員の声を集め、問題解決を行う部隊の創設」、「社長自身がスタッ

フとコミュニケーションを図る」、「経営改善につながる無記名アンケートを毎日行う」等の実

施が検討される。積極的なコミュニケーションを図り、経営者や同僚間の良好な人間関係を築

くことは、整備関係従業員が希望する労働環境改善施策のなかでも比較的取り組みやすい施策

であり、有効な施策と考えられる。この取組は人材定着のみならず、一般社会に自動車整備業

に対する好印象・好評判も与えることとなり、人材確保の側面にも期待できる。 
 整備業への女性の進出を促進するためには、自動車整備事業者アンケートから女性採用が困難

な理由として「体力的な面で難しい」をあげる事業者が約 49％と比較的多いことから、女性

でも作業しやすい設備・機器等の環境整備が考えられる。 
 就職希望者を増やすためには作業環境の快適性を高める必要があるが、自動車整備事業者アン

ケートにおいて、空調等のハード面の改善が困難な理由として投資費用がない」という回答が

も多く、空調等のハード面の改善といった環境改善のための投資費用が課題となっているた

め、作業がはかどるなど導入効果が高いものについて事業者が優先して改善出来る様、事例収

集等について継続して調査・検討していくことも期待される。 
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－給与面、労働時間面、職場環境面の改善（秋田トヨタ株式会社）－ 

サービス（整備）の労働環境も暖房を完備するなど改善し、相当良くなった。こうしたことも定着率

向上に寄与している。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
 

－職場環境整備（横浜トヨペット株式会社）－ 

夏は暑く、冬は寒い職場環境で働くエンジニアに対し、夏場には飲料水やミネラル補給品を支給。ま

た、冬場には寒さ対策や手荒れ防止にインナーウェア、ハンドクリームなどを会社から支給している。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
 

 
－職場環境整備（彌生ヂーゼル工業株式会社）－ 

「汚い」「暗い」「きつい」の 3K 業界であり、多くの整備工場は「汚い」「暗い」であり、休憩場所も暗

いイメージであった。そこで、従来の整備工場のイメージから脱却し、社員に気持ち良く働いてもらう

ために、社員が会話し易いカフェスタイルの食堂の採用、風呂・シャワー室、工場内のハード的な明る

さの採用、ウォーターサーバーの設置等を行った。工場を新たな環境にしたことで、従業員は満足して

いるようである。社員には家族があり、家族の方々も満足する環境を作ることを意識した。 
（資料：本調査「人材確保、育成、定着に関わる好事例調査ヒアリング」より） 

 
－社員の悩みを聞く「社員相談グループ」を設置（東京トヨペット株式会社）－ 

ES 活動の一環として「社員の味方」となる「社員相談グループ」という部署を設置し、店舗を巡回し

ながら社員の不安、不満、コミュニケーション不足やハラスメントの声を集め、問題解決を行うこと

を行っている。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
 

 

－自主性重視の目標設定とプロセス管理（トヨタカローラ新大阪株式会社）－ 

社長自身が各店舗ごとに全スタッフと夜の飲みの場を活用した交流からコミュニケーションを図りな

がら、会社の大きな方向性についての考え方や浸透度を直接把握し、理解促進に努めている。また、

会社の高生産性のために、社員全員が積極的にアイディアを出せる風土を作り、出された社員のアイ

ディア、意見の有効活用やノウハウの共有を図っている。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 25 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
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－毎日の社員アンケート実施により事業場の課題をリアルタイム把握（天理興業株式会社）－ 

モチベーションの観点からは毎日社員の無記名アンケート（ES アンケート）をしている。ハガキサイ

ズのアンケート用紙に「今日１日充実していたか」「マーケティング活動ができたか」「周りの人に奉

仕・貢献できたか」「今日１日自分自身が成長できたか」「明日も頑張れるか」等のイエス・ノーで簡

単に答えられる設問を用意して回答してもらっている。 アンケートにあたり、「社員には、くれぐれ

も「本音」を書いてほしいと言っている。すると「思わない」という答えも出てくる。経営者はその

ことをそのまま受け止めて、部門毎の長期的な傾向なのか短期的な事象か等分析し、早急に関与し解

決すべき課題については経営者自らその解決に乗り出すことで、社員にとってもこのアンケートが経

営改善につながっていることを実感してもらうのが目的」とのことである。 
（資料：多様化するニーズに応えるために(好事例集) 平成 25 年一般社団法人日本

自動車整備振興会連合会） 
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④ やりがい 
〈実態・課題〉 

 

 整備関係従業員は、「故障したものを修復させた満足感・達成感」「困っている人の力になれる

といった自身の成果や、「自動車の先端技術に触れられる」「いろいろな車に触れる機会がある」

にやりがいを感じているが、他業種と比較して仕事のやりがいに関する満足度は低い。 
 整備関係従業員の人材定着のためには、「故障したものを修復させた満足感・達成感」「困って

いる人の力になれる」「自動車の先端技術に触れられる」といったやりがいとして感じている

点について従業員が実感できる取組を進めることが期待される。 
 また、業界団体・関係者が連携して、一般労働者層や将来の労働力となる学生に対して整備事

業が持つやりがいや社会的重要性を広く周知・啓発していく事が必要である。 
 一方、整備関係従業員アンケートから自動車整備業の将来性に関して「期待できない」「あま

り期待できない」と感じている整備関係従業員はディーラーで約 54%、ディーラー以外で約

73%といった結果が把握され、不安を感じている年齢層が 20 歳代後半から 40 歳代と広範囲に

わたっている。しかしながら、実際には自動車の保有台数をみると 8,100 万台を超え、エンジ

ン・動力伝達装置・タイヤ・ホイール・ブレーキ等自動車の構成部品の磨耗や劣化のための整

備は変わらず必要となるため、将来に渡っても、自動車整備の役割の重要性は変わらないので、

自動車整備業界に対するマイナスの将来像を払拭することも課題である。 
 自動車保有台数の傾向のうち、特にハイブリット車、電気自動車といった 新技術を有した車

両の台数は右肩上がりで増加しており、上述のとおり、整備関係従業員は「困っている人の力

になれる」「自動車の先端技術に触れられる」といった点にやりがいを感じている。このこと

から、従業員にやりがいを継続して持たせるべく、今後増加する 新技術車両に対応した教育

や整備技術導入を行い、 新技術に対応できる整備関係従業員としてのモチベーション向上を

図るとともに、従前の自動車整備のみならず 新技術に対する対応といった、事業者の更なる

技術向上による顧客の拡大が望まれる。 
 自動車整備業及び他業種の取組の中では、店舗間で短期間スタッフの入れ替えを行うことで、

自分の店舗以外の他店舗でやっている良い点や、チームワークの違いに触れることができ、自

店舗に戻ったときに活かすことができるほか、他店舗とのコミュニケーションの場にもなると

いった側面が把握された。このことから、自動車整備業においても、系列会社間、地域間の人

材交流等により視野を広げさせ、業務取組方法を見直させるなど、金銭的なインセンティブや

キャリアパス以外でやりがいを持たせる方法についても、今後検討の余地がある。 
 女性やシニアを活用するメリットについては、今後も継続して調査を行うとともに、女性を中

心としたプロジェクトを進めている取組み事例等を業界団体・関係者が連携して広く PR し、

整備の仕事の魅力向上や仕事内容への理解を深めてもらうための取組も求められる。 
 学生への自動車整備業に対する理解醸成に効果的な職場体験等の実施については、「学生の怪

我・事故が不安」「顧客から預かっている車を扱わせることが不安」といった理由とともに、「伝

手がない」「ノウハウがない」といった理由も散見される。このことから、その不安等を解消

するために、既に実施している有効事例の収集・紹介、及び国や学校関係者による業界団体へ

の働きかけを実施するとともに、より効果的・効率的な実施体制等について、更なる調査・検

討を行うことも期待される。 
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〈先進的な取組み事例等〉 
－サービスのインセンティブ（ネッツトヨタ仙台株式会社）－ 

サービスエンジニアは、国家 1 級資格を取得すると燃え尽きてしまう面が見られたため、自社独自の

「匠」制度を作り、サービスエンジニアに求められる要素や基本能力と評価対象とし、モチベーショ

ンの向上と待遇で報いることを狙った制度を展開した。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
 

 
－スキャンツールの早期導入、ハイブリッド車入庫促進への取組み（株式会社伊藤モータース）－ 

導入費用は決して安いものではなかったが、多車対応の高機能スキャンツールを導入するとともに、

スキャンツールの研修には整備振興会のものを含め一通り受講させた。導入の結果として作業効率が

良くなっており、売り上げが対前年比 5%増となった。また、ディーラーに入庫されがちなハイブリッ

ド車のユーザー確保のため、従業員によるハイブリッド車整備チェックシートの作成も取り組んだ。 
（資料：多様化するニーズに応えるために(好事例集) 平成 25 年一般社団法人日本

自動車整備振興会連合会） 
 
 

－整備技術力の強化（有限会社大塚自動車）－ 

導入補助制度を利用して、3 台のスキャンツールを導入した。その結果、これまでは自分の経験と勘で

やってきたが、数値による判定が行われるため故障診断の精度が上がるほか、作業時間の短縮や新た

に診断料を得ることもできるようになった。スキャンツールの活用にあたっては、社長自らも整備振

興会や損害保険会社が主催する講習会に参加するとともに、講習参加の際には、会社に戻ってから入

手情報の共有も進めた。 
（資料：多様化するニーズに応えるために(好事例集) 平成 25 年一般社団法人日本

自動車整備振興会連合会） 
 
 
－社内留学制度でコミュニケーションを活発化（株式会社ホンダカーズ中央神奈川）－ 

社内留学制度として、金曜日から日曜日の 3 日間、店舗間でスタッフを入れ替える。自分の店舗以外

で働くことで、他店舗でやっている良い点や、チームワークの違いに触れることができ、自店舗に戻

ったときに活かすことができるほか、他店舗とのコミュニケーションの場にもなる。特に女性スタッ

フの研修に力を入れている。社内留学後は全員に必ずレポートを提出させる。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
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⑤ 技能向上 
〈実態・課題〉 

 
 
〈先進的な取組み事例〉 

 
－基礎技能教育と高難度故障診断教育の両立（横浜トヨペット株式会社）－ 

基礎技能の習得に向け、新入エンジニアに対して、12 か月点検やトヨタプロケア 10 点検を題材に、

点検作業の根本を理解させることで、効率が良くミスの無い作業を習得するための講習を実施。同時

に、メーカーのステップアップ教育カリキュラムに、当社独自のニーズを加えて実施し、4 年間かけて、

高難度故障診断を可能とする技術力の習得に取り組んでいる。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 27 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
 

  

 自動車整備事業者アンケートと整備関係従業員アンケートを比較した結果、未経験者に対する

研修を実施していると回答した事業者の割合は約 88%、整備関係従業員の割合は約 67%であ

った。また、自動車整備士資格取得に関する研修を実施していると回答した事業者の割合は約

78％、整備関係従業員の割合は約 48%であり、特にディーラー以外の事業形態において、事業

者側の見解と整備関係従業員に乖離が見られた。この乖離を解消するためには、事業者は従業

員の意見や希望を聞きつつ、整備関係従業員に対して社内等における研修のあり方や位置付

け、及び教育方針を明確にすることが求められる。一方で、意識の乖離の原因について、更な

る調査分析の必要性も考えられる。 
 新技術に関する研修について、実施していると回答した整備関係従業員はディーラーの約

82%に対し、ディーラー以外で約 39%であった。また、 新車種に関する研修について実施し

ていると回答した整備関係従業員はディーラーの約 84%に対し、ディーラー以外で約 30%で

あった。このことから、特にディーラー以外の専業・兼業・自家においては、飛躍的に発展が

進んでいるハイブリット車両や自動ブレーキ技術等の自動車 新技術等の研修に積極的に取

り組み、整備関係従業員の人材育成を図ることについても検討する必要がある。 
 他業界の中小企業・小規模事業者においては、中核人材一人当たりの育成にかける年間費用は

10～50 万円以内が約 3 割も占めている点、並びに一般労働者の人材育成・能力開発に対する

満足度では「時間的補助による資格取得支援」の満足度が比較的高い点を考慮し、事業者は整

備関係従業員に対して、資格取得に関して整備学校に通う学費を負担する、社内勉強会を開催

するなど、費用面、時間面から積極的に配慮することが望まれる。 
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－深刻な若年人材確保難の中、高校生を採用、会社全額負担で整備学校で学ばせることに（福島トヨ

タ自動車株式会社）－ 

近年、自動車整備学校への入学者が年々減少していたが、福島県は原発事故により特に若年層の人口

流出が大きなハンデとなり、若年エンジニアの採用が非常に困難となった。窮地に立った同社では、

類例はなかったが、メカニックに高校生を採用し、育てようという施策を始めた。男性 5 名を採用し、

今年から 2 年コースの整備学校に通わせることとした。学費は会社が全額負担。若年層を白紙の状態

から採用し、育成すれば、会社への帰属意識も高くなるのではという期待を持って始めた。 
（資料：一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 25 年版「自動車ディーラ

ービジョン（乗用車店編）」） 
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≪自動車整備業の課題と今後の対策に向けて≫ 

本調査事業で明らかとなった自動車整備業界の実態や課題に係る今後の対策に向けて、引き続き以下

のことが必要である。 
 
・人材確保に係わる整備事業の課題について、本調査で明らかになった他産業との比較を含めた事業

実態と課題について、積極的な取組事例を含め、業界内で共有する。 
 
・整備事業の持つ、安全・環境面での社会的役割や地域産業としての重要性や、新技術による車社会

の発展の中での将来性など、整備事業に対する理解を広げる活動に取り組む。 
 
・さらに、今後も、環境変化に対応した人材確保・育成に向けて、事業の形態、規模、事業環境等に

応じた対応などにより、整備事業の課題に取り組むため、業界団体・関係者が引き続き連携して検討

する。 

 
 
具体的には、国土交通省、業界団体、整備事業者のそれぞれにおいて、以下のような取り組みを進める。 
 
【国土交通省】 
○自動車整備業界の社会的重要性、将来性の社会的認知の醸成 
  自動車整備人材確保・育成推進協議会と連携して、運輸支局長等による高等学校訪問の活動等を通

じて、自動車整備業界や自動車整備士の社会的重要性、将来を社会に広く認知してもらうための啓発

活動を進める。 
○体験学習・インターンシップの業界への啓発 
  自動車整備の仕事の魅力や仕事の内容を理解してもらうために効果的である、若者に対する体験学

習やインターンシップの取り組みを進めるよう、業界に対して啓発する。 
○女性も使いやすい工具・機器の調査 

自動車整備事業における女性の活躍を促進するため、女性が使いやすい工具、機器等の指針を作成・

周知する。女性が使いやすい工具、機器等は、若者やシルバー人材における力不足対策、作業の生産

性の向上などにおいても効果が期待できる。 
○ 新技術に対応した整備を行うための汎用スキャンツールの標準仕様拡大等による整備環境の充実 
  安全に係る車両装置の故障診断において、スキャンツールの機能等の共通化・統一化を図ることで、

どの整備工場においても生活かつ迅速な故障診断を可能とするよう整備環境の充実を図る。 
○スキャンツールを活用した教育体制、カリキュラムの策定 
  多様なニーズがある中、それぞれの事業者・従業員のニーズ・レベルに応じた継続的・効率的な教

育体制、カリキュラムの策定を検討し、定期的に新技術・新機構に触れられる機会を創出する。 
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【業界団体】 
○実態と課題の業界内で共有 
 検討会において、実態調査や他産業との比較等の分析・検討から、定量的なデータにより、あらた

めて確認された自動車整備業の実態及び課題を業界内で共有する。 
○整備業界に対する理解を広げるための体験学習やインターンシップ等の推進 

自動車整備の仕事の魅力や仕事の内容を理解してもらうために効果的である、若者に対する体験学

習やインターンシップの取り組みを進める。 
○労働環境、待遇改善に対する先進的な取組事例の収集、展開 
  検討会でとりまとめられた自動車整備業の労働環境、待遇に対する課題等に対する先進事例を継続

して収集し、業界内で展開・共有を図る。 
○ 新技術対応など、従業員の要望に応じた研修の実施 
  整備事業者それぞれの技術力・ニーズに応じた研修や、 新技術に対応した研修等、継続的に自動

車メーカー等から必要な情報や整備のノウハウ等の技術力が得られる研修を実施する。 
 
 
【整備事業者】 
○先進事例を参考とした事業形態・規模等に応じた待遇改善の実施 

検討会でとりまとめられた自動車整備業の労働環境、待遇に対する課題等に対して、業界内で収集・ 
共有された先進事例を参考にして、個々の事業者の形態や規模等に応じた待遇改善等の対策を図る。 

 

（先進事例の例） 

‐能力評価に応じた昇給等による給与満足度の向上 
‐シフト制等による希望に応じた勤務時間・休日の確保 
‐比較的簡易なものから工場内の環境改善の実施 
‐女性が作業しやすい設備・機器等の環境整備 
‐経営者や職場間のコミュニケーションの構築   等  
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参考資料 
１． 自動車整備人材の確保・育成に関する検討会（委員名簿） 

○座長 
大聖 泰弘   早稲田大学大学院創造理工学研究科 教授 

○委員 
市川 優    株式会社日刊自動車新聞社 代表取締役社長 
宇佐川 邦子  株式会社リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター センター長 
木場 宣行   一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 専務理事 
久保田 純子  ダイハツ東京販売株式会社 （現役女性整備士） 
酒井 一博   公益財団法人大原記念労働科学研究所 所長 
内藤 政彦   一般社団法人日本自動車工業会 常務理事 
林 義高    一般社団法人日本自動車販売協会連合会 理事 
松浪 良樹   全国自動車大学校・整備専門学校協会 理事（トヨタ東京自動車大学校理事・校長） 
森本 一彦   全国自動車短期大学協会 専門委員（中日本自動車短期大学教授） 

(敬称略、五十音順) 
 
 
２． 自動車整備人材の確保・育成に関する検討会経緯 

第 1回 平成 27 年 6 月 18 日（木） 

(1) 自動車整備士不足の現状と行政の取組 

(2) 委員からの資料説明 

(3) 今後の進め方 

第 2回 平成 27 年 7 月 7日（火） 

(1) 女性整備士から見た業界の現状 

(2) 委員からの資料説明 

(3) 労働環境等の調査及びアンケート内容 

第 3回 平成 27 年 9 月 14 日（月） 

(1) 委員からの資料説明 

(2) 事前調査結果について 

(3) 自動車整備要員に対する労働環境等に関する調査について 

第 4回 平成 28 年 1 月 13 日（水） 

(1) アンケート集計・分析結果（中間報告）について 

(2) 取りまとめの方向性について 

第 5回 平成 28 年 3 月 14 日（月） 

(1) 報告書（案）について 

(2) その他 
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３． 自動車整備人材の確保・育成に関する検討会における主な意見 

第 1回 

●自動車整備人材の確保が年々厳しくなっている中、若年層を中心とした人材の確保、外国人や女

性、シルバー人材の活用について、事業者が必要な努力をするとともに、国の制度も含めた議論

を進める必要がある。 

●組織・規模の大きいディーラーと、小規模が多い専業事業者とは、分けて議論すべきではないか。 

●整備士の肉体的な負担の軽減は必要ではないか。 

●専門学校の外国人卒業生は、熱意がありモチベーションは高いが、帰国や移籍等を考慮する必要

がある。 

●女性の採用を希望している企業は多くある。フロントスタッフでも整備士資格を持っている女性

が求められている。 

●女性で整備士資格を持っている人が、結婚・出産などで離職しても、有資格者として復帰しやす

くするべきではないか。 

●車の基本的な安全性の確認については、若者よりも経験豊富なシニア世代の方が詳しい。こうい

ったノウハウを若者に教える環境を作るべきではないか。 

●今後の調査では、まず現状を把握し、問題のポイントを明確化してから詳細な調査をすべき。ま

た、実態調査だけでなく、実践事例も調査した方が良い。 

第 2回 

●女性整備士が業務を続けるには、子育て期間での時短勤務など会社のフォローが必要。 女性が極

めて少ない整備業界では、シャワーや更衣室といった一般的な問題が大きく、 整備業界における

女性特有の課題は顕在化していないのではないか。 
●整備士専門学校への入学者は、リーマンショックの４・５年前から減少し、半減してか らは回復

していない。景気が良いと大学進学と競合し、景気が悪いと採用が抑制される ので嫌遠される。

その中で、一級整備士を志望する人は増えてきている。 
●整備業界の人材確保には、若年層として整備士専門学校の入学者を増やすほか、働いた ことの無

い人、資格を持っているが別の業界にいる人のリクルート、既に働いている整 備士の離職防止、

といった全体像とターゲットを明確にしたうえで、意識調査を行うべ きではないか。 
●人材の確保に加え、定着・育成が出来ないと生き残れない。常に新技術を搭載した自動 車が出て

くる整備業界では、次世代自動車への対応をキャリアアップや成長の実感につ なげることで、育

成が図られ、定着につながるのではないか。 
●転職市場に整備業の募集が少なく、働いたことの無い人にとって仕事としての選択肢に 入ってい

ない可能性がある。認知を高める観点から露出を高めアピールすることも検討 すべきではないか。 
●自動車ディーラーでは、営業担当者の採用が難しかった時代に、整備担当者を営業に移 す実態も

あったが、 近は整備担当者の採用が難しいため、営業には移さず、社内資格 や様々な職種を作

ってステップアップ出来るようにしている。 
●調査では、整備士の資格別での比較が出来る様にすべき。また他業種との比較には、車 が好きな

人が集まる自動車メーカーも加えるべき。また、過去の日整連の調査や、ディ ーラービジョンを

策定する際の基礎資料も活用すべき。 
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第 3回 

●元自動車整備業に従事していた者の転職（離職）理由のなかで、賃金や、労 働時間、休日・休暇

が上位にくる傾向については全産業同じ傾向である。賃 金については増加させることが難しい部

分はあるが、労働時間や休日・休暇といった部分は取り組み方によっては変えられることがポイ

ントではない か。 
●ディーラー系と専業系で分けた分析軸はあるものの、分析の深度化といった 意味では、中小企業

や零細といった事業者規模の分析も必要ではないか。 
●女性向きに設問されているなかの「労働環境」だとか、「フレキシブルな働 き方」を聞いている

が、昨今もう女性だけの問題でもなく、若い方みなさん 希望する条件であるので、企業全体とし

て、そういった取り組みがないのか、仮に女性限定であるのであれば、回答で補足してもらうな

どの設問の工夫が 必要ではないか。 
●地域に定着した働き方をしたいという要望もあると思うので、転勤の有無に ついても、アンケー

トで聞く必要があるのではないか。特に女性においては、 育児や家事もあると思うので、転勤の

有無による考え方の違いは考えられる。 
●事業者の方への設問については、経営方針に関する質問があってもよいのではないか。 
●業界的にみて、地元就職が多い傾向にあるので、出身地と就業先の関係がわかるようにできない

か。 

第 4回 

●給与に関して不満が高いというのはどの業界もある程度あり、給与が上がる道筋が見えないこと

が離職の原因の上位にどの業界でも必ず入るが、小さいピッチで昇給制度を入れるのがよいとい

う話を聞いている。 

●長期休職者に対して 新技術をレクチャーするといった育成の観点もあると思うが、むしろ長期

休職にならないようにするという視点もあるのではないか。例えば、全てブランクになってしま

うのではなく、週に１、２回来て、遅れやノウハウ的なものを取り戻せるような工夫もあるので

はないか。 

●人材交流など、金銭的なインセンティブやキャリアパス以外の形についても、今後、研究するこ

とがよいのではないか。 

●やりがいというのはとても大きな要素である。給与を上げれば人材が確保できるのは、当然であ

るが、その場合、経営の検討が必要になる。 

●やりがいを感じられることは、技術で仕事をしている人間にとって非常に大きなポイントではな

いか。当然、 新技術への対応は必要ではあるが、既存技術等今あるものに対してやりがいを感

じられるような方策も必要ではないか。 

●アンケート結果やこれまでの検討結果を背景として、整備の仕事はやりがいもあり、将来性も高

いという、若い人へのアピールポイントが浮き彫りになるとよいのではないか。 

●学生が就職活動でインターンシップに行くと、会社の業務内容がよくわかったりする。そういう

現場体験みたいなものを行うと、学生への情報提供としては好ましいのではないか。 

●このアンケートで、今一般に言われている整備業界の人材不足だとか、魅力のなさみたいな話が

客観的に出たという事実がある。今後はこれをどういう方向でやっていくのか、どういうメッセ
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ージを出していけるかが非常に重要。 

●新技術はどんどん入るが、既にある 8,000 万台には整備が必要であり、それを守ること、安全に

走行するために自動車整備士の役割が重要であることであるということをどう伝えるかというの

は、非常に重要。 

第 5回 

●今回の調査を通じて、整備業界や整備士というものに対しての、色々な角度から様々な方からの

評価、イメージが明らかになったことは、今後の人材確保に向けての働き掛けを行う上で非常に

重要。 

●給与等の待遇については、経営者がやはりそうだと思ってもらえるようなかたちで出せるとよい。

経営者に対するアピールをぜひ強調してほしい。 

●若者に対しては、将来への希望や 先端の技術に触れることができるといった明るいテーマでア

ピールできると今後の取り組みに繋げ易い。 

●今後自動車の技術の発展や、それにともなう整備の在り方、あるいは故障とか修理のやり方も並

行して新しい知識が必要になってくるということも同時にアピールしていくことも必要ではない

か。 

●これから改善に向けて参考となる好事例の共有などどうやって具体化していくかということを引

き続き関係者で検討していくことが大事。 

● 新技術への対応という観点からも、ユーザーに代わり点検整備を行う整備工場・整備士の役割

は高まってくる。そういった意味での整備事業の将来性の PR も必要。 

●人材確保と同時に、学校や整備業界に入ってからの教育、モチベーションの維持やエンジニアと

しての自覚を持たせるような取り組みも重要。 
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４． アンケート結果 

 
（１）自動車整備業労働環境アンケート【事業者用】 
 
■基本属性に関する項目 
問 1．あなたが経営・運営する自動車整備事業場の所在地、事業形態、事業場の規模（全従業員数）をお

答え下さい。複数個所を経営・運営している場合は、整備関係従業員が も多い事業場についてお答え

下さい。 

事業場の所在地 事業形態（※1） 事業場の規模 
（全従業員数） 

都道

府県 

市郡

区      
区町

村  

1．専業 
2．兼業 
3．ディーラー 
4．自家 

人

※1． 専 業： 自動車整備業の売上高が総売上高の 50%をこえる事業場 
 兼 業： 兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の 50%

以上を占める事業場（ディーラーを除く。） 
 ディーラー： 自動車製造会社又はインポーターと特約販売店契約を結んでいる企業の事業場 
 自 家： 主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 
 
■事業場の所在地 
→次のページ 
 
■事業場の規模（全従業員数） 

 

 
  

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上 合計
専業 24 18 9 7 0 58
兼業 3 8 5 5 0 21
ディーラー 0 5 136 57 15 213
自家 1 1 0 0 0 2
合計 28 32 150 69 15 294

41.4%

14.3%

0.0%

50.0%

9.5%

31.0%

38.1%

2.3%

10.9%

15.5%

23.8%

63.8%

51.0%

12.1%

23.8%

26.8%

23.5%

7.0%

5.1%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

事業場の規模（全従業員数）

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

※．カッコ内は回答者数
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■事業場の所在地 

 
 
  

都道府県 専業 兼業 ディーラー 自家 合計

北海道 5 2 6 0 13
青森県 1 0 1 0 2
岩手県 0 0 8 0 8
宮城県 3 0 0 0 3
秋田県 1 0 1 0 2
山形県 0 0 0 0 0
福島県 0 1 11 0 12
茨城県 5 0 1 1 7
栃木県 3 1 3 0 7
群馬県 0 1 7 0 8
埼玉県 1 0 28 0 29
千葉県 3 0 7 0 10
東京都 1 1 9 0 11
神奈川県 2 0 2 0 4
新潟県 2 1 5 1 9
富山県 0 1 3 0 4
石川県 0 0 0 0 0
福井県 0 1 2 0 3
山梨県 0 0 6 0 6
長野県 8 3 6 0 17
岐阜県 0 3 1 0 4
静岡県 0 2 1 0 3
愛知県 1 0 43 0 44
三重県 0 0 1 0 1
滋賀県 0 0 9 0 9
京都府 4 2 2 0 8
大阪府 1 0 3 0 4
兵庫県 0 0 28 0 28
奈良県 1 0 1 0 2
和歌山県 2 0 0 0 2
鳥取県 0 0 0 0 0
島根県 0 0 0 0 0
岡山県 1 0 0 0 1
広島県 2 1 3 0 6
山口県 0 0 1 0 1
徳島県 1 0 1 0 2
香川県 1 0 0 0 1
愛媛県 2 0 0 0 2
高知県 0 0 0 0 0
福岡県 1 1 2 0 4
佐賀県 1 0 5 0 6
長崎県 3 0 3 0 6
熊本県 1 0 0 0 1
大分県 1 0 1 0 2
宮崎県 0 0 1 0 1
鹿児島県 0 0 1 0 1
沖縄県 0 0 0 0 0
合計 58 21 213 2 294
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問 2．事業場に勤務されている整備関係従業員（※2）の人数をお答え下さい。 
整備関係従業員数 人 

 

うち女性 人 
うち 60 歳以上 人 

うち外国人 人 
うち正社員 人 

うち契約社員 人 
うちパートタイマー 人 

※2．本アンケートにおいて、整備関係従業員とは、整備主任者、自動車検査員、板金、塗装、電装員お

よび整備作業を行っている役員や資格を持っていない人も含めます。 
 
■整備関係従業員数 

 

 
  

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上 合計
専業 29 17 5 7 0 58
兼業 8 10 2 1 0 21
ディーラー 10 123 53 19 8 213
自家 1 1 0 0 0 2
合計 48 151 60 27 8 294

50.0%

38.1%

4.7%

50.0%

16.3%

29.3%

47.6%

57.7%

51.4%

8.6%

9.5%

24.9%

20.4%

12.1%

8.9%

9.2%

3.8%

2.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

自動車整備関係従業員数

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■女性 

 

 

 

 
  

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超 合計
専業 46 11 1 0 0 58
兼業 16 4 1 0 0 21
ディーラー 156 49 3 2 3 213
自家 1 1 0 0 0 2
合計 219 65 5 2 3 294

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下 合計
専業 46 2 5 2 1 2 58
兼業 16 3 2 0 0 0 21
ディーラー 156 51 6 0 0 0 213
自家 1 1 0 0 0 0 2
合計 219 57 13 2 1 2 294

79.3%

76.2%

73.2%

50.0%

74.5%

19.0%

19.0%

23.0%

50.0%

22.1%

1.7%

4.8%

1.4%

0.0%

1.7%

0.9%

0.0%

0.7%

1.4%

0.0%

1.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

女性の自動車整備関係従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

79.3%

76.2%

73.2%

50.0%

74.5%

3.4%

14.3%

23.9%

50.0%

19.4%

8.6%

9.5%

2.8%

0.0%

4.4%

0.0%

1.7%

0.0%

0.3%

3.4%

0.0%

0.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

女性の自動車整備関係従業員割合

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■60 歳以上 

 

 

 

 
  

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超 合計
専業 28 22 8 0 0 58
兼業 12 8 1 0 0 21
ディーラー 188 22 1 2 0 213
自家 1 1 0 0 0 2
合計 229 53 10 2 0 294

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下 合計
専業 28 10 5 12 1 2 58
兼業 12 4 2 3 0 0 21
ディーラー 188 24 1 0 0 0 213
自家 1 0 0 1 0 0 2
合計 229 38 8 16 1 2 294

48.3%

57.1%

88.3%

50.0%

77.9%

37.9%

38.1%

10.3%

50.0%

18.0%

13.8%

4.8%

0.0%

3.4%

0.9%

0.0%

0.7%

0.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

60歳以上の自動車整備関係従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

48.3%

57.1%

88.3%

50.0%

77.9%

17.2%

19.0%

11.3%

0.0%

12.9%

8.6%

0.5%

0.0%

2.7%

20.7%

14.3%

50.0%

5.4%

1.7%

0.0%

0.3%

3.4%

0.0%

0.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

60歳以上の自動車整備関係従業員割合

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■外国人 

 

 

 

 
  

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超 合計
専業 57 0 1 0 0 58
兼業 20 1 0 0 0 21
ディーラー 211 2 0 0 0 213
自家 2 0 0 0 0 2
合計 290 3 1 0 0 294

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下 合計
専業 57 1 0 0 0 0 58
兼業 20 1 0 0 0 0 21
ディーラー 211 2 0 0 0 0 213
自家 2 0 0 0 0 0 2
合計 290 4 0 0 0 0 294

98.3%

95.2%

99.1%

100.0%

98.6%

0.0%

4.8%

0.9%

0.0%

1.0%

1.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

外国人の自動車整備関係従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

98.3%

95.2%

99.1%

100.0%

98.6%

1.7%

4.8%

0.9%

0.0%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

外国人の自動車整備関係従業員割合

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■正社員 

 

 

 

 
  

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上 合計
専業 32 16 4 6 0 58
兼業 11 8 2 0 0 21
ディーラー 26 123 38 20 6 213
自家 1 1 0 0 0 2
合計 70 148 44 26 6 294

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下 合計
専業 10 0 0 4 4 40 58
兼業 1 0 2 0 2 16 21
ディーラー 15 0 0 3 7 188 213
自家 0 0 0 0 0 2 2
合計 26 0 2 7 13 246 294

55.2%

52.4%

12.2%

50.0%

23.8%

27.6%

38.1%

57.7%

50.0%

50.3%

6.9%

9.5%

17.8%

0.0%

15.0%

10.3%

9.4%

0.0%

8.8%

2.8%

0.0%

2.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

正社員の自動車整備関係従業員数

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

17.2%

4.8%

7.0%

0.0%

8.8%

0.0%

0.0%

9.5%

0.0%

0.7%

6.9%

1.4%

0.0%

2.4%

6.9%

9.5%

3.3%

0.0%

4.4%

69.0%

76.2%

88.3%

100.0%

83.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

正社員の自動車整備関係従業員割合

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■契約社員 

 

 

 

 
  

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超 合計
専業 54 3 1 0 0 58
兼業 20 1 0 0 0 21
ディーラー 173 36 3 1 0 213
自家 2 0 0 0 0 2
合計 249 40 4 1 0 294

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下 合計
専業 54 4 0 0 0 0 58
兼業 20 0 1 0 0 0 21
ディーラー 173 34 4 2 0 0 213
自家 2 0 0 0 0 0 2
合計 249 38 5 2 0 0 294

93.1%

95.2%

81.2%

100.0%

84.7%

5.2%

4.8%

16.9%

0.0%

13.6%

1.7%

1.4%

0.0%

1.4%

0.5%

0.0%

0.3%

0.0%

55.2%

52.4%

12.2%

50.0%

23.8%

27.6%

38.1%

57.7%

50.0%

50.3%

6.9%

9.5%

17.8%

0.0%

15.0%

10.3%

9.4%

0.0%

8.8%

2.8%

0.0%

2.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

契約社員の自動車整備関係従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下
10人超 5人未満 ～10人未満 ～20人未満
～100人未満 100人以上

(58)

(213)

(294)

(2)

(21)

※．カッコ内は回答者数

93.1%

95.2%

81.2%

100.0%

84.7%

6.9%

16.0%

0.0%

12.9%

4.8%

1.9%

0.0%

1.7%

0.9%

0.0%

0.7%

0.0%0.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

契約社員の自動車整備関係従業員割合

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■パートタイマー 

 

 

 

 
  

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超 合計
専業 52 5 0 1 0 58
兼業 18 3 0 0 0 21
ディーラー 182 28 1 1 1 213
自家 2 0 0 0 0 2
合計 254 36 1 2 1 294

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下 合計
専業 52 3 2 1 0 0 58
兼業 18 1 2 0 0 0 21
ディーラー 182 30 1 0 0 0 213
自家 2 0 0 0 0 0 2
合計 254 34 5 1 0 0 294

89.7%

85.7%

85.4%

100.0%

86.4%

8.6%

14.3%

13.1%

0.0%

12.2%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

0.3%

1.7%

0.0%

0.5%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

0.5%

0.0%

0.3%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

パートタイマーの自動車整備関係従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

89.7%

85.7%

85.4%

100.0%

86.4%

5.2%

14.1%

0.0%

11.6%

3.4%

9.5%

0.5%

0.0%

1.7%

1.7%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%0.0%

75% 80% 85% 90% 95% 100%

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

パートタイマーの自動車整備関係従業員割合

0% ～20%以下 ～40%以下 ～60%以下 ～80%以下 ～100%以下

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■労働環境に関する項目 
問 3．あなたが経営する事業場の作業環境についてお答え下さい。下記の作業環境等（①～⑦）について、

現状で用意、実施されているものに○印をつけてください。また、整備、実施している設備や機能等に

ついて「不十分」であると考えられる作業環境について、該当するものを全てお答え下さい。また、「不

十分」として選んだ作業環境等については、改善意向のあるものに○印を、また、改善意向の無い場合

は、その理由について具体的（自由記述）にお答え下さい。 

用意、実施されているものに○

をつけて下さい 

環境 
（該当するものを全て○をつけて

選んで下さい） 

不十分な 
環境に○を

つけて下さ

い 

改善意向の

あるものに

○をつけて

下さい 
① 事業場の「更衣室」 1. ロッカー（共有）   

2. 個人用のロッカー   
3. 男女別の更衣室   
4. 毎日の清掃（日に一回程度）   
5. その他用意されている内容 
（具体的にご回答下さい） 

  

6. 該当しない  
 
■用意されているもの 

 

 
 
 
 

ロッカー（共有） 個人用ロッカー 男女別の更衣室 毎日の清掃 その他 該当しない 回答数
専業 18 28 17 27 14 21 58
兼業 9 14 9 13 4 2 21
ディーラー 118 181 151 151 52 6 213
自家 2 2 2 2 1 0 2
合計 147 225 179 193 71 29 294

31.0%

48.3%

29.3%

46.6%

24.1%

36.2%

42.9%

66.7%

42.9%

61.9%

19.0%

9.5%

55.4%

85.0%

70.9%

70.9%

24.4%

2.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

50.0%

0.0%

50.0%

76.5%

60.9%

65.6%

24.1%

9.9%

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

ロッカー（共有）

個人用ロッカー

男女別の更衣室

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場の更衣室（用意されているもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■不十分な環境 

 

 
  

ロッカー（共有） 個人用ロッカー 男女別の更衣室 毎日の清掃 その他 該当しない 回答数
専業 8 9 13 10 4 37 58
兼業 8 7 5 4 2 7 21
ディーラー 40 30 40 44 34 98 213
自家 0 0 0 1 1 0 2
合計 56 46 58 59 41 142 294

13.8%

15.5%

22.4%

17.2%

6.9%

63.8%

38.1%

33.3%

23.8%

19.0%

9.5%

33.3%

18.8%

14.1%

18.8%

20.7%

16.0%

46.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

50.0%

0.0%

19.0%

15.6%

19.7%

20.1%

13.9%

48.3%

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

ロッカー（共有）

個人用ロッカー

男女別の更衣室

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場の更衣室（不十分と考えられるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■改善意向のあるもの 

 

 
  

ロッカー（共有） 個人用ロッカー 男女別の更衣室 毎日の清掃 その他 該当しない 回答数
専業 4 6 9 5 5 42 58
兼業 6 3 7 4 3 8 21
ディーラー 20 17 35 31 18 127 213
自家 0 0 2 0 0 0 2
合計 30 26 53 40 26 177 294

6.9%

10.3%

15.5%

8.6%

8.6%

72.4%

28.6%

14.3%

33.3%

19.0%

14.3%

38.1%

9.4%

8.0%

16.4%

14.6%

8.5%

59.6%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.2%

8.8%

18.0%

13.6%

8.8%

60.2%

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

ロッカー（共有）

個人用ロッカー

男女別の更衣室

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場の更衣室（改善意向のあるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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② 事業場の「シャワールーム」 1. シャワールーム   

2. 個室に分けられたシャワールー

ム 
  

3. 男女別のシャワールーム   
4. 毎日の清掃（日に一回程度）   
5. その他用意されている内容 
（具体的にご回答下さい） 

  

6. 該当しない  
 
■用意されているもの 

 

 
  

シャワー
ルーム

個室に分
けられた
シャワー
ルーム

男女別の
シャワー
ルーム

毎日の清
掃

その他
該当しな

い
回答数

専業 11 6 2 12 5 38 58
兼業 1 1 0 3 0 16 21
ディーラー 59 24 12 36 16 132 213
自家 1 0 0 1 0 1 2
合計 72 31 14 52 21 187 294

19.0%

10.3%

3.4%

20.7%

8.6%

65.5%

4.8%

4.8%

0.0%

14.3%

0.0%

76.2%

27.7%

11.3%

5.6%

16.9%

7.5%

62.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

24.5%

10.5%

4.8%

17.7%

7.1%

63.6%

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

シャワールーム

個室に分けられたシャワールーム

男女別のシャワールーム

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場のシャワー（用意されているもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■不十分な環境 

 

 
  

シャワー
ルーム

個室に分
けられた
シャワー
ルーム

男女別の
シャワー
ルーム

毎日の清
掃

その他
該当しな

い
回答数

専業 5 7 6 10 6 45 58
兼業 5 5 4 2 1 14 21
ディーラー 44 40 44 36 29 125 213
自家 0 0 0 0 0 2 2
合計 54 52 54 48 36 186 294

8.6%

12.1%

10.3%

17.2%

10.3%

77.6%

23.8%

23.8%

19.0%

9.5%

4.8%

66.7%

20.7%

18.8%

20.7%

16.9%

13.6%

58.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

18.4%

17.7%

18.4%

16.3%

12.2%

63.3%

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

シャワールーム

個室に分けられたシャワールーム

男女別のシャワールーム

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場のシャワー（不十分と考えられるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■改善意向のあるもの 

 

 
  

シャワー
ルーム

個室に分
けられた
シャワー
ルーム

男女別の
シャワー
ルーム

毎日の清
掃

その他
該当しな

い
回答数

専業 11 13 13 6 3 43 58
兼業 3 2 2 2 1 16 21
ディーラー 36 35 43 40 19 142 213
自家 0 1 1 0 0 1 2
合計 50 51 59 48 23 202 294

19.0%

22.4%

22.4%

10.3%

5.2%

74.1%

14.3%

9.5%

9.5%

9.5%

4.8%

76.2%

16.9%

16.4%

20.2%

18.8%

8.9%

66.7%

0.0%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

17.0%

17.3%

20.1%

16.3%

7.8%

68.7%

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

シャワールーム

個室に分けられたシャワールーム

男女別のシャワールーム

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場のシャワー（改善意向のあるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)
兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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③ 事業場の「トイレ」 1. トイレ   

2. 男女別のトイレ   
3. 毎日の清掃（日に一回程度）   
4. その他用意されている内容 
（具体的にご回答下さい） 

  

5. 該当しない  
 
■用意されているもの 

 

 
  

トイレ 男女別のトイレ 毎日の清掃 その他 該当しない 回答数
専業 40 27 37 9 9 58
兼業 17 16 16 1 0 21
ディーラー 184 177 174 28 4 213
自家 2 0 1 0 0 2
合計 243 220 228 38 13 294

69.0%

46.6%

63.8%

15.5%

15.5%

81.0%

76.2%

76.2%

4.8%

0.0%

86.4%

83.1%

81.7%

13.1%

1.9%

100.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

82.7%

74.8%

77.6%

12.9%

4.4%

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

トイレ

男女別のトイレ

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場のトイレ（用意されているもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■不十分な環境 

 

 
  

トイレ 男女別のトイレ 毎日の清掃 その他 該当しない 回答数
専業 5 10 8 6 41 58
兼業 1 5 6 2 10 21
ディーラー 12 26 30 28 142 213
自家 0 1 0 0 1 2
合計 18 42 44 36 194 294

8.6%

17.2%

13.8%

10.3%

70.7%

4.8%

23.8%

28.6%

9.5%

47.6%

5.6%

12.2%

14.1%

13.1%

66.7%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

6.1%

14.3%

15.0%

12.2%

66.0%

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

トイレ

男女別のトイレ

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場のトイレ（不十分と考えられるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■改善意向のあるもの 

 

 
  

トイレ 男女別のトイレ 毎日の清掃 その他 該当しない 回答数
専業 4 6 7 3 44 58
兼業 2 4 6 1 12 21
ディーラー 18 22 29 27 148 213
自家 0 1 0 0 1 2
合計 24 33 42 31 205 294

6.9%

10.3%

12.1%

5.2%

75.9%

9.5%

19.0%

28.6%

4.8%

57.1%

8.5%

10.3%

13.6%

12.7%

69.5%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

8.2%

11.2%

14.3%

10.5%

69.7%

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

トイレ

男女別のトイレ

毎日の清掃

その他

該当しない

事業場のトイレ（改善意向のあるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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④ 事業場の「休憩スペース」 1. 休憩スペース（共有）   

2. 男女別の休憩スペース   
3. 毎日の清掃（日に一回程度）   
4. 分煙設備   
5. その他用意されている内容 
（具体的にご回答下さい） 

  

6. 該当しない  
 
■用意されているもの 

 

 
 
  

休憩ス
ペース（共

有）

男女別の
休憩ス
ペース

毎日の清
掃

分煙設備 その他
該当しな

い
回答数

専業 40 12 27 26 6 14 58
兼業 19 6 11 9 0 2 21
ディーラー 183 74 149 131 23 7 213
自家 2 0 1 0 0 0 2
合計 244 92 188 166 29 23 294

69.0%

20.7%

46.6%

44.8%

10.3%

24.1%

90.5%

28.6%

52.4%

42.9%

0.0%

9.5%

85.9%

34.7%

70.0%

61.5%

10.8%

3.3%

100.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

83.0%

31.3%

63.9%

56.5%

9.9%

7.8%

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

休憩スペース（共有）

男女別の休憩スペース

毎日の清掃

分煙設備

その他

該当しない

事業場の休憩スペース（用意されているもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■不十分な環境 

 

 
  

休憩ス
ペース（共

有）

男女別の
休憩ス
ペース

毎日の清
掃

分煙設備 その他
該当しな

い
回答数

専業 3 12 11 7 5 37 58
兼業 3 6 6 3 0 9 21
ディーラー 18 67 36 49 17 100 213
自家 0 1 0 0 0 1 2
合計 24 86 53 59 22 147 294

5.2%

20.7%

19.0%

12.1%

8.6%

63.8%

14.3%

28.6%

28.6%

14.3%

0.0%

42.9%

8.5%

31.5%

16.9%

23.0%

8.0%

46.9%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

8.2%

29.3%

18.0%

20.1%

7.5%

50.0%

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

休憩スペース（共有）

男女別の休憩スペース

毎日の清掃

分煙設備

その他

該当しない

事業場の休憩スペース（不十分と考えられるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■改善意向のあるもの 

 

 
  

休憩ス
ペース（共

有）

男女別の
休憩ス
ペース

毎日の清
掃

分煙設備 その他
該当しな

い
回答数

専業 5 7 8 9 2 41 58
兼業 2 3 5 3 2 10 21
ディーラー 20 39 27 37 18 124 213
自家 0 0 0 1 0 1 2
合計 27 49 40 50 22 176 294

8.6%

12.1%

13.8%

15.5%

3.4%

70.7%

9.5%

14.3%

23.8%

14.3%

9.5%

47.6%

9.4%

18.3%

12.7%

17.4%

8.5%

58.2%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

9.2%

16.7%

13.6%

17.0%

7.5%

59.9%

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

休憩スペース（共有）

男女別の休憩スペース

毎日の清掃

分煙設備

その他

該当しない

事業場の休憩スペース（改善意向のあるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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⑤ 事業場の「防音対策」 1. 遮音、消音、吸音壁   

2. 近隣住民への配慮（騒音規制）   
3. その他用意されている内容 
（具体的にご回答下さい） 

  

4. 該当しない  
 
■用意されているもの 

 

 
  

遮音・消音・吸音壁 近隣住民への配慮 その他 該当しない 回答数
専業 16 25 4 29 58
兼業 8 10 0 9 21
ディーラー 119 139 24 51 213
自家 1 1 0 0 2
合計 144 175 28 89 294

27.6%

43.1%

6.9%

50.0%

38.1%

47.6%

0.0%

42.9%

55.9%

65.3%

11.3%

23.9%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

49.0%

59.5%

9.5%

30.3%

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

遮音・消音・吸音壁

近隣住民への配慮

その他

該当しない

事業場の防音対策（用意されているもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■不十分な環境 

 

 
■改善意向のあるもの 

 

 
  

遮音・消音・吸音壁 近隣住民への配慮 その他 該当しない 回答数
専業 13 10 8 38 58
兼業 4 6 0 15 21
ディーラー 54 48 27 122 213
自家 0 0 0 2 2
合計 71 64 35 177 294

22.4%

17.2%

13.8%

65.5%

19.0%

28.6%

0.0%

71.4%

25.4%

22.5%

12.7%

57.3%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

24.1%

21.8%

11.9%

60.2%

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

遮音・消音・吸音壁

近隣住民への配慮

その他

該当しない

事業場の防音対策（不十分と考えられるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）

遮音・消音・吸音壁 近隣住民への配慮 その他 該当しない 回答数
専業 11 8 3 45 58
兼業 3 5 2 14 21
ディーラー 25 30 30 149 213
自家 0 1 0 1 2
合計 39 44 35 209 294

19.0%

13.8%

5.2%

77.6%

14.3%

23.8%

9.5%

66.7%

11.7%

14.1%

14.1%

70.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

13.3%

15.0%

11.9%

71.1%

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

遮音・消音・吸音壁

近隣住民への配慮

その他

該当しない

事業場の防音対策（改善意向のあるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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⑥ 事業場の「整理整頓」 1. 工具、器具類の整理整頓   

2. 事業場の毎日の清掃（日に一回程

度） 
  

3. 事業場以外の供用スペースの 
毎日の清掃（日に一回程度） 

  

4. その他用意されている内容 
（具体的にご回答下さい） 

  

5. 該当しない  
 
■用意されているもの 

 

 
  

工具・器
具類

毎日の清
掃（事業

場）

毎日の清
掃（共用ス
ペース）

その他
該当しな

い
回答数

専業 46 36 32 5 8 58
兼業 17 12 11 0 4 21
ディーラー 188 174 162 23 8 213
自家 1 1 0 0 1 2
合計 252 223 205 28 21 294

79.3%

62.1%

55.2%

8.6%

13.8%

81.0%

57.1%

52.4%

0.0%

19.0%

88.3%

81.7%

76.1%

10.8%

3.8%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

85.7%

75.9%

69.7%

9.5%

7.1%

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

工具・器具類

毎日の清掃（事業場）

毎日の清掃（共用スペース）

その他

該当しない

事業場の整理整頓（用意されているもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■不十分な環境 

 

 
  

工具・器
具類

毎日の清
掃（事業

場）

毎日の清
掃（共用ス
ペース）

その他
該当しな

い
回答数

専業 11 9 9 7 36 58
兼業 6 7 7 3 8 21
ディーラー 30 36 36 28 127 213
自家 0 0 1 0 1 2
合計 47 52 53 38 172 294

19.0%

15.5%

15.5%

12.1%

62.1%

28.6%

33.3%

33.3%

14.3%

38.1%

14.1%

16.9%

16.9%

13.1%

59.6%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

16.0%

17.7%

18.0%

12.9%

58.5%

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

工具・器具類

毎日の清掃（事業場）

毎日の清掃（共用スペース）

その他

該当しない

事業場の整理整頓（不十分と考えられるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■改善意向のあるもの 

 

 
  

工具・器
具類

毎日の清
掃（事業

場）

毎日の清
掃（共用ス
ペース）

その他
該当しな

い
回答数

専業 8 6 9 4 42 58
兼業 5 4 4 1 13 21
ディーラー 30 21 33 22 146 213
自家 0 0 0 0 2 2
合計 43 31 46 27 203 294

13.8%

10.3%

15.5%

6.9%

72.4%

23.8%

19.0%

19.0%

4.8%

61.9%

14.1%

9.9%

15.5%

10.3%

68.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

14.6%

10.5%

15.6%

9.2%

69.0%

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

工具・器具類

毎日の清掃（事業場）

毎日の清掃（共用スペース）

その他

該当しない

事業場の整理整頓（改善意向のあるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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⑦ 事業場の「働きやすい雰囲

気」 
1. 社員同士の挨拶   
2. 来客時の挨拶   
3. 社員同士のコミュニケーション   
4. 気軽に相談できる体制、制度   
5. 課外活動の提供   
6. その他用意されている内容 
（具体的にご回答下さい） 

  

7. 該当しない  
 
■用意されているもの 

 

 
  

社員同士
の挨拶

来客時の
挨拶

社員同士
のコミュニ
ケーション

気軽に相
談できる

体制

課外活動
の提供

その他
該当しな

い
回答数

専業 43 41 39 38 16 3 11 58
兼業 19 18 15 15 6 0 1 21
ディーラー 200 193 185 172 94 24 8 213
自家 2 2 1 0 0 0 0 2
合計 264 254 240 225 116 27 20 294

74.1%

70.7%

67.2%

65.5%

27.6%

5.2%

19.0%

90.5%

85.7%

71.4%

71.4%

28.6%

0.0%

4.8%

93.9%

90.6%

86.9%

80.8%

44.1%

11.3%

3.8%

100.0%

100.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

89.8%

86.4%

81.6%

76.5%

39.5%

9.2%

6.8%

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

社員同士の挨拶

来客時の挨拶

社員同士のコミュニケーション

気軽に相談できる体制

課外活動の提供

その他

該当しない

事業場の働きやすい雰囲気（用意されているもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■不十分な環境 

 

 
  

社員同士
の挨拶

来客時の
挨拶

社員同士
のコミュニ
ケーション

気軽に相
談できる

体制

課外活動
の提供

その他
該当しな

い
回答数

専業 6 5 9 11 13 7 37 58
兼業 2 4 5 4 7 0 10 21
ディーラー 14 20 24 31 53 21 112 213
自家 0 0 0 1 0 0 1 2
合計 22 29 38 47 73 28 160 294

10.3%

8.6%

15.5%

19.0%

22.4%

12.1%

63.8%

9.5%

19.0%

23.8%

19.0%

33.3%

0.0%

47.6%

6.6%

9.4%

11.3%

14.6%

24.9%

9.9%

52.6%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

7.5%

9.9%

12.9%

16.0%

24.8%

9.5%

54.4%

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

社員同士の挨拶

来客時の挨拶

社員同士のコミュニケーション

気軽に相談できる体制

課外活動の提供

その他

該当しない

事業場の働きやすい雰囲気（不十分と考えられるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■改善意向のあるもの 

 

 
  

社員同士
の挨拶

来客時の
挨拶

社員同士
のコミュニ
ケーション

気軽に相
談できる

体制

課外活動
の提供

その他
該当しな

い
回答数

専業 4 4 5 6 9 1 43 58
兼業 2 3 5 5 5 3 10 21
ディーラー 12 18 27 22 41 22 142 213
自家 0 0 0 0 1 0 1 2
合計 18 25 37 33 56 26 196 294

6.9%

6.9%

8.6%

10.3%

15.5%

1.7%

74.1%

9.5%

14.3%

23.8%

23.8%

23.8%

14.3%

47.6%

5.6%

8.5%

12.7%

10.3%

19.2%

10.3%

66.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

6.1%

8.5%

12.6%

11.2%

19.0%

8.8%

66.7%

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

社員同士の挨拶

来客時の挨拶

社員同士のコミュニケーション

気軽に相談できる体制

課外活動の提供

その他

該当しない

事業場の働きやすい雰囲気（改善意向のあるもの）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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問 4．整備関係従業員に提供している福利厚生について該当するものを全てお答え下さい。 
福利厚生 

1．住宅費補助、2．社宅・寮、3．通勤手当、4．保養施設、5．慶弔見舞金、6．食事手当、 
7．社員旅行、8．作業着の支給、9．特別休暇、10．生活援護費用等（財形、退職一時金など）、

11．その他（具体的にご回答下さい）、12．なし 
 
■福利厚生 

 

  

住宅費補
助

社宅・寮 通勤手当 保養施設
慶弔見舞

金
食事手当 社員旅行

作業着支
給

特別休暇

生活援護
費用等

（財形、退
職一時金

など）

その他 なし 回答数

専業 12 6 44 3 36 15 16 44 24 24 2 8 58
兼業 6 1 18 3 16 4 6 19 13 12 3 0 21
ディーラー 68 32 208 81 174 23 87 202 169 139 10 0 213
自家 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2
合計 86 39 271 87 227 42 109 266 206 176 15 9 294

20.7%

10.3%

75.9%

5.2%

62.1%

25.9%

27.6%

75.9%

41.4%

41.4%

3.4%

13.8%

28.6%

4.8%

85.7%

14.3%

76.2%

19.0%

28.6%

90.5%

61.9%

57.1%

14.3%

0.0%

31.9%

15.0%

97.7%

38.0%

81.7%

10.8%

40.8%

94.8%

79.3%

65.3%

4.7%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

29.3%

13.3%

92.2%

29.6%

77.2%

14.3%

37.1%

90.5%

70.1%

59.9%

5.1%

3.1%

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

住宅費補助

社宅・寮

通勤手当

保養施設

慶弔見舞金

食事手当

社員旅行

作業着支給

特別休暇

生活援護費用等

（財形、退職一時金など）

その他

なし

福利厚生

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)
兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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問 5．自動車整備関係従業員の技術向上のための研修制度（整備主任者研修等の法定研修は除く）につい

てお伺いします。 
 
① あなたの事業場では自動車整備の未経験者の受け入れ、及び受け入れる体制（研修等）がありますか。 

未経験者の受け入れの有無 1．あり 
2．なし → ②へお進み下さい。 

「1」を回答された方は、受け入れ後の研修制度についてお答え下さい。 
未経験者受け入れ後の研修の有無 1．あり、2．なし 
 
■未経験者の受入れの有無 

 

 
■未経験者受け入れ後の研修の有無 

 

 
 
  

あり なし 合計
専業 31 27 58
兼業 9 12 21
ディーラー 112 101 213
自家 1 1 2
合計 153 141 294

53.4%

42.9%

52.6%

50.0%

52.0%

46.6%

57.1%

47.4%

50.0%

48.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

未経験者の受け入れの有無

あり なし

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

あり なし 合計
専業 22 9 31
兼業 7 2 9
ディーラー 104 8 112
自家 1 0 1
合計 134 19 153

71.0%

77.8%

92.9%

100.0%

87.6%

29.0%

22.2%

7.1%

0.0%

12.4%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

未経験者の受け入れ後の研修の有無

あり なし

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)



167 
 

② あなたの事業場において、以下の研修制度の有無をお答え下さい。 
新技術に関する研修の有無 1．あり、2．なし 
新車種に関する研修の有無 1．あり、2．なし 

自動車整備士資格（国家資格）取得に

関する研修の有無 1．あり、2．なし 

 
■ 新技術に関する研修の有無 

 

 
■ 新車種に関する研修の有無 

 

 
  

あり なし 合計
専業 42 16 58
兼業 19 2 21
ディーラー 208 5 213
自家 1 1 2
合計 270 24 294

72.4%

90.5%

97.7%

50.0%

91.8%

27.6%

9.5%

2.3%

50.0%

8.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

最新技術に関する研修の有無

あり なし

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

あり なし 合計
専業 37 21 58
兼業 14 7 21
ディーラー 206 7 213
自家 1 1 2
合計 258 36 294

63.8%

66.7%

96.7%

50.0%

87.8%

36.2%

33.3%

3.3%

50.0%

12.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

最新車種に関する研修の有無

あり なし

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■自動車整備士資格取得に関する研修の有無 

 

 
 
  

あり なし 合計
専業 38 20 58
兼業 16 5 21
ディーラー 174 39 213
自家 2 0 2
合計 230 64 294

65.5%

76.2%

81.7%

100.0%

78.2%

34.5%

23.8%

18.3%

0.0%

21.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

自動車整備士資格取得に関する研修の有無

あり なし

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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③ あなたの事業場では、自動車整備士資格（国家資格）を取得した自動車整備関係従業員に対して手当

てを支給していますか。 

自動車整備士資格（国家資格）取得者

に対する手当の支給 
（当てはまるもの全て） 

1．毎月の給与に併せて手当を支給 
2．賞与支給に併せて手当を支給 
3．資格取得時に手当を支給 
4．その他（具体的にご回答下さい。） 
5．なし → 問 6 へお進み下さい。 

「1」～「4」を回答された方は、資格取得者に対する手当の支給額（年間総支給額）をお答え下さい。 
1 級自動車整備士 2 級自動車整備士 3 級自動車整備士 特殊自動車整備士 

円 円 円 円

 
■整備士資格取得者に対する手当の支給 

 

 
 
  

毎月の給
与に併せ
て手当を

支給

賞与支給
に併せて
手当を支

給

資格取得
時に手当
を支給

その他 なし 回答数

専業 36 6 8 1 19 58
兼業 13 1 2 0 7 21
ディーラー 130 12 37 8 62 213
自家 1 0 0 0 1 2
合計 180 19 47 9 89 294

62.1%

10.3%

13.8%

1.7%

32.8%

61.9%

4.8%

9.5%

0.0%

33.3%

61.0%

5.6%

17.4%

3.8%

29.1%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

61.2%

6.5%

16.0%

3.1%

30.3%

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

毎月の給与に併せて手当を支給

賞与支給に併せて手当を支給

資格取得時に手当を支給

その他

なし

自動車整備士資格取得者に対する手当の支給

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■支給額（1 級整備士） 

 

 
■支給額（2 級整備士） 

 

 
  

0円 ～5万円未満 ～10万円未満 ～20万円未満 ～50万円未満 ～100万円未満 100万円以上 合計
専業 18 8 3 4 4 2 0 39
兼業 7 2 2 3 0 0 0 14
ディーラー 40 67 17 24 3 0 0 151
自家 1 0 0 0 0 0 0 1
合計 66 77 22 31 7 2 0 205

46.2%

50.0%

26.5%

100.0%

32.2%

20.5%

14.3%

44.4%

0.0%

37.6%

7.7%

14.3%

11.3%

0.0%

10.7%

10.3%

21.4%

15.9%

0.0%

15.1%

10.3%

2.0%

0.0%

3.4%

5.1%

0.0%

1.0%

0.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

資格取得者に対する手当の年間支給額（1級自動車整備士）

0円 ～5万円未満 ～10万円未満 ～20万円未満

～50万円未満 ～100万円未満 100万円以上

(39)

(151)

(205)

※．カッコ内は回答者数

(1)

(14)

0円 ～5万円未満 ～10万円未満 ～20万円未満 ～50万円未満 ～100万円未満 100万円以上 合計
専業 2 21 5 6 3 2 0 39
兼業 0 7 2 5 0 0 0 14
ディーラー 38 86 18 8 0 0 1 151
自家 0 0 1 0 0 0 0 1
合計 40 114 26 19 3 2 1 205

5.1%

0.0%

25.2%

0.0%

19.5%

53.8%

50.0%

57.0%

0.0%

55.6%

12.8%

14.3%

11.9%

100.0%

12.7%

15.4%

35.7%

5.3%

0.0%

9.3%

7.7%

0.0%

1.5%

5.1%

0.0%

1.0%

0.7%

0.0%

0.5%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

資格取得者に対する手当の年間支給額（2級自動車整備士）

0円 ～5万円未満 ～10万円未満 ～20万円未満

～50万円未満 ～100万円未満 100万円以上

(39)

(151)

(205)

※．カッコ内は回答者数

(1)

(14)
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■支給額（3 級整備士） 

 

 
 
■支給額（特殊整備士） 

 

 
  

0円 ～5万円未満 ～10万円未満 ～20万円未満 ～50万円未満 ～100万円未満 100万円以上 合計
専業 11 20 5 1 2 0 0 39
兼業 4 6 4 0 0 0 0 14
ディーラー 89 51 9 2 0 0 0 151
自家 1 0 0 0 0 0 0 1
合計 105 77 18 3 2 0 0 205

28.2%

28.6%

58.9%

100.0%

51.2%

51.3%

42.9%

33.8%

0.0%

37.6%

12.8%

28.6%

6.0%

0.0%

8.8%

2.6%

1.3%

0.0%

1.5%

5.1%

0.0%

1.0%

0.0%0.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

資格取得者に対する手当の年間支給額（3級自動車整備士）

0円 ～5万円未満 ～10万円未満 ～20万円未満

～50万円未満 ～100万円未満 100万円以上

(39)

(151)

(205)

※．カッコ内は回答者数

(1)

(14)

0円 ～5万円未満 ～10万円未満 ～20万円未満 ～50万円未満 ～100万円未満 100万円以上 合計
専業 28 9 0 1 1 0 0 39
兼業 12 0 2 0 0 0 0 14
ディーラー 143 7 0 1 0 0 0 151
自家 1 0 0 0 0 0 0 1
合計 184 16 2 2 1 0 0 205

71.8%

85.7%

94.7%

100.0%

89.8%

23.1%

4.6%

0.0%

7.8%

14.3%

0.0%

1.0%

2.6%

0.7%

0.0%

1.0%

2.6%

0.0%

0.5%

0.0%0.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

資格取得者に対する手当の年間支給額（特殊自動車整備士）

0円 ～5万円未満 ～10万円未満 ～20万円未満

～50万円未満 ～100万円未満 100万円以上

(39)

(151)

(205)

※．カッコ内は回答者数

(1)

(14)
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問 6．女性整備関係従業員が働きやすい・仕事を継続しやすい事業場の環境として提供しているものを全

てお答え下さい。（女性整備関係従業員がいない場合もお答え下さい。） 
 

女性整備関係従業員が働きやすい事業場の環境 
1．柔軟な勤務時間体制がある、2．産休・育休制度がある、3．産休・育休後の復職研修制度が

ある、 
4．複数人で作業を分業する体制がある、5．転勤がない（育児等と両立しながら地元で働ける）、

6．その他（具体的にご回答ください。） 
 
■女性整備関係従業員が働きやすい事業場の環境 

 

 
 
 
 
  

柔軟な勤
務時間体

制

産休・育
休制度

復職研修
制度

作業の分
業体制

転勤がな
い

その他 該当なし 回答数

専業 19 18 6 16 19 3 30 58
兼業 9 8 7 8 12 0 7 21
ディーラー 76 163 72 58 26 0 45 213
自家 0 1 0 0 1 0 1 2
合計 104 190 85 82 58 3 83 294

32.8%

31.0%

10.3%

27.6%

32.8%

5.2%

51.7%

42.9%

38.1%

33.3%

38.1%

57.1%

0.0%

33.3%

35.7%

76.5%

33.8%

27.2%

12.2%

0.0%

21.1%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

35.4%

64.6%

28.9%

27.9%

19.7%

1.0%

28.2%

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

柔軟な勤務時間体制

産休・育休制度

復職研修制度

作業の分業体制

転勤がない

その他

該当なし

女性整備関係従業員が働きやすい事業場の環境

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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■改善方策に対する評価に関する項目 
問 7．お答えいただいている事業場において、以下の施策の実施に関する意向についてお伺いします。 
① 女性整備関係従業員の採用に関する意向 
女性整備関係従業員

の採用に関する意向 
（当てはまるものひと

つ） 

1．既に実施しており、今後も積極的に採用を考えている 
2．既に実施しているが、今後は採用を予定していない 
3．実施していないが、今後は積極的に採用を考えている 
4．実施しておらず、今後も採用は困難と考えている 

→「2」または「4」を回答された方は、実施が困難な理由についてお答え下さい。 

女性整備関係従業員

の採用が困難な理由 
（当てはまるもの全て） 

1．職業柄、身体的・体力的な面で難しい 
2．結婚後の退職や長期休職により業務に支障が出る可能性がある 
3．柔軟な勤務時間、短時間勤務への対応が困難 
4．女性整備関係従業員のための施設改善の投資費用がない 
5．女性整備関係従業員受け入れのためにどのような環境を整備すればよ

いか不明 
6．整備関係従業員として就職を希望する女性がいない 
7．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■女性整備関係従業員の採用に関する意向 

 

 
  

既に実施
しており、
今後も積
極的に採

用

既に実施
している
が、今後
は採用の
予定がな

い

実施して
いないが、
今後は積
極的に採

用

実施して
おらず、今
後も採用
は困難

合計

専業 6 3 23 26 58
兼業 3 1 5 12 21
ディーラー 134 10 33 36 213
自家 0 1 0 1 2
合計 143 15 61 75 294

10.3%

14.3%

62.9%

0.0%

48.6%

5.2%

4.8%

4.7%

50.0%

5.1%

39.7%

23.8%

15.5%

0.0%

20.7%

44.8%

57.1%

16.9%

50.0%

25.5%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

女性整備関係従業員の採用に関する意向

既に実施しており、今後も積極的に採用 既に実施しているが、今後は採用の予定がない

実施していないが、今後は積極的に採用 実施しておらず、今後も採用は困難

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■女性整備関係従業員の採用が困難な理由 

 

 
 
  

職業柄、
身体的・
体力的な
面で難し

い

結婚後の
退職や長
期休職に
より業務
に支障が
出る可能
性がある

柔軟な勤
務時間、
短時間勤
務への対
応が困難

女性整備
関係従業
員のため
の施設改
善の投資
費用がな

い

受入れの
ためにど
のような
環境を整
備すれば
よいか不

明

整備関係
従業員とし
て就職を
希望する
女性がい

ない

その他 回答数

専業 14 8 5 12 7 14 5 29
兼業 6 7 4 7 9 9 1 13
ディーラー 23 11 9 10 3 21 6 46
自家 1 0 0 0 0 2 0 2
合計 44 26 18 29 19 46 12 90

48.3%

27.6%

17.2%

41.4%

24.1%

48.3%

17.2%

46.2%

53.8%

30.8%

53.8%

69.2%

69.2%

7.7%

50.0%

23.9%

19.6%

21.7%

6.5%

45.7%

13.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

48.9%

28.9%

20.0%

32.2%

21.1%

51.1%

13.3%

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

職業柄、身体的・体力的な面で難しい

結婚後の退職や長期休職により

業務に支障が出る可能性がある

柔軟な勤務時間、短時間勤務

への対応が困難

女性整備関係従業員のための

施設改善の投資費用がない

受入れのためにどのような環境を

整備すればよいか不明

整備関係従業員として

就職を希望する女性がいない

その他

女性整備関係従業員の採用が困難な理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(29)
兼業(13)

ディーラー(46)

自家（2）

合計（90）
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② 学生等への職業体験・施設体験等による自動車整備業の魅力向上への取り組みに関する意向 
②-1 学生等への職業体験・施設体験等による自動車整備業の魅力向上への取り組みに関する意向 
学 生 等 へ の 職 業 体

験・施設体験等による

自動車整備業の魅力

向上への取り組みに

関する意向 
（当てはまるものひと

つ） 

1．既に実施しており、今後も積極的に実施を考えている 
2．既に実施しているが、今後は実施が困難と考えている 
3．実施していないが、今後は積極的に実施を考えている 
4．実施しておらず、今後も実施は困難と考えている 

 
②-2 ②-1 で「1」または「2」を回答された方は、職業体験・施設体験等の対象者を全てお答え下さい。 
職業体験・施設体験等

の対象者 
（当てはまるもの全て） 

1．小学生、2．中学生、3．高校生、4．高等専門学校（高専）生、 
5．大学生・短大生・大学院生、6．整備専門学校生・自動車大学校生、

7．その他（具体的にご回答下さい） 
 
②-3 ②-1 で「2」または「4」を回答された方は、実施が困難な理由についてお答え下さい。 

学生の職業体験によ

る採用制度の取り組

みが困難な理由 
（当てはまるもの全て） 

1．伝手がない 
2．インターンシップを運営できる人材、ノウハウがない 
3．自動車整備に関する学科がある学校が近くにない 
4．学生の怪我、事故が不安 
5．顧客から預かっている車を扱わせることに不安 
6．教育委員会の規制がある 
7．作業進捗の妨げになることから積極的に見せることができない 
8．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■学生等への職業体験・施設体験等による自動車整備業の魅力向上への取り組みに関する意向 

 

 
 

既に実施
しており、
今後も積
極的に実

施

既に実施
している
が、今後
は実施が

困難

実施して
いないが、
今後は積
極的に実

施

実施して
おらず、今
後も実施
は困難

合計

専業 19 4 14 21 58
兼業 4 1 9 7 21
ディーラー 177 2 23 11 213
自家 1 0 1 0 2
合計 201 7 47 39 294

32.8%

19.0%

83.1%

50.0%

68.4%

6.9%

4.8%

0.9%

0.0%

2.4%

24.1%

42.9%

10.8%

50.0%

16.0%

36.2%

33.3%

5.2%

0.0%

13.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

職業体験等による整備業の魅力向上への取り組みに関する意向

既に実施しており、今後も積極的に実施 既に実施しているが、今後は実施が困難

実施していないが、今後は積極的に実施 実施しておらず、今後も実施は困難

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■職業体験・施設体験等の対象者 

 

 
  

小学生 中学生 高校生
高等専門
学校生

大学生・
短大生・
大学院生

整備専門
学校生・
自動車大
学校生

その他 回答数

専業 6 18 12 7 5 7 1 23
兼業 0 2 2 0 2 1 0 5
ディーラー 20 78 46 43 31 137 2 179
自家 0 1 0 0 0 0 0 1
合計 26 99 60 50 38 145 3 208

26.1%

78.3%

52.2%

30.4%

21.7%

30.4%

4.3%

0.0%

40.0%

40.0%

0.0%

40.0%

20.0%

0.0%

11.2%

43.6%

25.7%

24.0%

17.3%

76.5%

1.1%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

12.5%

47.6%

28.8%

24.0%

18.3%

69.7%

1.4%

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

小学生

中学生

高校生

高等専門学校生

大学生・短大生・大学院生

整備専門学校生・

自動車大学校生

その他

職業体験・施設体験の対象者

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(23)

兼業(5)

ディーラー(179)

自家（1）

合計（208）
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■学生の職業体験による採用制度の取り組みが困難な理由 

 

 
  

伝手がな
い

インターン
シップを運
営できる
人材・ノウ
ハウがな

い

自動車整
備に関す
る学科が
ある学校

が近くにな
い

学生の怪
我・事故
が不安

顧客から
預かって
いる車を
扱わせる

ことに不安

教育委員
会の規制
がある

作業進捗
の妨げに

なる
その他 回答数

専業 8 6 5 13 11 0 9 2 25
兼業 2 1 1 5 5 0 2 0 8
ディーラー 4 1 0 2 0 0 5 3 13
自家 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 14 8 6 20 16 16 5 46

32.0%

24.0%

20.0%

52.0%

44.0%

0.0%

36.0%

8.0%

25.0%

12.5%

12.5%

62.5%

62.5%

0.0%

25.0%

0.0%

30.8%

7.7%

0.0%

15.4%

0.0%

0.0%

38.5%

23.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

30.4%

17.4%

13.0%

43.5%

34.8%

0.0%

34.8%

10.9%

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

伝手がない

インターンシップを運営できる

人材・ノウハウがない

自動車整備に関する学科がある

学校が近くにない

学生の怪我・事故が不安

顧客から預かっている車を

扱わせることに不安

教育委員会の規制がある

作業進捗の妨げになる

その他

職業体験による採用制度の取り組みが困難な理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(25)

兼業(8)

ディーラー(13)

自家（0）

合計（46）
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③ シフト制勤務・フレックスタイム制の導入に関する意向 
③-1 あなたの事業場の就業規則上の就業時間等についてお答え下さい。 

就業時間 
就業時刻    時  分 から   時   分 まで

休憩時間を除く就業時

間 時間 分

 
■就業時間（休憩時間含む） 

 

 
■就業時間（休憩時間を除く） 

 

 
 
  

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
専業 0 4 42 10 0 2 0 58
兼業 0 1 18 0 1 1 0 21
ディーラー 3 5 193 11 0 0 1 213
自家 0 0 2 0 0 0 0 2
合計 3 10 255 21 1 3 1 294

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

1.0%

6.9%

4.8%

2.3%

0.0%

3.4%

72.4%

85.7%

90.6%

100.0%

86.7%

17.2%

5.2%

0.0%

7.1%

4.8%

0.0%

0.3%

3.4%

4.8%

0.0%

1.0%

0.5%

0.0%

0.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

就業時間（休憩時間を含む）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下

～11時間以下 ～12時間以下 12時間超

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
専業 12 36 8 0 0 2 0 58
兼業 1 18 0 1 1 0 0 21
ディーラー 11 188 13 0 0 0 1 213
自家 1 1 0 0 0 0 0 2
合計 25 243 21 1 1 2 1 294

20.7%

4.8%

5.2%

50.0%

8.5%

62.1%

85.7%

88.3%

50.0%

82.7%

13.8%

0.0%

6.1%

0.0%

7.1%

4.8%

0.0%

0.3%

4.8%

0.0%

0.3%

3.4%

0.0%

0.7%

0.5%

0.0%

0.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

就業時間（休憩時間を除く）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下

～11時間以下 ～12時間以下 12時間超

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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③-2 あなたの事業場における残業の状態についてお答え下さい。繁忙期、閑散期がない場合は、通常期

のみお答え下さい。 
 該当する月全てに○印を付けて下さい 1 人あたりの 1 日平均残業時間 

通常期 1 月、2 月、3 月、4 月、5 月、6 月、 
7 月、8 月、9 月、10 月、11 月、12 月 時間 分

繁忙期 1 月、2 月、3 月、4 月、5 月、6 月、 
7 月、8 月、9 月、10 月、11 月、12 月 時間 分

閑散期 1 月、2 月、3 月、4 月、5 月、6 月、 
7 月、8 月、9 月、10 月、11 月、12 月 時間 分

 
■通常期 

 
 
■繁忙期 

 
 
■閑散期 

 
 
■通常期 1 日平均残業時間 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 回答数
専業 30 34 32 27 33 32 28 27 27 30 29 28 58
兼業 10 6 7 15 16 14 13 12 16 17 12 7 21
ディーラー 110 74 30 114 147 141 142 125 62 140 137 78 213
自家 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
合計 150 114 69 156 197 187 183 164 105 187 178 114 294

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 該当なし 回答数
専業 3 4 23 10 5 5 7 6 9 8 10 14 27 58
兼業 6 10 12 3 1 1 1 1 0 0 6 11 7 21
ディーラー 50 113 175 24 12 31 29 19 129 30 42 96 31 213
自家 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2
合計 59 127 210 37 19 38 38 27 139 39 59 121 66 294

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 該当なし 回答数
専業 8 6 0 3 3 2 1 4 2 3 0 2 37 58
兼業 2 2 0 0 1 1 2 4 1 2 0 0 15 21
ディーラー 21 7 1 46 21 10 5 35 0 18 3 10 131 213
自家 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
合計 32 16 1 50 25 13 8 43 3 23 3 12 184 294

残業なし 0.5時間未満 ～1時間未満 ～1.5時間未満 ～2時間未満 ～2.5時間未満 ～3時間未満 3時間以上 合計
専業 9 4 9 20 5 6 1 4 58
兼業 3 1 5 4 2 2 0 4 21
ディーラー 0 8 31 76 28 20 1 49 213
自家 0 0 0 2 0 0 0 0 2
合計 12 13 45 102 35 28 2 57 294

15.5%

14.3%

0.0%

0.0%

4.1%

6.9%

4.8%

3.8%

0.0%

4.4%

15.5%

23.8%

14.6%

0.0%

15.3%

34.5%

19.0%

35.7%

100.0%

34.7%

8.6%

13.1%

0.0%

11.9%

10.3%

9.5%

9.4%

0.0%

9.5%

1.7%

0.5%

0.0%

0.7%

6.9%

19.0%

23.0%

19.4%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

残業時間（通常期）

残業なし 0.5時間未満 ～1時間未満 ～1.5時間未満

～2時間未満 ～2.5時間未満 ～3時間未満 3時間以上

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■繁忙期 1 日平均残業時間 

 

 
■閑散期 1 日平均残業時間 

 

 
  

残業なし 0.5時間未満 ～1時間未満 ～1.5時間未満 ～2時間未満 ～2.5時間未満 ～3時間未満 3時間以上 合計
専業 0 1 2 7 5 9 2 5 31
兼業 0 0 2 3 4 2 1 2 14
ディーラー 0 1 7 22 31 41 12 68 182
自家 0 0 0 1 0 0 0 0 1
合計 0 2 11 33 40 52 15 75 228

0.0%

0.0%

3.2%

0.0%

0.5%

0.0%

0.9%

6.5%

14.3%

3.8%

0.0%

4.8%

22.6%

21.4%

12.1%

100.0%

14.5%

16.1%

28.6%

17.0%

0.0%

17.5%

29.0%

14.3%

22.5%

0.0%

22.8%

6.5%

6.6%

6.6%

16.1%

14.3%

37.4%

32.9%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

残業時間（繁忙期）

残業なし 0.5時間未満 ～1時間未満 ～1.5時間未満

～2時間未満 ～2.5時間未満 ～3時間未満 3時間以上

(31)

(182)

(228)

※．カッコ内は回答者数※．カッコ内は回答者数

(1)

(14)

残業なし 0.5時間未満 ～1時間未満 ～1.5時間未満 ～2時間未満 ～2.5時間未満 ～3時間未満 3時間以上 合計
専業 6 3 2 9 1 0 0 0 21
兼業 1 0 4 1 0 0 0 0 6
ディーラー 11 6 23 17 4 1 0 20 82
自家 0 0 0 1 0 0 0 0 1

18 9 29 28 5 1 0 20 110

28.6%

16.7%

13.4%

0.0%

16.4%

14.3%

7.3%

0.0%

8.2%

9.5%

66.7%

28.0%

0.0%

26.4%

42.9%

16.7%

20.7%

100.0%

25.5%

4.8%

4.9%

0.0%

4.5%

0.0%

1.2%

0.0%

0.9%

0.0%

0.0%

24.4%

18.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

残業時間（閑散期）

残業なし 0.5時間未満 ～1時間未満 ～1.5時間未満

～2時間未満 ～2.5時間未満 ～3時間未満 3時間以上

(21)

(82)

(110)

※．カッコ内は回答者数※．カッコ内は回答者数

(1)

(6)
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③-3 シフト制勤務・フレックスタイム等の導入状況についてお答え下さい。 

フレックスタイム 
導入の有無 

1．導入している（コアタイムあり） → コアタイムをお

答え下さい 
2．導入している（コアタイムなし） 
3．導入していない 

コアタイム     時    分 から    時    分 まで 
シフト勤務の導入の有無 1．導入している、2．導入していない 

短時間勤務 

導入の有無 
1．導入している → 該当する全ての対象者をお答え下さ

い 
2．導入していない 

対象者 
（当てはまるも

の全て） 

1．小さい子供がいる従業員 → （    歳以下の子供）

2．高齢の従業員 → （    歳以上） 
3．短時間勤務を希望する従業員 
4．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■フレックスタイムの導入の有無 

 

 
  

導入して
いる（コア
タイムあ

り）

導入して
いる（コア
タイムな

し）

導入して
いない

合計

専業 1 1 56 58
兼業 1 0 20 21
ディーラー 22 16 175 213
自家 0 0 2 2
合計 24 17 253 294

1.7%

4.8%

10.3%

0.0%

8.2%

1.7%

0.0%

7.5%

0.0%

5.8%

96.6%

95.2%

82.2%

100.0%

86.1%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

フレックスタイムの導入状況

導入している（コアタイムあり） 導入している（コアタイムなし） 導入していない

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■シフト勤務の導入の有無 

 

 
■短時間勤務の導入の有無 

 

 
  

導入して
いる（コア
タイムあ

り）

導入して
いない

合計

専業 5 53 58
兼業 4 17 21
ディーラー 54 159 213
自家 1 1 2
合計 64 230 294

8.6%

19.0%

25.4%

50.0%

21.8%

91.4%

81.0%

74.6%

50.0%

78.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

シフト勤務の導入状況

導入している（コアタイムあり） 導入していない

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)

導入して
いる（コア
タイムあ

り）

導入して
いない

合計

専業 2 56 58
兼業 5 16 21
ディーラー 35 178 213
自家 0 2 2
合計 42 252 294

3.4%

23.8%

16.4%

0.0%

14.3%

96.6%

76.2%

83.6%

100.0%

85.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

短時間勤務の導入状況

導入している（コアタイムあり） 導入していない

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■短時間勤務の対象者 

 

 
  

小さい子
供がいる
従業員

高齢の従
業員

短時間勤
務を希望
する従業

員

その他 回答数

専業 0 0 1 1 2
兼業 5 1 2 0 5
ディーラー 16 0 16 6 35
自家 0 0 0 0 0
合計 21 1 19 7 42

0.0%

0.0%

50.0%

50.0%

100.0%

20.0%

40.0%

0.0%

45.7%

0.0%

45.7%

17.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

2.4%

45.2%

16.7%

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

小さい子供がいる従業員

高齢の従業員

短時間勤務を希望する従業員

その他

短時間勤務の対象者

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(2)

兼業(5)

ディーラー(35)

自家（0）

合計（42）
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③-4 自動車整備関係従業員の突発的な欠席や遅刻・早退が発生した場合の対処についてお答え下さい。 
自動車整備関係従業

員の突発的な欠席や

遅刻・早退への対処 
（当てはまるものひと

つ） 

1．突発的な欠員を補う体制（制度）がある（例えば、他部門の整備関係

経験者等から補充するなど） 
2．欠員が出た時に作業の優先性等を考慮し整備関係従業員を配置する 
3．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■突発的な欠席や遅刻・早退への対処 

 

 
③-5 シフト制勤務・フレックスタイム制の導入に関する意向 
シフト制勤務の導入

に関する意向 
（当てはまるものひと

つ） 

1．既に導入しており、今後も積極的に制度の継続を考えている 
2．既に導入しているが、今後は制度の継続が困難と考えている 
3．導入していないが、今後は積極的に制度の導入を考えている 
4．導入しておらず、今後も制度の導入は困難と考えている 

→「2」または「4」を回答された方は、実施が困難な理由についてお答え下さい。 

シフト制勤務の導入

が困難な理由 
（当てはまるもの全て） 

1．仕事がおろそかになる 
2．顧客の希望に添えない 
3．人数的に対応できない 
4．勤務時間や休暇に対する制度・システムを作ったり管理することが難

しい 
5．分業ができず、1 人の担当業務を減らすことが出来ない 
6．事業場で働く整備関係従業員が制度を希望していない 
7．その他（具体的にご回答ください。） 

 
  

突発的な
欠員を補
う体制が

ある

作業の優
先性を考
慮し配置

その他 回答数

専業 4 47 7 58
兼業 0 18 3 21
ディーラー 29 146 38 213
自家 0 2 0 2
合計 33 213 48 294

7%

0%

14%

0%

11%

81%

86%

69%

100%

72%

12%

14%

18%

0%

16%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

自動車整備関係従業員の突発的な欠席や遅刻・早退への対処

突発的な欠員を補う体制がある 作業の優先性を考慮し配置 その他

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■シフト制勤務の導入に関する意向 

 

 
  

既に導入
しており、
今後も積
極的に継

続

既に導入
している
が、今後
は継続が

困難

導入して
いないが、
今後は積
極的に導

入

導入して
おらず、今
後も導入
は困難

合計

専業 5 0 3 50 58
兼業 3 1 2 15 21
ディーラー 48 6 24 135 213
自家 1 0 0 1 2
合計 57 7 29 201 294

8.6%

14.3%

22.5%

50.0%

19.4%

0.0%

4.8%

2.8%
0.0%

2.4%

5.2%
9.5%

11.3%

0.0%

9.9%

86.2%

71.4%

63.4%

50.0%

68.4%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

シフト制勤務の導入に関する意向

既に導入しており、今後も積極的に継続 既に導入しているが、今後は継続が困難

導入していないが、今後は積極的に導入 導入しておらず、今後も導入は困難

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■シフト制勤務の導入が困難な理由 

 

 
  

仕事がお
ろそかに

なる

顧客の要
望に添え

ない

人数的に
対応でき

ない

勤務時間
や休暇に
対する制
度・システ
ムを作っ
たり管理

することが
難しい

分業がで
きず、1人
の担当業
務を減ら

すことが出
来ない

事業場で
働く整備
関係従業
員が制度
を希望して

いない

その他 回答数

専業 8 22 37 4 11 8 4 50
兼業 3 6 13 6 6 4 0 16
ディーラー 20 48 103 34 27 21 11 141
自家 0 0 1 0 0 0 0 1
合計 31 76 154 44 44 33 15 208

16.0%

44.0%

74.0%

8.0%

22.0%

16.0%

8.0%

18.8%

37.5%

81.3%

37.5%

37.5%

25.0%

0.0%

14.2%

34.0%

73.0%

24.1%

19.1%

14.9%

7.8%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

14.9%

36.5%

74.0%

21.2%

21.2%

15.9%

7.2%

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

仕事がおろそかになる

顧客の要望に添えない

人数的に対応できない

勤務時間や休暇に対する制度・システムを

作ったり管理することが難しい

分業ができず、1人の担当業務を

減らすことが出来ない

事業場で働く整備関係従業員が

制度を希望していない

その他

シフト制勤務の導入が困難な理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(50)

兼業(16)

ディーラー(141)

自家（1）

合計（208）
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フレックスタイム制

の導入に関する意向 
（当てはまるものひと

つ） 

1．既に導入しており、今後も積極的に制度の継続を考えている 
2．既に導入しているが、今後は制度の継続が困難と考えている 
3．導入していないが、今後は積極的に制度の導入を考えている 
4．導入しておらず、今後も制度の導入は困難と考えている 

→「2」または「4」を回答された方は、実施が困難な理由についてお答え下さい。 

フレックスタイム制

の導入が困難な理由 
（当てはまるもの全て） 

1．仕事がおろそかになる 
2．顧客の希望に添えない 
3．人数的に対応できない 
4．勤務時間や休暇に対する制度・システムを作ったり管理することが難

しい 
5．分業ができず、1 人の担当業務を減らすことが出来ない 
6．事業場で働く整備関係従業員が制度を希望していない 
7．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■フレックスタイム制の導入に関する意向 

 

 
  

既に導入
しており、
今後も積
極的に継

続

既に導入
している
が、今後
は継続が

困難

導入して
いないが、
今後は積
極的に導

入

導入して
おらず、今
後も導入
は困難

合計

専業 2 0 4 52 58
兼業 1 0 1 19 21
ディーラー 29 9 28 147 213
自家 0 0 0 2 2
合計 32 9 33 220 294

3.4%

13.6%

0.0%

10.9%

4.2%

0.0%

3.1%

6.9%

4.8%

13.1%

0.0%

11.2%

89.7%

90.5%

69.0%

100.0%

74.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

フレックスタイム制の導入に関する意向

既に導入しており、今後も積極的に継続 既に導入しているが、今後は継続が困難

導入していないが、今後は積極的に導入 導入しておらず、今後も導入は困難

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■フレックスタイム制の導入が困難な理由 

 

 
  

仕事がお
ろそかに

なる

顧客の要
望に添え

ない

人数的に
対応でき

ない

勤務時間
や休暇に
対する制
度・システ
ムを作っ
たり管理

することが
難しい

分業がで
きず、1人
の担当業
務を減ら

すことが出
来ない

事業場で
働く整備
関係従業
員が制度
を希望して

いない

その他 回答数

専業 11 19 34 8 10 8 5 52
兼業 4 8 12 6 4 8 2 19
ディーラー 26 58 105 39 33 22 11 156
自家 0 0 2 0 0 0 0 2
合計 41 85 153 53 47 38 18 229

21.2%

36.5%

65.4%

15.4%

19.2%

15.4%

9.6%

21.1%

42.1%

63.2%

31.6%

21.1%

42.1%

10.5%

16.7%

37.2%

67.3%

25.0%

21.2%

14.1%

7.1%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

17.9%

37.1%

66.8%

23.1%

20.5%

16.6%

7.9%

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

仕事がおろそかになる

顧客の要望に添えない

人数的に対応できない

勤務時間や休暇に対する制度・システムを

作ったり管理することが難しい

分業ができず、1人の担当業務を

減らすことが出来ない

事業場で働く整備関係従業員が

制度を希望していない

その他

フレックスタイム制の導入が困難な理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(52)

兼業(19)

ディーラー(156)

自家（2）

合計（229）
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④ 給与のベースアップに関する意向 
④-1 あなたの事業場の整備関係従業員への給与制度等についてお答え下さい。 
整備関係従業員への

給与制度等 
1．給与を上げている 
2．給与は一定である → ④-2 へお進み下さい 

「1」を回答された方は、どのような基準で給与を上げていますか。 

給与を上げる際の基

準 
（当てはまるもの全て 

1．定期的に上げている（年功序列） 
2．資格取得に応じた評価 
3．能力、態度等に基づく評価 
4．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■整備関係従業員への給与制度等 

 

 
  

給与を上
げている

給与は一
定である

合計

専業 37 21 58
兼業 18 3 21
ディーラー 192 21 213
自家 2 0 2
合計 249 45 294

63.8%

85.7%

90.1%

100.0%

84.7%

36.2%

14.3%

9.9%

0.0%

15.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

整備関係従業員への給与制度について

給与を上げている 給与は一定である

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■給与を上げる際の基準 

 

 
  

定期的
（年功序

列）

資格取得
に応じた

評価

能力・態
度等に基
づく評価

その他 合計

専業 16 10 24 2 37
兼業 8 6 13 1 18
ディーラー 81 109 160 8 192
自家 1 1 1 0 2
合計 106 126 198 11 249

43.2%

27.0%

64.9%

5.4%

44.4%

33.3%

72.2%

5.6%

42.2%

56.8%

83.3%

4.2%

50.0%

50.0%

50.0%

0.0%

42.6%

50.6%

79.5%

4.4%

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

定期的（年功序列）

資格取得に応じた評価

能力・態度等に基づく評価

その他

給与を上げる際の基準

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(37)

兼業(18)

ディーラー(192)

自家（2）

合計（249）
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④-2 資格取得・能力に応じた評価の導入等、給与制度の見直しに関する意向 
給与制度の見直しに

関する意向 
（当てはまるものひと

つ） 

1．既に実施しており、今後も積極的に実施を考えている 
2．既に実施しているが、今後は実施が困難と考えている 
3．実施していないが、今後は積極的に実施を考えている 
4．実施しておらず、今後も実施は困難と考えている 

→「2」または「4」を回答された方は、実施が困難な理由についてお答え下さい。 

給与制度の見直しが

困難な理由 
（当てはまるもの全て） 

1．売り上げが十分でない 
2．事業場や機材の維持等にコストがかかる 
3．作業時間・作業量に対して利益が低い 
4．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■給与制度の見直しに関する意向 

 

 
  

既に実施
しており、
今後も積
極的に実

施

既に実施
している
が、今後
は実施が

困難

実施して
いないが、
今後は積
極的に実

施

実施して
おらず、今
後も実施
は困難

合計

専業 24 6 13 15 58
兼業 14 0 7 0 21
ディーラー 181 8 16 8 213
自家 1 0 0 1 2
合計 220 14 36 24 294

41.4%

66.7%

85.0%

50.0%

74.8%

10.3%

0.0%

3.8%

0.0%

4.8%

22.4%

33.3%

7.5%

0.0%

12.2%

25.9%

0.0%

3.8%

50.0%

8.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

給与制度の見直しに関する意向

既に実施しており、今後も積極的に実施 既に実施しているが、今後は実施が困難

実施していないが、今後は積極的に実施 実施しておらず、今後も実施は困難

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■給与制度の見直しが困難な理由 

 

 
 
  

売り上げ
が十分で

ない

事業場や
機材の維
持等にコ
ストがか

かる

作業時
間・作業
量に対し
て利益が

低い

その他 回答数

専業 14 5 8 3 21
兼業 0 0 0 0 0
ディーラー 9 3 4 5 16
自家 1 0 0 0 1
合計 24 8 12 8 38

66.7%

23.8%

38.1%

14.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

56.3%

18.8%

25.0%

31.3%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

63.2%

21.1%

31.6%

21.1%

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

売り上げが十分でない

事業場や機材の維持等にコストがかかる

作業時間・作業量に対して利益が低い

その他

給与制度の見直しが困難な理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(21)

兼業(0)

ディーラー(16)

自家（1）

合計（38）
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⑤ 事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善に関する意向 
⑤-1 あなたの事業場における空調関連の設備についてお答え下さい。 

空調関連の設備につ

いて 
（当てはまるもの全て） 

1．工場用のエアコンを設置している 
2．作業スペース付近に扇風機を設置している 
3．作業スペース付近にスポットエアコンを設置している 
4．外気を遮断するための遮熱・耐熱カーテンを設置している 
5．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■空調関連の設備 

 

 
  

工場用の
エアコンを

設置

作業ス
ペース付
近に扇風
機を設置

作業ス
ペース付
近にス

ポットエア
コンを設置

外気遮断
のための
遮熱・耐

熱カーテン
を設置

その他 該当なし 合計

専業 0 39 10 3 1 15 58
兼業 0 14 3 2 0 6 21
ディーラー 31 131 96 10 6 21 213
自家 0 1 0 0 0 1 2
合計 31 185 109 15 7 43 294

0.0%

67.2%

17.2%

5.2%

1.7%

25.9%

0.0%

66.7%

14.3%

9.5%

0.0%

28.6%

14.6%

61.5%

45.1%

4.7%

2.8%

9.9%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

10.5%

62.9%

37.1%

5.1%

2.4%

14.6%

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

工場用のエアコンを設置

作業スペース付近に

扇風機を設置

作業スペース付近に

スポットエアコンを設置

外気遮断のための

遮熱・耐熱カーテンを設置

その他

該当なし

空調関連の設備

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(58)

兼業(21)

ディーラー(213)

自家（2）

合計（294）
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⑤-2 事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善に関する意向 
事業場の環境整備（空

調等のハード面）の改

善に関する意向 
（当てはまるものひと

つ） 

1．既に取り組んでおり、今後も積極的に取り組みたいと考えている 
2．既に取り組んでいるが、今後は継続していくことが困難と考えている

3．取り組んでいないが、今後は積極的に取り組みたいと考えている 
4．取り組んでおらず、今後も取り組んでいくことは困難と考えている 

→「2」または「4」を回答された方は、実施が困難な理由についてお答え下さい。 

事業場の環境整備（空

調等のハード面）の改

善が困難な理由 
（当てはまるもの全て） 

1．施設改善の投資費用がない 
2．職業的に環境については仕方がないと考えている 
3．事業場で働く整備関係従業員から特にニーズがない 
4．どのような環境がよいのか不明 
5．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善に関する意向 

 

 
  

既に取り
組んでお
り、今後も
積極的に
取り組む

既に取り
組んでい
るが、今
後は継続
が困難

取り組ん
でいない
が、今後
は積極的
に取り組

む

取り組ん
でおらず、
今後も取
り組むこと
は困難

合計

専業 16 9 12 21 58
兼業 8 2 6 5 21
ディーラー 129 10 43 31 213
自家 1 0 0 1 2
合計 154 21 61 58 294

27.6%

38.1%

60.6%

50.0%

52.4%

15.5%

9.5%

4.7%

0.0%

7.1%

20.7%

28.6%

20.2%

0.0%

20.7%

36.2%

23.8%

14.6%

50.0%

19.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善に関する意向

既に取り組んでおり、今後も積極的に取り組む 既に取り組んでいるが、今後は継続が困難

取り組んでいないが、今後は積極的に取り組む 取り組んでおらず、今後も取り組むことは困難

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善が困難な理由 

 

 
  

施設改善
の投資費
用がない

環境につ
いては仕
方がない

整備従業
員からの
ニーズが

ない

どのような
環境がよ
いか不明

その他 回答数

専業 17 12 2 4 3 30
兼業 5 3 1 0 0 7
ディーラー 32 13 1 4 2 41
自家 1 0 0 0 0 1
合計 55 28 4 8 5 79

56.7%

40.0%

6.7%

13.3%

10.0%

71.4%

42.9%

14.3%

0.0%

0.0%

78.0%

31.7%

2.4%

9.8%

4.9%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

69.6%

35.4%

5.1%

10.1%

6.3%

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

施設改善の投資費用がない

環境については仕方がない

整備従業員からのニーズがない

どのような環境がよいか不明

その他

事業場の環境整備（空調等のハード面）の改善が困難な理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(30)

兼業(7)

ディーラー(41)

自家（1）

合計（79）
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⑥健康上の理由や出産・育児、介護等により長期休職した整備関係従業員の、同一ポジションへの復職

に関する意向（※長期休職：1 ヶ月程度以上の休職） 
長期休職後の同一ポ

ジションへの復職に

関する意向 
（当てはまるものひと

つ） 

1．既に実施しており、今後も積極的に実施を考えている 
2．既に実施しているが、今後は実施が困難と考えている 
3．実施していないが、今後は積極的に実施を考えている 
4．実施しておらず、今後も実施は困難と考えている 

→「2」または「4」を回答された方は、実施が困難な理由についてお答え下さい。 
長期休職後の同一ポ

ジションへの復職が

困難な理由 
（当てはまるもの全て） 

1．新たな技術の習得が追い付いていない 
2．育児等のために労働時間に制約がある 
3．同一ポジションへの復職希望がない 
4．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■長期休職後の同一ポジションへの復職に関する意向 

 

 
  

既に実施
しており、
今後も積
極的に実

施

既に実施
している
が、今後
は実施が

困難

実施して
いないが、
今後は積
極的に実

施

実施して
おらず、今
後も実施
は困難

合計

専業 22 2 17 17 58
兼業 11 0 6 4 21
ディーラー 146 10 29 28 213
自家 0 0 1 1 2
合計 179 12 53 50 294

37.9%

52.4%

68.5%

0.0%

60.9%

3.4%

0.0%

4.7%

0.0%

4.1%

29.3%

28.6%

13.6%

50.0%

18.0%

29.3%

19.0%

13.1%

50.0%

17.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

長期休職後の同一ポジションへの復職に関する意向

既に実施しており、今後も積極的に実施 既に実施しているが、今後は実施が困難

実施していないが、今後は積極的に実施 実施しておらず、今後も実施は困難

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■長期休職後の同一ポジションへの復職が困難な理由 

 

 
 
  

新たな技
術の習得
が追い付
いていな

い

育児等の
ために労
働時間に
制約があ

る

同一ポジ
ションへの
復職希望
がない

その他 回答数

専業 8 4 4 3 19
兼業 1 1 2 2 4
ディーラー 16 11 7 9 38
自家 0 0 1 0 1
合計 25 16 14 14 62

42.1%

21.1%

21.1%

15.8%

25.0%

25.0%

50.0%

50.0%

42.1%

28.9%

18.4%

23.7%

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

40.3%

25.8%

22.6%

22.6%

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

新たな技術の習得が追い付いていない

育児等のために労働時間に制約がある

同一ポジションへの復職希望がない

その他

長期復職後の同一ポジションへの復職が困難な理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(19)

兼業(4)

ディーラー(38)

自家（1）

合計（62）
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⑦ 整備場に対する不平や不満等を収集する体制の導入に関する意向 
整備場に対する不平

や不満等を収集する

体制の導入に関する

意向 
（当てはまるものひと

つ） 

1．既に導入しており、今後も積極的に継続を考えている 
2．既に導入しているが、今後は継続が困難と考えている 
3．導入していないが、今後は積極的に導入を考えている 
4．導入しておらず、今後も導入は困難と考えている 

→「2」または「4」を回答された方は、実施が困難な理由についてお答え下さい。 
整備場への改善提案

要望を取り入れるこ

とが困難な理由 
（当てはまるもの全て） 

1．経営方針に口出しされたくない 
2．提案されても対応できない 
3．積極的に提案するような社員がいない 
4．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■整備場に対する不平や不満等を収集する体制の導入に関する意向 

 

 
  

既に導入
しており、
今後も積
極的に継

続

既に導入
している
が、今後
は継続が

困難

導入して
いないが、
今後は積
極的に導

入

導入して
おらず、今
後も導入
は困難

合計

専業 24 2 18 14 58
兼業 14 1 6 0 21
ディーラー 167 3 29 14 213
自家 1 0 0 1 2
合計 206 6 53 29 294

41.4%

66.7%

78.4%

50.0%

70.1%

3.4%

4.8%

1.4%

0.0%

2.0%

31.0%

28.6%

13.6%

0.0%

18.0%

24.1%

0.0%

6.6%

50.0%

9.9%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

事業場に対する不平や不満等を収集する体制の導入に関する意向

既に導入しており、今後も積極的に継続 既に導入しているが、今後は継続が困難

導入していないが、今後は積極的に導入 導入しておらず、今後も導入は困難

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■整備場への改善提案要望を取り入れることが困難な理由 

 

 
  

経営方針
に口出しさ
れたくない

提案され
ても対応
できない

積極的に
提案する
社員がい

ない

その他 回答数

専業 4 3 6 3 16
兼業 0 1 1 1 1
ディーラー 1 9 7 2 17
自家 0 1 0 0 1
合計 5 14 14 6 35

25.0%

18.8%

37.5%

18.8%

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

5.9%

52.9%

41.2%

11.8%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

14.3%

40.0%

40.0%

17.1%

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

経営方針に口出しされたくない

提案されても対応できない

積極的に提案する社員がいない

その他

事業場への改善提案要望を取り入れることが困難な理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(16)

兼業(1)

ディーラー(17)

自家（1）

合計（35）
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⑧ ①～⑦示した労働環境改善施策について、あなたが経営する事業場において取り組むべき施策として

優先度が高い順にお答え下さい。 
も優先度

が高い 
2 番目に優

先度が高い 
3 番目に優

先度が高い 
4 番目に優

先度が高い

5 番目に優

先度が高い

6 番目に優

先度が高い 
7 番目に優

先度が高い

       
 
■取り組むべき施策の優先度 

 

女性の整
備関係従
業員の採
用

学生等へ
の職業体
験・施設
体験等に
よる自動
車整備業
の魅力向
上への取
り組み

シフト制勤
務・フレッ
クスタイム
制の導入

給与の
ベースアッ
プ

事業場の
環境整備
（空調等
のハード
面）の改
善

長期休職
した整備
関係従業
員の同一
ポジション
への復職

整備場に
対する不
平や不満
等を収集
する体制
の導入

あてはま
るものは
ない

回答数

専業 1番目 6 10 1 20 9 2 10 0 58
専業 2番目 8 8 5 2 11 8 10 6 58
専業 3番目 1 8 7 7 13 4 12 6 58
専業 4番目 5 11 3 13 4 5 3 14 58
専業 5番目 8 2 13 1 6 12 2 14 58
専業 6番目 4 10 8 1 5 8 7 15 58
専業 7番目 16 0 8 3 2 6 4 19 58
兼業 1番目 3 3 0 7 1 1 6 0 21
兼業 2番目 1 3 1 0 3 4 6 3 21
兼業 3番目 0 2 2 3 5 4 2 3 21
兼業 4番目 2 3 0 6 2 3 2 3 21
兼業 5番目 0 2 5 2 4 4 1 3 21
兼業 6番目 2 4 6 1 2 1 2 3 21
兼業 7番目 10 1 4 0 1 1 1 3 21
ディーラー 1番目 13 58 3 59 25 6 49 0 213
ディーラー 2番目 11 29 10 39 36 26 44 18 213
ディーラー 3番目 17 23 21 37 48 23 21 23 213
ディーラー 4番目 15 20 22 35 33 30 32 26 213
ディーラー 5番目 19 28 39 9 31 36 21 30 213
ディーラー 6番目 42 30 34 6 11 40 18 32 213
ディーラー 7番目 63 6 50 4 5 22 14 49 213
自家 1番目 0 0 0 0 1 0 1 0 2
自家 2番目 0 0 0 0 0 0 1 1 2
自家 3番目 0 0 0 1 0 0 0 1 2
自家 4番目 0 0 1 0 0 0 0 1 2
自家 5番目 1 0 0 0 0 0 0 1 2
自家 6番目 0 0 0 0 0 1 0 1 2
自家 7番目 0 1 0 0 0 0 0 1 2
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10.3%

17.2%

1.7%

34.5%

15.5%

3.4%

17.2%

13.8%

13.8%

8.6%

3.4%

19.0%

13.8%

17.2%

10.3%

1.7%

13.8%

12.1%

12.1%

22.4%

6.9%

20.7%

10.3%

8.6%

19.0%

5.2%

22.4%

6.9%

8.6%

5.2%

24.1%

13.8%

3.4%

22.4%

1.7%

10.3%

20.7%

3.4%

24.1%

6.9%

17.2%

13.8%

1.7%

8.6%

13.8%

12.1%

25.9%

27.6%

13.8%

5.2%

3.4%

10.3%

6.9%

32.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0%

女性の整備関係従業員の採用

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

事業場の環境整備（空調等のハード面）

の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入

あてはまるものはない

取り組むべき施策の優先度（専業）

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 7番目
※．回答者数（58）

14.3%

14.3%

33.3%

4.8%

28.6%

4.8%

14.3%

4.8%

14.3%

19.0%

28.6%

14.3%

9.5%

9.5%

14.3%

23.8%

19.0%

9.5%

14.3%

9.5%

14.3%

28.6%

9.5%

14.3%

9.5%

14.3%

9.5%

23.8%

9.5%

19.0%

19.0%

4.8%

14.3%

9.5%

19.0%

28.6%

4.8%

9.5%

4.8%

9.5%

14.3%

47.6%

4.8%

19.0%

4.8%

4.8%

14.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

女性の整備関係従業員の採用

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

事業場の環境整備（空調等のハード面）

の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入

あてはまるものはない

取り組むべき施策の優先度（兼業）

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 7番目
※．回答者数（21）
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6.1%

27.2%

1.4%

27.7%

11.7%

2.8%

23.0%

5.2%

13.6%

4.7%

18.3%

16.9%

12.2%

20.7%

8.5%

8.0%

10.8%

9.9%

17.4%

22.5%

10.8%

9.9%

10.8%

7.0%

9.4%

10.3%

16.4%

15.5%

14.1%

15.0%

12.2%

8.9%

13.1%

18.3%

4.2%

14.6%

16.9%

9.9%

14.1%

19.7%

14.1%

16.0%

2.8%

5.2%

18.8%

8.5%

15.0%

29.6%

2.8%

23.5%

1.9%

2.3%

10.3%

6.6%

23.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

女性の整備関係従業員の採用

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

事業場の環境整備（空調等のハード面）

の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入

あてはまるものはない

取り組むべき施策の優先度（ディーラー）

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 7番目
※．回答者数（213）

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

女性の整備関係従業員の採用

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

事業場の環境整備（空調等のハード面）

の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入

取り組むべき施策の優先度（自家）

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 7番目
※．回答者数（2）
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⑨ ①～⑦示した労働環境改善施策について、あなたが経営する事業場において取り組みやすいと考える

順にお答え下さい。 

も取り組

みやすい 

2 番目に取

り組みやす

い 

3 番目に取

り組みやす

い 

4 番目に取

り組みやす

い 

5 番目に取

り組みやす

い 

6 番目に取

り組みやす

い 

7 番目に取

り組みやす

い 
       

 
■取り組みやすい施策 

 

女性の整
備関係従
業員の採
用

学生等へ
の職業体
験・施設
体験等に
よる自動
車整備業
の魅力向
上への取
り組み

シフト制勤
務・フレッ
クスタイム
制の導入

給与の
ベースアッ
プ

事業場の
環境整備
（空調等
のハード
面）の改
善

長期休職
した整備
関係従業
員の同一
ポジション
への復職

整備場に
対する不
平や不満
等を収集
する体制
の導入

あてはま
るものは
ない

回答数

専業 1番目 10 4 2 10 12 4 16 0 58
専業 2番目 1 14 0 5 10 11 8 9 58
専業 3番目 5 3 7 6 8 6 11 12 58
専業 4番目 3 3 8 16 3 8 3 14 58
専業 5番目 6 7 9 4 10 3 4 15 58
専業 6番目 6 13 7 4 2 10 0 16 58
専業 7番目 15 1 10 2 2 2 9 17 58
兼業 1番目 2 1 0 6 2 2 8 0 21
兼業 2番目 0 2 1 2 2 4 6 4 21
兼業 3番目 1 3 2 1 5 2 2 5 21
兼業 4番目 1 0 3 5 1 4 2 5 21
兼業 5番目 1 3 5 1 4 2 0 5 21
兼業 6番目 4 4 3 2 2 1 0 5 21
兼業 7番目 7 3 3 2 0 1 0 5 21
ディーラー 1番目 15 47 13 24 28 11 75 0 213
ディーラー 2番目 20 42 10 14 29 33 40 25 213
ディーラー 3番目 21 38 28 9 37 26 25 29 213
ディーラー 4番目 25 19 20 49 24 30 14 32 213
ディーラー 5番目 22 13 36 27 36 24 16 39 213
ディーラー 6番目 35 23 26 18 22 37 10 42 213
ディーラー 7番目 39 8 38 29 10 17 17 55 213
自家 1番目 0 0 1 0 0 0 1 0 2
自家 2番目 0 0 0 0 1 0 0 1 2
自家 3番目 0 1 0 0 0 0 0 1 2
自家 4番目 1 0 0 0 0 0 0 1 2
自家 5番目 0 0 0 0 0 1 0 1 2
自家 6番目 0 0 0 0 0 0 1 1 2
自家 7番目 0 0 0 1 0 0 0 1 2
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17.2%

6.9%

3.4%

17.2%

20.7%

6.9%

27.6%

1.7%

24.1%

8.6%

17.2%

19.0%

13.8%

15.5%

8.6%

5.2%

12.1%

10.3%

13.8%

10.3%

19.0%

20.7%

5.2%

5.2%

13.8%

27.6%

5.2%

13.8%

5.2%

24.1%

10.3%

12.1%

15.5%

6.9%

17.2%

5.2%

6.9%

25.9%

10.3%

22.4%

12.1%

6.9%

3.4%

17.2%

27.6%

25.9%

17.2%

3.4%

3.4%

3.4%

15.5%

29.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0%

女性の整備関係従業員の採用

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

事業場の環境整備（空調等のハード面）

の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入

あてはまるものはない

取り組みやすい施策（専業）

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 7番目
※．回答者数（58）

9.5%

4.8%

28.6%

9.5%

9.5%

38.1%

9.5%

4.8%

9.5%

9.5%

19.0%

28.6%

19.0%

4.8%

14.3%

9.5%

4.8%

23.8%

9.5%

9.5%

23.8%

14.3%

23.8%

4.8%

19.0%

9.5%

23.8%

4.8%

14.3%

23.8%

4.8%

19.0%

9.5%

23.8%

19.0%

19.0%

14.3%

9.5%

9.5%

4.8%

23.8%

33.3%

14.3%

14.3%

9.5%

4.8%

23.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0%

女性の整備関係従業員の採用

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

事業場の環境整備（空調等のハード面）

の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入

あてはまるものはない

取り組みやすい施策（兼業）

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 7番目
※．回答者数（21）
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7.0%

22.1%

6.1%

11.3%

13.1%

5.2%

35.2%

9.4%

19.7%

4.7%

6.6%

13.6%

15.5%

18.8%

11.7%

9.9%

17.8%

13.1%

4.2%

17.4%

12.2%

11.7%

13.6%

11.7%

8.9%

9.4%

23.0%

11.3%

14.1%

6.6%

15.0%

10.3%

6.1%

16.9%

12.7%

16.9%

11.3%

7.5%

18.3%

16.4%

10.8%

12.2%

8.5%

10.3%

17.4%

4.7%

19.7%

18.3%

3.8%

17.8%

13.6%

4.7%

8.0%

8.0%

25.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

女性の整備関係従業員の採用

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

事業場の環境整備（空調等のハード面）

の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入

あてはまるものはない

取り組みやすい施策（ディーラー）

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 7番目
※．回答者数（213）

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

女性の整備関係従業員の採用

学生等への職業体験・施設体験等による

自動車整備業の魅力向上への取り組み

シフト制勤務・フレックスタイム制の導入

給与のベースアップ

事業場の環境整備（空調等のハード面）

の改善

長期休職した整備関係従業員の

同一ポジションへの復職

整備場に対する不平や不満等を

収集する体制の導入

取り組みやすい施策（自家）

1番目 2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 7番目
※．回答者数（2）
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問 8．あなたが経営する事業場の人材採用及び人材育成・定着の取り組みに関する経営方針についてお答

え下さい。 

人材採用について 
（当てはまるものひと

つ） 

1．積極的に取り組んでいく必要がある 
2．今後、将来的には取り組む必要があるが、現状はそれほど困っていな

い 
3．取り組む必要は感じているが、どう取り組んでよいのか分からない 
4．取り組む必要はない 
5．その他（具体的にご回答下さい） 

 

人材育成・定着につい

て 
（当てはまるものひと

つ） 

1．積極的に取り組んでいく必要がある 
2．今後、将来的には取り組む必要があるが、現状はそれほど困っていな

い 
3．取り組む必要は感じているが、どう取り組んでよいのか分からない 
4．取り組む必要はない 
5．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■人材採用について 

 

 
  

積極的に
取り組ん

でいく必要
がある

将来的に
は取り組
む必要が
あるが、現
状はそれ
ほど困っ
ていない

取り組む
必要は感
じている

が、どう取
り組んでよ
いのか分
からない

取り組む
必要はな

い
その他 合計

専業 31 13 8 6 0 58
兼業 15 2 3 1 0 21
ディーラー 193 13 1 0 6 213
自家 1 0 0 1 0 2
合計 240 28 12 8 6 294

53.4%

71.4%

90.6%

50.0%

81.6%

22.4%

9.5%

6.1%

0.0%

9.5%

13.8%

14.3%

0.5%

0.0%

4.1%

10.3%

4.8%

50.0%

2.7%

2.8%

0.0%

2.0%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

人材採用の取り組みに関する経営方針

積極的に取り組んでいく必要がある
将来的には取り組む必要があるが、現状はそれほど困っていない
取り組む必要は感じているが、どう取り組んでよいのか分からない
取り組む必要はない
その他

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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■人材育成・定着について 

 

 
 
  

積極的に
取り組ん

でいく必要
がある

将来的に
は取り組
む必要が
あるが、現
状はそれ
ほど困っ
ていない

取り組む
必要は感
じている

が、どう取
り組んでよ
いのか分
からない

取り組む
必要はな

い
その他 合計

専業 39 7 6 6 0 58
兼業 17 1 2 1 0 21
ディーラー 200 10 0 1 2 213
自家 1 0 0 1 0 2
合計 257 18 8 9 2 294

67.2%

81.0%

93.9%

50.0%

87.4%

12.1%

4.8%

4.7%

0.0%

6.1%

10.3%

9.5%

0.0%

2.7%

10.3%

4.8%

0.5%

50.0%

3.1%

0.9%

0.0%

0.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

人材育成・定着の取り組みに関する経営方針

積極的に取り組んでいく必要がある
将来的には取り組む必要があるが、現状はそれほど困っていない
取り組む必要は感じているが、どう取り組んでよいのか分からない
取り組む必要はない
その他

(58)

(213)

(294)

※．カッコ内は回答者数

(2)

(21)
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（２）自動車整備業労働環境アンケート【整備関係従業員用】 
 
■基本属性に関する項目 
問 1．あなたの年齢、性別、 終学歴、家族構成・同居構成をお答え下さい。 

年齢 性別 終学歴 家族構成 同居構成 

歳 1．男 
2．女 

1．中学・高校 
2．高等専門学校（高専） 
3．大学院・大学・短期大学

4．整備専門学校・自動車大

学校 

1. 独身 
2. 既婚（子供無し）

3. 既婚（子供あり）

1. 単身 
2. 夫婦のみ 
3. 親子（親族の同

居） 
4. 3 世代（親族の同

居を含む） 
5. 兄弟姉妹などの

親族世代 
6. その他 

 
■年齢 

 

 
 
  

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 合計
専業 0 16 68 100 43 6 233
兼業 0 18 44 44 6 1 113
ディーラー 1 454 639 550 143 11 1798
自家 0 0 12 10 1 2 25
合計 1 488 763 704 193 20 2169

6.9%

15.9%

25.3%

22.5%

29.2%

38.9%

35.5%

48.0%

35.2%

42.9%

38.9%

30.6%

40.0%

32.5%

18.5%

5.3%

8.0%

4.0%

8.9%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

年齢構成

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

(233)

(1,798)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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■性別 

 

 
■ 終学歴 

 

 
  

男性 女性 合計
専業 233 0 233
兼業 110 3 113
ディーラー 1788 10 1798
自家 24 1 25
合計 2155 14 2169

100.0%

97.3%

99.4%

96.0%

99.4%

0.0%

2.7%

0.6%

4.0%

0.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

性別構成

男性 女性

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

中学・高
校

高等専門
学校

大学院・
大学・短
期大学

整備専門
学校・自
動車大学

校

合計

専業 88 23 31 91 233
兼業 43 4 19 47 113
ディーラー 189 116 267 1226 1798
自家 11 1 7 6 25
合計 331 144 324 1370 2169

37.8%

38.1%

10.5%

44.0%

15.3%

9.9%

3.5%

6.5%

6.6%

13.3%

16.8%

14.8%

28.0%

14.9%

39.1%

41.6%

68.2%

24.0%

63.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

最終学歴

中学・高校 高等専門学校 大学院・大学・短期大学 整備専門学校・自動車大学校

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■家族構成 

 

 
 
■同居構成 

 

 
 
  

独身 既婚（子供なし） 既婚（子供あり） 合計
専業 74 24 135 233
兼業 36 15 62 113
ディーラー 668 197 933 1798
自家 8 2 15 25
合計 786 238 1145 2169

31.8%

31.9%

37.2%

32.0%

36.2%

10.3%

13.3%

11.0%

8.0%

11.0%

57.9%

54.9%

51.9%

60.0%

52.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

家族構成

独身 既婚（子供なし） 既婚（子供あり）

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

単身 夫婦のみ
親子（親
族の同

居）

3世代（親
族の同居

含む）

兄弟姉妹
などの親

族
その他 合計

専業 36 36 123 33 2 3 233
兼業 17 24 64 7 1 0 113
ディーラー 189 318 1034 201 13 43 1798
自家 3 8 10 4 0 0 25
合計 245 386 1231 245 16 46 2169

15.5%

15.0%

10.5%

12.0%

11.3%

15.5%

21.2%

17.7%

32.0%

17.8%

52.8%

56.6%

57.5%

40.0%

56.8%

14.2%

6.2%

11.2%

16.0%

11.3%

0.9%

0.7%

0.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

同居構成

単身 夫婦のみ 親子（親族の同居） 3世代（親族の同居含む） 兄弟姉妹などの親族

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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問 2．あなたの勤務している事業場の所在地、通勤時間、通勤手段、事業形態、事業場の規模をお答え下

さい。 
事業場の所在地 通勤時間・通勤手段 事業形態（※1） 

都道

府県 

市郡

区      
区町

村  

通勤時間：〔約  時間  分〕

通勤手段：〔        〕

1．公共交通（鉄道、バス等）

2．自家用自動車 
3．送迎（家族の送迎） 
4．オートバイ 
5．自転車、徒歩 
6．その他（具体的に） 

1．専業 
2．兼業 
3．ディーラー 
4．自家 

事業場の規模（自動車整備関係従業員（※2）の人数）  
1．1～4 人 
2．5～9 人 
3．10～19 人 
4．20～99 人 
5．100 人以上 

 

※1． 専 業： 自動車整備業の売上高が総売上高の 50%をこえる事業場 
 兼 業： 兼業部門（自動車販売、部品用品販売、保険、石油販売等）の売上高が総売上高の 50%

以上を占める事業場（ディーラーを除く。） 
 ディーラー： 自動車製造会社又はインポーターと特約販売店契約を結んでいる企業の事業場 
 自 家： 主として自企業が保有する車両の整備を行っている事業場 
※2．本アンケートにおいて、整備関係従業員とは、整備主任者、自動車検査員、板金、塗装、電装員お

よび整備作業を行っている役員や資格を持っていない人も含めます。 
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■事業場の所在地 

 
 
  

都道府県 専業 兼業 ディーラー 自家 合計

北海道 20 5 53 2 80
青森県 1 2 4 0 7
岩手県 9 9 43 0 61
宮城県 3 3 8 2 16
秋田県 5 1 9 1 16
山形県 4 5 3 0 12
福島県 4 1 44 0 49
茨城県 11 3 16 0 30
栃木県 4 0 12 0 16
群馬県 5 2 107 1 115
埼玉県 11 5 203 1 220
千葉県 5 8 148 2 163
東京都 13 3 33 2 51
神奈川県 9 1 38 4 52
新潟県 6 11 56 1 74
富山県 7 2 19 0 28
石川県 5 0 61 0 66
福井県 1 0 9 0 10
山梨県 6 0 16 0 22
長野県 4 3 60 0 67
岐阜県 9 10 43 0 62
静岡県 9 3 28 1 41
愛知県 5 2 294 1 302
三重県 3 4 6 1 14
滋賀県 3 0 65 0 68
京都府 3 3 14 0 20
大阪府 13 4 23 0 40
兵庫県 3 3 180 0 186
奈良県 4 2 7 1 14
和歌山県 10 1 14 2 27
鳥取県 3 0 10 0 13
島根県 0 0 0 0 0
岡山県 3 0 9 0 12
広島県 2 3 64 0 69
山口県 4 3 19 0 26
徳島県 0 0 0 0 0
香川県 1 0 4 0 5
愛媛県 1 1 6 0 8
高知県 3 1 0 0 4
福岡県 5 3 7 1 16
佐賀県 1 1 22 0 24
長崎県 5 3 9 0 17
熊本県 2 0 10 0 12
大分県 3 0 4 0 7
宮崎県 1 1 5 0 7
鹿児島県 1 1 4 2 8
沖縄県 3 0 9 0 12
合計 233 113 1798 25 2169



213 
 

■通勤時間 

 

 
■通勤手段 

 

 
  

0分 ～15分以内 ～30分以内 ～45分以内 ～1時間以内 ～1時間30分以内 ～2時間以内 2時間超 合計
専業 10 67 84 27 29 7 0 9 233
兼業 4 35 43 12 10 5 1 3 113
ディーラー 7 336 646 299 363 117 10 20 1798
自家 0 6 8 5 5 1 0 0 25
合計 21 444 781 343 407 130 11 32 2169

4.3%

3.5%

0.4%

1.0%

28.8%

31.0%

18.7%

24.0%

20.5%

36.1%

38.1%

35.9%

32.0%

36.0%

11.6%

10.6%

16.6%

20.0%

15.8%

12.4%

8.8%

20.2%

20.0%

18.8%

3.0%

4.4%

6.5%

6.0%

0.6%

0.5%

3.9%

2.7%

1.1%

1.5%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

通勤時間

0分 ～15分以内 ～30分以内
～45分以内 ～1時間以内 ～1時間30分以内
～2時間以内 2時間超

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

公共交通
（鉄道、バ

ス等）
自家用車 送迎 オートバイ

自転車・
徒歩

その他

交通手段
なし（作業
場が自宅

など）

合計

専業 12 183 0 14 17 0 7 233
兼業 2 95 0 7 7 1 1 113
ディーラー 119 1591 0 28 57 3 0 1798
自家 5 14 1 2 2 1 0 25
合計 138 1883 1 51 83 5 8 2169

5.2%

1.8%

6.6%

20.0%

6.4%

78.5%

84.1%

88.5%

56.0%

86.8%

4.0%

0.0%

6.0%

6.2%

1.6%

8.0%

2.4%

7.3%

6.2%

3.2%

8.0%

3.8%

0.9%

0.2%

0.2%

3.0%

0.9%

0.4%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

通勤時の主な交通手段

公共交通（鉄道、バス等） 自家用車
送迎 オートバイ
自転車・徒歩 その他

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■事業場の規模 

 

 
  

1～4人 5～9人 10～19人 20～99人 100人以上 合計
専業 84 94 40 11 4 233
兼業 46 40 14 12 1 113
ディーラー 119 778 527 195 179 1798
自家 13 6 3 3 0 25
合計 262 918 584 221 184 2169

36.1%

40.7%

6.6%

52.0%

12.1%

40.3%

35.4%

43.3%

24.0%

42.3%

17.2%

12.4%

29.3%

12.0%

26.9%

4.7%

10.6%

10.8%

12.0%

10.2%

1.7%

0.9%

10.0%

8.5%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

事業場の規模（整備関係従業員数）

1～4人 5～9人 10～19人 20～99人 100人以上

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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問 3．あなたが現在勤務している事業場での雇用形態と賞与を含む平均的な 1ヶ月の給与（年収割る 12）、
世帯年収をお答え下さい。 

雇用形態 平均的な 1 ヶ月の給与（年収割る 12） 

1．正社員 
2．契約社員 
3．パートタイマー 
4．その他（具体的にご回答下さい。） 

1．15 万円未満 
2．15 万円～20 万円未満 
3．20 万円～25 万円未満 
4．25 万円～30 万円未満 
5．30 万円～35 万円未満 
6．35 万円～40 万円未満 
7．40 万円～45 万円未満 
8．45 万円～50 万円未満 
9．50 万円以上 

 
世帯年収（万円） 万円

 
■雇用形態 

 

 
  

正社員 契約社員 パートタイマー その他 合計
専業 225 3 1 4 233
兼業 105 2 2 4 113
ディーラー 1783 9 0 6 1798
自家 22 0 3 0 25
合計 2135 14 6 14 2169

96.6%

92.9%

99.2%

88.0%

98.4%

1.3%

1.8%

0.5%

0.6%

0.4%

1.8%

0.3%

1.7%

3.5%

0.3%

0.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

雇用形態

正社員 契約社員 パートタイマー その他

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■平均的な 1 ヶ月の給与 

 

 
■世帯年収 

 

 
 
  

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満 ～30万円未満 ～35万円未満 ～40万円未満 ～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上 合計
専業 10 48 71 56 32 11 1 2 2 233
兼業 6 29 32 25 12 4 2 2 1 113
ディーラー 54 392 432 322 218 141 104 62 73 1798
自家 4 3 6 4 6 1 0 0 1 25
合計 74 472 541 407 268 157 107 66 77 2169

4.3%

5.3%

3.0%

16.0%

3.4%

20.6%

25.7%

21.8%

12.0%

21.8%

30.5%

28.3%

24.0%

24.0%

24.9%

24.0%

22.1%

17.9%

16.0%

18.8%

13.7%

10.6%

12.1%

24.0%

12.4%

4.7%

3.5%

7.8%

4.0%

7.2%

1.8%

5.8%

4.9%

0.9%

1.8%

3.4%

3.0%

0.9%

0.9%

4.1%

4.0%

3.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1ヶ月の平均的な給与

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満
～30万円未満 ～35万円未満 ～40万円未満
～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

200万円未満 ～400万円未満 ～600万円未満 ～800万円未満 ～1000万円未満 ～1500万円未満 ～2000万円未満 2000万円以上 合計
専業 7 87 87 32 13 7 0 0 233
兼業 1 47 38 19 1 7 0 0 113
ディーラー 16 451 730 396 121 69 6 9 1798
自家 2 8 10 2 1 1 0 1 25
合計 26 593 865 449 136 84 6 10 2169

3.0%

0.9%

0.9%

1.2%

37.3%

41.6%

25.1%

32.0%

27.3%

37.3%

33.6%

40.6%

40.0%

39.9%

13.7%

16.8%

22.0%

8.0%

20.7%

5.6%

6.7%

6.3%

3.0%

6.2%

3.8%

4.0%

3.9%

0.3%

0.3%

0.5%

4.0%

0.5%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

世帯年収

200万円未満 ～400万円未満 ～600万円未満
～800万円未満 ～1000万円未満 ～1500万円未満
～2000万円未満 2000万円以上

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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問 4．あなたの自動車整備業の実務経験年数と現在勤務している会社での勤続年数をお答え下さい。 
自動車整備関係従業員としての実務経験年

数 年   ヶ月

現在勤務している会社での勤続年数 年   ヶ月

 
■自動車整備関係従業員としての実務経験年数 

 

 
 
■現在勤務している会社での勤続年数 

 

 
 
  

2年未満 ～5年未満 ～10年未満 ～20年未満 ～30年未満 30年以上 合計
専業 4 11 12 80 90 36 233
兼業 5 9 17 41 35 6 113
ディーラー 112 144 300 615 495 132 1798
自家 2 1 0 13 6 3 25
合計 123 165 329 749 626 177 2169

1.7%

4.4%

6.2%

5.7%

4.7%

8.0%

8.0%

4.0%

7.6%

5.2%

15.0%

16.7%

15.2%

34.3%

36.3%

34.2%

52.0%

34.5%

38.6%

31.0%

27.5%

24.0%

28.9%

15.5%

5.3%

7.3%

12.0%

8.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

自動車整備員としての実務経験年数

2年未満 ～5年未満 ～10年未満 ～20年未満 ～30年未満 30年以上

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

2年未満 ～5年未満 ～10年未満 ～20年未満 ～30年未満 30年以上 合計
専業 23 43 38 81 37 11 233
兼業 15 28 26 33 9 2 113
ディーラー 170 196 342 586 403 101 1798
自家 4 4 2 9 4 2 25
合計 212 271 408 709 453 116 2169

9.9%

13.3%

9.5%

16.0%

9.8%

18.5%

24.8%

10.9%

16.0%

12.5%

16.3%

23.0%

19.0%

8.0%

18.8%

34.8%

29.2%

32.6%

36.0%

32.7%

15.9%

8.0%

22.4%

16.0%

20.9%

4.7%

1.8%

5.6%

8.0%

5.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

現在勤務している会社での勤続年数

2年未満 ～5年未満 ～10年未満 ～20年未満 ～30年未満 30年以上

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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問 5．自動車整備士資格（国家資格）の取得状況についてお答え下さい。また、資格を取得されている場

合は、資格取得年月もお答え下さい。 
自動車整備士資格（国家資格） 取得状況 取得年月（※西暦）

① 一級自動車整備士 1．取得している 
2．取得していない 年   月

② 二級自動車整備士 1．取得している 
2．取得していない 年   月

③ 三級自動車整備士 1．取得している 
2．取得していない 年   月

④ 特殊自動車整備士（タイヤ、電気装置、車体）
1．取得している 
2．取得していない 年   月

 
■整備士資格取得状況 

 

 
 
  

一級自動車整備士 二級自動車整備士 三級自動車整備士 特殊自動車整備士 資格なし 回答数
専業 11 203 64 2 7 233
兼業 0 93 30 1 10 113
ディーラー 146 1697 156 23 21 1798
自家 1 20 10 2 2 25
合計 158 2013 260 28 40 2169

4.7%

8.1%

4.0%

7.3%

87.1%

82.3%

94.4%

80.0%

92.8%

27.5%

26.5%

8.7%

40.0%

12.0%

0.9%

0.9%

1.3%

8.0%

1.3%

3.0%

8.8%

1.2%

8.0%

1.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

整備士資格取得状況

一級自動車整備士 二級自動車整備士 三級自動車整備士

特殊自動車整備士 資格なし

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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問 6．これまでの転職及び起業の経験について伺います。 
① 転職及び起業経験の有無をお答え下さい。 

転職及び起業経験の

有無 

1．転職経験あり 
2. 起業経験あり 
3．転職及び起業経験なし → 問 7 へお進み下さい。 

 
■転職及び起業経験の有無 

 

 
② 前職の業種をお答え下さい。 

前職 
1．自動車整備業、2．建設業、3．自動車製造業、4．その他製造業、 
5．電気・ガス、6．運輸業、7．販売業、8．飲食、9．福祉、10．その他

（具体的にご回答ください。） 
 
■前職 

 

 
 

転職経験あり 起業経験あり 経験なし 合計
専業 171 5 57 233
兼業 84 3 26 113
ディーラー 323 3 1472 1798
自家 14 0 11 25
合計 592 11 1566 2169

73.4%

74.3%

18.0%

56.0%

27.3%

2.1%

2.7%

0.2%

0.5%

24.5%

23.0%

81.9%

44.0%

72.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

転職・起業経験の有無

転職経験あり 起業経験あり 経験なし

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

自動車整備業 建設業 自動車製造業 その他製造業 電気・ガス 運輸業 販売業 飲食 福祉 その他 合計
専業 132 2 6 10 0 6 8 1 0 11 176
兼業 60 3 0 3 1 2 9 3 2 4 87
ディーラー 221 8 15 29 1 9 17 3 4 19 326
自家 6 1 1 1 0 3 1 0 0 1 14
合計 419 14 22 43 2 20 35 7 6 35 603

75.0%

69.0%

67.8%

42.9%

69.5%

1.1%

3.4%

2.5%

7.1%

2.3%

3.4%

4.6%

3.6%

5.7%

3.4%

8.9%

7.1%

7.1%

1.1%

0.3%

3.4%

2.3%

2.8%

21.4%

3.3%

4.5%

10.3%

5.2%

5.8%

3.4%

0.9%

1.2%

2.3%

1.2%

1.0%

6.3%

4.6%

5.8%

5.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

前職の業種

自動車整備業 建設業 自動車製造業 その他製造業 電気・ガス

運輸業 販売業 飲食 福祉 その他

(176)

(326)

(603)

※．カッコ内は回答者数

(14)

(87)
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③ 前の会社から転職した理由として該当する番号をお答え下さい。複数該当する場合は、転職した理由

として大きい順に 大 3 つまでお答え下さい。 
転職した理由 

1．労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）、 
2．休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）、 
3．賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されなかった等）、 
4．事業場に将来性を感じなかった、5．責任やノルマが重すぎると感じた、6．仕事が合わなか

った、 
7．事業場の環境がよくなかった、8．事業場での人間関係がよくなかった、 
9．困り事や悩み事に対して相談できる相手がいなかった 
10．転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）、11．その他（具体的にご回答下さい。）

 
 転職した理由 「10．」を選択した場合は具体的にご回答ください 

も大きな理由   
2 番目に大きな理由   
3 番目に大きな理由   
 
■転職した理由 

 

労働時間
の条件が
よくなかっ
た

休日・休
暇の条件
がよくな
かった

賃金の条
件がよくな
かった

事業場に
将来性を
感じなかっ
た

責任やノ
ルマが重
すぎると感
じた

仕事が合
わなかっ
た

事業場の
環境がよく
なかった

事業場で
の人間関
係がよくな
かった

困り事や
悩み事を
相談でき
る相手が
いなかっ
た

転勤が
あった

その他
あてはま
るものは
ない

回答数

専業 1番目 30 13 26 23 9 9 6 17 3 4 36 0 176
専業 2番目 22 20 26 19 12 9 16 15 5 2 6 24 176
専業 3番目 12 27 19 16 10 3 20 16 6 4 4 39 176
兼業 1番目 20 4 16 6 3 6 3 12 0 2 15 0 87
兼業 2番目 13 12 13 10 6 3 7 10 2 0 2 9 87
兼業 3番目 9 11 12 13 6 0 3 8 4 2 5 14 87
ディーラー 1番目 48 14 72 50 6 28 16 22 3 6 61 0 326
ディーラー 2番目 44 49 55 46 12 10 19 18 7 6 14 46 326
ディーラー 3番目 37 42 22 43 10 9 39 20 8 3 14 79 326
自家 1番目 2 0 1 3 0 0 1 2 0 1 4 0 14
自家 2番目 3 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 5 14
自家 3番目 1 2 0 1 2 0 1 0 2 0 0 5 14
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17.0%

7.4%

14.8%

13.1%

5.1%

5.1%

3.4%

9.7%

1.7%

2.3%

20.5%

0.0%

12.5%

11.4%

14.8%

10.8%

6.8%

5.1%

9.1%

8.5%

2.8%

1.1%

3.4%

13.6%

6.8%

15.3%

10.8%

9.1%

5.7%

1.7%

11.4%

9.1%

3.4%

2.3%

2.3%

22.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

労働時間の条件がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった

賃金の条件がよくなかった

事業場に将来性を感じなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

仕事が合わなかった

事業場の環境がよくなかった

事業場での人間関係がよくなかった

困り事や悩み事を

相談できる相手がいなかった

転勤があった

その他

あてはまるものはない

転職した理由（専業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数(176)

23.0%

4.6%

18.4%

6.9%

3.4%

6.9%

3.4%

13.8%

2.3%

17.2%

14.9%

13.8%

14.9%

11.5%

6.9%

3.4%

8.0%

11.5%

2.3%

2.3%

10.3%

10.3%

12.6%

13.8%

14.9%

6.9%

3.4%

9.2%

4.6%

2.3%

5.7%

16.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

労働時間の条件がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった

賃金の条件がよくなかった

事業場に将来性を感じなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

仕事が合わなかった

事業場の環境がよくなかった

事業場での人間関係がよくなかった

困り事や悩み事を

相談できる相手がいなかった

転勤があった

その他

あてはまるものはない

転職した理由（兼業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数(87)



222 
 

 

 
 
 
 
 
 

14.7%

4.3%

22.1%

15.3%

1.8%

8.6%

4.9%

6.7%

0.9%

1.8%

18.7%

13.5%

15.0%

16.9%

14.1%

3.7%

3.1%

5.8%

5.5%

2.1%

1.8%

4.3%

14.1%

11.3%

12.9%

6.7%

13.2%

3.1%

2.8%

12.0%

6.1%

2.5%

0.9%

4.3%

24.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

労働時間の条件がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった

賃金の条件がよくなかった

事業場に将来性を感じなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

仕事が合わなかった

事業場の環境がよくなかった

事業場での人間関係がよくなかった

困り事や悩み事を

相談できる相手がいなかった

転勤があった

その他

あてはまるものはない

転職した理由（ディーラー）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数(326)

14.3%

21.4%

0.0%

7.1%

14.3%

7.1%

28.6%

14.3%

0.0%

7.1%

0.0%

7.1%

7.1%

0.0%

35.7%

14.3%

14.3%

0.0%

0.0%

14.3%

35.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

労働時間の条件がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった

賃金の条件がよくなかった

事業場に将来性を感じなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

仕事が合わなかった

事業場の環境がよくなかった

事業場での人間関係がよくなかった

困り事や悩み事を

相談できる相手がいなかった

転勤があった

その他

あてはまるものはない

転職した理由（自家）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数(14)
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■労働環境に関する項目 
問 7．自動車整備業に就いてからの長期休職経験について伺います。（※長期休職：1 ヶ月程度以上の休

職） 
① これまでに健康上の理由や出産・介護等による長期休職の経験はありますか。 

長期休職経験の有無 1．長期休職の経験あり 
2．長期休職の経験なし → 問 8 へお進み下さい。 

■長期休職経験の有無 

 

 
② 長期休職後の自動車整備関係従業員への復職についてお答え下さい。 

長期休職後の復職 
1．問題なく復職できた、2．体力的に厳しいと感じた、 
3．新しい技術についていけず厳しいと感じた、 
4．その他（具体的にご回答ください。） 

■長期休職後の復職 

 

  

経験あり 経験なし 合計
専業 29 204 233
兼業 17 96 113
ディーラー 148 1650 1798
自家 4 21 25
合計 198 1971 2169

12.4%

15.0%

8.2%

16.0%

9.1%

87.6%

85.0%

91.8%

84.0%

90.9%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

長期休職経験の有無

経験あり 経験なし

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

問題なく
復職でき

た

体力的に
厳しいと感

じた

新しい技
術につい
ていけず

厳しいと感
じた

その他 合計

専業 16 8 2 3 29
兼業 12 5 0 0 17
ディーラー 113 21 5 9 148
自家 4 0 0 0 4
合計 145 34 7 12 198

55.2%

70.6%

76.4%

100.0%

73.2%

27.6%

29.4%

14.2%

0.0%

17.2%

6.9%

3.4%

0.0%

3.5%

10.3%

6.1%

0.0%

6.1%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

長期休職後の整備従業員への復職

問題なく復職できた 体力的に厳しいと感じた

新しい技術についていけず厳しいと感じた その他

(29)

(148)

(198)

※．カッコ内は回答者数

(4)

(17)
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問 8．あなたの 1 日の平均的な労働時間、1 ヶ月の平均的な残業時間、1 ヶ月の平均的な休日数と、あな

たが理想と考える 1 日の平均的な労働時間、1 ヶ月の平均的な残業時間、1 ヶ月の平均的な休日日数をお

答え下さい。（通常期・繁忙期・閑散期別） 
① １年における通常的な業務時間の時期と繁忙期、閑散期 

時期 該当する月全てに○印を付けて下さい 

通常期 1．1月 2．2 月 3．3 月 4．4 月 5．5 月 6．6 月 

7．7月 8．8 月 9．9 月 10．10 月 11．11 月 12．12 月 

繁忙期 1．1月 2．2 月 3．3 月 4．4 月 5．5 月 6．6 月 

7．7月 8．8 月 9．9 月 10．10 月 11．11 月 12．12 月 

閑散期 1．1月 2．2 月 3．3 月 4．4 月 5．5 月 6．6 月 

7．7月 8．8 月 9．9 月 10．10 月 11．11 月 12．12 月 
■通常期 

 
■繁忙期 

 
■閑散期 

 
② 現在の労働時間、残業時間、休日数 
【通常期】 

1 日の平均的な労働時間 1 ヶ月の平均的な残業時間 1 ヶ月の平均的な休日数 
時間/日 時間/月 日/月

■1 日の平均的な労働時間 

 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 該当なし 回答数
専業 105 81 32 96 136 133 129 106 110 121 129 60 0 233
兼業 46 33 14 39 69 69 74 61 57 63 45 24 0 113
ディーラー 895 557 115 830 1210 1264 1153 991 549 1082 993 514 0 1798
自家 12 9 6 9 18 17 15 8 8 11 12 5 0 25
合計 1058 680 167 974 1433 1483 1371 1166 724 1277 1179 603 0 2169

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 該当なし 回答数
専業 34 91 182 92 39 21 39 38 82 46 53 119 23 233
兼業 27 57 90 50 16 10 18 26 32 24 41 63 7 113
ディーラー 597 1072 1609 338 189 250 424 464 1077 356 565 1074 66 1798
自家 8 8 13 9 4 3 5 8 9 6 7 12 4 25
合計 666 1228 1894 489 248 284 486 536 1200 432 666 1268 100 2169

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 該当なし 回答数
専業 71 30 6 20 36 51 39 64 15 39 27 30 55 233
兼業 34 18 7 20 23 29 16 23 17 21 21 22 26 113
ディーラー 204 81 31 551 306 185 116 234 85 252 130 117 643 1798
自家 3 5 2 2 1 2 3 5 5 6 2 5 9 25
合計 312 134 46 593 366 267 174 326 122 318 180 174 733 2169

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
専業 10 112 54 42 8 5 2 233
兼業 7 37 25 23 8 8 5 113
ディーラー 115 577 432 416 96 119 43 1798
自家 1 16 3 4 1 0 0 25
合計 133 742 514 485 113 132 50 2169

4.3%

6.2%

6.4%

4.0%

6.1%

48.1%

32.7%

32.1%

64.0%

34.2%

23.2%

22.1%

24.0%

12.0%

23.7%

18.0%

20.4%

23.1%

16.0%

22.4%

3.4%

7.1%

5.3%

4.0%

5.2%

2.1%

7.1%

6.6%

0.0%

6.1%

0.9%

4.4%

2.4%

0.0%

2.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1日の平均的な労働時間（通常期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下

～11時間以下 ～12時間以下 12時間超

(233)

(1,798)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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■1 ヶ月の平均的な残業時間 

 

 
■1 ヶ月の平均的な休日数 

 

 
  

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
専業 157 48 20 5 1 1 1 233
兼業 62 27 13 3 4 2 2 113
ディーラー 890 642 194 39 14 6 13 1798
自家 16 4 2 2 0 0 1 25
合計 1125 721 229 49 19 9 17 2169

67.4%

54.9%

49.5%

64.0%

51.9%

20.6%

23.9%

35.7%

16.0%

33.2%

8.6%

11.5%

10.8%

8.0%

10.6%

2.1%

2.7%

2.2%

8.0%

2.3%

0.4%

3.5%

0.8%

0.9%

0.4%

1.8%

0.3%

0.4%

0.4%

1.8%

0.7%

4.0%

0.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1ヶ月の平均的な残業時間（通常期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(233)

(1,798)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
専業 3 2 91 96 37 4 233
兼業 1 2 33 49 25 3 113
ディーラー 3 11 127 612 936 109 1798
自家 0 1 7 11 6 0 25
合計 7 16 258 768 1004 116 2169

1.3%

0.9%

0.2%

0.3%

0.9%

1.8%

0.6%

0.7%

39.1%

29.2%

7.1%

28.0%

11.9%

41.2%

43.4%

34.0%

44.0%

35.4%

15.9%

22.1%

52.1%

24.0%

46.3%

1.7%

2.7%

6.1%

0.0%

5.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1ヶ月の平均的な休日数（通常期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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【繁忙期】 
1 日の平均的な労働時間 1 ヶ月の平均的な残業時間 1 ヶ月の平均的な休日数 

時間/日 時間/月 日/月
 
■1 日の平均的な労働時間 

 

 
■1 ヶ月の平均的な残業時間 

 

 
  

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
専業 9 70 27 38 26 28 12 210
兼業 5 16 10 24 12 19 20 106
ディーラー 82 195 193 439 193 342 288 1732
自家 1 7 1 4 1 4 3 21
合計 97 288 231 505 232 393 323 2069

4.3%

4.7%

4.7%

4.8%

4.7%

33.3%

15.1%

11.3%

33.3%

13.9%

12.9%

9.4%

11.1%

4.8%

11.2%

18.1%

22.6%

25.3%

19.0%

24.4%

12.4%

11.3%

11.1%

4.8%

11.2%

13.3%

17.9%

19.7%

19.0%

19.0%

5.7%

18.9%

16.6%

14.3%

15.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1日の平均的な労働時間（繁忙期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下

～11時間以下 ～12時間以下 12時間超

(210)

(1,732)

(2,069)

※．カッコ内は回答者数

(21)

(106)

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
専業 101 44 34 18 9 3 1 210
兼業 40 20 15 9 8 10 4 106
ディーラー 494 582 384 151 67 41 13 1732
自家 9 3 2 2 3 2 0 21
合計 644 649 435 180 87 56 18 2069

48.1%

37.7%

28.5%

42.9%

31.1%

21.0%

18.9%

33.6%

14.3%

31.4%

16.2%

14.2%

22.2%

9.5%

21.0%

8.6%

8.5%

8.7%

9.5%

8.7%

4.3%

7.5%

3.9%

14.3%

4.2%

1.4%

9.4%

2.4%

9.5%

2.7%

0.5%

3.8%

0.8%

0.9%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1ヶ月の平均的な残業時間（繁忙期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(210)

(1,732)

(2,069)

※．カッコ内は回答者数

(21)

(106)
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■1 ヶ月の平均的な休日数 

 

 
 
【閑散期】 

1 日の平均的な労働時間 1 ヶ月の平均的な残業時間 1 ヶ月の平均的な休日数 
時間/日 時間/月 日/月

 
■1 日の平均的な労働時間 

 

 
  

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
専業 6 10 109 68 16 1 210
兼業 3 9 37 43 12 2 106
ディーラー 3 18 226 614 775 96 1732
自家 1 2 8 7 3 0 21
合計 13 39 380 732 806 99 2069

2.9%

2.8%

0.2%

0.6%

4.8%

8.5%

1.0%

9.5%

1.9%

51.9%

34.9%

13.0%

38.1%

18.4%

32.4%

40.6%

35.5%

33.3%

35.4%

7.6%

11.3%

44.7%

14.3%

39.0%

0.5%

1.9%

5.5%

4.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1ヶ月の平均的な休日数（繁忙期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上

(21)

(106)

(2,069)

※．カッコ内は回答者数

(1,732)

(210)

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
専業 19 106 28 13 6 4 2 178
兼業 7 37 17 12 4 7 3 87
ディーラー 130 596 204 130 32 45 18 1155
自家 3 13 0 0 0 0 0 16
合計 159 752 249 155 42 56 23 1436

10.7%

8.0%

11.3%

18.8%

11.1%

59.6%

42.5%

51.6%

81.3%

52.4%

15.7%

19.5%

17.7%

0.0%

17.3%

7.3%

13.8%

11.3%

0.0%

10.8%

3.4%

4.6%

2.8%

0.0%

2.9%

2.2%

8.0%

3.9%

0.0%

3.9%

1.1%

3.4%

1.6%

0.0%

1.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1日の平均的な労働時間（閑散期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下
～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下
12時間超

(178)

(1,155)

(1,436)

※．カッコ内は回答者数

(16)

(87)
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■1 ヶ月の平均的な残業時間 

 

 
■1 ヶ月の平均的な休日数 

 

 
 
  

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
専業 148 20 6 3 0 0 1 178
兼業 63 14 5 0 2 1 2 87
ディーラー 842 230 56 13 5 3 6 1155
自家 13 2 1 0 0 0 0 16
合計 1066 266 68 16 7 4 9 1436

83.1%

72.4%

72.9%

81.3%

74.2%

11.2%

16.1%

19.9%

12.5%

18.5%

3.4%

5.7%

4.8%

6.3%

4.7%

1.7%

1.1%

1.1%

2.3%

0.4%

0.5%

1.1%

0.3%

0.3%

0.6%

2.3%

0.5%

0.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1ヶ月の平均的な残業時間（閑散期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(178)

(1,155)

(1,436)

※．カッコ内は回答者数

(16)

(87)

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
専業 3 1 59 77 33 5 178
兼業 0 0 25 30 27 5 87
ディーラー 4 6 81 361 605 98 1155
自家 0 0 4 5 6 1 16
合計 7 7 169 473 671 109 1436

1.7%

0.3%

0.5%

0.5%

0.5%

33.1%

28.7%

7.0%

25.0%

11.8%

43.3%

34.5%

31.3%

31.3%

32.9%

18.5%

31.0%

52.4%

37.5%

46.7%

2.8%

5.7%

8.5%

7.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

1ヶ月の平均的な休日数（閑散期）

系列1 系列2 系列3 系列4 系列5 系列6

(178)

(1,155)

(1,436)

※．カッコ内は回答者数

(16)

(87)
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③ 理想と考える労働時間、残業時間、休日数 
理想的な 1 日の 
平均的な労働時間 

理想的な 1 ヶ月の 
平均的な残業時間 

理想的な 1 ヶ月の 
平均的な休日数 

時間/日 時間/月 日/月
 
■理想的な 1 日の労働時間 

 

 
■理想的な 1 ヶ月の残業時間 

 

 
  

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
専業 27 163 31 12 0 0 0 233
兼業 13 75 17 6 1 1 0 113
ディーラー 267 1026 322 167 5 7 4 1798
自家 1 19 3 2 0 0 0 25
合計 308 1283 373 187 6 8 4 2169

11.6%

11.5%

14.8%

4.0%

14.2%

70.0%

66.4%

57.1%

76.0%

59.2%

13.3%

15.0%

17.9%

12.0%

17.2%

5.2%

5.3%

9.3%

8.0%

8.6%

0.9%

0.3%

0.0%

0.3%

0.9%

0.4%

0.0%

0.4%

0.2%

0.0%

0.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

理想的な1日の労働時間

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下
～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下
12時間超

(233)

(1,798)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
専業 170 58 5 0 0 0 0 233
兼業 71 32 7 1 0 0 2 113
ディーラー 1147 574 66 4 0 0 7 1798
自家 18 4 2 0 1 0 0 25
合計 1406 668 80 5 1 0 9 2169

73.0%

62.8%

63.8%

72.0%

64.8%

24.9%

28.3%

31.9%

16.0%

30.8%

2.1%

6.2%

3.7%

8.0%

3.7%

0.2%

0.2%

4.0%

0.0%

1.8%

0.4%

0.4%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

理想的な１ヶ月の残業時間

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(233)

(1,798)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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■理想的な 1 ヶ月の休日数 

 

 
  

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
専業 2 2 11 66 121 31 233
兼業 0 1 6 30 59 17 113
ディーラー 1 3 24 228 997 545 1798
自家 0 0 2 7 15 1 25
合計 3 6 43 331 1192 594 2169

0.9%

0.1%

0.1%

0.9%

0.9%

0.2%

0.3%

4.7%

5.3%

1.3%

8.0%

2.0%

28.3%

26.5%

12.7%

28.0%

15.3%

51.9%

52.2%

55.5%

60.0%

55.0%

13.3%

15.0%

30.3%

4.0%

27.4%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

理想的な1ヶ月の休日数

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上

(233)

(1,798)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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問 9．事業者から提供される福利厚生について該当するものを全てお答え下さい。 
福利厚生 

1．住宅費補助、2．社宅・寮、3．通勤手当、4．保養施設、5．慶弔見舞金、6．食事手当、 
7．社員旅行、8．作業着の支給、9．特別休暇、10．生活援護費用等（財形、退職一時金など）、

11．その他（具体的にご回答下さい）、12．なし 
 
■福利厚生 

 

 
  

住宅費補
助

社宅・寮 通勤手当 保養施設
慶弔見舞

金
食事手当 社員旅行

作業着支
給

特別休暇

生活援護
費用等

（財形、退
職一時金

など）

その他 なし 回答数

専業 29 7 174 10 60 31 48 160 57 36 5 22 233
兼業 15 4 92 2 33 5 25 79 27 14 6 5 113
ディーラー 292 112 1682 356 888 57 471 1404 850 513 26 31 1798
自家 11 4 19 3 9 1 2 17 9 4 1 1 25
合計 347 127 1967 371 990 94 546 1660 943 567 38 59 2169

12.4%

3.0%

74.7%

4.3%

25.8%

13.3%

20.6%

68.7%

24.5%

15.5%

2.1%

9.4%

13.3%

3.5%

81.4%

1.8%

29.2%

4.4%

22.1%

69.9%

23.9%

12.4%

5.3%

4.4%

16.2%

6.2%

93.5%

19.8%

49.4%

3.2%

26.2%

78.1%

47.3%

28.5%

1.4%

1.7%

44.0%

16.0%

76.0%

12.0%

36.0%

4.0%

8.0%

68.0%

36.0%

16.0%

4.0%

4.0%

16.0%

5.9%

90.7%

17.1%

45.6%

4.3%

25.2%

76.5%

43.5%

26.1%

1.8%

2.7%

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

住宅費補助

社宅・寮

通勤手当

保養施設

慶弔見舞金

食事手当

社員旅行

作業着支給

特別休暇

生活援護費用等（財形、退職一時金など）

その他

なし

福利厚生

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(233)

兼業(113)

ディーラー(1,798)

自家（25）

合計（2,169）
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問 10．あなたが勤務している事業場での技術向上のための研修制度（整備主任者研修等の法定研修は除

く）の有無についてお答え下さい。 
未経験者に対する研修の有無 1．あり、2．なし 

新技術に関する研修の有無 1．あり、2．なし 
新車種に関する研修の有無 1．あり、2．なし 

自動車整備士資格（国家資格）取得に

関する研修の有無 1．あり、2．なし 

その他実施している研修がありましたらお答え下さい。 
その他実施している研修  
 
■未経験者に対する研修の有無 

 

 
■ 新技術に関する研修の有無 

 

 

あり なし 合計
専業 59 174 233
兼業 35 78 113
ディーラー 1340 458 1798
自家 11 14 25
合計 1445 724 2169

25.3%

31.0%

74.5%

44.0%

66.6%

74.7%

69.0%

25.5%

56.0%

33.4%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

未経験者に対する研修の有無

あり なし

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

あり なし 合計
専業 99 134 233
兼業 37 76 113
ディーラー 1482 316 1798
自家 10 15 25
合計 1628 541 2169

42.5%

32.7%

82.4%

40.0%

75.1%

57.5%

67.3%

17.6%

60.0%

24.9%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

最新技術に対する研修の有無

あり なし

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■ 新車種に関する研修の有無 

 

 
■自動車整備士資格取得に関する研修の有無 

 

 
 
 
  

あり なし 合計
専業 77 156 233
兼業 26 87 113
ディーラー 1501 297 1798
自家 9 16 25
合計 1613 556 2169

33.0%

23.0%

83.5%

36.0%

74.4%

67.0%

77.0%

16.5%

64.0%

25.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

最新車種に対する研修の有無

あり なし

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

あり なし 合計
専業 92 141 233
兼業 44 69 113
ディーラー 888 910 1798
自家 13 12 25
合計 1037 1132 2169

39.5%

38.9%

49.4%

52.0%

47.8%

60.5%

61.1%

50.6%

48.0%

52.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

自動車整備士資格取得に対する研修の有無

あり なし

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■職業観・労働観に関する項目 
問 11．あなたが自動車整備業に就職したきっかけ（情報・理由）として該当するものを全てお答え下さ

い。 
自動車整備業へ就職したきっかけ（情報） 

1．親族・知人の紹介、2．学校・先生の紹介、3．ハローワークの紹介、 
4．就職・転職の情報サイト・情報誌、5．その他（具体的にご回答下さい。） 
 
■自動車整備業へ就職したきっかけ（情報） 

 

 
 

自動車整備業へ就職したきっかけ（理由） 
1．学校で専門的な分野を学んだ、 
2．自動車が好き・自動車に係る仕事がしたかった、 
3．自動車事故を防止するなどの社会貢献がしたかった、 
4．就職活動で早期に内定がもらえた、 
5．自動車整備業以外の内定がもらえなかった、 
6．自動車整備士資格を持っていた、 
7．親族・知人が経営している、 
8．転勤がない（地元の近くで働ける）、 
9．将来性があり、安定していると思った、 
10．感謝される仕事に就きたかったから、 

親族・知
人の紹介

学校・先
生の紹介

ハロー
ワークの

紹介

就職・転
職の情報
サイト・情

報誌

その他 回答数

専業 85 76 28 17 44 233
兼業 29 37 24 16 20 113
ディーラー 423 979 54 164 265 1798
自家 8 9 4 2 2 25
合計 545 1101 110 199 331 2169

36.5%

32.6%

12.0%

7.3%

18.9%

25.7%

32.7%

21.2%

14.2%

17.7%

23.5%

54.4%

3.0%

9.1%

14.7%

32.0%

36.0%

16.0%

8.0%

8.0%

25.1%

50.8%

5.1%

9.2%

15.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

親族・知人の紹介

学校・先生の紹介

ハローワークの紹介

就職・転職の情報サイト・情報誌

その他

自動車整備業へ就職したきっかけ（情報）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(233)

兼業(113)

ディーラー(1,798)

自家（25）

合計（2,169）
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11．その他（具体的にご回答下さい。） 
■自動車整備業へ就職したきっかけ（理由） 

 

 
  

学校で専
門的な分
野を学ん

だ

自動車が
好き・自動
車に係る
仕事がし
たかった

自動車事
故を防止
するなど
の社会貢
献がした
かった

就職活動
で早期に
内定がも
らえた

自動車整
備業以外
の内定が
もらえな
かった

自動車整
備士資格
を持ってい

た

親族・知
人が経営
している

転勤がな
い

将来性が
あり、安定
していると

思った

感謝され
る仕事に
就きた
かった

その他 回答数

専業 95 181 3 2 4 26 27 14 21 14 8 233
兼業 43 89 5 3 2 21 8 10 6 11 3 113
ディーラー 913 1263 10 87 21 167 49 29 155 53 65 1798
自家 8 21 3 1 0 5 2 0 2 2 1 25
合計 1059 1554 21 93 27 219 86 53 184 80 77 2169

40.8%

77.7%

1.3%

0.9%

1.7%

11.2%

11.6%

6.0%

9.0%

6.0%

3.4%

38.1%

78.8%

4.4%

2.7%

1.8%

18.6%

7.1%

8.8%

5.3%

9.7%

2.7%

50.8%

70.2%

0.6%

4.8%

1.2%

9.3%

2.7%

1.6%

8.6%

2.9%

3.6%

32.0%

84.0%

12.0%

4.0%

0.0%

20.0%

8.0%

0.0%

8.0%

8.0%

4.0%

48.8%

71.6%

1.0%

4.3%

1.2%

10.1%

4.0%

2.4%

8.5%

3.7%

3.6%

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

学校で専門的な分野を学んだ

自動車が好き・自動車に係る仕事がしたかった

自動車事故を防止するなどの社会貢献がしたかった

就職活動で早期に内定がもらえた

自動車整備業以外の内定がもらえなかった

自動車整備士資格を持っていた

親族・知人が経営している

転勤がない

将来性があり、安定していると思った

感謝される仕事に就きたかった

その他

自動車整備業へ就職したきっかけ（理由）

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(233)

兼業(113)

ディーラー(1,798)

自家（25）

合計（2,169）
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問 12．自動車整備関係従業員として もやりがいを感じることを全てお答え下さい。 
自動車整備関係従業員としてのやりがい 

1．自動車の先端技術にふれられる、2．困っている人の力になれる（感謝される）、 
3．故障したものを修復させた満足感や達成感がある、 
4．整備を通じて安全・安心な自動車を提供できる、5．いろいろな車に触れられる機会がある、

6．高級車に触れられる機会がある、7．クラッシックな車に触れられる機会がある、 
8．その他（具体的にご回答下さい。） 
 
■自動車整備関係従業員としてのやりがい 

 

 
  

自動車の
先端技術
に触れら

れる

困ってい
る人の力
になれる

故障したも
のを修復
させた満
足感や達
成感があ

る

整備を通
じて安全・
安心な自
動車を提
供できる

いろいろ
な車に触
れられる
機会があ

る

高級車に
触れられ
る機会が

ある

クラッシッ
クな車に
触れられ
る機会が

ある

その他 回答数

専業 60 95 170 60 110 20 18 15 233
兼業 27 51 80 19 62 7 10 9 113
ディーラー 655 648 1126 307 467 127 70 145 1798
自家 6 12 16 7 9 2 2 0 25
合計 748 806 1392 393 648 156 100 169 2169

25.8%

40.8%

73.0%

25.8%

47.2%

8.6%

7.7%

6.4%

23.9%

45.1%

70.8%

16.8%

54.9%

6.2%

8.8%

8.0%

36.4%

36.0%

62.6%

17.1%

26.0%

7.1%

3.9%

8.1%

24.0%

48.0%

64.0%

28.0%

36.0%

8.0%

8.0%

0.0%

34.5%

37.2%

64.2%

18.1%

29.9%

7.2%

4.6%

7.8%

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

自動車の先端技術に触れられる

困っている人の力になれる

故障したものを修復させた満足感や達成感がある

整備を通じて安全・安心な自動車を提供できる

いろいろな車に触れられる機会がある

高級車に触れられる機会がある

クラッシックな車に触れられる機会がある

その他

自動車整備関係従業員としてやりがいを感じること

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(233)

兼業(113)

ディーラー(1,798)

自家（25）

合計（2,169）
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問 13．あなたは今後も現在勤めている会社で整備関係従業員として働き続けたいですか。 

現在勤めている会社で働き続けたいか 

1．今後も是非働きたい 
2．可能な限り働きたい 
3．どちらともいえない 
4．他に条件のよい会社があれば転職するつもり 
5．続けていくつもりはない 

 
■現在勤めている会社で働き続けたいか 

 

 
 
  

今後も働
き続けた

い

可能な限
り働きたい

どちらとも
いえない

他に条件
のよい会
社があれ
ば転職す
るつもり

続けていく
つもりはな

い
合計

専業 31 71 40 65 26 233
兼業 8 21 19 38 27 113
ディーラー 216 536 475 389 182 1798
自家 8 8 5 3 1 25
合計 263 636 539 495 236 2169

13.3%

7.1%

12.0%

32.0%

12.1%

30.5%

18.6%

29.8%

32.0%

29.3%

17.2%

16.8%

26.4%

20.0%

24.9%

27.9%

33.6%

21.6%

12.0%

22.8%

11.2%

23.9%

10.1%

10.9%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

現在勤めている会社での整備従業員としての勤続意

向

今後も働き続けたい 可能な限り働きたい

どちらともいえない 他に条件のよい会社があれば転職するつもり

続けていくつもりはない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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問 14．あなたは自動車整備関係従業員を続ける上で、将来性についてどのように感じていますか。 

自動車整備関係従業員として

の将来性について 

1．特に不安は感じていない 
2．年齢的な不安を感じている 
3．技術的な進歩が速く、技術習得に不安を感じている 
4．景気後退など、自動車整備業・自動車産業自体に不安を感じ

ている 
5．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■自動車整備関係従業員としての将来性 

 

 
  

特に不安
は感じて
いない

年齢的な
不安を感
じている

技術的な
進歩が速
く、技術習
得に不安
を感じてい

る

景気後退
など、自動

車整備
業・自動
車産業自
体に不安
を感じてい

る

その他 回答数

専業 13 102 100 149 29 233
兼業 7 43 49 75 16 113
ディーラー 212 728 565 956 188 1798
自家 3 7 10 14 2 25
合計 235 880 724 1194 235 2169

5.6%

43.8%

42.9%

63.9%

12.4%

6.2%

38.1%

43.4%

66.4%

14.2%

11.8%

40.5%

31.4%

53.2%

10.5%

12.0%

28.0%

40.0%

56.0%

8.0%

10.8%

40.6%

33.4%

55.0%

10.8%

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

特に不安は感じていない

年齢的な不安を感じている

技術的な進歩が速く、技術習得に不安を感じている

景気後退など、自動車整備業・

自動車産業自体に不安を感じている

その他

自動車整備関係従業員を続けるうえでの将来性

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(233)

兼業(113)

ディーラー(1,798)

自家（25）
合計（2,169）
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問 15．あなたの定年後の労働意欲についてお答え下さい。 

定年後の労働意欲について 

1．定年後も自動車整備業で働き続けたい 
  →（    歳まで働きたい） 
2．体力的な面から定年後は別の業種で働き口を探す 
3．定年後は働くつもりはない 
4．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■定年後の労働意欲 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定年後も
自動車整
備業で働
き続けた

い

体力的な
面から定
年後は別
の業種で
働き口を

探す

定年後は
働くつもり
はない

その他 合計

専業 101 67 50 15 233
兼業 32 44 30 7 113
ディーラー 327 770 634 67 1798
自家 13 7 5 0 25
合計 473 888 719 89 2169

43.3%

28.3%

18.2%

52.0%

21.8%

28.8%

38.9%

42.8%

28.0%

40.9%

21.5%

26.5%

35.3%

20.0%

33.1%

6.4%

6.2%

3.7%

4.1%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

定年後の労働意欲

定年後も自動車整備業で働き続けたい 体力的な面から定年後は別の業種で働き口を探す

定年後は働くつもりはない その他

(1,798)

(233)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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■満足度に関する項目 
問 16．あなたが現在勤務している事業場に対してどのように感じているかをお答え下さい。 
① 自動車整備業の仕事内容に関する満足度 
自動車整備業の仕事内容に関

する満足度 
1．満足している、2．やや満足している、 
3．やや不満である、4．不満である、5．どちらとも言えない 

 
■自動車整備業の仕事内容に関する満足度 

 

 
 
② 仕事のやりがいに関する満足度 
仕事のやりがいに関する満足

度 
1．満足している、2．やや満足している、 
3．やや不満である、4．不満である、5．どちらとも言えない 

 
■仕事のやりがいに関する満足度 

 

 
 
 

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない 合計
専業 34 67 55 57 20 233
兼業 9 27 29 33 15 113
ディーラー 195 569 391 469 174 1798
自家 6 9 3 6 1 25
合計 244 672 478 565 210 2169

14.6%

8.0%

10.8%

24.0%

11.2%

28.8%

23.9%

31.6%

36.0%

31.0%

23.6%

25.7%

21.7%

12.0%

22.0%

24.5%

29.2%

26.1%

24.0%

26.0%

8.6%

13.3%

9.7%

4.0%

9.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

自動車整備業の仕事内容に関する満足度

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない

(1,798)

(233)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない 合計
専業 48 71 44 49 21 233
兼業 15 31 24 31 12 113
ディーラー 244 660 321 383 190 1798
自家 9 6 6 3 1 25
合計 316 768 395 466 224 2169

20.6%

13.3%

13.6%

36.0%

14.6%

30.5%

27.4%

36.7%

24.0%

35.4%

18.9%

21.2%

17.9%

24.0%

18.2%

21.0%

27.4%

21.3%

12.0%

21.5%

9.0%

10.6%

10.6%

4.0%

10.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

仕事のやりがいに関する満足度

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない

(1,798)

(233)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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③ 事業場での働きやすさに関する満足度 
事業場での働きやすさに関す

る満足度 
1．満足している、2．やや満足している、 
3．やや不満である、4．不満である、5．どちらとも言えない 

→「3」または「4」を回答された方は、その理由についてお答え下さい。特に不満の理由として該当す

るものを 3 つまでお答え下さい。 

働きやすさに関して不満があ

る理由 

1．事業場の環境（設備）が古い 
2．事業場の環境（設備）が汚い 
3．社員同士のコミュニケーションがとりにくい 
4．社内の周囲で相談できる人がいない 
5．福利厚生が充実している 
6．研修制度が充実している 
7．その他（具体的にご回答下さい） 

（不満の理由） 
も不満である 2 番目に不満である 3 番目に不満である 

   
 
■事業場での働きやすさに関する満足度 

 

 
 
  

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない 合計
専業 35 55 54 79 10 233
兼業 9 18 31 48 7 113
ディーラー 237 563 336 492 170 1798
自家 6 6 5 7 1 25
合計 287 642 426 626 188 2169

15.0%

8.0%

13.2%

24.0%

13.2%

23.6%

15.9%

31.3%

24.0%

29.6%

23.2%

27.4%

18.7%

20.0%

19.6%

33.9%

42.5%

27.4%

28.0%

28.9%

4.3%

6.2%

9.5%

8.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

事業場での働きやすさに関する満足度

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない

(1,798)

(233)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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■働きやすさに関して不満がある理由 

 

 

 

事業場の
環境（設
備）が古い

事業場の
環境（設
備）が汚い

社員同士
のコミュニ
ケーション
が
とりにくい

社内の周
囲で相談
できる人
がいない

福利厚生
が充実し
ていない

研修制度
が充実し
ていない

その他
あてはま
るものは
ない

回答数

専業 1番目 27 6 26 11 31 3 29 0 133
専業 2番目 31 20 16 13 17 15 10 11 133
専業 3番目 17 17 10 14 15 16 14 30 133
兼業 1番目 5 2 17 5 23 6 21 0 79
兼業 2番目 10 4 14 13 13 10 8 7 79
兼業 3番目 12 10 7 6 10 13 5 16 79
ディーラー 1番目 181 33 170 81 128 22 213 0 828
ディーラー 2番目 135 139 90 96 93 53 82 140 828
ディーラー 3番目 79 78 93 71 86 76 68 277 828
自家 1番目 3 0 2 1 2 2 2 0 12
自家 2番目 2 3 1 0 2 2 0 2 12
自家 3番目 3 0 2 1 1 1 0 4 12

20.3%

4.5%

19.5%

8.3%

23.3%

2.3%

21.8%

23.3%

15.0%

12.0%

9.8%

12.8%

11.3%

7.5%

8.3%

12.8%

12.8%

7.5%

10.5%

11.3%

12.0%

10.5%

22.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

社員同士のコミュニケーションが

とりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

福利厚生が充実していない

研修制度が充実していない

その他

あてはまるものはない

働きやすさに関して不満がある理由（専業）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(97)

6.3%

21.5%

6.3%

29.1%

7.6%

26.6%

12.7%

5.1%

17.7%

16.5%

16.5%

12.7%

10.1%

8.9%

15.2%

12.7%

8.9%

7.6%

12.7%

16.5%

6.3%

20.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

社員同士のコミュニケーションが

とりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

福利厚生が充実していない

研修制度が充実していない

その他

あてはまるものはない

働きやすさに関して不満がある理由（兼業）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(65)
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21.9%

4.0%

20.5%

9.8%

15.5%

2.7%

25.7%

16.3%

16.8%

10.9%

11.6%

11.2%

6.4%

9.9%

16.9%

9.5%

9.4%

11.2%

8.6%

10.4%

9.2%

8.2%

33.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

社員同士のコミュニケーションが

とりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

福利厚生が充実していない

研修制度が充実していない

その他

あてはまるものはない

働きやすさに関して不満がある理由（ディーラー）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(767)

25.0%

16.7%

8.3%

16.7%

16.7%

16.7%

16.7%

25.0%

8.3%

16.7%

16.7%

0.0%

16.7%

25.0%

16.7%

8.3%

8.3%

8.3%

33.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

社員同士のコミュニケーションが

とりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

福利厚生が充実していない

研修制度が充実していない

その他

あてはまるものはない

働きやすさに関して不満がある理由（自家）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(9)
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④ 事業場の将来性に関する満足度 

事業場の将来性に対する期待

度 

1．期待している、2．やや期待している、 
3．あまり期待できない、4．期待できない、5．どちらとも言え

ない 
 
■事業場の将来性に対する期待 

 

 
 
⑤ 給与・賃金に関する満足度 

給与・賃金に関する満足度 

1．満足している → ⑥へお進み下さい。 
2．やや満足している → ⑥へお進み下さい。 
3．やや不満である 
4．不満である 
5．どちらとも言えない → ⑥へお進み下さい。 

→「3」または「4」を回答された方は、その理由についてお答え下さい。特に不満の理由として該当す

るものを 3 つまでお答え下さい。 

給与・賃金に関して不満があ

る理由 

1．労働時間に対して低いと感じる 
2．危険が伴う労働に対して低いと感じる 
3．高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる 
4．残業代が十分に支払われていない 
5．他業種・他社と比べて低いと感じる 
6．定期昇給がない 
7．資格取得による評価が反映されない 
8．評価制度による能力、情意等による評価が反映されない 
9．その他（具体的にご回答ください。） 

 
（不満の理由） 

も不満である 2 番目に不満である 3 番目に不満である 
   
 
  

期待している やや期待している あまり期待できない 期待できない どちらとも言えない 合計
専業 24 34 80 82 13 233
兼業 4 11 45 48 5 113
ディーラー 256 420 583 390 149 1798
自家 4 3 12 5 1 25
合計 288 468 720 525 168 2169

10.3%

3.5%

14.2%

16.0%

13.3%

14.6%

9.7%

23.4%

12.0%

21.6%

34.3%

39.8%

32.4%

48.0%

33.2%

35.2%

42.5%

21.7%

20.0%

24.2%

5.6%

4.4%

8.3%

7.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

事業場の将来性に対する期待度

期待している やや期待している あまり期待できない 期待できない どちらとも言えない

(1,798)

(233)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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■給与・賃金に関する満足度 

 

 
 
■給与・賃金に関して不満がある理由 

 

 

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない 合計
専業 14 37 60 111 11 233
兼業 7 14 34 54 4 113
ディーラー 164 422 385 701 126 1798
自家 1 9 4 9 2 25
合計 186 482 483 875 143 2169

6.0%

6.2%

9.1%

8.6%

15.9%

12.4%

23.5%

36.0%

22.2%

25.8%

30.1%

21.4%

16.0%

22.3%

47.6%

47.8%

39.0%

36.0%

40.3%

4.7%

3.5%

7.0%

8.0%

6.6%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

給与・賃金に関する満足度

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない

(1,798)

(233)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)

労働時間
に対して
低いと感じ
る

危険が伴
う労働に
対して低
いと感じる

高度な技
術を必要
とする労
働に対し
て低いと
感じる

残業代が
十分に支
払われて
いない

他業種・
他社と比
べて低い
と感じる

定期昇給
がない

資格取得
による評
価が反映
されない

評価制度
による能
力、情意
等による
評価が反
映されて
いない

その他
あてはま
るものは
ない

回答数

専業 1番目 34 10 25 11 37 29 5 14 6 0 171
専業 2番目 17 14 23 25 25 35 11 13 4 4 171
専業 3番目 24 14 24 9 22 20 17 24 3 14 171
兼業 1番目 34 7 14 9 10 5 3 3 3 0 88
兼業 2番目 10 8 10 15 15 13 5 8 1 3 88
兼業 3番目 7 9 9 3 17 12 9 12 1 9 88
ディーラー 1番目 342 105 165 116 187 43 41 60 27 0 1086
ディーラー 2番目 198 154 167 121 158 57 90 94 6 41 1086
ディーラー 3番目 129 116 127 80 204 64 104 121 6 135 1086
自家 1番目 2 4 1 1 1 4 0 0 0 0 13
自家 2番目 0 0 4 2 1 1 4 1 0 0 13
自家 3番目 1 1 1 1 5 0 1 3 0 0 13

19.9%

5.8%

14.6%

6.4%

21.6%

17.0%

2.9%

8.2%

3.5%

9.9%

8.2%

13.5%

14.6%

14.6%

20.5%

6.4%

7.6%

2.3%
2.3%

14.0%

8.2%

14.0%

5.3%

12.9%

11.7%

9.9%

14.0%

1.8%

8.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

労働時間に対して低いと感じる

危険が伴う労働に対して低いと感じる

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

他業種・他社と比べて低いと感じる

定期昇給がない

資格取得による評価が反映されない

評価制度による能力、情意等による評価が反映さ …

その他

あてはまるものはない

給与・賃金に関して不満がある理由（専業）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(121)
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38.6%

8.0%

15.9%

10.2%

11.4%

5.7%

3.4%

3.4%

3.4%

11.4%

9.1%

11.4%

17.0%

17.0%

14.8%

5.7%

9.1%

1.1%
3.4%

8.0%

10.2%

10.2%

3.4%

19.3%

13.6%

10.2%

13.6%

1.1%

10.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

労働時間に対して低いと感じる

危険が伴う労働に対して低いと感じる

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

他業種・他社と比べて低いと感じる

定期昇給がない

資格取得による評価が反映されない

評価制度による能力、情意等による評価が反映さ …

その他

あてはまるものはない

給与・賃金に関して不満がある理由（兼業）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(72)

31.5%

9.7%

15.2%

10.7%

17.2%

4.0%

3.8%

5.5%

2.5%

18.2%

14.2%

15.4%

11.1%

14.5%

5.2%

8.3%

8.7%

0.6%
3.8%

11.9%

10.7%

11.7%

7.4%

18.8%

5.9%

9.6%

11.1%

0.6%
12.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

労働時間に対して低いと感じる

危険が伴う労働に対して低いと感じる

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

他業種・他社と比べて低いと感じる

定期昇給がない

資格取得による評価が反映されない

評価制度による能力、情意等による評価が反映さ …

その他

あてはまるものはない

給与・賃金に関して不満がある理由（ディーラー）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(999)
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⑥ 労働時間に関する満足度 

労働時間に関する満足度 

1．満足している → ⑦へお進み下さい。 
2．やや満足している → ⑦へお進み下さい。 
3．やや不満である 
4．不満である 
5．どちらとも言えない → ⑦へお進み下さい。 

→「3」または「4」を回答された方は、その理由についてお答え下さい。 

労働時間に関して不満がある

理由 

1．労働時間が長い 
2．勤務時間の調整ができない 
3．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■労働時間に関する満足度 

 

 
  

15.4%

30.8%

7.7%

7.7%

30.8%

0.0%

0.0%

30.8%

15.4%

7.7%

7.7%

30.8%

0.0%

0.0%

7.7%

7.7%

7.7%

38.5%

7.7%

23.1%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

労働時間に対して低いと感じる

危険が伴う労働に対して低いと感じる

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

他業種・他社と比べて低いと感じる

定期昇給がない

資格取得による評価が反映されない

評価制度による能力、情意等による評価が反映さ …

その他

あてはまるものはない

給与・賃金に関して不満がある理由（自家）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(9)

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない 合計
専業 45 71 53 50 14 233
兼業 16 21 29 38 9 113
ディーラー 164 453 500 536 145 1798
自家 6 12 2 3 2 25
合計 231 557 584 627 170 2169

19.3%

14.2%

9.1%

24.0%

10.7%

30.5%

18.6%

25.2%

48.0%

25.7%

22.7%

25.7%

27.8%

8.0%

26.9%

21.5%

33.6%

29.8%

12.0%

28.9%

6.0%

8.0%

8.1%

8.0%

7.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

労働時間に関する満足度

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない

(1,798)

(233)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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■労働時間に関して不満がある理由 

 

 
  

労働時間
が長い

勤務時間
の調整が
できない

その他 回答数

専業 58 58 11 103
兼業 51 38 6 67
ディーラー 763 447 115 1036
自家 3 3 0 5
合計 875 546 132 1211

56.3%

56.3%

10.7%

76.1%

56.7%

9.0%

73.6%

43.1%

11.1%

60.0%

60.0%

0.0%

72.3%

45.1%

10.9%

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

労働時間が長い

勤務時間の調整ができない

その他

労働時間に関して不満がある理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(103)

兼業(67)

ディーラー(1,036)

自家（5）

合計（1,211）
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⑦ 休日・休暇に関する満足度 

休日・休暇に関する満足度 

1．満足している → 問 17 へお進み下さい。 
2．やや満足している → 問 17 へお進み下さい。 
3．やや不満である 
4．不満である 
5．どちらとも言えない → 問 17 へお進み下さい。 

→「3」または「4」を回答された方は、その理由についてお答え下さい。 

休日・休暇に関して不満があ

る理由 

1．土日祝日が出勤である 
2．決められた休日に出勤日がある 
3．希望する日に休暇がとりにくい 
4．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■休日・休暇に関する満足度 

 

 
  

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない 合計
専業 27 59 70 64 13 233
兼業 13 25 27 43 5 113
ディーラー 262 481 507 442 106 1798
自家 4 11 7 1 2 25
合計 306 576 611 550 126 2169

11.6%

11.5%

14.6%

16.0%

14.1%

25.3%

22.1%

26.8%

44.0%

26.6%

30.0%

23.9%

28.2%

28.0%

28.2%

27.5%

38.1%

24.6%

25.4%

5.6%

4.4%

5.9%

8.0%

5.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

休日・休暇に関する満足度

満足している やや満足している やや不満である 不満である どちらとも言えない

(1,798)

(233)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(113)
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■休日・休暇に関して不満がある理由 

 

 
 
  

土日祝日
が出勤で

ある

決められ
た休日に
出勤日が

ある

希望する
日に休暇
が取りにく

い

その他 回答数

専業 48 31 74 42 134
兼業 39 17 47 15 70
ディーラー 614 188 557 155 949
自家 3 2 3 1 8
合計 704 238 681 213 1161

35.8%

23.1%

55.2%

31.3%

55.7%

24.3%

67.1%

21.4%

64.7%

19.8%

58.7%

16.3%

37.5%

25.0%

37.5%

12.5%

60.6%

20.5%

58.7%

18.3%

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

土日祝日が出勤である

決められた休日に出勤日がある

希望する日に休暇が取りにくい

その他

休日・休暇に関して不満がある理由

専業 兼業 ディーラー 自家 合計

※．回答数

専業(134)
兼業(70)

ディーラー(949）

自家（8）

合計（1,161）
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問 17．あなたが自動車整備関係従業員を続けていく上で も重視するものを一つお答え下さい。 
自動車整備関係従業員を続けていく上で重視すること 

1．満足のいく仕事ができる環境、2．仕事と生活の調和、3．経営が安定している、 
4．挨拶や声掛などがしっかりできており、事業場に活気がある、 
5．困り事や悩み事に対して相談できる相手がいる、 
6．正社員としての雇用、 
7．給与・賃金が仕事に見合っている、8．技術向上等による昇給・昇格制度の確立、 
9．福利厚生の充実、10．その他（具体的にご回答下さい） 
 
■自動車整備関係従業員を続けていく上で重視すること 

 

 
 
  

満足のい
く仕事が
できる環

境

仕事と生
活の調和

経営が安
定している

挨拶や声
掛などが
しっかりで
きており、
事業場に
活気があ

る

困り事や
悩み事を
相談でき
る相手が

いる

正社員とし
ての雇用

給与・賃
金が仕事
に見合っ
ている

技術向上
等による
昇給・昇
格制度の

確立

福利厚生
の充実

その他 合計

専業 42 42 31 4 3 3 83 18 6 1 233
兼業 20 27 9 2 2 0 42 6 4 1 113
ディーラー 256 492 157 47 34 61 635 65 27 24 1798
自家 6 1 3 1 0 1 9 3 1 0 25
合計 324 562 200 54 39 65 769 92 38 26 2169

18.0%

17.7%

14.2%

24.0%

14.9%

18.0%

23.9%

27.4%

25.9%

13.3%

8.0%

8.7%

12.0%

9.2%

1.7%

1.8%

2.6%

2.5%

1.3%

1.8%

1.9%

1.8%

1.3%

3.4%

4.0%

3.0%

35.6%

37.2%

35.3%

36.0%

35.5%

7.7%

5.3%

3.6%

12.0%

4.2%

2.6%

3.5%

1.5%

4.0%

1.8%

0.4%

0.9%

1.3%

1.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

自動車整備関係従業員を続けていく上で最も重視するもの

満足のいく仕事ができる環境
仕事と生活の調和
経営が安定している
挨拶や声掛などがしっかりできており、事業場に活気がある
困り事や悩み事を相談できる相手がいる
正社員としての雇用

※．カッコ内は回答者数

(1,798)

(113)

(2,169)

(25)

(233)
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■改善方策に対する評価に関する項目 
問 18．あなたが勤務している事業場において、次のような施策を提案された場合、あなたは希望します

か。 
検討される施策 希望度 

① 女性整備関係従業員の採用 
1．とてもいいと思う、2．ややいいと思う、 
3．あまりいいと思わない、4．いいと思わない、5．どちら

とも言えない 
② 学生等への職業体験・施設体験

等による自動車整備業の魅力控除

への取り組み 

1．とてもいいと思う、2．ややいいと思う、 
3．あまりいいと思わない、4．いいと思わない、5．どちら

とも言えない 

③ シフト制勤務の導入 
1．希望する、2．やや希望する、 
3．あまり希望しない、4．希望しない、5．どちらとも言え

ない 

④ フレックスタイム制の導入 
1．希望する、2．やや希望する、 
3．あまり希望しない、4．希望しない、5．どちらとも言え

ない 

⑤ 事業場の環境整備（照明・空調

等のハード面）の向上 

1．希望する、2．やや希望する、 
3．あまり希望しない、4．希望しない、5．どちらとも言え

ない 

⑥ 長期休暇後の復職時に、同一ポ

ジションを用意 

1．希望する、2．やや希望する、 
3．あまり希望しない、4．希望しない、5．どちらとも言え

ない 

⑦ 職場に対する不平や不満を収

集する体制・制度の導入 

1．希望する、2．やや希望する、 
3．あまり希望しない、4．希望しない、5．どちらとも言え

ない 

⑧ 資格取得に応じた評価に 

もとづく昇給 

1．希望する、2．やや希望する、 
3．あまり希望しない、4．希望しない、5．どちらとも言え

ない 

⑨ 能力、態度等に応じた評価に 

もとづく昇給 

1．希望する、2．やや希望する、 
3．あまり希望しない、4．希望しない、5．どちらとも言え

ない 
 
■女性整備関係従業員の採用 

 

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 68 49 34 19 63 233
兼業 42 23 15 11 22 113
ディーラー 424 312 391 239 432 1798
自家 9 2 3 3 8 25
合計 543 386 443 272 525 2169
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29.2%

37.2%

23.6%

36.0%

25.0%

21.0%

20.4%

17.4%

8.0%

17.8%

14.6%

13.3%

21.7%

12.0%

20.4%

8.2%

9.7%

13.3%

12.0%

12.5%

27.0%

19.5%

24.0%

32.0%

24.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

女性整備関係従業員の採用

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■学生等への職業体験・施設体験等による自動車整備業の魅力控除への取り組み 

 

 
■シフト勤務制の導入 

 

 
 
  

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 64 61 39 22 47 233
兼業 41 29 16 12 15 113
ディーラー 522 527 294 165 290 1798
自家 8 11 1 3 2 25
合計 635 628 350 202 354 2169

27.5%

36.3%

29.0%

32.0%

29.3%

26.2%

25.7%

29.3%

44.0%

29.0%

16.7%

14.2%

16.4%

4.0%

16.1%

9.4%

10.6%

9.2%

12.0%

9.3%

20.2%

13.3%

16.1%

8.0%

16.3%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

学生等への職業体験・施設体験等による自動車整備業の魅力向上への取り組み

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 35 22 46 86 44 233
兼業 24 14 24 36 15 113
ディーラー 341 279 368 501 309 1798
自家 4 3 5 9 4 25
合計 404 318 443 632 372 2169

15.0%

21.2%

19.0%

16.0%

18.6%

9.4%

12.4%

15.5%

12.0%

14.7%

19.7%

21.2%

20.5%

20.0%

20.4%

36.9%

31.9%

27.9%

36.0%

29.1%

18.9%

13.3%

17.2%

16.0%

17.2%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

シフト制勤務の導入

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■フレックスタイム制の導入 

 

 
 
■事業場の（照明・空調等のハード面）の向上 

 

 
 
  

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 41 34 49 65 44 233
兼業 27 16 14 31 25 113
ディーラー 386 288 333 442 349 1798
自家 6 4 5 8 2 25
合計 460 342 401 546 420 2169

17.6%

23.9%

21.5%

24.0%

21.2%

14.6%

14.2%

16.0%

16.0%

15.8%

21.0%

12.4%

18.5%

20.0%

18.5%

27.9%

27.4%

24.6%

32.0%

25.2%

18.9%

22.1%

19.4%

8.0%

19.4%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

フレックスタイム制の導入

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 141 54 14 7 17 233
兼業 74 23 6 5 5 113
ディーラー 1056 426 110 62 144 1798
自家 17 4 2 0 2 25
合計 1288 507 132 74 168 2169

60.5%

65.5%

58.7%

68.0%

59.4%

23.2%

20.4%

23.7%

16.0%

23.4%

6.0%

5.3%

6.1%

8.0%

6.1%

3.0%

4.4%

3.4%

3.4%

7.3%

4.4%

8.0%

8.0%

7.7%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

事業場の環境整備（照明・空調等のハード面）の向上

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■長期休職後の復職時に同一ポジションを用意 

 

 
 
■職場に対する不平や不満を収集する体制・制度の導入 

 

 
 
  

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 107 46 33 12 35 233
兼業 47 23 12 4 27 113
ディーラー 773 447 178 74 326 1798
自家 14 3 3 1 4 25
合計 941 519 226 91 392 2169

45.9%

41.6%

43.0%

56.0%

43.4%

19.7%

20.4%

24.9%

12.0%

23.9%

14.2%

10.6%

9.9%

12.0%

10.4%

5.2%

3.5%

4.1%

4.2%

15.0%

23.9%

18.1%

16.0%

18.1%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 118 59 22 5 29 233
兼業 66 26 4 6 11 113
ディーラー 898 482 142 48 228 1798
自家 14 2 3 2 4 25
合計 1096 569 171 61 272 2169

50.6%

58.4%

49.9%

56.0%

50.5%

25.3%

23.0%

26.8%

8.0%

26.2%

9.4%

3.5%

7.9%

12.0%

7.9%

2.1%

5.3%

2.7%

2.8%

12.4%

9.7%

12.7%

16.0%

12.5%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

職場に対する不平や不満を収集する体制・制度の導入

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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■資格取得に応じた評価にもとづく昇給 

 

 
 
■能力、態度等に応じた評価にもとづく昇給 

 

 
 
  

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 140 52 12 6 23 233
兼業 77 25 3 3 5 113
ディーラー 1103 431 100 25 139 1798
自家 17 4 1 1 2 25
合計 1337 512 116 35 169 2169

60.1%

68.1%

61.3%

68.0%

61.6%

22.3%

22.1%

24.0%

16.0%

23.6%

5.2%

2.7%

5.6%

4.0%

5.3%

2.6%

2.7%

1.4%

1.6%

9.9%

4.4%

7.7%

8.0%

7.8%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

資格取得に応じた評価による昇給

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない 合計
専業 158 37 10 4 24 233
兼業 83 18 4 1 7 113
ディーラー 1133 430 74 24 137 1798
自家 16 3 2 1 3 25
合計 1390 488 90 30 171 2169

67.8%

73.5%

63.0%

64.0%

64.1%

15.9%

15.9%

23.9%

12.0%

22.5%

4.3%

3.5%

4.1%

8.0%

4.1%

1.7%

0.9%

1.3%

1.4%

10.3%

6.2%

7.6%

12.0%

7.9%

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

専業

兼業

ディーラー

自家

合計

能力・態度等に応じた評価による昇給

希望する やや希望する あまり希望しない 希望しない どちらとも言えない

(1,798)

(113)

(2,169)

※．カッコ内は回答者数

(25)

(233)
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上記「検討される施策（①～⑨）」について、 も希望する上位 3 傑をお答え下さい。 
1 番目に希望する 2 番目に希望する 3 番目に希望する 

   
 
■希望する施策 

 

 

女性整備
関係従業
員の採用

職業体
験・施設
体験等に
よる自動
車整備業
の魅力向
上への取
り組み

シフト制勤
務の導入

フレックス
タイム制
の導入

事業場の
環境整備
（照明・空
調等の
ハード面）
の向上

長期休職
後の復職
時に同一
ポジション
を用意

職場に対
する不平
や不満を
収集する
体制・制
度

資格取得
に応じた
評価にもと
づく昇給

能力、態
度等に応
じた評価
にもとづく
昇給

あてはま
るものは
ない

回答数

専業 1番目 7 10 2 8 39 4 31 35 87 10 233
専業 2番目 6 13 9 12 29 8 28 65 48 15 233
専業 3番目 15 15 13 11 52 15 28 24 24 36 233
兼業 1番目 7 7 5 6 19 4 15 20 28 2 113
兼業 2番目 7 5 6 10 14 1 17 24 22 7 113
兼業 3番目 9 7 5 4 13 3 22 15 18 17 113
ディーラー 1番目 68 70 100 118 316 60 251 292 466 57 1798
ディーラー 2番目 53 93 94 133 209 104 197 441 382 92 1798
ディーラー 3番目 93 99 114 114 264 104 280 205 278 247 1798
自家 1番目 2 1 1 0 6 0 1 3 11 0 25
自家 2番目 2 2 1 1 1 0 5 9 4 0 25
自家 3番目 3 2 0 1 5 3 5 3 1 2 25

3.0%

4.3%

0.9%

3.4%

16.7%

1.7%

13.3%

15.0%

37.3%

4.3%

2.6%

5.6%

3.9%

5.2%

12.4%

3.4%

12.0%

27.9%

20.6%

6.4%

6.4%

6.4%

5.6%

4.7%

22.3%

6.4%

12.0%

10.3%

10.3%

15.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

女性整備関係従業員の採用

職業体験・施設体験等による自動車整備業の …

シフト制勤務の導入

フレックスタイム制の導入

事業場の環境整備（照明・空調等の …

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

職場に対する不平や不満を収集する体制・制度

資格取得に応じた評価にもとづく昇給

能力、態度等に応じた評価にもとづく昇給

あてはまるものはない

希望する施策（専業）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(169)
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6.2%

6.2%

4.4%

5.3%

16.8%

3.5%

13.3%

17.7%

24.8%

1.8%

6.2%

4.4%

5.3%

8.8%

12.4%

0.9%

15.0%

21.2%

19.5%

6.2%

8.0%

6.2%

4.4%

3.5%

11.5%

2.7%

19.5%

13.3%

15.9%

15.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

女性整備関係従業員の採用

職業体験・施設体験等による自動車整備業の …

シフト制勤務の導入

フレックスタイム制の導入

事業場の環境整備（照明・空調等の …

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

職場に対する不平や不満を収集する体制・制度

資格取得に応じた評価にもとづく昇給

能力、態度等に応じた評価にもとづく昇給

あてはまるものはない

希望する施策（兼業）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(87)

3.8%

3.9%

5.6%

6.6%

17.6%

3.3%

14.0%

16.2%

25.9%

3.2%

2.9%

5.2%

5.2%

7.4%

11.6%

5.8%

11.0%

24.5%

21.2%

5.1%

5.2%

5.5%

6.3%

6.3%

14.7%

5.8%

15.6%

11.4%

15.5%

13.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

女性整備関係従業員の採用

職業体験・施設体験等による自動車整備業の…

シフト制勤務の導入

フレックスタイム制の導入

事業場の環境整備（照明・空調等の …

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

職場に対する不平や不満を収集する体制・制度

資格取得に応じた評価にもとづく昇給

能力、態度等に応じた評価にもとづく昇給

あてはまるものはない

希望する施策（ディーラー）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(1,654)
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8.0%

4.0%

24.0%

4.0%

12.0%

44.0%

0.0%

8.0%

8.0%

4.0%

4.0%

20.0%

36.0%

16.0%

0.0%

12.0%

8.0%

0.0%

4.0%

20.0%

12.0%

20.0%

12.0%

8.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

女性整備関係従業員の採用

職業体験・施設体験等による自動車整備業の …

シフト制勤務の導入

フレックスタイム制の導入

事業場の環境整備（照明・空調等の …

長期休職後の復職時に同一ポジションを用意

職場に対する不平や不満を収集する体制・制度

資格取得に応じた評価にもとづく昇給

能力、態度等に応じた評価にもとづく昇給

あてはまるものはない

希望する施策（自家）

1番目 2番目 3番目
※．回答数(16)
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（３）自動車整備業以外で働く方へのアンケート 
 
■基本属性に関する項目 
問 1．あなたの年齢、性別、 終学歴、家族構成・同居構成をお答え下さい。 

年齢 性別 終学歴 家族構成 同居構成 

歳 1．男 
2．女 

1．中学・高校卒 
2．高等専門学校（高専）卒

3．大学院・大学・短期大学

卒 
4．現職に関わる専門学校卒

1. 独身 
2. 既婚（子供無し）

3. 既婚（子供あり）

1. 単身 
2. 夫婦のみ 
3. 親子（親族の同

居） 
4. 3 世代（親族の同

居を含む） 
5. 兄弟姉妹などの

親族世代 
6. その他 

 
■年齢 

 

 
 
■性別 

 

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 合計
建設業 0 14 57 112 92 25 300
自動車製造業 0 24 81 99 90 6 300
その他製造業 0 14 63 126 80 17 300
電気・ガス等 0 28 43 125 88 16 300
運輸業 0 24 66 113 80 17 300
販売業 0 15 65 91 97 32 300
飲食 0 17 65 108 84 26 300
福祉 0 15 77 101 91 16 300

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.7%

8.0%

4.7%

9.3%

8.0%

5.0%

5.7%

5.0%

19.0%

27.0%

21.0%

14.3%

22.0%

21.7%

21.7%

25.7%

37.3%

33.0%

42.0%

41.7%

37.7%

30.3%

36.0%

33.7%

30.7%

30.0%

26.7%

29.3%

26.7%

32.3%

28.0%

30.3%

8.3%

2.0%

5.7%

5.3%

5.7%

10.7%

8.7%

5.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

年齢構成

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

男性 女性 合計
建設業 150 150 300
自動車製造業 150 150 300
その他製造業 150 150 300
電気・ガス等 157 143 300
運輸業 150 150 300
販売業 150 150 300
飲食 150 150 300
福祉 150 150 300
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■ 終学歴 

 

 
 
■家族構成 

 

50.0%

50.0%

50.0%

52.3%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

47.7%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

性別構成

男性 女性

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

中学・高校
高等専門
学校（高
専）

大学院・
大学・短
期大学

現職に関
わる専門
学校

回答者数

建設業 80 63 136 21 300
自動車製造業 65 58 159 18 300
その他製造業 75 54 162 9 300
電気・ガス等 86 53 148 13 300
運輸業 98 54 138 10 300
販売業 71 35 173 21 300
飲食 94 65 120 21 300
福祉 54 32 169 45 300

26.7%

21.7%

25.0%

28.7%

32.7%

23.7%

31.3%

18.0%

21.0%

19.3%

18.0%

17.7%

18.0%

11.7%

21.7%

10.7%

45.3%

53.0%

54.0%

49.3%

46.0%

57.7%

40.0%

56.3%

7.0%

6.0%

3.0%

4.3%

3.3%

7.0%

7.0%

15.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

最終学歴

中学・高校 高等専門学校（高専）

大学院・大学・短期大学 現職に関わる専門学校

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

独身
既婚（子
供無し）

既婚（子
供あり）

回答者数

建設業 93 36 171 300
自動車製造業 113 34 153 300
その他製造業 119 34 147 300
電気・ガス等 83 31 186 300
運輸業 128 40 132 300
販売業 119 34 147 300
飲食 124 42 134 300
福祉 117 43 140 300
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■同居構成 

 

 
 
  

31.0%

37.7%

39.7%

27.7%

42.7%

39.7%

41.3%

39.0%

12.0%

11.3%

11.3%

10.3%

13.3%

11.3%

14.0%

14.3%

57.0%

51.0%

49.0%

62.0%

44.0%

49.0%

44.7%

46.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

家族構成

独身 既婚（子供無し） 既婚（子供あり）

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

単身 夫婦のみ
親子（親
族の同
居）

３世代（親
族の同居
を含む）

兄弟姉妹
などの親
族世代

その他 回答者数

建設業 55 43 155 38 4 5 300
自動車製造業 58 46 163 28 1 4 300
その他製造業 53 55 158 23 6 5 300
電気・ガス等 41 49 162 43 2 3 300
運輸業 72 50 134 35 5 4 300
販売業 60 45 144 46 0 5 300
飲食 61 50 157 27 1 4 300
福祉 61 49 142 38 4 6 300

18.3%

19.3%

17.7%

13.7%

24.0%

20.0%

20.3%

20.3%

14.3%

15.3%

18.3%

16.3%

16.7%

15.0%

16.7%

16.3%

51.7%

54.3%

52.7%

54.0%

44.7%

48.0%

52.3%

47.3%

12.7%

9.3%

7.7%

14.3%

11.7%

15.3%

9.0%

12.7%

1.3%

0.3%

2.0%

0.7%

1.7%

0.0%

0.3%

1.3%

1.7%

1.3%

1.7%

1.0%

1.3%

1.7%

1.3%

2.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

同居構成

単身 夫婦のみ
親子（親族の同居） ３世代（親族の同居を含む）
兄弟姉妹などの親族世代 その他

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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問 2．あなたの勤務している事業所の所在地、通勤時間、通勤手段、事業所でのあなたの職種をお答え下

さい。 
事業所の 
所在地 通勤時間・通勤手段 業種 職種 

都道

府県 

市郡

区  

区町

村  

通勤時間：〔約  時間  分〕 
通勤手段：〔        〕 
1．公共交通（鉄道、バス等） 
2．自家用自動車 
3．送迎（家族の送迎） 
4．オートバイ 
5．自転車、徒歩 
6．その他（具体的に） 

1．建設業 
2．自動車製造業 
3．その他製造業 
4．電気・ガス等 
5．運輸業 
6．販売業 
7．飲食 
8．福祉等 

1．事務職 
2．営業職 
3．技術職 
4．その他（具体的に）

 
※．自動車整備業就労者以外の回答者の業種は、スクリーニング調査で把握。 
 
■事業所の所在地 

 
 
  

建設業
自動車
製造業

その他
製造業

電気・
ガス等

運輸業 販売業 飲食 福祉

北海道 12 0 4 10 8 11 13 16
青森県 3 4 3 4 6 6 8 6
岩手県 7 4 2 4 9 5 3 6
宮城県 6 0 1 6 2 3 5 4
秋田県 6 0 3 3 3 6 6 6
山形県 6 3 6 3 3 5 9 4
福島県 9 3 12 8 4 6 9 5
茨城県 14 3 13 11 11 4 9 10
栃木県 6 44 9 7 8 5 7 7
群馬県 4 26 7 7 8 7 4 8
埼玉県 9 14 10 4 11 10 7 13
千葉県 6 3 10 5 13 7 6 7
東京都 37 15 37 59 33 32 41 26
神奈川県 13 23 16 22 14 10 8 15
新潟県 8 1 4 4 3 3 2 7
富山県 7 4 7 9 2 4 5 2
石川県 3 2 4 2 2 5 2 9
福井県 3 1 3 5 5 9 3 4
山梨県 5 1 5 2 1 1 2 4
長野県 10 6 11 2 16 9 11 1
岐阜県 7 14 13 5 4 6 10 5
静岡県 8 12 8 3 0 4 1 5
愛知県 15 55 22 15 19 10 15 14
三重県 5 19 15 9 5 7 6 7
滋賀県 1 5 10 5 8 7 7 2
京都府 3 1 5 3 3 9 5 6
大阪府 13 3 16 16 22 26 24 12
兵庫県 6 1 7 4 9 9 7 11
奈良県 2 0 1 5 4 8 2 7
和歌山県 3 0 2 4 4 3 0 5
鳥取県 4 1 3 1 2 0 5 5
島根県 2 2 1 3 3 1 2 1
岡山県 3 3 1 3 3 3 3 0
広島県 4 15 1 4 1 6 5 4
山口県 2 4 2 5 3 6 3 5
徳島県 3 0 2 1 3 3 3 5
香川県 3 2 1 4 6 5 4 6
愛媛県 5 0 5 4 7 5 4 6
高知県 1 0 0 2 1 7 5 1
福岡県 6 3 5 8 7 6 7 8
佐賀県 3 0 1 3 2 2 3 1
長崎県 5 1 2 6 3 6 5 4
熊本県 1 1 3 1 2 1 1 2
大分県 7 1 1 4 5 2 2 2
宮崎県 2 0 3 1 2 3 3 4
鹿児島県 7 0 3 2 5 5 5 5
沖縄県 5 0 0 2 5 2 3 7
合計 300 300 300 300 300 300 300 300
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■通勤時間 

 

 
 
■通勤手段 

 

 
 
 

0分 ～15分以内 ～30分以内 ～45分以内 ～1時間以内 ～1時間30分以内 ～2時間以内 2時間超 回答者数
建設業 14 112 87 32 31 14 6 4 300
自動車製造業 0 77 105 42 51 19 3 3 300
その他製造業 6 72 90 43 52 27 4 6 300
電気・ガス等 6 63 94 40 51 30 9 7 300
運輸業 5 113 81 34 38 17 6 6 300
販売業 27 108 69 20 45 21 6 4 300
飲食 32 130 71 28 24 8 2 5 300
福祉 2 115 108 25 33 15 1 1 300

4.7%

2.0%

2.0%

1.7%

9.0%

10.7%

0.7%

37.3%

25.7%

24.0%

21.0%

37.7%

36.0%

43.3%

38.3%

29.0%

35.0%

30.0%

31.3%

27.0%

23.0%

23.7%

36.0%

10.7%

14.0%

14.3%

13.3%

11.3%

6.7%

9.3%

8.3%

10.3%

17.0%

17.3%

17.0%

12.7%

15.0%

8.0%

11.0%

4.7%

6.3%

9.0%

10.0%

5.7%

7.0%

2.7%

5.0%

2.0%

1.0%

1.3%

3.0%

2.0%

2.0%

0.7%

0.3%

1.3%

1.0%

2.0%

2.3%

2.0%

1.3%

1.7%

0.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

通勤時間

0分 ～15分以内 ～30分以内
～45分以内 ～1時間以内 ～1時間30分以内
～2時間以内 2時間超

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

公共交通
（鉄道、バ
ス等）

自家用自
動車

送迎（家
族の送
迎）

オートバイ
自転車、
徒歩

その他 回答者数

建設業 57 190 0 6 43 4 300
自動車製造業 54 210 1 10 25 0 300
その他製造業 87 171 0 5 32 5 300
電気・ガス等 136 95 0 12 46 11 300
運輸業 69 173 3 14 37 4 300
販売業 74 134 1 6 64 21 300
飲食 52 109 0 10 102 27 300
福祉 50 185 1 22 40 2 300

19.0%

18.0%

29.0%

45.3%

23.0%

24.7%

17.3%

16.7%

63.3%

70.0%

57.0%

31.7%

57.7%

44.7%

36.3%

61.7%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

1.0%

0.3%

0.0%

0.3%

2.0%

3.3%

1.7%

4.0%

4.7%

2.0%

3.3%

7.3%

14.3%

8.3%

10.7%

15.3%

12.3%

21.3%

34.0%

13.3%

1.3%

0.0%

1.7%

3.7%

1.3%

7.0%

9.0%

0.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

主な通勤手段

公共交通（鉄道、バス等） 自家用自動車
送迎（家族の送迎） オートバイ
自転車、徒歩 その他

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■職種 

 

 
 
  

事務職 営業職 技術職 その他 回答者数
建設業 160 31 99 10 300
自動車製造業 123 2 150 25 300
その他製造業 119 22 117 42 300
電気・ガス等 156 27 99 18 300
運輸業 168 29 55 48 300
販売業 89 142 23 46 300
飲食 53 76 62 109 300
福祉 92 19 84 105 300

53.3%

41.0%

39.7%

52.0%

56.0%

29.7%

17.7%

30.7%

10.3%

0.7%

7.3%

9.0%

9.7%

47.3%

25.3%

6.3%

33.0%

50.0%

39.0%

33.0%

18.3%

7.7%

20.7%

28.0%

3.3%

8.3%

14.0%

6.0%

16.0%

15.3%

36.3%

35.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

職種

事務職 営業職 技術職 その他

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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問 3．あなたが勤務している事業所の従業員の人数をお答え下さい。（分からない場合は概数で結構です。） 

全従業員数    
うち女性 うち 60 歳以上 うち外国人 

人 人 人 人

 
■全従業員数 

 

 
 
■女性 

 

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上 合計
建設業 51 52 48 82 67 300
自動車製造業 4 4 12 49 231 300
その他製造業 11 14 14 62 199 300
電気・ガス等 22 16 20 68 174 300
運輸業 14 15 34 106 131 300
販売業 94 42 28 57 79 300
飲食 126 35 43 52 44 300
福祉 8 18 36 122 116 300

17.0%

1.3%

3.7%

7.3%

4.7%

31.3%

42.0%

2.7%

17.3%

1.3%

4.7%

5.3%

5.0%

14.0%

11.7%

6.0%

16.0%

4.0%

4.7%

6.7%

11.3%

9.3%

14.3%

12.0%

27.3%

16.3%

20.7%

22.7%

35.3%

19.0%

17.3%

40.7%

22.3%

77.0%

66.3%

58.0%

43.7%

26.3%

14.7%

38.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

全従業員数

5人未満 ～10人未満 ～20人未満 ～100人未満 100人以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超 合計
建設業 0 91 103 27 79 300
自動車製造業 0 8 9 18 265 300
その他製造業 0 15 28 25 232 300
電気・ガス等 0 39 50 25 186 300
運輸業 0 49 70 35 146 300
販売業 0 73 66 31 130 300
飲食 0 94 65 36 105 300
福祉 0 3 17 24 256 300
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■60 歳以上 

 

 
 
■外国人 

 

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

30.3%

2.7%

5.0%

13.0%

16.3%

24.3%

31.3%

1.0%

34.3%

3.0%

9.3%

16.7%

23.3%

22.0%

21.7%

5.7%

9.0%

6.0%

8.3%

8.3%

11.7%

10.3%

12.0%

8.0%

26.3%

88.3%

77.3%

62.0%

48.7%

43.3%

35.0%

85.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

うち女性従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超 合計
建設業 0 122 58 35 85 300
自動車製造業 0 47 24 29 200 300
その他製造業 0 66 32 36 166 300
電気・ガス等 0 98 43 26 133 300
運輸業 0 79 42 34 145 300
販売業 0 153 59 17 71 300
飲食 0 203 44 10 43 300
福祉 0 76 52 51 121 300

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

40.7%

15.7%

22.0%

32.7%

26.3%

51.0%

67.7%

25.3%

19.3%

8.0%

10.7%

14.3%

14.0%

19.7%

14.7%

17.3%

11.7%

9.7%

12.0%

8.7%

11.3%

5.7%

3.3%

17.0%

28.3%

66.7%

55.3%

44.3%

48.3%

23.7%

14.3%

40.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

うち60歳以上従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超 合計
建設業 0 275 5 6 14 300
自動車製造業 0 115 15 9 161 300
その他製造業 0 169 10 11 110 300
電気・ガス等 0 269 4 2 25 300
運輸業 0 257 10 8 25 300
販売業 0 265 5 6 24 300
飲食 0 269 9 6 16 300
福祉 0 271 9 7 13 300
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問 4．あなたが勤務している事業所での雇用形態と賞与を含む平均的な 1 ヶ月の給与（年収割る 12）、世

帯年収をお答え下さい。 
雇用形態 平均的な 1 ヶ月の給与（年収割る 12） 

1．雇用者 
2．従業者（正社員） 
3．従業者（契約社員） 
4．従業者（パートタイマー） 
5．その他（具体的にご回答下さい。） 

1．15 万円未満 
2．15 万円～20 万円未満 
3．20 万円～25 万円未満 
4．25 万円～30 万円未満 
5．30 万円～35 万円未満 
6．35 万円～40 万円未満 
7．40 万円～45 万円未満 
8．45 万円～50 万円未満 
9．50 万円以上 

 
世帯年収（万円） 万円

 
■雇用形態 

 

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

91.7%

38.3%

56.3%

89.7%

85.7%

88.3%

89.7%

90.3%

1.7%

5.0%

3.3%

1.3%

3.3%

1.7%

3.0%

3.0%

2.0%

3.0%

3.7%
0.7%

2.7%

2.0%

2.0%

2.3%

4.7%

53.7%

36.7%

8.3%

8.3%

8.0%

5.3%

4.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

うち外国人従業員数

0人 ～2人以下 ～5人以下 ～10人以下 10人超

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

雇用者
従業者
（正社員）

従業者
（契約社
員）

従業者
（パートタ
イマー）

その他 回答者数

建設業 24 235 20 7 14 300
自動車製造業 6 234 26 17 17 300
その他製造業 8 227 40 7 18 300
電気・ガス等 10 205 42 31 12 300
運輸業 15 233 29 14 9 300
販売業 55 178 44 9 14 300
飲食 97 120 19 40 24 300
福祉 18 221 39 18 4 300



270 
 

 
 
■平均的な 1 ヶ月の給与 

 

 
 
■世帯年収 

 

8.0%

2.0%

2.7%

3.3%

5.0%

18.3%

32.3%

6.0%

78.3%

78.0%

75.7%

68.3%

77.7%

59.3%

40.0%

73.7%

6.7%

8.7%

13.3%

14.0%

9.7%

14.7%

6.3%

13.0%

2.3%

5.7%

2.3%

10.3%

4.7%

3.0%

13.3%

6.0%

4.7%

5.7%

6.0%

4.0%

3.0%

4.7%

8.0%

1.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

雇用形態

雇用者 従業者（正社員） 従業者（契約社員） 従業者（パートタイマー） その他

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

１５万円未
満

１５万円～
２０万円未
満

２０万円～
２５万円未
満

２５万円～
３０万円未
満

３０万円～
３５万円未
満

３５万円～
４０万円未
満

４０万円～
４５万円未
満

４５万円～
５０万円未
満

５０万円以
上

回答者数

建設業 55 48 63 34 27 17 16 12 28 300
自動車製造業 45 44 43 38 24 20 21 18 47 300
その他製造業 33 69 53 33 27 18 13 9 45 300
電気・ガス等 59 42 40 25 32 20 14 16 52 300
運輸業 53 65 54 39 40 18 9 4 18 300
販売業 76 72 43 37 24 16 10 4 18 300
飲食 125 46 44 29 21 10 5 4 16 300
福祉 52 80 78 30 23 12 8 6 11 300

18.3%

15.0%

11.0%

19.7%

17.7%

25.3%

41.7%

17.3%

16.0%

14.7%

23.0%

14.0%

21.7%

24.0%

15.3%

26.7%

21.0%

14.3%

17.7%

13.3%

18.0%

14.3%

14.7%

26.0%

11.3%

12.7%

11.0%

8.3%

13.0%

12.3%

9.7%

10.0%

9.0%

8.0%

9.0%

10.7%

13.3%

8.0%

7.0%

7.7%

5.7%

6.7%

6.0%

6.7%

6.0%

5.3%

3.3%

4.0%

5.3%

7.0%

4.3%

4.7%

3.0%

3.3%

1.7%

2.7%

4.0%

6.0%

3.0%

5.3%

1.3%

1.3%

1.3%

2.0%

9.3%

15.7%

15.0%

17.3%

6.0%

6.0%

5.3%

3.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1か月の平均的な給与

15万円未満 ～20万円未満 ～25万円未満

～30万円未満 ～35万円未満 ～40万円未満

～45万円未満 ～50万円未満 50万円以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

200万円
未満

～400万
円未満

～600万
円未満

～800万
円未満

～1000万
円未満

～1500万
円未満

～2000万
円未満

2000万円
以上

合計

建設業 9 79 89 59 33 26 3 2 300
自動車製造業 9 54 76 64 39 47 7 4 300
その他製造業 3 65 78 65 37 45 3 4 300
電気・ガス等 13 62 66 63 37 50 3 6 300
運輸業 8 98 78 55 25 25 7 4 300
販売業 18 79 86 51 34 24 6 2 300
飲食 35 84 89 38 25 23 3 3 300
福祉 10 93 88 62 23 16 6 2 300
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問 5．あなたの就業年数と現在勤務している会社での勤続年数をお答え下さい。 

就業年数 年   ヶ月

現在勤務している会社での勤続年数 年   ヶ月

 
■就業年数 

 

 
 
  

3.0%

3.0%

1.0%

4.3%

2.7%

6.0%

11.7%

3.3%

26.3%

18.0%

21.7%

20.7%

32.7%

26.3%

28.0%

31.0%

29.7%

25.3%

26.0%

22.0%

26.0%

28.7%

29.7%

29.3%

19.7%

21.3%

21.7%

21.0%

18.3%

17.0%

12.7%

20.7%

11.0%

13.0%

12.3%

12.3%

8.3%

11.3%

8.3%

7.7%

8.7%

15.7%

15.0%

16.7%

8.3%

8.0%

7.7%

5.3%

1.0%

2.3%

1.0%

1.0%

2.3%

2.0%

1.0%

2.0%

0.7%

1.3%

1.3%

2.0%

1.3%

0.7%

1.0%

0.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

世帯年収

200万円未満 ～400万円未満 ～600万円未満 ～800万円未満

～1000万円未満 ～1500万円未満 ～2000万円未満 2000万円以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

2年未満
～5年未

満
～10年未

満
～20年未

満
～30年未

満
30年以上 合計

建設業 3 6 17 78 109 87 300
自動車製造業 9 11 27 92 101 60 300
その他製造業 4 9 23 82 107 75 300
電気・ガス等 7 24 26 64 112 67 300
運輸業 8 15 23 80 96 78 300
販売業 1 11 29 78 96 85 300
飲食 11 21 28 78 92 70 300
福祉 14 14 22 104 83 63 300

1.0%

3.0%

1.3%

2.3%

2.7%

0.3%

3.7%

4.7%

2.0%

3.7%

3.0%

8.0%

5.0%

3.7%

7.0%

4.7%

5.7%

9.0%

7.7%

8.7%

7.7%

9.7%

9.3%

7.3%

26.0%

30.7%

27.3%

21.3%

26.7%

26.0%

26.0%

34.7%

36.3%

33.7%

35.7%

37.3%

32.0%

32.0%

30.7%

27.7%

29.0%

20.0%

25.0%

22.3%

26.0%

28.3%

23.3%

21.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

就業年数

2年未満 ～5年未満 ～10年未満

～20年未満 ～30年未満 30年以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■現在勤務している会社での勤続年数 

 

 
 
問 6．あなたが取得している国家資格（現在従事している仕事に関連する国家資格）についてお答え下さ

い。 
国家資格の有無 取得年月（※西暦） 

1．現在の職業に活かせる国家資格を取得している 
→ 資格取得年月を右欄にお答え下さい。 

2．現在の職業に活かせる国家資格は取得していない 
年   月

 
■国家資格の有無 

 

2年未満
～5年未

満
～10年未

満
～20年未

満
～30年未

満
30年以上 合計

建設業 27 41 53 89 71 19 300
自動車製造業 24 41 47 85 70 33 300
その他製造業 37 41 53 72 60 37 300
電気・ガス等 28 52 55 65 66 34 300
運輸業 44 54 69 84 33 16 300
販売業 29 42 55 82 59 33 300
飲食 35 51 65 86 43 20 300
福祉 73 85 61 60 14 7 300

9.0%

8.0%

12.3%

9.3%

14.7%

9.7%

11.7%

24.3%

13.7%

13.7%

13.7%

17.3%

18.0%

14.0%

17.0%

28.3%

17.7%

15.7%

17.7%

18.3%

23.0%

18.3%

21.7%

20.3%

29.7%

28.3%

24.0%

21.7%

28.0%

27.3%

28.7%

20.0%

23.7%

23.3%

20.0%

22.0%

11.0%

19.7%

14.3%

4.7%

6.3%

11.0%

12.3%

11.3%

5.3%

11.0%

6.7%

2.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

勤続年数

2年未満 ～5年未満 ～10年未満

～20年未満 ～30年未満 30年以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

現在の職業に
活かせる国家
資格を取得し
ている

現在の職
業に活か
せる国家
資格は取
得してい
ない

回答者数

建設業 110 190 300
自動車製造業 31 269 300
その他製造業 29 271 300
電気・ガス等 66 234 300
運輸業 66 234 300
販売業 26 274 300
飲食 73 227 300
福祉 176 124 300



273 
 

 
 
問 7．これまでの転職及び起業の経験について伺います。 
① 転職及び起業経験の有無をお答え下さい。 

転職及び起業経験の

有無 

1．転職経験あり 
2. 起業経験あり 
3．転職及び起業経験なし → 問 8 へお進み下さい。 

 
■転職、起業経験の有無 

 

 
 
  

36.7%

10.3%

9.7%

22.0%

22.0%

8.7%

24.3%

58.7%

63.3%

89.7%

90.3%

78.0%

78.0%

91.3%

75.7%

41.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

取得している国家資格

現在の職業に活かせる国家資格を取得している

現在の職業に活かせる国家資格は取得していない

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

転職経験
あり

起業経験
あり

転職及び
起業経験
なし

回答者数

建設業 200 9 91 300
自動車製造業 147 1 152 300
その他製造業 173 5 122 300
電気・ガス等 151 6 143 300
運輸業 226 3 71 300
販売業 202 18 80 300
飲食 183 62 55 300
福祉 247 10 43 300

66.7%

49.0%

57.7%

50.3%

75.3%

67.3%

61.0%

82.3%

3.0%

0.3%

1.7%

2.0%

1.0%

6.0%

20.7%

3.3%

30.3%

50.7%

40.7%

47.7%

23.7%

26.7%

18.3%

14.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

転職及び起業経験

転職経験あり 起業経験あり 転職及び起業経験なし

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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② 前の会社を退職した理由として該当する番号をお答え下さい。複数該当する場合は、退職した理由と

して大きい順に 大 3 つまでお答え下さい。 
前の会社を退職した理由 

1．労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）、 
2．休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）、 
3．賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されなかった等）、 
4．事業所に将来性を感じなかった、5．責任やノルマが重すぎると感じた、6．仕事が合わなか

った、 
7．事業所の環境がよくなかった 8．事業所での人間関係がよくなかった、 
9．転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）、10．その他（具体的にご回答下さい。）

 
 退職した理由 「10．」を選択した場合は具体的にご回答ください 

も大きな理由   
2 番目に大きな理由   
3 番目に大きな理由   
 
■前の会社を退職した理由 

 

 

回答者数

労働時間
の条件が
よくなかっ
た（長時間
労働が多
かった等）

休日・休
暇の条件
がよくな
かった（休
暇がとれ
なかった
等）

賃金の条
件がよくな
かった（超
過勤務手
当が支給
されなかっ
た等）

事業所に
将来性を
感じなかっ
た

責任やノ
ルマが重
すぎると感
じた

仕事が合
わなかっ
た

事業所の
環境がよく
なかった

事業所で
の人間関
係がよくな
かった

転勤が
あった（地
元の近く
以外で働
く気がな
かった）

その他
上記にあ
てはまるも
のはない

建設業 1位 209 27 10 18 26 6 21 8 27 7 59 0
建設業 2位 209 21 18 20 18 14 13 14 15 3 5 68
建設業 3位 209 12 13 27 16 14 7 13 11 3 4 89
自動車製造業 1位 148 29 3 19 14 6 15 8 19 4 31 0
自動車製造業 2位 148 16 20 19 12 5 11 8 11 0 5 41
自動車製造業 3位 148 5 15 16 10 10 10 8 11 2 7 54
その他製造業 1位 178 32 3 26 19 8 14 4 17 2 53 0
その他製造業 2位 178 17 14 19 13 11 14 17 11 2 6 54
その他製造業 3位 178 12 14 15 13 7 17 6 12 0 2 80
電気・ガス等 1位 157 23 5 16 13 7 18 8 9 11 47 0
電気・ガス等 2位 157 15 15 14 7 6 13 11 15 4 3 54
電気・ガス等 3位 157 11 9 12 13 7 14 10 10 2 3 66
運輸業 1位 229 35 9 34 16 7 24 6 28 6 64 0
運輸業 2位 229 27 21 23 25 15 11 13 13 1 8 72
運輸業 3位 229 16 10 21 18 6 18 16 17 7 5 95
販売業 1位 220 26 7 18 29 8 27 9 20 11 65 0
販売業 2位 220 21 21 25 16 13 11 12 12 4 5 80
販売業 3位 220 19 13 12 20 10 14 15 10 4 6 97
飲食 1位 245 42 10 22 21 15 24 8 20 9 74 0
飲食 2位 245 17 21 25 31 8 15 7 15 7 10 89
飲食 3位 245 13 21 22 13 11 10 16 16 5 7 111
福祉 1位 257 39 15 30 28 15 24 8 36 6 56 0
福祉 2位 257 27 24 28 24 19 13 24 23 1 5 69
福祉 3位 257 24 19 28 27 13 14 25 19 2 5 81

18

27

26

27

10

21

8

6

7

59

0

20

21

18

15

18

13

14

14

3

5

68

27

12

16

11

13

7

13

14

3

4

89

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されな…

労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）

事業所に将来性を感じなかった

事業所での人間関係がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）

仕事が合わなかった

事業所の環境がよくなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）

その他

上記にあてはまるものはない

前の会社を退職した理由（建設業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（209）

19

29

19

3

14

15

8

6

4

31

0

19

16

11

20

12

11

8

5

0

5

41

16

5

11

15

10

10

8

10

2

7

54

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されな…

労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）

事業所での人間関係がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）

事業所に将来性を感じなかった

仕事が合わなかった

事業所の環境がよくなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）

その他

上記にあてはまるものはない

前の会社を退職した理由（自動車製造業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（148）
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■労働環境に関する項目 
問 8．あなたの 1 日の平均的な労働時間、1 ヶ月の平均的な残業時間、1 ヶ月の平均的な休日数と、あな

たが理想と考える 1 日の平均的な労働時間、1 ヶ月の平均的な残業時間、1 ヶ月の平均的な休日日数をお

答え下さい。 
① １年における通常的な業務時間の時期と繁忙期、閑散期 

時期 該当する月全てに○印を付けて下さい 

通常期 1．1月 2．2 月 3．3 月 4．4 月 5．5 月 6．6 月 

7．7月 8．8 月 9．9 月 10．10 月 11．11 月 12．12 月 

繁忙期 1．1月 2．2 月 3．3 月 4．4 月 5．5 月 6．6 月 

7．7月 8．8 月 9．9 月 10．10 月 11．11 月 12．12 月 

閑散期 1．1月 2．2 月 3．3 月 4．4 月 5．5 月 6．6 月 

7．7月 8．8 月 9．9 月 10．10 月 11．11 月 12．12 月 
 
  

32

26

19

14

17

3

4

8

2

53

0

17

19

13

14

11

14

17

11

2

6

54

12

15

13

17

12

14

6

7

0

2

80

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）

賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されな…

事業所に将来性を感じなかった

仕事が合わなかった

事業所での人間関係がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）

事業所の環境がよくなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）

その他

上記にあてはまるものはない

前の会社を退職した理由（その他製造業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（178）

23

18

16

9

13

5

8

7

11

47

0

15

13

14

15

7

15

11

6

4

3

54

11

14

12

10

13

9

10

7

2

3

66

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）

仕事が合わなかった

賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されな…

事業所での人間関係がよくなかった

事業所に将来性を感じなかった

休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）

事業所の環境がよくなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）

その他

上記にあてはまるものはない

前の会社を退職した理由（電気・ガス等）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（157）

35

34

16

28

24

9

6

7

6

64

0

27

23

25

13

11

21

13

15

1

8

72

16

21

18

17

18

10

16

6

7

5

95

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）

賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されな…

事業所に将来性を感じなかった

事業所での人間関係がよくなかった

仕事が合わなかった

休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）

事業所の環境がよくなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）

その他

上記にあてはまるものはない

前の会社を退職した理由（運輸業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（229）

26

29

18

27

20

7

9

8

11

65

0

21

16

25

11

12

21

12

13

4

5

80

19

20

12

14

10

13

15

10

4

6

97

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）

事業所に将来性を感じなかった

賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されな…

仕事が合わなかった

事業所での人間関係がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）

事業所の環境がよくなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）

その他

上記にあてはまるものはない

前の会社を退職した理由（販売業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（220）

42

22

21

10

20

24

15

8

9

74

0

17

25

31

21

15

15

8

7

7

10

89

13

22

13

21

16

10

11

16

5

7

111

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）

賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されな…

事業所に将来性を感じなかった

休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）

事業所での人間関係がよくなかった

仕事が合わなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

事業所の環境がよくなかった

転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）

その他

上記にあてはまるものはない

前の会社を退職した理由（飲食）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（245）

39

30

28

36

15

8

24

15

6

56

0

27

28

24

23

24

24

13

19

1

5

69

24

28

27

19

19

25

14

13

2

5

81

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

労働時間の条件がよくなかった（長時間労働が多かった等）

賃金の条件がよくなかった（超過勤務手当が支給されな…

事業所に将来性を感じなかった

事業所での人間関係がよくなかった

休日・休暇の条件がよくなかった（休暇がとれなかった等）

事業所の環境がよくなかった

仕事が合わなかった

責任やノルマが重すぎると感じた

転勤があった（地元の近く以外で働く気がなかった）

その他

上記にあてはまるものはない

前の会社を退職した理由（福祉）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（257）
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■通常期 

 
 
■繁忙期 

 
 
■閑散期 

 
 
② 現在の労働時間、残業時間、休日数 
【通常期】 

1 日の平均的な労働時間 1 ヶ月の平均的な残業時間 1 ヶ月の平均的な休日数 
時間/日 時間/月 日/月

 
■1 日の平均的な労働時間 

 

回答者数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

建設業 300 153 137 117 158 164 177 171 169 184 187 168 132
自動車製造業 300 202 187 173 206 210 209 209 194 191 195 198 180
その他製造業 300 193 185 182 208 223 211 206 185 198 198 192 170
電気・ガス等 300 180 174 133 172 206 213 193 181 197 199 195 178
運輸業 300 151 168 175 192 194 208 181 140 189 202 186 108
販売業 300 129 124 153 181 207 190 177 117 177 195 191 103
飲食 300 144 118 174 190 189 216 182 130 195 197 165 98
福祉 300 218 213 184 191 218 232 218 204 221 215 216 192

回答者数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
あてはま
る時期は
ない

建設業 300 72 79 129 60 38 43 49 52 58 51 72 123 91
自動車製造業 300 51 47 71 36 29 29 31 30 49 42 41 73 166
その他製造業 300 37 38 71 50 30 29 47 53 58 64 57 91 141
電気・ガス等 300 61 66 119 72 29 18 27 27 46 47 49 97 125
運輸業 300 66 18 77 58 53 29 65 80 54 43 47 158 92
販売業 300 77 49 104 76 41 41 62 82 51 40 45 149 62
飲食 300 76 16 67 64 70 13 53 105 26 28 45 156 88
福祉 300 31 26 66 63 34 16 26 35 27 32 28 66 184

回答者数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
あてはま
る時期は
ない

建設業 300 40 34 15 42 53 36 31 37 12 9 11 12 163
自動車製造業 300 9 17 10 15 14 11 11 27 9 15 11 6 227
その他製造業 300 37 48 20 19 17 31 20 33 11 8 18 17 196
電気・ガス等 300 17 17 7 16 23 29 40 50 15 9 5 6 199
運輸業 300 48 80 11 14 18 27 18 42 15 16 21 7 161
販売業 300 63 97 19 11 21 37 30 72 37 25 26 27 113
飲食 300 50 133 24 10 10 39 21 43 39 44 52 20 117
福祉 300 8 11 3 4 2 5 4 13 4 5 4 5 263

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
建設業 47 160 42 31 5 11 4 300
自動車製造業 29 164 47 45 5 8 2 300
その他製造業 27 175 56 28 8 5 1 300
電気・ガス等 75 157 43 16 3 4 2 300
運輸業 54 135 31 42 8 16 14 300
販売業 49 168 33 34 4 9 3 300
飲食 83 102 29 45 7 21 13 300
福祉 34 196 42 22 2 2 2 300
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■1 日の平均的な残業時間 

 

 
 
■1 ヶ月の平均的な休日数 

 

15.7%

9.7%

9.0%

25.0%

18.0%

16.3%

27.7%

11.3%

53.3%

54.7%

58.3%

52.3%

45.0%

56.0%

34.0%

65.3%

14.0%

15.7%

18.7%

14.3%

10.3%

11.0%

9.7%

14.0%

10.3%

15.0%

9.3%

5.3%

14.0%

11.3%

15.0%

7.3%

1.7%

1.7%

2.7%

1.0%

2.7%

1.3%

2.3%

0.7%

3.7%

2.7%

1.7%

1.3%

5.3%

3.0%

7.0%

0.7%

1.3%

0.7%

0.3%

0.7%

4.7%

1.0%

4.3%

0.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1日の平均的な労働時間（通常期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下

～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下

12時間超

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
建設業 206 46 18 6 0 2 22 300
自動車製造業 186 52 27 2 3 1 29 300
その他製造業 191 49 28 6 0 3 23 300
電気・ガス等 229 40 10 3 1 2 15 300
運輸業 195 41 20 13 4 4 23 300
販売業 231 26 10 3 3 4 23 300
飲食 243 18 12 3 3 7 14 300
福祉 229 26 9 3 1 5 27 300

68.7%

62.0%

63.7%

76.3%

65.0%

77.0%

81.0%

76.3%

15.3%

17.3%

16.3%

13.3%

13.7%

8.7%

6.0%

8.7%

6.0%

9.0%

9.3%

3.3%

6.7%

3.3%

4.0%

3.0%

2.0%

0.7%

2.0%

1.0%

4.3%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

0.3%

1.3%

1.0%

1.0%

0.3%

0.7%

0.3%

1.0%

0.7%

1.3%

1.3%

2.3%

1.7%

7.3%

9.7%

7.7%

5.0%

7.7%

7.7%

4.7%

9.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な残業時間（通常期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
建設業 2 2 60 73 117 46 300
自動車製造業 9 9 9 24 184 65 300
その他製造業 4 3 21 34 160 78 300
電気・ガス等 9 3 18 26 130 114 300
運輸業 4 5 46 60 126 59 300
販売業 13 5 55 47 130 50 300
飲食 27 19 105 39 71 39 300
福祉 3 4 10 18 198 67 300
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【繁忙期】 

1 日の平均的な労働時間 1 ヶ月の平均的な残業時間 1 ヶ月の平均的な休日数 
時間/日 時間/月 日/月

 
■1 日の平均的な労働時間 

 

 
 
  

0.7%

3.0%

1.3%

3.0%

1.3%

4.3%

9.0%

1.0%

0.7%

3.0%

1.0%

1.0%

1.7%

1.7%

6.3%

1.3%

20.0%

3.0%

7.0%

6.0%

15.3%

18.3%

35.0%

3.3%

24.3%

8.0%

11.3%

8.7%

20.0%

15.7%

13.0%

6.0%

39.0%

61.3%

53.3%

43.3%

42.0%

43.3%

23.7%

66.0%

15.3%

21.7%

26.0%

38.0%

19.7%

16.7%

13.0%

22.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な休日数（通常期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満

～8日未満 ～10日未満 10日以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
建設業 25 80 19 45 5 20 15 209
自動車製造業 12 45 20 27 10 15 5 134
その他製造業 7 60 38 29 15 5 5 159
電気・ガス等 38 66 22 22 6 15 6 175
運輸業 31 61 26 34 14 17 25 208
販売業 26 112 32 33 13 12 10 238
飲食 46 48 25 36 11 25 21 212
福祉 8 53 16 20 7 8 4 116

12.0%

9.0%

21.7%

14.9%

10.9%

21.7%

6.9%

38.3%

33.6%

37.7%

37.7%

29.3%

47.1%

22.6%

45.7%

9.1%

14.9%

23.9%

12.6%

12.5%

13.4%

11.8%

13.8%

21.5%

20.1%

18.2%

12.6%

16.3%

13.9%

17.0%

17.2%

2.4%

7.5%

9.4%

3.4%

6.7%

5.5%

5.2%

6.0%

9.6%

11.2%

3.1%

8.6%

8.2%

5.0%

11.8%

6.9%

7.2%

3.7%

3.1%

3.4%

12.0%

4.2%

9.9%

3.4%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1日の平均的な労働時間（繁忙期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下
～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下
12時間超

(209)

※．カッコ内は回答者数

(338)

(208)

(175)

(159)

(134)

(116)

(212)
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■1 日の平均的な残業時間 

 

 
 
■1 日の平均的な休日数 

 

 
 
  

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
建設業 116 36 29 10 7 4 7 209
自動車製造業 64 29 17 10 4 1 9 134
その他製造業 86 36 14 12 1 2 8 159
電気・ガス等 102 35 24 6 0 4 4 175
運輸業 114 32 23 12 9 6 12 208
販売業 166 29 15 4 6 1 17 238
飲食 162 20 6 8 2 9 5 212
福祉 79 18 7 3 0 2 7 116

55.5%

47.8%

54.1%

58.3%

54.8%

69.7%

76.4%

68.1%

17.2%

21.6%

22.6%

20.0%

15.4%

12.2%

9.4%

15.5%

13.9%

12.7%

8.8%

13.7%

11.1%

6.3%

2.8%

6.0%

4.8%

7.5%

7.5%

3.4%

5.8%

1.7%

3.8%

2.6%

3.3%

3.0%

0.6%

4.3%

2.5%

0.9%

1.9%

0.7%

1.3%

2.3%

2.9%

0.4%

4.2%

1.7%

3.3%

6.7%

5.0%

2.3%

5.8%

7.1%

2.4%

6.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な残業時間（繁忙期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(209)

※．カッコ内は回答者数

(238)

(208)

(175)

(159)

(134)

(116)

(212)

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
建設業 7 19 62 41 53 27 209
自動車製造業 7 3 22 21 64 17 134
その他製造業 2 8 23 26 70 30 159
電気・ガス等 9 5 32 15 71 43 175
運輸業 6 11 46 43 74 28 208
販売業 11 17 52 36 95 27 238
飲食 23 21 80 29 40 19 212
福祉 1 5 11 24 61 14 116

3.3%

5.2%

1.3%

5.1%

2.9%

4.6%

10.8%

0.9%

9.1%

2.2%

5.0%

2.9%

5.3%

7.1%

9.9%

4.3%

29.7%

16.4%

14.5%

18.3%

22.1%

21.8%

37.7%

9.5%

19.6%

15.7%

16.4%

8.6%

20.7%

15.1%

13.7%

20.7%

25.4%

47.8%

44.0%

40.6%

35.6%

39.9%

18.9%

52.6%

12.9%

12.7%

18.9%

24.6%

13.5%

11.3%

9.0%

12.1%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な休日数（繁忙期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満

～8日未満 ～10日未満 10日以上

(209)

※．カッコ内は回答者数

(238)

(208)

(175)

(159)

(134)

(116)

(212)
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【閑散期】 
1 日の平均的な労働時間 1 ヶ月の平均的な残業時間 1 ヶ月の平均的な休日数 

時間/日 時間/月 日/月
 
■1 日の平均的な労働時間 

 

 
 
■1 ヶ月の平均的な残業時間 

 

 

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
建設業 27 91 11 6 0 2 0 137
自動車製造業 11 52 9 1 0 0 0 73
その他製造業 13 77 9 2 1 1 1 104
電気・ガス等 31 60 5 3 0 0 2 101
運輸業 20 75 13 14 4 8 5 139
販売業 34 107 24 14 2 4 2 187
飲食 64 54 19 29 5 8 4 183
福祉 5 27 2 3 0 0 0 37

19.7%

15.1%

12.5%

30.7%

14.4%

18.2%

35.0%

13.5%

66.4%

71.2%

74.0%

59.4%

54.0%

57.2%

29.5%

73.0%

8.0%

12.3%

8.7%

5.0%

9.4%

12.8%

10.4%

5.4%

4.4%

1.4%

1.9%

3.0%

10.1%

7.5%

15.8%

8.1%

0.0%

0.0%

1.0%

0.0%

2.9%

1.1%

2.7%

0.0%

1.0%

5.8%

2.1%

4.4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.6%

1.1%

2.2%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1日の平均的な労働時間（閑散期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下
～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下
12時間超

(137)

※．カッコ内は回答者数

(187)

(139)

(1010)

(104)

(73)

(37)

(183)

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
建設業 114 17 4 0 0 1 1 137
自動車製造業 56 6 3 0 0 1 7 73
その他製造業 86 9 4 1 0 0 4 104
電気・ガス等 90 5 2 1 0 1 2 101
運輸業 101 17 9 3 1 1 7 139
販売業 153 11 4 0 1 4 14 187
飲食 156 7 7 3 3 3 4 183
福祉 31 1 1 0 0 1 3 37

83.2%

76.7%

82.7%

89.1%

72.7%

81.8%

85.2%

83.8%

12.4%

8.2%

8.7%

5.0%

12.2%

5.9%

3.8%

2.9%

4.1%

3.8%

2.0%

6.5%

2.1%

3.8%

2.7%

1.0%

1.0%

2.2%

1.6%

0.7%

0.5%

1.6%

0.7%

1.4%

1.0%

0.7%

2.1%

1.6%

2.7%

0.7%

9.6%

3.8%

2.0%

5.0%

7.5%

2.2%

8.1%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な残業時間（閑散期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(137)

※．カッコ内は回答者数

(187)

(139)

(101)

(104)

(73)

(37)

(183)
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■1 ヶ月の平均的な休日数 

 

 
 
③ 理想と考える労働時間、残業時間、休日数 

理想的な 1 日の 
平均的な労働時間 

理想的な 1 ヶ月の 
平均的な残業時間 

理想的な 1 ヶ月の 
平均的な休日数 

時間/日 時間/月 日/月
 
  

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
建設業 1 1 19 30 57 29 137
自動車製造業 3 0 4 4 48 14 73
その他製造業 1 1 10 11 57 24 104
電気・ガス等 2 3 10 13 41 32 101
運輸業 1 3 24 30 47 34 139
販売業 8 4 31 26 75 43 187
飲食 16 9 66 28 37 27 183
福祉 0 0 2 4 24 7 37

0.7%

4.1%

1.0%

2.0%

0.7%

4.3%

8.7%

0.7%

1.0%

3.0%

2.2%

2.1%

4.9%

13.9%

5.5%

9.6%

9.9%

17.3%

16.6%

36.1%

5.4%

21.9%

5.5%

10.6%

12.9%

21.6%

13.9%

15.3%

10.8%

41.6%

65.8%

54.8%

40.6%

33.8%

40.1%

20.2%

64.9%

21.2%

19.2%

23.1%

31.7%

24.5%

23.0%

14.8%

18.9%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

1ヶ月の平均的な休日数（閑散期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満

～8日未満 ～10日未満 10日以上

(137)

※．カッコ内は回答者数

(187)

(139)

(101)

(104)

(73)

(37)

(183)
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■理想的な 1 日の労働時間（通常期） 

 

 
 
■理想的な 1 ヶ月の残業時間（通常期） 

 

 
 
  

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
建設業 66 186 29 13 1 3 2 300
自動車製造業 44 178 44 27 3 3 1 300
その他製造業 56 183 35 19 3 3 1 300
電気・ガス等 86 176 29 6 1 2 0 300
運輸業 83 158 21 22 3 8 5 300
販売業 76 189 15 15 1 3 1 300
飲食 94 146 17 32 0 7 4 300
福祉 49 223 19 7 0 2 0 300

22.0%

14.7%

18.7%

28.7%

27.7%

25.3%

31.3%

16.3%

62.0%

59.3%

61.0%

58.7%

52.7%

63.0%

48.7%

74.3%

9.7%

14.7%

11.7%

9.7%

7.0%

5.0%

5.7%

6.3%

4.3%

9.0%

6.3%

2.0%

7.3%

5.0%

10.7%

2.3%

0.3%

1.0%

1.0%

0.3%

1.0%

0.3%

0.0%

0.0%

1.0%

1.0%

1.0%

0.7%

2.7%

1.0%

2.3%

0.7%

0.7%

0.3%

0.3%

0.0%

1.7%

0.3%

1.3%

0.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1日の労働時間（通常期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下
～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下
12時間超

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
建設業 244 33 8 3 0 0 12 300
自動車製造業 202 60 15 2 2 1 18 300
その他製造業 222 41 17 1 1 0 18 300
電気・ガス等 261 25 4 0 1 0 9 300
運輸業 234 31 13 4 0 2 16 300
販売業 257 16 3 1 0 4 19 300
飲食 263 17 5 1 2 3 9 300
福祉 263 15 4 1 0 3 14 300

81.3%

67.3%

74.0%

87.0%

78.0%

85.7%

87.7%

87.7%

11.0%

20.0%

13.7%

8.3%

10.3%

5.3%

5.7%

5.0%

2.7%

5.0%

5.7%

1.3%

4.3%

1.0%

1.7%

1.3%

1.0%

0.7%

0.3%

0.0%

1.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.7%

0.3%

0.0%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

0.7%

1.3%

1.0%

1.0%

4.0%

6.0%

6.0%

3.0%

5.3%

6.3%

3.0%

4.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1ヶ月の残業時間（通常期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■理想的な 1 ヶ月の休日数（通常期） 

 

 
 
■理想的な 1 日の労働時間（繁忙期） 

 

 
 
  

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
建設業 2 1 23 44 155 75 300
自動車製造業 9 5 8 16 167 95 300
その他製造業 2 1 13 20 147 117 300
電気・ガス等 5 6 14 10 126 139 300
運輸業 3 3 18 39 135 102 300
販売業 3 5 33 25 135 99 300
飲食 20 9 56 42 105 68 300
福祉 3 3 8 11 159 116 300

0.7%

3.0%

0.7%

1.7%

1.0%

1.0%

6.7%

1.0%

0.3%

1.7%

0.3%

2.0%

1.0%

1.7%

3.0%

1.0%

7.7%

2.7%

4.3%

4.7%

6.0%

11.0%

18.7%

2.7%

14.7%

5.3%

6.7%

3.3%

13.0%

8.3%

14.0%

3.7%

51.7%

55.7%

49.0%

42.0%

45.0%

45.0%

35.0%

53.0%

25.0%

31.7%

39.0%

46.3%

34.0%

33.0%

22.7%

38.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1ヶ月の休日数（通常期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満

～8日未満 ～10日未満 10日以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
建設業 55 161 40 32 2 4 6 300
自動車製造業 35 141 47 54 7 13 3 300
その他製造業 44 159 42 39 3 10 3 300
電気・ガス等 73 155 37 26 1 7 1 300
運輸業 64 138 28 40 5 18 7 300
販売業 62 166 28 35 0 6 3 300
飲食 76 125 32 46 3 13 5 300
福祉 36 202 36 21 0 4 1 300

18.3%

11.7%

24.3%

21.3%

20.7%

25.3%

12.0%

53.7%

47.0%

53.0%

51.7%

46.0%

55.3%

41.7%

67.3%

13.3%

15.7%

14.0%

12.3%

9.3%

9.3%

10.7%

12.0%

10.7%

18.0%

13.0%

8.7%

13.3%

11.7%

15.3%

7.0%

0.7%

2.3%

1.0%

0.3%

1.7%

0.0%

1.0%

0.0%

1.3%

4.3%

3.3%

2.3%

6.0%

2.0%

4.3%

1.3%

2.0%

1.0%

1.0%

0.3%

2.3%

1.0%

1.7%

0.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1日の労働時間（繁忙期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下
～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下
12時間超

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■理想的な 1 ヶ月の残業時間（繁忙期） 

 

 
 
■理想的な 1 ヶ月の休日数（繁忙期） 

 

 
 
  

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
建設業 215 43 24 2 0 3 13 300
自動車製造業 166 63 43 6 3 1 18 300
その他製造業 200 46 31 4 0 1 18 300
電気・ガス等 225 52 12 1 0 2 8 300
運輸業 214 32 23 10 3 1 17 300
販売業 239 26 10 0 2 3 20 300
飲食 248 22 12 4 1 4 9 300
福祉 243 31 9 0 1 2 14 300

71.7%

55.3%

66.7%

75.0%

71.3%

79.7%

82.7%

81.0%

14.3%

21.0%

15.3%

17.3%

10.7%

8.7%

7.3%

10.3%

8.0%

14.3%

10.3%

4.0%

7.7%

3.3%

4.0%

3.0%

0.7%

2.0%

1.3%

0.3%

3.3%

0.0%

1.3%

0.0%

0.0%

1.0%

0.0%

1.0%

0.7%

0.3%

1.0%

0.3%

0.3%

0.7%

0.3%

1.0%

1.3%

0.7%

4.3%

6.0%

6.0%

2.7%

5.7%

6.7%

3.0%

4.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1ヶ月の残業時間（繁忙期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
建設業 7 3 43 49 137 61 300
自動車製造業 15 3 14 25 168 75 300
その他製造業 5 2 21 36 141 95 300
電気・ガス等 12 5 18 13 133 119 300
運輸業 4 4 32 44 136 80 300
販売業 5 7 49 37 126 76 300
飲食 24 7 75 40 104 50 300
福祉 4 5 8 20 168 95 300

2.3%

5.0%

1.7%

4.0%

1.3%

1.7%

8.0%

1.3%

1.0%

1.0%

0.7%

1.7%

1.3%

2.3%

2.3%

1.7%

14.3%

4.7%

7.0%

6.0%

10.7%

16.3%

25.0%

2.7%

16.3%

8.3%

12.0%

4.3%

14.7%

12.3%

13.3%

6.7%

45.7%

56.0%

47.0%

44.3%

45.3%

42.0%

34.7%

56.0%

20.3%

25.0%

31.7%

39.7%

26.7%

25.3%

16.7%

31.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1ヶ月の休日数（繁忙期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満

～8日未満 ～10日未満 10日以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■理想的な 1 日の労働時間（閑散期） 

 

 
 
■理想的な 1 ヶ月の残業時間（閑散期） 

 

 
 
  

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下 ～11時間以下 ～12時間以下 12時間超 合計
建設業 77 191 19 9 1 1 2 300
自動車製造業 54 196 24 20 2 3 1 300
その他製造業 64 195 20 16 1 3 1 300
電気・ガス等 93 179 21 4 1 2 0 300
運輸業 87 168 11 18 3 9 4 300
販売業 91 180 12 12 2 2 1 300
飲食 107 141 12 29 0 7 4 300
福祉 59 217 17 5 0 2 0 300

25.7%

18.0%

21.3%

31.0%

29.0%

30.3%

35.7%

19.7%

63.7%

65.3%

65.0%

59.7%

56.0%

60.0%

47.0%

72.3%

6.3%

8.0%

6.7%

7.0%

3.7%

4.0%

4.0%

5.7%

3.0%

6.7%

5.3%

1.3%

6.0%

4.0%

9.7%

1.7%

0.3%

0.7%

0.3%

0.3%

1.0%

0.7%

0.0%

0.0%

1.0%

3.0%

0.7%

2.3%

0.7%

0.3%

0.0%

1.3%

0.3%

1.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1日の労働時間（閑散期）

7時間以下 ～8時間以下 ～9時間以下 ～10時間以下

～11時間以下 ～12時間以下 12時間超

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満 ～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満 150時間以上 合計
建設業 254 25 7 1 0 1 12 300
自動車製造業 225 40 11 3 1 1 19 300
その他製造業 248 18 16 0 1 0 17 300
電気・ガス等 278 11 4 0 0 0 7 300
運輸業 242 26 11 4 0 1 16 300
販売業 267 7 2 1 0 6 17 300
飲食 275 7 4 1 1 3 9 300
福祉 269 11 3 0 0 3 14 300

84.7%

75.0%

82.7%

92.7%

80.7%

89.0%

91.7%

89.7%

8.3%

13.3%

6.0%

3.7%

8.7%

2.3%

2.3%

2.3%

3.7%

5.3%

1.3%

3.7%

0.7%

1.3%

1.0%

0.0%

0.0%

1.3%

0.3%

0.0%

0.0%

0.3%

0.3%

0.3%

0.0%

0.3%

2.0%

1.0%

1.0%

4.0%

6.3%

5.7%

2.3%

5.3%

5.7%

3.0%

4.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1ヶ月の残業時間（閑散期）

20時間未満 ～40時間未満 ～60時間未満
～80時間未満 ～100時間未満 ～150時間未満
150時間以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■理想的な 1 ヶ月の休日数（閑散期） 

 

 
 
問 9．事業者から提供される福利厚生について該当するものを全てお答え下さい。 

福利厚生 
1．住宅費補助、2．社宅・寮、3．通勤手当、4．保養施設、5．慶弔見舞金、6．食事手当、 
7．社員旅行、8．作業着の支給、9．特別休暇、10．生活援護費用等（財形、退職一時金など）、

11．その他（具体的にご回答下さい）、12．なし 
 
■福利厚生 

 

2日未満 ～4日未満 ～6日未満 ～8日未満 ～10日未満 10日以上 合計
建設業 4 0 17 37 142 100 300
自動車製造業 17 5 7 11 149 111 300
その他製造業 5 1 11 15 133 135 300
電気・ガス等 8 7 10 10 120 145 300
運輸業 5 3 17 37 126 112 300
販売業 5 5 31 18 128 113 300
飲食 18 7 58 33 109 75 300
福祉 4 5 6 12 145 128 300

1.3%

5.7%

1.7%

2.7%

1.7%

1.7%

6.0%

0.0%

0.3%

2.3%

1.0%

1.7%

2.3%

5.7%

2.3%

3.7%

3.3%

5.7%

10.3%

19.3%

2.0%

12.3%

3.7%

5.0%

3.3%

12.3%

6.0%

11.0%

4.0%

47.3%

49.7%

44.3%

40.0%

42.0%

42.7%

36.3%

48.3%

33.3%

37.0%

45.0%

48.3%

37.3%

37.7%

25.0%

42.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

理想的な1ヶ月の休日数（閑散期）

2日未満 ～4日未満 ～6日未満

～8日未満 ～10日未満 10日以上

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

住宅費補
助

社宅・寮 通勤手当 保養施設
慶弔見舞
金

食事手当 社員旅行
作業着の
支給

特別休暇

生活援護
費用等
（財形、退
職一時金
など）

その他 なし 回答者数

建設業 37 24 177 21 87 5 47 121 76 35 5 87 300
自動車製造業 75 61 237 74 137 89 20 142 129 97 3 37 300
その他製造業 57 39 229 39 122 57 38 151 118 79 6 42 300
電気・ガス等 56 71 193 43 100 21 22 143 130 78 2 65 300
運輸業 42 22 186 30 101 25 23 134 80 52 2 65 300
販売業 28 13 182 13 78 19 24 61 71 38 5 98 300
飲食 16 7 106 3 40 49 8 66 35 12 4 154 300
福祉 82 10 234 14 107 30 29 106 113 62 8 40 300
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問 10．あなたが勤務している事業所での技術向上のための研修制度の有無についてお答え下さい。 
未経験者に対する研修の有無 1．あり、2．なし 

新技術に関する研修の有無 1．あり、2．なし 
資格取得に関する研修の有無 1．あり、2．なし 
 
■未経験者に対する研修の有無 

 

 
 

12.3%

8.0%

59.0%

7.0%

29.0%

1.7%

25.0%

20.3%

79.0%

24.7%

45.7%

29.7%

19.0%

13.0%

76.3%

13.0%

40.7%

19.0%

18.7%

23.7%

64.3%

14.3%

33.3%

7.0%

14.0%

7.3%

62.0%

10.0%

33.7%

8.3%

9.3%

4.3%

60.7%

4.3%

26.0%

6.3%

5.3%

2.3%

35.3%

1.0%

13.3%

16.3%

27.3%

3.3%

78.0%

4.7%

35.7%

10.0%

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

住宅費補助

社宅・寮

通勤手当

保養施設

慶弔見舞金

食事手当

福利厚生

建設業(300) 自動車製造業(300)
その他製造業(300) 電気・ガス等(300)
運輸業(300) 販売業(300)
飲食(300) 福祉(300) ※．カッコ内は回答者数

15.7%

40.3%

25.3%

11.7%

1.7%

29.0%

6.7%

47.3%

43.0%

32.3%

1.0%

12.3%

12.7%

50.3%

39.3%

26.3%

2.0%

14.0%

7.3%

47.7%

43.3%

26.0%

0.7%

21.7%

7.7%

44.7%

26.7%

17.3%

0.7%

21.7%

8.0%

20.3%

23.7%

12.7%

1.7%

32.7%

2.7%

22.0%

11.7%

4.0%

1.3%

51.3%

9.7%

35.3%

37.7%

20.7%

2.7%

13.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

社員旅行

作業着の支給

特別休暇

生活援護費用等（財形、退職一時金など）

その他

なし

あり なし 回答者数
建設業 107 193 300
自動車製造業 174 126 300
その他製造業 150 150 300
電気・ガス等 169 131 300
運輸業 152 148 300
販売業 113 187 300
飲食 83 217 300
福祉 188 112 300

35.7%

58.0%

50.0%

56.3%

50.7%

37.7%

27.7%

62.7%

64.3%

42.0%

50.0%

43.7%

49.3%

62.3%

72.3%

37.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

未経験者に対する研修

あり なし

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■ 新技術に関する研修の有無 

 

 
 
■資格取得に関する研修の有無 

 

 
 
  

あり なし 回答者数
建設業 74 226 300
自動車製造業 119 181 300
その他製造業 90 210 300
電気・ガス等 114 186 300
運輸業 67 233 300
販売業 58 242 300
飲食 30 270 300
福祉 130 170 300

24.7%

39.7%

30.0%

38.0%

22.3%

19.3%

10.0%

43.3%

75.3%

60.3%

70.0%

62.0%

77.7%

80.7%

90.0%

56.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

最新技術に対する研修

あり なし

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

あり なし 回答者数
建設業 91 209 300
自動車製造業 128 172 300
その他製造業 101 199 300
電気・ガス等 99 201 300
運輸業 95 205 300
販売業 54 246 300
飲食 25 275 300
福祉 119 181 300

30.3%

42.7%

33.7%

33.0%

31.7%

18.0%

8.3%

39.7%

69.7%

57.3%

66.3%

67.0%

68.3%

82.0%

91.7%

60.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

資格取得に対する研修

あり なし

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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問 11．あなたが勤務している事業所で女性従業者が働きやすいように提供されている事業所の環境を全

てお答え下さい。（女性従業者がいない場合もお答え下さい。） 
女性従業者が働きやすい事業所の環境 

1．トイレが男女別、2．女性用更衣室がある、3．女性専用シャワールームがある、 
4．柔軟な勤務時間体制がある、5．産休・育休制度がある、6．産休・育休後の復職研修制度が

ある、 
7．複数人で作業を分業する体制がある、8．転勤がない（育児等と両立しながら地元で働ける）、

9．その他（具体的にご回答ください。） 
 
■女性従業者が働きやすい事業所の環境 

 

 
 
■職業観・労働観に関する項目 
問 12．あなたが現在の事業所に就職したきっかけ（情報・理由）として該当するものを全てお答え下さ

い。 
現在の事業所へ就職したきっかけ（情報） 

1．親族・知人の紹介、2．学校・先生の紹介、3．ハローワークの紹介、 
4．就職・転職の情報サイト・情報誌、5．その他（具体的にご回答下さい。） 
 
  

トイレが男
女別

女性用更
衣室があ
る

女性専用
シャワー
ルームが
ある

柔軟な勤
務時間体
制がある

産休・育
休制度が
ある

産休・育
休後の復
職研修制
度がある

複数人で
作業を分
業する体
制がある

転勤がな
い（育児等
と両立しな
がら地元
で働ける）

その他 なし 回答者数

建設業 123 95 4 63 103 25 20 89 1 106 300
自動車製造業 266 209 43 124 214 70 58 60 1 15 300
その他製造業 257 201 15 76 188 45 68 96 0 25 300
電気・ガス等 221 166 38 104 165 58 70 54 0 56 300
運輸業 209 127 25 57 127 36 41 86 0 56 300
販売業 141 90 0 67 108 30 45 84 3 101 300
飲食 88 53 2 58 55 9 31 56 1 141 300
福祉 169 161 17 85 193 54 67 108 1 28 300

41.0%

31.7%

1.3%

21.0%

34.3%

88.7%

69.7%

14.3%

41.3%

71.3%

85.7%

67.0%

5.0%

25.3%

62.7%

73.7%

55.3%

12.7%

34.7%

55.0%

69.7%

42.3%

8.3%

19.0%

42.3%

47.0%

30.0%

0.0%

22.3%

36.0%

29.3%

17.7%

0.7%

19.3%

18.3%

56.3%

53.7%

5.7%

28.3%

64.3%

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

トイレが男女別

女性用更衣室がある

女性専用シャワールーム

がある

柔軟な勤務時間体制があ

る

産休・育休制度がある

女性従業者が働きやすいよう提供されている環境

建設業(300) 自動車製造業(300)
その他製造業(300) 電気・ガス等(300)
運輸業(300) 販売業(300)
飲食(300) 福祉(300)

※．カッコ内は回答数

8.3%

6.7%

29.7%

0.3%

35.3%

23.3%

19.3%

20.0%

0.3%

5.0%

15.0%

22.7%

32.0%

0.0%

8.3%

19.3%

23.3%

18.0%

0.0%

18.7%

12.0%

13.7%

28.7%

0.0%

18.7%

10.0%

15.0%

28.0%

1.0%

33.7%

3.0%

10.3%

18.7%

0.3%

47.0%

18.0%

22.3%

36.0%

0.3%

9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

産休・育休後の復職研修

制度がある

複数人で作業を分業する

体制がある

転勤がない（育児等と両

立しながら地元で働ける）

その他

なし
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■現在の事業所へ就職したきっかけ（情報） 

 

 
 

現在の事業所へ就職したきっかけ（理由） 
1．学校で専門的な分野を学んだ、 
2．現職に係る仕事がしたかった、 
3．社会貢献できる仕事がしたかった、 
4．就職活動で早期に内定がもらえた、 
5．現在の事業所以外の内定がもらえなかった、 
6．職業に活かせる資格を持っていた、 
7．親族・知人が経営している、 
8．転勤がない（地元の近くで働ける）、 
9．将来性があり、安定していると思ったから、 
10．感謝される仕事に就きたかったから、 
11．その他（具体的にご回答下さい。） 
 
■現在の事業所へ就職したきっかけ（理由） 

 

親族・知
人の紹介

学校・先
生の紹介

ハロー
ワークの
紹介

就職・転
職の情報
サイト・情
報誌

その他 回答者数

建設業 134 34 57 38 41 300
自動車製造業 60 76 42 94 34 300
その他製造業 63 63 57 84 39 300
電気・ガス等 105 64 35 68 32 300
運輸業 110 18 71 78 33 300
販売業 96 21 44 73 71 300
飲食 107 1 32 65 100 300
福祉 98 19 105 58 28 300

44.7%

20.0%

21.0%

35.0%

36.7%

32.0%

35.7%

32.7%

11.3%

25.3%

21.0%

21.3%

6.0%

7.0%

0.3%

6.3%

19.0%

14.0%

19.0%

11.7%

23.7%

14.7%

10.7%

35.0%

12.7%

31.3%

28.0%

22.7%

26.0%

24.3%

21.7%

19.3%

13.7%

11.3%

13.0%

10.7%

11.0%

23.7%

33.3%

9.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

就職したきっかけ（情報）

親族・知人の紹介 学校・先生の紹介

ハローワークの紹介 就職・転職の情報サイト・情報誌

その他

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

学校で専
門的な分
野を学ん
だ

現職に係
る仕事が
したかった

社会貢献
できる仕
事がした
かった

就職活動
で早期に
内定がも
らえた

現在の事
業所以外
の内定が
もらえな
かった

職業に活
かせる資
格を持っ
ていた

親族・知
人が経営
している

転勤がな
い（地元の
近くで働け
る）

将来性が
あり、安定
していると
思ったか
ら

感謝され
る仕事に
就きた
かったか
ら

その他 回答者数

建設業 49 46 6 30 19 31 49 56 43 12 40 300
自動車製造業 56 59 14 41 16 16 14 48 74 9 42 300
その他製造業 40 57 7 37 35 12 17 60 62 10 47 300
電気・ガス等 50 38 42 28 14 14 20 43 90 14 32 300
運輸業 10 42 14 25 28 30 23 68 63 19 54 300
販売業 17 51 11 17 17 16 58 53 43 23 56 300
飲食 17 47 6 8 9 21 76 42 32 27 68 300
福祉 53 85 48 15 16 89 12 47 45 24 25 300
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問 13．現在の仕事で もやりがいを感じることを全てお答え下さい。 

仕事のやりがい 
1．現職に係る 新技術にふれられる、2．困っている人の力になれる（感謝される）、 
3．満足感や達成感が得られる、4．製品やサービスを通じて社会に豊かな生活を提供できる、 
5．その他（具体的にご回答下さい） 
 
■仕事のやりがい 

  
 

16.3%

15.3%

2.0%

10.0%

6.3%

10.3%

18.7%

19.7%

4.7%

13.7%

5.3%

5.3%

13.3%

19.0%

2.3%

12.3%

11.7%

4.0%

16.7%

12.7%

14.0%

9.3%

4.7%

4.7%

3.3%

14.0%

4.7%

8.3%

9.3%

10.0%

5.7%

17.0%

3.7%

5.7%

5.7%

5.3%

5.7%

15.7%

2.0%

2.7%

3.0%

7.0%

17.7%

28.3%

16.0%

5.0%

5.3%

29.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

学校で専門的な分野を

学んだ

現職に係る仕事がした

かった

社会貢献できる仕事がし

たかった

就職活動で早期に内定

がもらえた

現在の事業所以外の内

定がもらえなかった

職業に活かせる資格を

持っていた

就職のきっかけ（理由）

建設業(300) 自動車製造業(300)
その他製造業(300) 電気・ガス等(300)
運輸業(300) 販売業(300)
飲食(300) 福祉(300)

※．カッコ内は回答数

16.3%

18.7%

14.3%

4.0%

13.3%

4.7%

16.0%

24.7%

3.0%

14.0%

5.7%

20.0%

20.7%

3.3%

15.7%

6.7%

14.3%

30.0%

4.7%

10.7%

7.7%

22.7%

21.0%

6.3%

18.0%

19.3%

17.7%

14.3%

7.7%

18.7%

25.3%

14.0%

10.7%

9.0%

22.7%

4.0%

15.7%

15.0%

8.0%

8.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

親族・知人が経営してい

る

転勤がない（地元の近く

で働ける）

将来性があり、安定して

いると思ったから

感謝される仕事に就きた

かったから

その他

現職に係
る最新技
術にふれ
られる

困ってい
る人の力
になれる
（感謝され
る）

満足感や
達成感が
得られる

製品や
サービス
を通じて社
会に豊か
な生活を
提供でき
る

その他 回答者数

建設業 54 46 142 43 60 300
自動車製造業 79 31 126 87 46 300
その他製造業 59 31 124 96 56 300
電気・ガス等 44 54 124 80 57 300
運輸業 22 61 134 53 68 300
販売業 36 47 147 81 46 300
飲食 25 36 170 60 55 300
福祉 34 178 113 31 28 300

18.0%

15.3%

47.3%

14.3%

20.0%

26.3%

10.3%

42.0%

29.0%

15.3%

19.7%

10.3%

41.3%

32.0%

18.7%

14.7%

18.0%

41.3%

26.7%

19.0%

7.3%

20.3%

44.7%

17.7%

22.7%

12.0%

15.7%

49.0%

27.0%

15.3%

8.3%

12.0%

56.7%

20.0%

18.3%

11.3%

59.3%

37.7%

10.3%

9.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

現職に係る最新技術に

ふれられる

困っている人の力になれ

る（感謝される）

満足感や達成感が得ら

れる

製品やサービスを通じて

社会に豊かな生活を提

供できる

その他

やりがいを感じること

建設業(300) 自動車製造業(300)
その他製造業(300) 電気・ガス等(300)
運輸業(300) 販売業(300)
飲食(300) 福祉(300)

※．カッコ内は回答数
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問 14．あなたの現在の職業と比べて、自動車整備業に対するイメージはどのように感じますか。（当ては

まるものをそれぞれひとつ） 
（自動車整備業とは、自動車のメンテナンスや修理、安全診断、自動車の検査（車検）などを行う業種

です。） 
自動車整備業に対するイメージ 

① 環境 

1．明るい・清潔なイメージがある、 
2．どちらかと言えば明るい・清潔なイメージがある、 
3．どちらかと言えば暗い・汚いイメージがある、 
4．暗い・汚いイメージがある、5．どちらとも言えない 

② 仕事内容 

1．難しそうなイメージがある、2．どちらかと言えば難しそうなイメージがあ

る、 
3．どちらかと言えば簡単そうなイメージがある、4．簡単そうなイメージがあ

る、 
5．どちらとも言えない 

③ 報酬 
1．高そうなイメージがある、2．どちらかと言えば高そうなイメージがある、

3．どちらかと言えば低そうなイメージがある、4．低そうなイメージがある、

5．どちらとも言えない 

④ 就労時間 
1．適正なイメージがある、2．どちらかと言えば適正なイメージがある、 
3．どちらかと言えば長そうなイメージがある、4．長そうなイメージがある、

5．どちらとも言えない 

⑤ 将来性 
1．期待できそうなイメージがある、2．やや期待できそうなイメージがある、

3．あまり期待できそうにないイメージがある、 
4．期待できそうにないイメージがある、5．どちらとも言えない 

⑥ 体力面 
1．厳しいイメージがある、2．やや厳しいイメージがある、 
3．あまり厳しいイメージはない、4．厳しいイメージはない、 
5．どちらとも言えない 

⑦ 人間関係 
1．難しそうなイメージはない、2．あまり難しそうなイメージはない、 
3．やや難しそうなイメージがある、4．難しそうなイメージがある、 
5．どちらとも言えない 

⑧  条件が合え

ば働いてみたい 
1．そう思う、2 ややそう思う、3．あまりそう思わない 
4．そう思わない、5．どちらとも言えない 

 
■環境 

 

明るい・清
潔なイメー
ジがある

どちらかと
言えば明
るい・清潔
なイメージ
がある

どちらかと
言えば暗
い・汚いイ
メージがあ
る

暗い・汚い
イメージが
ある

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 15 71 84 17 113 300
自動車製造業 24 57 102 31 86 300
その他製造業 14 55 109 24 98 300
電気・ガス等 23 64 89 22 102 300
運輸業 25 50 107 29 89 300
販売業 28 59 90 21 102 300
飲食 33 42 94 23 108 300
福祉 20 52 101 30 97 300
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■仕事内容 

 

 
 
  

5.0%

8.0%

4.7%

7.7%

8.3%

9.3%

11.0%

6.7%

23.7%

19.0%

18.3%

21.3%

16.7%

19.7%

14.0%

17.3%

37.7%

28.7%

32.7%

34.0%

29.7%

34.0%

36.0%

32.3%

28.0%

34.0%

36.3%

29.7%

35.7%

30.0%

31.3%

33.7%

5.7%

10.3%

8.0%

7.3%

9.7%

7.0%

7.7%

10.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

自動車整備業に対するイメージ（環境）

明るい・清潔なイメージがある どちらかと言えば明るい・清潔なイメージがある

どちらとも言えない どちらかと言えば暗い・汚いイメージがある

暗い・汚いイメージがある

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

難しそうな
イメージが
ある

どちらかと
言えば難
しそうなイ
メージがあ
る

どちらかと
言えば簡
単そうなイ
メージがあ
る

簡単そう
なイメージ
がある

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 63 134 27 9 67 300
自動車製造業 67 130 32 13 58 300
その他製造業 69 125 25 5 76 300
電気・ガス等 82 124 45 5 44 300
運輸業 93 113 27 13 54 300
販売業 99 115 30 4 52 300
飲食 101 95 25 19 60 300
福祉 102 130 15 5 48 300

21.0%

22.3%

23.0%

27.3%

31.0%

33.0%

33.7%

34.0%

44.7%

43.3%

41.7%

41.3%

37.7%

38.3%

31.7%

43.3%

22.3%

19.3%

25.3%

14.7%

18.0%

17.3%

20.0%

16.0%

9.0%

10.7%

8.3%

15.0%

9.0%

10.0%

8.3%

5.0%

3.0%

4.3%

1.7%

1.7%

4.3%

1.3%

6.3%

1.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

自動車整備業に対するイメージ（仕事内容）

難しそうなイメージがある どちらかと言えば難しそうなイメージがある

どちらとも言えない どちらかと言えば簡単そうなイメージがある

簡単そうなイメージがある

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■報酬 

 

 
 
■就労時間 

 

 

高そうなイ
メージがあ
る

どちらかと
言えば高
そうなイ
メージがあ
る

どちらかと
言えば低
そうなイ
メージがあ
る

低そうなイ
メージがあ
る

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 24 65 106 32 73 300
自動車製造業 16 63 104 55 62 300
その他製造業 25 60 93 51 71 300
電気・ガス等 21 76 98 36 69 300
運輸業 17 56 90 65 72 300
販売業 22 71 97 46 64 300
飲食 26 63 84 40 87 300
福祉 22 65 91 64 58 300

8.0%

5.3%

8.3%

7.0%

5.7%

7.3%

8.7%

7.3%

21.7%

21.0%

20.0%

25.3%

18.7%

23.7%

21.0%

21.7%

24.3%

20.7%

23.7%

23.0%

24.0%

21.3%

29.0%

19.3%

35.3%

34.7%

31.0%

32.7%

30.0%

32.3%

28.0%

30.3%

10.7%

18.3%

17.0%

12.0%

21.7%

15.3%

13.3%

21.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

自動車整備業に対するイメージ（報酬）

高そうなイメージがある どちらかと言えば高そうなイメージがある

どちらとも言えない どちらかと言えば低そうなイメージがある

低そうなイメージがある

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

適正なイ
メージがあ
る

どちらかと
言えば適
正なイメー
ジがある

どちらかと
言えば長
そうなイ
メージがあ
る

長そうなイ
メージがあ
る

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 36 55 105 51 53 300
自動車製造業 37 61 95 58 49 300
その他製造業 32 60 99 54 55 300
電気・ガス等 28 59 104 50 59 300
運輸業 33 55 99 61 52 300
販売業 39 56 95 55 55 300
飲食 33 49 107 46 65 300
福祉 22 52 110 70 46 300

12.0%

12.3%

10.7%

9.3%

11.0%

13.0%

11.0%

7.3%

18.3%

20.3%

20.0%

19.7%

18.3%

18.7%

16.3%

17.3%

17.7%

16.3%

18.3%

19.7%

17.3%

18.3%

21.7%

15.3%

35.0%

31.7%

33.0%

34.7%

33.0%

31.7%

35.7%

36.7%

17.0%

19.3%

18.0%

16.7%

20.3%

18.3%

15.3%

23.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

自動車整備業に対するイメージ（就労時間）

適正なイメージがある どちらかと言えば適正なイメージがある

どちらとも言えない どちらかと言えば長そうなイメージがある

長そうなイメージがある

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■将来性 

 

 
 
  

期待でき
そうなイ
メージがあ
る

やや期待
できそうな
イメージが
ある

あまり期
待できそう
にないイ
メージがあ
る

期待でき
そうにない
イメージが
ある

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 18 95 75 22 90 300
自動車製造業 24 85 89 28 74 300
その他製造業 22 100 71 26 81 300
電気・ガス等 30 90 80 25 75 300
運輸業 26 90 77 34 73 300
販売業 27 96 72 23 82 300
飲食 51 70 63 21 95 300
福祉 25 95 78 27 75 300

6.0%

8.0%

7.3%

10.0%

8.7%

9.0%

17.0%

8.3%

31.7%

28.3%

33.3%

30.0%

30.0%

32.0%

23.3%

31.7%

30.0%

24.7%

27.0%

25.0%

24.3%

27.3%

31.7%

25.0%

25.0%

29.7%

23.7%

26.7%

25.7%

24.0%

21.0%

26.0%

7.3%

9.3%

8.7%

8.3%

11.3%

7.7%

7.0%

9.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

自動車整備業に対するイメージ（将来性）

期待できそうなイメージがある やや期待できそうなイメージがある

どちらとも言えない あまり期待できそうにないイメージがある

期待できそうにないイメージがある

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■体力面 

 

 
 
■人間関係 

 

 
  

厳しいイ
メージがあ
る

やや厳し
いイメージ
がある

あまり厳し
いイメージ
はない

厳しいイ
メージはな
い

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 53 132 58 21 36 300
自動車製造業 72 137 37 15 39 300
その他製造業 72 117 51 14 46 300
電気・ガス等 53 123 62 17 45 300
運輸業 73 127 46 13 41 300
販売業 91 105 46 16 42 300
飲食 88 129 30 6 47 300
福祉 102 117 38 11 32 300

17.7%

24.0%

24.0%

17.7%

24.3%

30.3%

29.3%

34.0%

44.0%

45.7%

39.0%

41.0%

42.3%

35.0%

43.0%

39.0%

12.0%

13.0%

15.3%

15.0%

13.7%

14.0%

15.7%

10.7%

19.3%

12.3%

17.0%

20.7%

15.3%

15.3%

10.0%

12.7%

7.0%

5.0%

4.7%

5.7%

4.3%

5.3%

2.0%

3.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

自動車整備業に対するイメージ（体力面）

厳しいイメージがある やや厳しいイメージがある どちらとも言えない

あまり厳しいイメージはない 厳しいイメージはない

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

難しそうな
イメージは
ない

あまり難し
そうなイ
メージはな
い

やや難し
そうなイ
メージがあ
る

難しそうな
イメージが
ある

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 30 86 72 20 92 300
自動車製造業 17 97 81 34 71 300
その他製造業 17 98 71 19 95 300
電気・ガス等 24 87 75 23 91 300
運輸業 31 91 68 30 80 300
販売業 23 91 72 27 87 300
飲食 33 90 54 18 105 300
福祉 25 77 72 37 89 300

10.0%

5.7%

5.7%

8.0%

10.3%

7.7%

11.0%

8.3%

28.7%

32.3%

32.7%

29.0%

30.3%

30.3%

30.0%

25.7%

30.7%

23.7%

31.7%

30.3%

26.7%

29.0%

35.0%

29.7%

24.0%

27.0%

23.7%

25.0%

22.7%

24.0%

18.0%

24.0%

6.7%

11.3%

6.3%

7.7%

10.0%

9.0%

6.0%

12.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

自動車整備業に対するイメージ（人間関係）

難しそうなイメージはない あまり難しそうなイメージはない どちらとも言えない

やや難しそうなイメージがある 難しそうなイメージがある

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)



297 
 

■条件が合えば働いてみたい 

 

 
 
問 15．あなたは今後も現在勤めている会社で現職種で働き続けたいですか。 

現在勤めている会社で働き続

けたいか 
（当てはまるものをひとつ） 

1．今後も是非働きたい 
2．可能な限り働きたい 
3．どちらともいえない 
4．同業種で他に条件のよい会社があれば転職するつもり 
5．他業種でも他に条件のよい会社があれば転職するつもり 
5．続けていくつもりはない 

 
■現在勤めている会社で現職種で働き続けたいか 

 

そう思う
ややそう
思う

あまりそう
思わない

そう思わ
ない

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 19 63 58 103 57 300
自動車製造業 29 75 63 79 54 300
その他製造業 17 55 73 96 59 300
電気・ガス等 17 62 75 101 45 300
運輸業 24 50 54 117 55 300
販売業 27 43 68 101 61 300
飲食 20 46 53 120 61 300
福祉 29 46 71 122 32 300

6.3%

9.7%

5.7%

5.7%

8.0%

9.0%

6.7%

9.7%

21.0%

25.0%

18.3%

20.7%

16.7%

14.3%

15.3%

15.3%

19.0%

18.0%

19.7%

15.0%

18.3%

20.3%

20.3%

10.7%

19.3%

21.0%

24.3%

25.0%

18.0%

22.7%

17.7%

23.7%

34.3%

26.3%

32.0%

33.7%

39.0%

33.7%

40.0%

40.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

自動車整備業に対するイメージ（条件が合えば働いてみたい）

そう思う ややそう思う どちらとも言えない あまりそう思わない そう思わない

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

今後も是
非働きた
い

可能な限
り働きたい

どちらとも
いえない

同業種で
他に条件
のよい会
社があれ
ば転職す
るつもり

他業種で
も他に条
件のよい
会社があ
れば転職
するつもり

続けていく
つもりはな
い

回答者数

建設業 73 114 63 12 24 14 300
自動車製造業 71 109 67 10 28 15 300
その他製造業 53 115 67 13 29 23 300
電気・ガス等 49 119 72 12 25 23 300
運輸業 63 119 44 8 38 28 300
販売業 62 111 65 17 31 14 300
飲食 70 115 59 15 23 18 300
福祉 50 116 65 27 34 8 300
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問 16．あなたの定年後の労働についてお答え下さい。 

定年後の労働意欲について 
（当てはまるものをひとつ） 

1．定年後も同じ職業で働き続けたい 
  →（    歳まで働きたい） 
2．定年後は別の業種で働き口を探す 
3．定年後は働くつもりはない 
4．その他（具体的にご回答下さい） 

 
■定年後の労働意欲 

 

 
 
  

24.3%

23.7%

17.7%

16.3%

21.0%

20.7%

23.3%

16.7%

38.0%

36.3%

38.3%

39.7%

39.7%

37.0%

38.3%

38.7%

21.0%

22.3%

22.3%

24.0%

14.7%

21.7%

19.7%

21.7%

4.0%

3.3%

4.3%

4.0%

2.7%

5.7%

5.0%

9.0%

8.0%

9.3%

9.7%

8.3%

12.7%

10.3%

7.7%

11.3%

4.7%

5.0%

7.7%

7.7%

9.3%

4.7%

6.0%

2.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

今後の就業意向

今後も是非働きたい
可能な限り働きたい
どちらともいえない
同業種で他に条件のよい会社があれば転職するつもり
他業種でも他に条件のよい会社があれば転職するつもり
続けていくつもりはない

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

定年後も
同じ職業
で働き続
けたい

定年後は
別の業種
で働き口
を探す

定年後は
働くつもり
はない

その他 回答者数

建設業 128 60 84 28 300
自動車製造業 88 89 116 7 300
その他製造業 103 77 108 12 300
電気・ガス等 87 78 120 15 300
運輸業 102 81 102 15 300
販売業 108 74 96 22 300
飲食 91 80 89 40 300
福祉 113 73 99 15 300

42.7%

29.3%

34.3%

29.0%

34.0%

36.0%

30.3%

37.7%

20.0%

29.7%

25.7%

26.0%

27.0%

24.7%

26.7%

24.3%

28.0%

38.7%

36.0%

40.0%

34.0%

32.0%

29.7%

33.0%

9.3%

2.3%

4.0%

5.0%

5.0%

7.3%

13.3%

5.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

定年後の労働意向

定年後も同じ職業で働き続けたい

定年後は別の業種で働き口を探す

定年後は働くつもりはない

その他

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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■満足度に関する項目 
問 17．あなたが現在勤務している事業所に対してどのように感じているかをお答え下さい。 
 
① 現職の仕事内容に関する満足度 
現職の仕事内容に関する満足

度 
（当てはまるものをひとつ） 

1．満足している、2．やや満足している、 
3．やや不満である、4．不満である、5．どちらとも言えない 

 
■現職の仕事内容に関する満足度 

 

 
 
② 仕事のやりがいに関する満足度 
仕事のやりがいに関する満足

度 
（当てはまるものをひとつ） 

1．満足している、2．やや満足している、 
3．やや不満である、4．不満である、5．どちらとも言えない 

 
■仕事のやりがいに関する満足度 

 

満足して
いる

やや満足
している

やや不満
である

不満であ
る

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 51 124 59 36 30 300
自動車製造業 42 130 62 41 25 300
その他製造業 44 111 70 54 21 300
電気・ガス等 37 129 55 36 43 300
運輸業 42 114 59 58 27 300
販売業 46 114 62 41 37 300
飲食 52 130 48 36 34 300
福祉 33 134 58 48 27 300

17.0%

14.0%

14.7%

12.3%

14.0%

15.3%

17.3%

11.0%

41.3%

43.3%

37.0%

43.0%

38.0%

38.0%

43.3%

44.7%

10.0%

8.3%

7.0%

14.3%

9.0%

12.3%

11.3%

9.0%

19.7%

20.7%

23.3%

18.3%

19.7%

20.7%

16.0%

19.3%

12.0%

13.7%

18.0%

12.0%

19.3%

13.7%

12.0%

16.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

仕事内容に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

満足して
いる

やや満足
している

やや不満
である

不満であ
る

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 47 131 45 36 41 300
自動車製造業 37 121 62 48 32 300
その他製造業 41 120 63 50 26 300
電気・ガス等 36 121 47 42 54 300
運輸業 46 112 47 62 33 300
販売業 44 122 61 37 36 300
飲食 58 134 41 34 33 300
福祉 37 142 44 48 29 300
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③ 事業場での働きやすさに関する満足度 
事業場での働きやすさに関す

る満足度 
1．満足している、2．やや満足している、 
3．やや不満である、4．不満である、5．どちらとも言えない 

→「3」または「4」を回答された方は、その理由についてお答え下さい。特に不満の理由として該当す

るものを 3 つまでお答え下さい。 

働きやすさに関して不満があ

る理由 

1．事業場の環境（設備）が古い 
2．事業場の環境（設備）が汚い 
3．社員同士のコミュニケーションがとりにくい 
4．社内の周囲で相談できる人がいない 
5．福利厚生が充実している 
6．研修制度が充実している 
7．その他（具体的にご回答下さい） 

（不満の理由） 
も不満である 2 番目に不満である 3 番目に不満である 

   
 
■事業場での働きやすさに関する満足度 

 

15.7%

12.3%

13.7%

12.0%

15.3%

14.7%

19.3%

12.3%

43.7%

40.3%

40.0%

40.3%

37.3%

40.7%

44.7%

47.3%

13.7%

10.7%

8.7%

18.0%

11.0%

12.0%

11.0%

9.7%

15.0%

20.7%

21.0%

15.7%

15.7%

20.3%

13.7%

14.7%

12.0%

16.0%

16.7%

14.0%

20.7%

12.3%

11.3%

16.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

仕事のやりがいに関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

満足して
いる

やや満足
している

やや不満
である

不満であ
る

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 60 126 49 30 35 300
自動車製造業 55 121 58 43 23 300
その他製造業 43 123 61 43 30 300
電気・ガス等 43 123 56 37 41 300
運輸業 56 124 42 54 24 300
販売業 60 120 56 36 28 300
飲食 68 128 43 30 31 300
福祉 37 117 63 55 28 300
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■働きやすさに関して不満がある理由 

 

 

20.0%

18.3%

14.3%

14.3%

18.7%

20.0%

22.7%

12.3%

42.0%

40.3%

41.0%

41.0%

41.3%

40.0%

42.7%

39.0%

11.7%

7.7%

10.0%

13.7%

8.0%

9.3%

10.3%

9.3%

16.3%

19.3%

20.3%

18.7%

14.0%

18.7%

14.3%

21.0%

10.0%

14.3%

14.3%

12.3%

18.0%

12.0%

10.0%

18.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

働きやすさに関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

回答者数
事業場の
環境（設
備）が古い

事業場の
環境（設
備）が汚い

社員同士
のコミュニ
ケーション
がとりにく
い

社内の周
囲で相談
できる人
がいない

福利厚生
が充実し
ている

研修制度
が充実し
ている

その他
上記にあ
てはまるも
のはない

建設業 1番目 79 7 12 23 20 7 0 10 0
建設業 2番目 79 9 8 19 13 5 4 4 17
建設業 3番目 79 9 6 9 8 10 2 3 32
自動車製造業 1番目 101 20 9 33 21 6 2 10 0
自動車製造業 2番目 101 14 19 14 16 6 4 4 24
自動車製造業 3番目 101 12 12 16 7 5 1 3 45
その他製造業 1番目 104 22 7 35 21 6 0 13 0
その他製造業 2番目 104 10 17 22 26 5 2 7 15
その他製造業 3番目 104 9 11 14 9 7 11 5 38
電気・ガス等 1番目 93 18 5 28 19 5 1 17 0
電気・ガス等 2番目 93 5 12 19 23 5 0 7 22
電気・ガス等 3番目 93 12 10 12 6 7 3 7 36
運輸業 1番目 96 23 2 27 22 9 1 12 0
運輸業 2番目 96 13 19 20 19 2 0 1 22
運輸業 3番目 96 10 13 12 7 8 0 7 39
販売業 1番目 92 19 6 25 16 6 0 20 0
販売業 2番目 92 12 11 15 17 6 3 8 20
販売業 3番目 92 13 6 13 10 5 5 4 36
飲食 1番目 73 17 3 24 14 5 2 8 0
飲食 2番目 73 3 13 15 16 3 2 3 18
飲食 3番目 73 4 6 9 8 7 4 0 35
福祉 1番目 118 18 7 40 18 9 0 26 0
福祉 2番目 118 15 16 23 26 5 2 12 19
福祉 3番目 118 7 11 13 12 13 8 9 45

23

20

12

7

7

0

10

0

19

13

8

9

5

4

4

17

9

8

6

9

10

2

3

32

0 10 20 30 40 50 60 70 80

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が汚い

事業場の環境（設備）が古い

福利厚生が充実している

研修制度が充実している

その他

上記にあてはまるものはない

働きやすさに関しての不満の理由（建設業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（79）

33

20

21

9

6

2

10

0

14

14

16

19

6

4

4

24

16

12

7

12

5

1

3

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

事業場の環境（設備）が古い

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が汚い

福利厚生が充実している

研修制度が充実している

その他

上記にあてはまるものはない

働きやすさに関しての不満の理由（自動車製造業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（101）
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④ 事業所の将来性に関する満足度 
事業所の将来性に対する期待

度 
（当てはまるものをひとつ） 

1．期待している、2．やや期待している、 
3．あまり期待できない、4．期待できない、5．どちらとも言え

ない 
 
■事業所の将来性に関する満足度 

 

35

21

22

7

6

0

13

0

22

26

10

17

5

2

7

15

14

9

9

11

7

11

5

38

0 10 20 30 40 50 60 70 80

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

福利厚生が充実している

研修制度が充実している

その他

上記にあてはまるものはない

働きやすさに関しての不満の理由（その他製造業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（104）

28

19

18

5

5

1

17

0

19

23

5

12

5

0

7

22

12

6

12

10

7

3

7

36

0 10 20 30 40 50 60 70 80

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

福利厚生が充実している

研修制度が充実している

その他

上記にあてはまるものはない

働きやすさに関しての不満の理由（電気・ガス等）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（93）

27

22

23

2

9

1

12

0

20

19

13

19

2

0

1

22

12

7

10

13

8

0

7

39

0 10 20 30 40 50 60 70 80

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

福利厚生が充実している

研修制度が充実している

その他

上記にあてはまるものはない

働きやすさに関しての不満の理由（運輸業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（96）

25

19

16

6

6

0

20

0

15

12

17

11

6

3

8

20

13

13

10

6

5

5

4

36

0 10 20 30 40 50 60 70 80

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

事業場の環境（設備）が古い

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が汚い

福利厚生が充実している

研修制度が充実している

その他

上記にあてはまるものはない

働きやすさに関しての不満の理由（販売業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（92）

24

14

17

3

5

2

8

0

15

16

3

13

3

2

3

18

9

8

4

6

7

4

0

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

福利厚生が充実している

研修制度が充実している

その他

上記にあてはまるものはない

働きやすさに関しての不満の理由（飲食）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（73）

40

18

18

7

9

0

26

0

23

26

15

16

5

2

12

19

13

12

7

11

13

8

9

45

0 10 20 30 40 50 60 70 80

社員同士のコミュニケーションがとりにくい

社内の周囲で相談できる人がいない

事業場の環境（設備）が古い

事業場の環境（設備）が汚い

福利厚生が充実している

研修制度が充実している

その他

上記にあてはまるものはない

働きやすさに関しての不満の理由（福祉）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（118）

期待して
いる

やや期待
している

あまり期
待できな
い

期待でき
ない

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 30 85 89 52 44 300
自動車製造業 39 93 81 47 40 300
その他製造業 28 92 93 50 37 300
電気・ガス等 16 87 91 52 54 300
運輸業 30 77 83 71 39 300
販売業 27 85 92 52 44 300
飲食 34 77 97 45 47 300
福祉 22 96 87 56 39 300
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⑤ 給与・賃金に関する満足度 

給与・賃金に関する満足度 
（当てはまるものをひとつ） 

1．満足している → ⑥へお進み下さい。 
2．やや満足している → ⑥へお進み下さい。 
3．やや不満である 
4．不満である 
5．どちらとも言えない → ⑥へお進み下さい。 

→「3」または「4」を回答された方は、その理由についてお答え下さい。特に、不満の理由として該当

するものを 3 つまでお答え下さい。 
 

給与・賃金に関して不満があ

る理由 

1．労働時間に対して低いと感じる 
2．危険が伴う労働に対して低いと感じる 
3．高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる 
4．残業代が十分に支払われていない 
5．他業種・他社と比べて低いと感じる 
6．定期昇給がない 
7．資格取得による評価が反映されない 
8．評価制度による能力、情意等による評価が反映されない 
9．その他（具体的にご回答ください。） 

 
（不満の理由） 

も不満である 2 番目に不満である 3 番目に不満である 
   
 
■給与・賃金に関する満足度 

 

10.0%

13.0%

9.3%

5.3%

10.0%

9.0%

11.3%

7.3%

28.3%

31.0%

30.7%

29.0%

25.7%

28.3%

25.7%

32.0%

14.7%

13.3%

12.3%

18.0%

13.0%

14.7%

15.7%

13.0%

29.7%

27.0%

31.0%

30.3%

27.7%

30.7%

32.3%

29.0%

17.3%

15.7%

16.7%

17.3%

23.7%

17.3%

15.0%

18.7%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

事業所の将来性に関する満足度

期待している やや期待している どちらとも言えない あまり期待できない 期待できない

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

満足して
いる

やや満足
している

やや不満
である

不満であ
る

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 25 78 88 74 35 300
自動車製造業 28 100 89 57 26 300
その他製造業 24 74 99 81 22 300
電気・ガス等 25 94 78 59 44 300
運輸業 22 69 76 104 29 300
販売業 26 63 80 95 36 300
飲食 28 64 75 89 44 300
福祉 24 60 96 100 20 300
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■給与・賃金に関して不満がある理由 

 

 

 

8.3%

9.3%

8.0%

8.3%

7.3%

8.7%

9.3%

8.0%

26.0%

33.3%

24.7%

31.3%

23.0%

21.0%

21.3%

20.0%

11.7%

8.7%

7.3%

14.7%

9.7%

12.0%

14.7%

6.7%

29.3%

29.7%

33.0%

26.0%

25.3%

26.7%

25.0%

32.0%

24.7%

19.0%

27.0%

19.7%

34.7%

31.7%

29.7%

33.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

給与・賃金に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

回答者数

労働時間
に対して
低いと感じ
る

危険が伴
う労働に
対して低
いと感じる

高度な技
術を必要
とする労
働に対し
て低いと
感じる

残業代が
十分に支
払われて
いない

他業種・
他社と比
べて低い
と感じる

定期昇給
がない

資格取得
による評
価が反映
されない

評価制度
による能
力、情意
等による
評価が反
映されな
い

その他
上記にあ
てはまるも
のはない

建設業 1番目 162 50 8 19 11 29 28 3 11 3 0
建設業 2番目 162 12 13 9 22 21 35 14 11 0 25
建設業 3番目 162 12 4 8 12 25 17 11 18 2 53
自動車製造業 1番目 146 46 4 13 7 26 15 2 28 5 0
自動車製造業 2番目 146 16 10 16 5 21 18 10 24 0 26
自動車製造業 3番目 146 17 2 11 4 21 14 11 25 0 41
その他製造業 1番目 180 43 3 15 11 40 33 2 30 3 0
その他製造業 2番目 180 17 9 12 9 36 32 7 24 3 31
その他製造業 3番目 180 12 2 11 6 20 25 12 27 6 59
電気・ガス等 1番目 137 35 9 8 3 25 28 3 16 10 0
電気・ガス等 2番目 137 11 7 15 9 17 22 12 15 1 28
電気・ガス等 3番目 137 11 4 8 7 11 15 9 21 1 50
運輸業 1番目 180 64 11 16 12 35 25 4 10 3 0
運輸業 2番目 180 28 17 11 13 23 40 8 14 1 25
運輸業 3番目 180 21 7 12 7 30 16 9 22 2 54
販売業 1番目 175 68 4 10 5 29 33 3 17 6 0
販売業 2番目 175 20 9 10 15 43 27 2 14 5 30
販売業 3番目 175 17 5 9 9 20 22 8 18 5 62
飲食 1番目 164 92 1 4 7 18 21 4 8 9 0
飲食 2番目 164 9 3 7 21 23 32 4 13 0 52
飲食 3番目 164 9 1 9 6 15 20 12 14 2 76
福祉 1番目 196 51 11 19 19 53 19 5 14 5 0
福祉 2番目 196 29 16 14 21 38 22 16 21 2 17
福祉 3番目 196 21 5 19 14 17 25 27 27 4 37

28
29

50
11
11
19

3
8

3
0

35
21

12
22

11
9

14
13

0
25

17
25

12
12

18
8

11
4

2
53

0 20 40 60 80 100 120

定期昇給がない

他業種・他社と比べて低いと感じる

労働時間に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

評価制度による能力、情意等による評価が反映されない

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

資格取得による評価が反映されない

危険が伴う労働に対して低いと感じる

その他

上記にあてはまるものはない

給与・賃金に関しての不満の理由（建設業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（162）

46
28
26

15
13

2
4
7
5

0

16
24

21
18

16
10
10
5

0
26

17
25

21
14

11
11
2
4

0
41

0 20 40 60 80 100 120

労働時間に対して低いと感じる

評価制度による能力、情意等による評価が反映されない

他業種・他社と比べて低いと感じる

定期昇給がない

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

資格取得による評価が反映されない

危険が伴う労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

その他

上記にあてはまるものはない

給与・賃金に関しての不満の理由（自動車製造業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（146）

40
33
30

43
15
11

2
3
3
0

36
32

24
17

12
9

7
9

3
31

20
25

27
12

11
6

12
2

6
59

0 20 40 60 80 100 120

他業種・他社と比べて低いと感じる

定期昇給がない

評価制度による能力、情意等による評価が反映されない

労働時間に対して低いと感じる

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

資格取得による評価が反映されない

危険が伴う労働に対して低いと感じる

その他

上記にあてはまるものはない

給与・賃金に関しての不満の理由（その他製造業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（180）

28
35

25
16

8
3
9

3
10

0

22
11

17
15

15
12

7
9
1
28

15
11

11
21

8
9
4

7
1

50

0 20 40 60 80 100 120

定期昇給がない

労働時間に対して低いと感じる

他業種・他社と比べて低いと感じる

評価制度による能力、情意等による評価が反映されない

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

資格取得による評価が反映されない

危険が伴う労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

その他

上記にあてはまるものはない

給与・賃金に関しての不満の理由（電気・ガス等）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（137）
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⑥ 労働時間に関する満足度 

労働時間に関する満足度 
（当てはまるものをひとつ） 

1．満足している → ⑦へお進み下さい。 
2．やや満足している → ⑦へお進み下さい。 
3．やや不満である 
4．不満である 
5．どちらとも言えない → ⑦へお進み下さい。 

→「3」または「4」を回答された方は、その理由についてお答え下さい。 
労働時間に関して不満がある

理由 
（当てはまるものを全て） 

1．労働時間が長い 
2．勤務時間の調整ができない 
3．その他（具体的にご回答ください。） 

 
■労働時間に関する満足度 

 

64
35

25
10
16

11
12

4
3
0

28
23
40

14
11
17
13

8
1

25

21
30
16

22
12
7

7
9

2
54

0 20 40 60 80 100 120

労働時間に対して低いと感じる

他業種・他社と比べて低いと感じる

定期昇給がない

評価制度による能力、情意等による評価が反映されない

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

危険が伴う労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

資格取得による評価が反映されない

その他

上記にあてはまるものはない

給与・賃金に関しての不満の理由（運輸業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（180）

68
29
33

17
10
5
4
3
6

0

20
43

27
14

10
15

9
2
5

30

17
20

22
18

9
9

5
8
5

62

0 20 40 60 80 100 120

労働時間に対して低いと感じる

他業種・他社と比べて低いと感じる

定期昇給がない

評価制度による能力、情意等による評価が反映されない

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

残業代が十分に支払われていない

危険が伴う労働に対して低いと感じる

資格取得による評価が反映されない

その他

上記にあてはまるものはない

給与・賃金に関しての不満の理由（販売業）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（175）

92
21
18

8
7
4
4
1
9

0

9
32

23
13
21

7
4

3
0

52

9
20

15
14
6

9
12

1
2

76

0 20 40 60 80 100 120

労働時間に対して低いと感じる

定期昇給がない

他業種・他社と比べて低いと感じる

評価制度による能力、情意等による評価が反映されない

残業代が十分に支払われていない

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

資格取得による評価が反映されない

危険が伴う労働に対して低いと感じる

その他

上記にあてはまるものはない

給与・賃金に関しての不満の理由（飲食）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（164）

53
51

19
14
19
19

5
11
5

0

38
29

22
21

21
14

16
16

2
17

17
21

25
27
14

19
27

5
4

37

0 20 40 60 80 100 120

他業種・他社と比べて低いと感じる

労働時間に対して低いと感じる

定期昇給がない

評価制度による能力、情意等による評価が反映されない

残業代が十分に支払われていない

高度な技術を必要とする労働に対して低いと感じる

資格取得による評価が反映されない

危険が伴う労働に対して低いと感じる

その他

上記にあてはまるものはない

給与・賃金に関しての不満の理由（福祉）

1番目 2番目 3番目
※．回答者数（196）

満足して
いる

やや満足
している

やや不満
である

不満であ
る

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 56 113 70 34 27 300
自動車製造業 55 130 56 33 26 300
その他製造業 54 124 58 29 35 300
電気・ガス等 60 124 49 22 45 300
運輸業 48 108 68 49 27 300
販売業 61 94 60 42 43 300
飲食 55 93 58 47 47 300
福祉 52 120 58 43 27 300
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■労働時間に関して不満がある理由 

 

 
⑦ 休日・休暇に関する満足度 

休日・休暇に関する満足度 
（当てはまるものをひとつ） 

1．満足している → 問 18 へお進み下さい。 
2．やや満足している → 問 18 へお進み下さい。 
3．やや不満である 
4．不満である 
5．どちらとも言えない → 問 18 へお進み下さい。 

→「3」または「4」を回答された方は、その理由についてお答え下さい。 

休日・休暇に関して不満があ

る理由（当てはまるものを全

て） 

1．土日祝日が出勤日である 
2．決められた休日に出勤日がある 
3．希望する日に休暇がとりにくい 
4．その他（具体的にご回答ください。） 

18.7%

18.3%

18.0%

20.0%

16.0%

20.3%

18.3%

17.3%

37.7%

43.3%

41.3%

41.3%

36.0%

31.3%

31.0%

40.0%

9.0%

8.7%

11.7%

15.0%

9.0%

14.3%

15.7%

9.0%

23.3%

18.7%

19.3%

16.3%

22.7%

20.0%

19.3%

19.3%

11.3%

11.0%

9.7%

7.3%

16.3%

14.0%

15.7%

14.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

労働時間に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

労働時間
が長い

勤務時間
の調整が
できない

その他 回答者数

建設業 55 48 8 104
自動車製造業 53 35 7 89
その他製造業 48 50 7 87
電気・ガス等 37 34 5 71
運輸業 69 54 10 117
販売業 63 44 11 102
飲食 70 44 8 105
福祉 56 45 16 101

52.9%

46.2%

7.7%

59.6%

39.3%

7.9%

55.2%

57.5%

8.0%

52.1%

47.9%

7.0%

59.0%

46.2%

8.5%

61.8%

43.1%

10.8%

66.7%

41.9%

7.6%

55.4%

44.6%

15.8%

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

労働時間が長い

勤務時間の調整ができない

その他

労働時間に関しての不満の理由

建設業(104) 自動車製造業(89) その他製造業(87)

電気・ガス等(71) 運輸業(117) 販売業(102)

飲食(105) 福祉(101) ※．カッコ内は回答数
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■休日・休暇に関する満足度 

 

 
 
■休日・休暇に関して不満がある理由 

 

満足して
いる

やや満足
している

やや不満
である

不満であ
る

どちらとも
言えない

回答者数

建設業 66 107 65 37 25 300
自動車製造業 77 137 48 21 17 300
その他製造業 61 135 45 34 25 300
電気・ガス等 80 117 39 21 43 300
運輸業 58 105 54 61 22 300
販売業 60 97 58 48 37 300
飲食 60 83 61 51 45 300
福祉 57 124 56 42 21 300

22.0%

25.7%

20.3%

26.7%

19.3%

20.0%

20.0%

19.0%

35.7%

45.7%

45.0%

39.0%

35.0%

32.3%

27.7%

41.3%

8.3%

5.7%

8.3%

14.3%

7.3%

12.3%

15.0%

7.0%

21.7%

16.0%

15.0%

13.0%

18.0%

19.3%

20.3%

18.7%

12.3%

7.0%

11.3%

7.0%

20.3%

16.0%

17.0%

14.0%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

休日・休暇に関する満足度

満足している やや満足している どちらとも言えない やや不満である 不満である

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

土日祝日
が出勤日
である

決められ
た休日に
出勤日が
ある

希望する
日に休暇
がとりにく
い

その他 回答者数

建設業 30 34 38 17 102
自動車製造業 19 21 29 10 69
その他製造業 24 30 37 7 79
電気・ガス等 14 19 33 6 60
運輸業 48 25 64 11 115
販売業 43 28 55 18 106
飲食 52 21 58 15 112
福祉 36 22 59 12 98
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29.4%

33.3%

37.3%

16.7%

27.5%

30.4%

42.0%

14.5%

30.4%

38.0%

46.8%

8.9%

23.3%

31.7%

55.0%

10.0%

41.7%

21.7%

55.7%

9.6%

40.6%

26.4%

51.9%

17.0%

46.4%

18.8%

51.8%

13.4%

36.7%

22.4%

60.2%

12.2%

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

土日祝日が出勤日である

決められた休日に出勤日がある

希望する日に休暇がとりにくい

その他

休日・休暇に関しての不満の理由

建設業(102) 自動車製造業(69) その他製造業(79)

電気・ガス等(60) 運輸業(115) 販売業(106)

飲食(112) 福祉(98)
※．カッコ内は回答数
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問 18．あなたが現在の職業を続けていく上で も重視するものをひとつお答え下さい。 
現在の職業を続けていく上で重視すること 

1．満足のいく仕事ができる環境、2．仕事と生活の調和、3．経営が安定している、 
4．挨拶や声掛などがしっかりできており、事業場に活気がある、 
5．困り事や悩み事に対して相談できる相手がいる、 
6．正社員としての雇用、7．給与・賃金が仕事に見合っている、 
8．技術向上等による昇給・昇格制度の確立、9．福利厚生の充実、10．その他（具体的にご回答

下さい） 
 
■現在の職業を続けていく上で重視すること 

 

 
 
 
 
 
 

満足のい
く仕事が
できる環
境

仕事と生
活の調和

経営が安
定している

挨拶や声
掛などが
しっかりで
きており、
事業場に
活気があ
る

困り事や
悩み事に
対して相
談できる
相手がい
る

正社員とし
ての雇用

給与・賃
金が仕事
に見合っ
ている

技術向上
等による
昇給・昇
格制度の
確立

福利厚生
の充実

その他 回答者数

建設業 53 85 45 5 3 30 63 2 10 4 300
自動車製造業 47 92 27 15 6 38 65 5 2 3 300
その他製造業 46 97 28 7 3 43 56 6 9 5 300
電気・ガス等 39 90 38 4 8 26 65 1 23 6 300
運輸業 37 93 27 7 6 38 72 2 12 6 300
販売業 54 85 51 3 7 25 63 1 6 5 300
飲食 66 81 73 6 7 11 46 4 3 3 300
福祉 34 81 24 13 12 21 96 5 10 4 300

17.7%

15.7%

15.3%

13.0%

12.3%

18.0%

22.0%

11.3%

28.3%

30.7%

32.3%

30.0%

31.0%

28.3%

27.0%

27.0%

15.0%

9.0%

9.3%

12.7%

9.0%

17.0%

24.3%

8.0%

1.7%

5.0%

2.3%

1.3%

2.3%

1.0%

2.0%

4.3%

1.0%

2.0%

1.0%

2.7%

2.0%

2.3%

2.3%

4.0%

10.0%

12.7%

14.3%

8.7%

12.7%

8.3%

3.7%

7.0%

21.0%

21.7%

18.7%

21.7%

24.0%

21.0%

15.3%

32.0%

0.7%

1.7%

2.0%

0.3%

0.7%

0.3%

1.3%

1.7%

3.3%

0.7%

3.0%

7.7%

4.0%

2.0%

1.0%

3.3%

1.3%

1.0%

1.7%

2.0%

2.0%

1.7%

1.0%

1.3%

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

建設業

自動車製造業

その他製造業

電気・ガス等

運輸業

販売業

飲食

福祉

現在の職業を続けていく上で最も重視するもの

満足のいく仕事ができる環境 仕事と生活の調和
経営が安定している 挨拶や声掛などがしっかりできており、事業場に活気がある
困り事や悩み事に対して相談できる相手がいる 正社員としての雇用
給与・賃金が仕事に見合っている 技術向上等による昇給・昇格制度の確立
福利厚生の充実 その他

(300)

※．カッコ内は回答者数

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)

(300)
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５． 出典一覧 

・「平成 26 年度 中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査に係る委託事業 作業報告

書」 株式会社 野村総合研究所 
・「求職者の動向・意識調査 2015 基本報告書」 ジョブズリサーチセンター 
・一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 24・25・26・27 年度版「自動車ディーラービジョ

ン（乗用車店編）」 
・一般社団法人日本自動車販売協会連合会 平成 25 年度版「自動車ディーラービジョン（大型車店

編）」 
・「多様化するニーズに応えるために(好事例集)」 平成 25 年 一般社団法人日本自動車整備振興会

連合会 
 
 


