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ま  え  が  き 

 
厚生労働省の運用する「職業情報提供サイト（日本版 O-NET）」（以下「日本版 O-NET」

という。）は、米国の職業情報提供サイトである「O＊NET Online」をモデルとして開発

され 2020 年 3 月より公開されている。現在は、2020 年度に新規追加された 10 職業を加

えて約 500 の職業情報が掲載されている。 

（独）労働政策研究・研修機構は、長年にわたり日本において職業情報の収集、整理及

びその一般への提供を行ってきたことから、厚生労働省による日本版 O-NET の開発にあ

たり、同省の要請により 2017 年度は基本構想のとりまとめ、2018 年度、2019 年度の 2

年間は職業情報の開発を行い厚生労働省に提供を行った。当機構が厚生労働省に提供し

ている職業情報（インプットデータ）は、職業解説、職業の数値情報（各職業のスキルレ

ベル、知識の重要度等を職業間で比較可能な数値で示したもの。）及びタスク情報から構

成される。当機構では、日本版 O-NET サイト公開後も職業情報の収集、更新等を継続し

て実施することとなっている。 

職業情報の提供は、労働市場にある様々な職業や新しい仕事を「見える化」すること

により、学生、求職者の進路選択や就職活動、在職者、人事労務担当者にとっては人事異

動、人事配置、教育訓練プランの作成等に資するものである。さらに、ハローワーク、民

間職業紹介事業者等のキャリアコンサルタントの方々に汎く活用いただくことで、個別

の企業のみならず労働市場全体の中で人材配置の最適化、労働移動の円滑化等を効率的

に実現することにも貢献できるといえるだろう。 

日本版 O-NET サイトからは数値情報をダウンロードすることが可能であり、職業、労

働市場、労働移動等に関連した学術研究のための基礎的な情報基盤となり得るものであ

る。研究成果の政策立案への貢献も期待できる。 

本報告書では、日本版 O-NET サイト公開後の初年度となる 2020 年度に当機構が行った

職業情報の収集、更新及び新たに取得した数値情報等を使用した分析等についてとりま

とめを行った。日本版 O-NET に関心をお持ちの皆様にご参照いただければ幸いである。 
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序 章 

 

 厚生労働省の運用する「職業情報提供サイト（日本版 O-NET）」（以下「日本版 O-NET」と

いう。）は、米国の職業情報提供サイトである「O＊NET OnLine」1をモデルとして開発され 2020

年 3 月より公開されている。現在は、2020 年度に新規追加された 10 職業を加えて約 500 の

職業情報が掲載されている。 

 （独）労働政策研究・研修機構は、長年にわたり日本において職業情報の収集、整理及び

その一般への提供を行ってきたことから、厚生労働省による日本版 O-NET の開発にあたり、

同省の要請により 2017 年度は基本構想のとりまとめ、2018 年度、2019 年度の 2 年間はサイ

ト公開当初に搭載する職業情報（インプットデータ）の開発を行い厚生労働省に提供を行っ

た。当機構が厚生労働省に提供している職業情報は、具体的には職業解説（職業の内容、入

職経路、労働条件の特徴等を文章で記述したもの。定性データ）、職業の数値情報（各職業の

スキルレベル、知識の重要度等を職業間で比較可能な数値で示したもの。定量データ）及び

タスク情報から構成される。日本版 O-NET サイト公開後も当機構が職業情報の収集、更新等

を継続して実施することとなっている。 

本報告書では、日本版 O-NET サイト公開後の初年度となる 2020 年度に当機構が行った職

業情報の収集、更新及び新規に取得した数値情報等を使用した分析等について各章で記載す

る。本章第 1 節では日本版 O-NET 開発のきっかけとなった政府方針から日本版 O-NET につい

て記載している直近の政府方針等日本版 O-NET を取り巻く背景等について整理している。第

２節では本報告書を構成する各章の概要を記載する。 

 なお、日本版 O-NET 公開前の 2017 年度の基本構想のとりまとめは、「仕事の世界の見える

化に向けて－職業情報提供サイト（日本版 O-NET）の基本構想に関する研究－」（JILPT 資料

シリーズ No.203 2018 年 3 月）、2018 年度、2019 年度の 2 年間に当機構が行った職業情報の

開発に係る調査研究等の詳細は、「職業情報提供サイト（日本版 O-NET）のインプットデータ

開発に関する研究」（JILPT 資料シリーズ No.227 2020 年 3 月）を参照されたい。 

 

  

                            
1 米国 O＊NET は、連邦労働省雇用訓練局が運営する職業情報提供サイトである。923 職業（2021 年 7 月現在）が

収録されている。各職業について、職務の内容、求められるスキルや知識、求められる学歴、年収等の情報がイ

ンターネットで提供されている。求められるスキルや知識等については数値化されている。就職、転職等におい

て参考となる情報として、学生、求職者、就職を支援する専門家等に活用されている。 
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第１節 日本版 O-NET に関連する政府方針等 

 

 「日本版 O-NET」の創設が初めて提言されたのは、2017 年 3 月 28 日に働き方改革実現会議

で決定された「働き方改革実行計画」においてである。人口減少下で安定的な経済成長を実

現していくためには、一人ひとりが持つ能力を最大限に活かし、国全体の労働生産性の向上

を図ることが重要である。高齢化、長寿化も進み個人レベルでみても、年齢、性別を問わず

多くの人が生涯を通して長く働くことが想定され、一生の中でのキャリアの転換、離職・転

職が珍しいことではなくなるだろう。そのため、学卒者の新規採用のみならず転職、再就職

など多様な採用機会の拡大も必要となる。その際、労働市場での人材配置の最適化、労働移

動の円滑化等を効率的に実現し、転職希望者等が持つ職業スキルや知識等を活かした就職活

動、企業の採用活動を行うためには「職業情報の見える化」が有効である。 

「働き方改革実行計画」では転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職業情報の見える化

として、「AI 等の成長分野も含めた様々な仕事の内容、求められる知識・能力・技術、平均

年収といった職業情報のあり方について、関係省庁や民間が連携して調査・検討を行い、資

格情報等も含めて総合的に提供するサイト（日本版 O-NET）を創設する」とされたところで

ある。 

 その後も日本版O-NETについては、政府方針等の中で言及されている。「未来投資戦略2017」

（2017 年 6 月 9 日閣議決定）においては、生産性・成長性の高い産業への「人の流れ」を実

現する労働市場改革の一環として、転職・再就職の拡大に向けて、労働市場における「見え

る化」を促進する職業情報に関して総合的に提供するサイトとして日本版 O-NET が記述され

ている。 

「未来投資戦略 2018」(2018 年 6 月 15 日閣議決定)では、人材の最適活用に向け、個人の

主体的なキャリア形成を支える労働市場インフラとして日本版 O-NET の創設が掲げられたと

ころである。 

2019 年の「成長戦略フォローアップ」（2019 年 6 月 21 日閣議決定）の中では、日本版 O-

NET の公開を前提に、同サイトが他の関連システムと有機的に連携することで、求職者や企

業の人事担当者等が円滑に職業情報の把握等を行えるシステム構築を目指すことが言及され

ている。 

サイト公開後の 2020 年の「革新的事業活動に関する実行計画」（2020 年 7 月 17 日閣議決

定）（抜粋）の中では、2020 年度～2025 年度の間も「労働市場の見える化」に資するよう、

職業情報提供サイト「日本版 O-NET」について、労働市場の変化に応じて情報の収集・分

析・更新や、関連システムとの連携等を行うとともに、コンテンツを更に充実することが計

画されている。 

また、高齢者の雇用・就業機会の確保、中途採用の促進等の文脈においても、日本版 O-NET

を含め、求職者等の職業選択に資する職業情報等の提供は、国が総合的に取り組むべき施策
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の一つとして、その充実に取り組む旨の条文が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」（昭和 41 年法律第 132 号）に盛り込まれ 2021

年 4 月より施行されている。 

  

【参考】 

◆政府方針等に記載されている日本版 O-NET 

１ 働き方改革実行計画（平成 29 年 3 月 28 日：働き方改革実現会議決定）（抜粋） 

９．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援 

（２）転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化 

AI 等の成長分野も含めた様々な仕事の内容、求められる知識・能力・技術、平均年収といっ

た職業情報のあり方について、関係省庁や民間が連携して調査・検討を行い、資格情報等も

含めて総合的に提供するサイト（日本版 O-NET）を創設する。（以下、略） 

 

２ 未来投資戦略 2017- Society 5.0 の実現に向けた開拓- 

（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定）（抜粋） 

第２ 具体的施策 

Ⅱ Society 5.0 の横割課題  

Ａ．価値の源泉の創出 

３．人材の育成・活用力の強化 

（２）新たに講ずべき具体的施策  

ⅲ）生産性・成長性の高い産業への「人の流れ」を実現する労働市場改革  

① 労働市場における「見える化」の促進  

転職・再就職の拡大に向けて、職業情報に関して総合的に提供するサイト（日本版 O-NET）

や女性や若者が働きやすい企業の職場情報をワンストップで閲覧できるサイトの創設、技能

検定やジョブ・カードの活用促進等により、職業能力・職場情報の見える化を促進する。 

 

３ 未来投資戦略 2018 ―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革― 

（平成 30 年６月 15 日閣議決定）（抜粋） 

第２ 具体的施策 

Ⅱ．経済構造革新への基盤づくり  

[１]データ駆動型社会の共通インフラの整備 

２．ＡＩ時代に対応した人材育成と最適活用 

２－２．人材の最適活用に向けた労働市場改革 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅲ）主体的なキャリア形成を支える労働市場のインフラ整備  

－3－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



- 4 - 

 

 

 

① 日本版 O-NET の創設等による労働市場の「見える化」  

・職業情報提供サイト「日本版 O-NET」について、平成 32 年からの稼働に向け

て、AI・データ分野の専門家から知見を得つつ、民間人材ビジネス、企業等と

のデータ連携や AI・ビッグデータの活用も視野に入れ、データの収集・分析や

更新、ユーザーインターフェース、「職場情報総合サイト」等との連携など、

具体的な設計・開発の検討を進める。  

（以下、略） 

 

４ 成長戦略（2019 年）：成長戦略フォローアップ 

（令和元年 6 月 21 日閣議決定）（抜粋） 

Ⅱ. 全世代型社会保障への改革 

 ２．中途採用・経験者採用の促進 

 （２）新たに講ずべき具体的施策 

 Ⅱ) 主体的なキャリア形成を支える労働市場のインフラ整備 

 ・2020 年からの稼働を目指す職業情報提供サイト「日本版 O-NET」（仮称）や、2022 年

以降の稼働を目指す「職業能力診断ツール」について、両者の連携を図るほか、ハロ

ーワークインターネットサービスや職場情報総合サイトなど、既存のシステムとの

連携も視野に入れて開発・運用を進めることで、求職者や企業の人事担当者等が、円

滑に職業情報の把握や求人情報の検索等を行える有機的なシステム構築を目指す。 

 

５ 革新的事業活動に関する実行計画（令和 2 年 7 月 17 日閣議決定）（抜粋） 

１．新しい働き方の定着 

  ⅵ）日本版 O-NET 等による労働市場の「見える化」 

    職業情報提供サイト「日本版 O-NET」について、労働市場の変化に応じて情報の収

集・分析・更新や、関連システムとの連携等を行うとともに、コンテンツを更に充実

（２０２０年度～２０２５年度） 

 

 

◆日本版 O-NET の根拠条文 

 

６ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法

律（昭和 41 年法律第 132 号） 

 

第一章 総則 

（目的） 

－4－
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第一条 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対

応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労

働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充

実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することがで

きるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとと

もに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。 

 

（中略） 

 

（国の施策） 

第四条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従って、

次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。   

 （中略） 

六 労働者の職業選択に資するよう、雇用管理若しくは採用の状況その他の職場に関する事

項又は職業に関する事項の情報の提供のために必要な施策を充実すること。 
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第２節 本書の構成と概要 

 

 本書は、序章及び全６章から構成されている。 

第１章では、日本版 O-NET に収録する職業選定についての基本的考え方と 2020 年度の新

規職業、2021 年度の新規職業候補（今後、2021 年度中に職業情報収集等を行い確定）と選定

理由等を整理している。 

第２章では、職業解説の作成として 2020 年度の新規職業（10 職業）の解説作成方法と、

2020 年度に職業解説の更新の一環として、その内容充実のため実施した、①用語解説の作成、

②（各職業で）よく使う道具、機材、情報技術等の情報の職業解説への追記について、作成

手順等を記載している。 

第３章では、数値情報の作成のために実施された 2020 年度の Web 就業者調査について内

容やプロセス、回収状況や回答者の全体傾向等を報告している。 

第４章では、Web 就業者調査の結果得られた職業別推定値について、その概要を職業大分

類等の観点から整理し、報告している。 

 

以上の第１章から第４章までが、2020 年度の新規作成データに関する報告となる。一方、

第５章と第６章は 2019 年度までに作成した初期開発データに関する「詳細版数値系ダウン

ロードデータ」(version 1.10.01)の作成方法について報告している。このデータは 2020 年

11 月に追加公開されたデータで、第５章ではその作成プロセスを、第６章では有限母集団修

正のために実施された職業別の母集団規模判定の方法を報告している。 

 

巻末には、付録１として新規作成 10 職業の職業解説を、付録２として職業分類別職業名一

覧を、付録３として Web 調査画面のサンプルを掲載している。また、2020 年度 Web 就業者調

査で得られた職業別の推定値に関しては印刷物としては膨大なため割愛し、「オンライン追

加資料」として当機構の Web サイト上にて公開する。 
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図表 序-1 日本版 O-NET 収録職業一覧（496 職業） 

(※「通し番号」は調査時の「カテゴリ」順（第３章参照）) 

 

 

  

カテゴリ順
通し番号

職業名
IPD
収録
番号

カテゴリ順
通し番号

職業名
IPD
収録
番号

カテゴリ順
通し番号

職業名
IPD
収録
番号

カテゴリ順
通し番号

職業名
IPD
収録
番号

1 豆腐製造、豆腐職人 1 72 陶磁器技術者 304 143 引越作業員 201 214 内部監査人 469

2 パン製造、パン職人 2 73 ファインセラミックス製造技術者 305 144 通関士 202 215 ファンドマネージャー 470

3 洋菓子製造、パティシエ 3 74 石工 306 145 航空管制官 203 216
M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aア
ドバイザー

471

4 和菓子製造、和菓子職人 4 75 花火師 307 146 ディスパッチャー（航空機運航管理者） 204 217 独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA） 524

5 乳製品製造 5 76 高分子化学技術者 308 147 客室乗務員 205 218 中小企業診断士 80

6 水産ねり製品製造 6 77 バイオテクノロジー技術者 309 148 航空整備士 206 219 経営コンサルタント 81

7 冷凍加工食品製造 7 78 宇宙開発技術者 310 149 船員 207 220 アクチュアリー 468

8 惣菜製造 8 79 航空機開発エンジニア（ジェットエンジン） 311 150 トラック運転手 477 221 ITコンサルタント 362

9 清酒製造 9 80 建築設計技術者 20 151 トレーラートラック運転手 478 222 広報コンサルタント 363

10 みそ製造 10 81 建築施工管理技術者 21 152 ダンプカー運転手 479 223 人事コンサルタント 364

11 しょうゆ製造 11 82 土木設計技術者 22 153 タンクローリー乗務員 525 224 知的財産コーディネーター 365

12 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 12 83 土木施工管理技術者 23 154 送迎バス等運転手 480 225 知的財産サーチャー 366

13 ワイン製造 13 84 測量士 24 155 介護タクシー運転手 481 226 社会保険労務士 83

14 ビール製造 14 85 CADオペレーター 25 156 ルート配送ドライバー 482 227 司法書士 84

15 かん詰・びん詰・レトルト食品製造 15 86 大工 26 157 宅配便配達員 483 228 行政書士 85

16 野菜つけ物製造 16 87 型枠大工 27 158 新聞配達員 484 229 土地家屋調査士 86

17 陶磁器製造 17 88 鉄筋工 28 159 駐車場管理 96 230 弁護士 89

18 ガラス食器製造 18 89 鉄骨工 29 160 マンション管理員 473 231 公認会計士 90

19 プラスチック成形 19 90 とび 30 161 マンション管理フロント 474 232 弁理士 91

20 鋳造工/鋳造設備オペレーター 251 91 建設機械オペレーター 31 162 ビル施設管理 95 233 税理士 92

21 鍛造工/鍛造設備オペレーター 252 92 建設・土木作業員 32 163 ビル清掃 97 234 ファイナンシャル・プランナー 82

22 金型工 253 93 潜水士 33 164 施設警備員 241 235 不動産鑑定士 93

23 金属プレス工 254 94 さく井工/ボーリング工 35 165 雑踏・交通誘導警備員 475 236 パラリーガル（弁護士補助職） 425

24 溶接工 255 95 舗装工 36 166 ボイラーオペレーター 476 237 秘書 426

25 NC工作機械オペレーター 256 96 ブロック積み 37 167 医薬品販売/登録販売者 448 238 受付事務 427

26 めっき工 257 97 タイル工 38 168 リサイクルショップ店員 449 239 一般事務 428

27 非鉄金属製錬技術者 258 98 左官 39 169 携帯電話販売 450 240 データ入力 429

28 鉄鋼製造オペレーター 259 99 建築板金 40 170 CDショップ店員 451 241 経理事務 430

29 非破壊検査技術者 260 100 サッシ取付 41 171 ビデオレンタル店店員 123 242 営業事務 431

30 電子機器組立 261 101 内装工 42 172 営業（IT） 452 243 人事事務 432

31 機械設計技術者 262 102 建築塗装工 43 173 保険営業（生命保険、損害保険） 453 244 総務事務 433

32 光学機器組立 263 103 防水工 44 174 銀行・信用金庫渉外担当 454 245 企画・調査担当 434

33 自動車組立 264 104 保温工事 45 175 商品企画開発（チェーンストア） 461 246 NPO法人職員（企画・運営） 522

34 生産用機械組立 265 105 電気工事士 46 176 OA機器営業 462 247 調剤薬局事務 435

35 計器組立 266 106 配管工 47 177 化粧品販売/美容部員 464 248 介護事務 436

36 半導体技術者 267 107 エレベーター据付 48 178 化粧品訪問販売 465 249 生産・工程管理事務 437

37 半導体製造 268 108 鉄道線路管理 49 179 清涼飲料ルートセールス 466 250 銀行等窓口事務 438

38 物流設備管理・保全 269 109 送電線工事 50 180 自転車販売 467 251 貿易事務 439

39 自動車技術者 270 110 解体工 51 181 レンタカー店舗スタッフ 124 252 損害保険事務 440

40 精密機器技術者 271 111 フォークリフト運転作業員 237 182 代理店営業（保険会社） 472 253 通信販売受付事務 441

41 電気技術者 272 112 倉庫作業員 485 183 デパート店員 54 254 学校事務 442

42 電子機器技術者 273 113 ピッキング作業員 486 184 スーパー店長 55 255 医療事務 443

43 電気通信技術者 274 114 ハウスクリーニング 487 185 スーパーレジ係 56 256 広報・PR担当 444

44 家電修理 275 115
ペストコントロール従事者（害虫等防除・駆除従
事者）

488 186 スーパー店員 57 257 IR広報担当 445

45 プラント設計技術者 276 116 製品包装作業員 489 187 商社営業 58 258 企業法務担当 446

46 医療用画像機器組立 277 117 工場労務作業員 490 188 住宅・不動産営業 59 259 コンプライアンス推進担当 447

47 織布工/織機オペレーター 278 118 バックヤード作業員（スーパー食品部門） 491 189 自動車営業 60 260 新聞記者 208

48 染色工/染色設備オペレーター 279 119 調理補助 492 190 広告営業 61 261 雑誌記者 209

49 ミシン縫製 280 120 給食調理員 493 191 印刷営業 62 262 図書編集者 210

50 木材製造 281 121 ごみ収集作業員 494 192 医薬情報担当者（MR） 63 263 雑誌編集者 211

51 合板製造 282 122 産業廃棄物処理技術者 495 193 コールセンターオペレーター 64 264 テレビ・ラジオ放送技術者 212

52 家具製造 283 123 産業廃棄物収集運搬作業員 496 194 せり人 65 265 録音エンジニア 213

53 紡織設備管理・保全 284 124 積卸作業員 497 195 フラワーショップ店員 66 266 映像編集者 214

54 紙器製造 285 125 こん包作業員 498 196 電器店店員 67 267 放送記者 215

55 紡績機械オペレーター 286 126 港湾荷役作業員 499 197 書店員 68 268 アナウンサー 216

56 建具製造 287 127 路線バス運転手 186 198 メガネ販売 69 269 放送ディレクター 217

57 食品技術者 288 128 観光バス運転手 187 199 スポーツ用品販売 70 270 商業カメラマン 355

58 靴製造 289 129 タクシー運転手 188 200 ホームセンター店員 71 271 テレビカメラマン 356

59 かばん・袋物製造 290 130 パイロット 189 201 ペットショップ店員 72 272 報道カメラマン 357

60 漆器製造 291 131 航海士 190 202 衣料品販売 73 273 テクニカルライター 358

61 貴金属装身具製作 292 132 船舶機関士 191 203 検針員 74 274 製版オペレーター、DTPオペレーター 359

62 玩具（おもちゃ）製作 515 133 電車運転士 192 204 フランチャイズチェーン・スーパーバイザー 75 275 印刷オペレーター 360

63 医薬品製造 295 134 鉄道車掌 193 205 シューフィッター 76 276 製本オペレーター 361

64 生産・品質管理技術者 296 135 空港グランドスタッフ 194 206 駅構内売店店員 77 277 動画制作 328

65 タイヤ製造 297 136 駅務員 195 207 コンビニエンスストア店員 78 278 CG制作 329

66 化粧品製造 298 137 鉄道運転計画・運行管理 196 208 ベーカリーショップ店員 79 279 ゲームクリエーター 330

67 石油精製オペレーター 299 138 鉄道車両清掃 98 209 銀行支店長 53 280 アートディレクター 331

68 化学製品製造オペレーター 300 139 自動車整備士 197 210 ディーラー 455 281 広告デザイナー 332

69 原子力技術者 301 140 ガソリンスタンド・スタッフ 198 211 マーケティング・リサーチャー 456 282 広告ディレクター 333

70 発電所運転管理 302 141 道路パトロール隊員 199 212 証券アナリスト 457 283 グラフィックデザイナー 334

71 分析化学技術者 303 142 タクシー配車オペレーター 200 213 証券外務員 463 284 コピーライター 335
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図表 序-2 日本版 O-NET 収録職業一覧（496 職業）つづき 

(※「通し番号」は調査時の「カテゴリ」順（第３章参照）) 

 

カテゴリ順
通し番号

職業名
IPD
収録
番号

カテゴリ順
通し番号

職業名
IPD
収録
番号

カテゴリ順
通し番号

職業名
IPD
収録
番号

285 ディスプレイデザイナー 336 356 施設管理者（介護施設） 410 427 家政婦（夫） 126

286 インテリアデザイナー 337 357 カウンセラー（医療福祉分野） 411 428 ベビーシッター 413

287 インテリアコーディネーター 338 358 スクールカウンセラー 412 429 調香師 419

288 カラーコーディネーター 339 359 学童保育指導員 242 430 アロマセラピスト 420

289 ファッションデザイナー 340 360 児童指導員 243 431 リフレクソロジスト 421

290 パタンナー 341 361
障害者福祉施設指導専門員（生活支援員、就
労支援員等）

244 432 葬祭ディレクター 422

291 イラストレーター 342 362 老人福祉施設生活相談員 245 433 きもの着付指導員 423

292 アニメーター 343 363 児童相談所相談員 129 434 国会議員 512

293 看板制作 344 364 福祉事務所ケースワーカー 130 435 国家公務員（行政事務） 138

294 テクニカルイラストレーター 345 365 保育士 131 436 地方公務員（行政事務） 139

295 インダストリアルデザイナー 354 366 介護支援専門員/ケアマネジャー 132 437 警察官（都道府県警察） 140

296 スタイリスト 346 367 訪問介護員/ホームヘルパー 133 438 科学捜査研究所鑑定技術職員 391

297 ブックデザイナー 347 368 施設介護員 134 439 消防官 155

298 テキスタイルデザイナー 348 369 手話通訳者 135 440 海上保安官 141

299 フラワーデザイナー 349 370 キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント 136 441 麻薬取締官 142

300 ジュエリーデザイナー 350 371 福祉用具専門相談員 137 442 入国警備官 143

301 フードコーディネーター 351 372 幼稚園教員 178 443 入国審査官 517

302 舞台美術スタッフ 352 373 小学校教員 179 444 裁判官 144

303 舞台照明スタッフ 353 374 中学校教員 180 445 検察官 145

304 システムエンジニア（業務用システム） 312 375 専門学校教員 181 446 検察事務官 518

305 プログラマー 313 376 図書館司書 182 447 家庭裁判所調査官 146

306 システムエンジニア（Webサイト開発） 314 377 高等学校教員 183 448 法務教官 147

307 システムエンジニア（組込み、IoT） 315 378 学芸員 185 449 法務技官（心理）（矯正心理専門職） 516

308 ソフトウェア開発（パッケージソフト） 316 379 土木・建築工学研究者 388 450 刑務官 148

309 ソフトウェア開発（スマホアプリ） 317 380 情報工学研究者 389 451 税務事務官 149

310 システムエンジニア（基盤システム） 318 381 医学研究者 390 452 外務公務員（外交官） 150

311 セキュリティエキスパート（脆弱性診断） 520 382 薬学研究者 392 453 国際公務員 151

312 データエンジニア 523 383 バイオテクノロジー研究者 393 454 国際協力専門家 513

313 運用・管理（IT） 319 384 エコノミスト 394 455 労働基準監督官 519

314 ヘルプデスク（IT） 320 385 特別支援学校教員、特別支援学級教員 395 456 特許審査官 521

315 セキュリティエキスパート（オペレーション） 321 386 学習塾教師 396 457 陸上自衛官 152

316 プロジェクトマネージャ（IT） 322 387 日本語教師 397 458 海上自衛官 153

317 データサイエンティスト 323 388 英会話教師 398 459 航空自衛官 154

318 デジタルビジネスイノベーター 324 389 職業訓練指導員 399 460 気象予報士 94

319 AIエンジニア 325 390 社会教育主事 400 461 自然保護官（レンジャー） 501

320 Webデザイナー 326 391 自動車教習指導員 121 462 アウトドアインストラクター 219

321 Webディレクター 327 392 音楽教室講師 122 463 動物園飼育員 220

322 ネット通販の企画開発 238 393 西洋料理調理人（コック） 99 464 獣医師 223

323 ネット通販の運営 239 394 日本料理調理人（板前） 100 465 動物看護 510

324 Webマーケティング（ネット広告・販売促進） 240 395 すし職人 101 466 水族館飼育員 224

325 外科医 402 396 そば・うどん調理人 102 467 調教師 225

326 小児科医 403 397 中華料理調理人 103 468 厩舎スタッフ 218

327 内科医 404 398 ラーメン調理人 108 469 犬訓練士 226

328 精神科医 405 399 ハンバーガーショップ店長 104 470 トリマー 227

329 産婦人科医 406 400 カフェ店員 105 471 ブリーダー 500

330 看護師 156 401 飲食チェーン店店員 418 472 酪農従事者 502

331 看護助手 246 402 ソムリエ 106 473 畜産技術者 508

332 救急救命士 401 403 バーテンダー 107 474 農業技術者 221

333 助産師 157 404 ホールスタッフ（レストラン） 417 475 造園工 222

334 薬剤師 158 405 ホテル・旅館支配人 52 476 稲作農業者 504

335 歯科医師 159 406 フロント（ホテル・旅館） 414 477 ハウス野菜栽培者 505

336 保健師 160 407 客室清掃・整備担当（ホテル・旅館） 415 478 果樹栽培者 506

337 臨床検査技師 161 408 接客担当（ホテル・旅館） 416 479 花き栽培者 507

338 細胞検査士 162 409 旅行会社カウンター係 109 480 水産養殖従事者 503

339 診療放射線技師 163 410 ツアーコンダクター 110 481 沿岸漁業従事者 509

340 臨床工学技士 164 411 観光バスガイド 111 482 水産技術者 228

341 歯科技工士 165 412 遊園地スタッフ 112 483 林業作業 230

342 歯科衛生士 166 413 キャディ 113 484 林業技術者 229

343 理学療法士（PT） 167 414 通訳ガイド 114 485 起業、創業 250

344 作業療法士（OT） 168 415 翻訳者 87 486 会社経営者 514

345 言語聴覚士 169 416 通訳者 88 487 産業用ロボット開発技術者 231

346 視能訓練士 170 417 速記者、音声反訳者 424 488 産業用ロボットの設置・設定 232

347 栄養士 171 418 理容師 115 489 産業用ロボットの保守・メンテナンス 233

348 あんまマッサージ指圧師 172 419 美容師 116 490 太陽光発電の企画・調査 234

349 柔道整復師 173 420 エステティシャン 117 491 太陽光発電の設計・施工 235

350 診療情報管理士 174 421 メイクアップアーティスト 118 492 太陽光発電のメンテナンス 236

351 はり師・きゅう師 175 422 ネイリスト 128 493 植物工場の研究開発 247

352 義肢装具士 176 423 クリーニング師 119 494 植物工場の設計、施工 248

353 治験コーディネーター 407 424 スポーツインストラクター 120 495 植物工場の栽培管理 249

354 医療ソーシャルワーカー 408 425 ピアノ調律師 127 496 ドローンパイロット 511

355 福祉ソーシャルワーカー 409 426 ブライダルコーディネーター 125
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第１章 収録職業選定の考え方と 2020 年度に選定した新規職業 

  

第 1 節 収録職業選定の基本的な考え方 

 

 日本版 O-NET に収録する職業は、職業探索中の生徒・学生、求職者等が幅広く利用できる

よう「現存する職業をある程度、体系的、網羅的にカバーする」ことを基本としている。 

 一方、日本版 O-NET は、進路指導、就職支援を行うキャリアコンサルタント、企業の人事

担当者等の実務家に利用しやすく役立つことを重視し、こうした現場で必要性が低く、一般

的な就職支援、人事配置等の場面にはなじまないプロスポーツ選手（プロ野球選手、力士等）、

芸能人、芸術家等の職業は現時点では収録していない。また、今後、需要拡大等が見込まれ

ず求人がほとんどない職業についても同様としている。これらの考え方は同サイト公開前の

2018 年度、2019 年度に収録職業を選定した当初から変更はない。 

なお、日本版 O-NET の収録職業選定の考え方、収録職業の選定方法等の詳細については、

「職業情報提供サイト（日本版 O-NET）のインプットデータ開発に関する研究」（JILPT 資料

シリーズ No.227 2020 年 3 月）を参照されたい。 

日本版 O-NET には現在、約 500 の職業情報が収録されている。同サイトは 2020 年 3 月に

公開されたが、毎年、新規職業を 10 程度増やす方針とし、2020 年度には 10 職業を追加、

2021 年度には 14 職業（動画なしの 4 職業を含む）を追加予定である。 

サイト公開後の 2020 年度に毎年 10 程度の新規職業を選定するにあたっての原則について、

会議を開催して改めて整理し、その原則に沿って新規職業の選定を行った。 

 

【日本版 O-NET に収録する新規 10 職業の選定の原則】 

①  幅広い分野から代表的な職業を抽出する。具体的には厚生労働省編職業分類等に掲載

されている代表的な職業については漏れのないように収録する。 

②  IT 分野、金融関係等現在、注目され、または、今後の成長が見込まれる分野を手厚

くする。 

③ 国の施策として、重点化している分野を優先し、かつ、手厚くする。 

  （例：人手不足分野（医療・介護、建設、運輸等）） 

④ 一般に求職者が日常生活においてその職業を目にし、その業務内容がわかりやすいも

のよりも、職業を目にしにくく、業務内容を理解しづらいものを優先する。 

⑤  職業のステップとして、初心者からステップアップして従事する職業がある場合は、

そのステップを踏まえて選定する。 
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第２節 選定した新規職業と選定理由 

 

１ 2020 年度の新規職業と選定理由 

 2020 年度に新たに職業情報を収集し職業解説を作成した職業（10 職業）は以下のとおりで

ある。 

 

2020 年度：新規職業（10 職業） 

１ セキュリティエキスパート（脆弱性診断） 

２ NPO 法人職員（企画・運営） 

３ データエンジニア 

４ 独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA） 

５  タンクローリー乗務員 

６ 法務技官（心理）（矯正心理専門職） 

７ 入国審査官 

８ 検察事務官 

９ 労働基準監督官 

10 特許審査官 

 2020 年度の新規職業の１～５までの職業は、システムセキュリティ関連や IT 分野、金融

分野などの今後人材需要の伸びがある程度見込まれる職業や、多様な分野で多様な活動が広

がってきている NPO 法人、肉体的負担が少ないという労働条件の特徴から比較的高齢者、女

性等も活躍しているトラック運転関係の職業を取り上げた。また、６以降の職業は、これま

で体系的、網羅的に職業情報を収集してきたが 2019 年度までに収集ができなかった公務分

野の職業について追加的に取り上げたものである。 

 

２ 2021 年度の新規職業（予定）と選定理由 

2021 年度に新たに職業情報を収集し職業解説を作成する候補とした職業（14 職業）は以下

のとおりである。 

 

2020 年度：新規職業候補（14 職業） 

１  検査工（工業製品） 

２ 食品営業 

３ 自動運転等開発技術者 

４ 医療機器開発技術者 

５ 風力発電の保守・運用管理 
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６ 臨床開発モニター 

７ セキュリティエキスパート（フォレンジック） 

８ セキュリティエキスパート（セキュリティ監査） 

９ キッティング作業員（PC セットアップ作業員） 

10 荷物配達員（フード・デリバリー） 

■管理職（動画なし、職業解説と数値情報のみの取扱い） 

11  人事課長 

12  経理課長 

13  営業課長 

14  総務課長 

 

2021 年度の新規職業候補 14 職業は、下記に述べる選定の背景、選定理由から取り上げる

こととした。なお、第 2 章第 3 節に記載した「職業情報編集会議」で行った民間職業紹介事

業者等のヒアリングも新規職業の選定の参考とした。 

「１  検査工（工業製品）」、「２ 食品営業」、「11～14 管理職（人事課長、経理課長、営

業課長、総務課長）」は、日本版 O-NET に掲載されている全職業を再度確認し、上記の「日本

版 O-NET に収録する新規 10 職業の選定の原則」の「① 幅広い分野から代表的な職業を抽出

する。具体的には厚生労働省編職業分類等に掲載されている代表的な職業については漏れの

ないように収録する。」との観点から、比較的就業者数が多いにもかかわらず掲載職業から漏

れていた職業について候補とした。 

なお、「11～14 管理職（人事課長、経理課長、営業課長、総務課長）」については、現状で

は各社の人事課長、経理課長、営業課長、総務課長といった管理職は入社後社内で勤続年数

を重ね経験を積む中で配置される場合が多いと思われる。一方、今後、特定の分野での経験

を重ね企業間の移動も含めてキャリア形成していく可能性も否定できない。今回、職業情報

（職業解説、数値情報）の収集を行うことで「人事」「経理」「営業」「総務」といった分野で

必要とされる「スキル」「知識」等に明確な特徴があるのか、あるいは分野に関わらず「管理

職」との観点で「スキル」「知識」等に共通性が見られるのか、といった管理職の職域の実態

を把握することも職業情報の収集の目的と言える。 

「３ 自動運転等開発技術者」は、現在注目されている技術であり、自動車のみならず今

後他の分野での応用も期待される分野であり、開発に携わる職業について候補とした。 

「４ 医療機器開発技術者」は、コロナウィルス感染症の拡大等の影響もあり国産の医療

機器、医療用設備等が注目され、今後も高水準の医療機器開発の技術者への人材需要が見込

まれることから候補とした。 

「５ 風力発電の保守・運用管理」は、政府が 2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体
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としてゼロにする2、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すこ

とを宣言していることを背景として、カーボンニュートラルを実現していくためにもグリー

ンエネルギー（太陽光、風力、バイオマス等）の供給を今後増やす方向であり、そうした産

業の担い手等の需要拡大が一定程度見込まれることから候補とした。 

「６ 臨床開発モニター」は、新薬開発のプロセスである治験に製薬会社側の立場から関

わる職業である。医療機関で治験に対応する「治験コーディネーター」の職業は既に日本版

O-NET で取り上げている。一方でどういった仕事を行う職業かイメージするのが難しい職業

でもあることから候補とした。コロナ禍でワクチン開発の過程における治験についても一般

の関心は高まっており、今後も治験関連分野の人材については一定の需要は見込まれるとこ

ろである。 

「７ セキュリティエキスパート（フォレンジック）」、「８ セキュリティエキスパート

（セキュリティ監査）」は、今後人材需要が見込まれる重要な分野であることから、職業情報

の収集を行うこととした。セキュリティ監視・運用の職業である「セキュリティエキスパー

ト（オペレーター）」、システムの脆弱性を診断する職業である「セキュリティエキスパート

（脆弱性診断）」については、既に収録している。 

「９ キッティング作業員（PC セットアップ作業員）」、「10 荷物配達員（フード・デリ

バリー）」は、コロナウィルス感染症の拡大等の中、テレワークの急拡大等の影響で求人が増

え、今後も一定の需要が見込まれることから候補とした。 

 

第３節 収録職業決定のプロセス 

 

１ インプットデータ研究会の概要 

 収録職業の決定にあたっては、2018 年度当初当機構内に日本版 O-NET 収録職業や取得する

数値情報項目の内容等の職業情報（インプットデータ）に関する方針決定等を行う「インプ

ットデータ研究会」を設置した。同研究会のメンバーは厚生労働省・経済産業省の実務担当

者及び当機構研究員等で構成している。2020 年度の構成員は以下のとおりである。 

 

【2020 年度 インプットデータ研究会 構成員】 

（外部委員）※敬称略 

 ・経済産業省 経済産業政策局産業人材政策室 室長補佐 森本卓也 

〃          室長補佐  掘田 陽平 

〃        係長    北林 優 

 

                            
2 「排出を全体としてゼロ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収

量を差し引いてゼロを達成することを意味している。 
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 ・厚生労働省 職業安定局 総務課 首席職業指導官  松瀬 貴裕 

     〃               職業安定監察官   鈴木 徹 

     〃             首席職業指導官室 室長補佐 近藤 麻生子 

 

・前労働政策研究・研修機構所長       金崎 幸子 

 ・労働政策研究・研修機構元特任研究員  松本  真作 

 

（事務局） 

労働政策研究・研修機構 統括研究員 松原 亜矢子 

研究員   鎌倉 哲史 

研究員   小松 恭子 

 

２ インプットデータ研究会の開催日程と議題 

 同研究会を 2020 年度は３回開催したが、初回は、コロナ感染症の拡大により「緊急事態宣

言」下の時期にあたり、議題（2020 年度の新規職業の選定）へのメールでの意見照会等をも

って開催に変えた。また２回目以降については Zoom での参加も可能なオンライン併用での

開催とした。それぞれの回の主な議題は以下のとおりである。 

 

＜2020 年度インプットデータ 各回の主な議題＞ 

第 1 回（2020 年 5 月 8 日） 

・2020 年度に職業情報を取得する新規職業（10 職業）（案）について 

※2020 年度新規職業（案）についてメールでの意見照会を行い、開催に変えた。 

  

第 2 回（2020 年 12 月 7 日） 

・今年度の取り組みについて 

 ⇒ 新規収録職業（10 職業）の職業解説の作成状況等の説明 

 ⇒ 2020 年度 Web 就業者調査の内容説明 

・今後のスケジュール 

   

第 3 回（2021 年 3 月 22 日） 

・2020 年度新規取得の数値情報について 

・2021 年度の新規職業について 

・今年度の作業スケジュールの進捗報告 
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第２章 職業解説の作成 

 

日本版 O-NET には現在、約 500 の職業情報が収録されている。同サイトの職業情報は、具

体的には職業解説（職業の内容、入職経路、労働条件の特徴等を文章で記述したもの。定性

データ）、職業の数値情報（各職業のスキルレベル、知識の重要度等を職業間で比較可能な数

値で示したもの。定量データ）及びタスク情報から構成される。 

ここでは、職業情報のうち職業解説関連の事項を取り上げるが、職業解説の構成要素（記

述内容）は、「どんな職業か（仕事の内容）」、「就くには（入職経路等）」、「労働条件の特徴」

の三項目で構成されており、サイト公開当初から変更はない。詳細については、「職業情報提

供サイト（日本版 O-NET）のインプットデータ開発に関する研究」（JILPT 資料シリーズ No.227 

2020 年 3 月）を参照されたい。  

 以下では、2020 年度の職業解説の作成及び 2020 年度に職業解説の更新の一環として、そ

の内容充実のため実施した、①用語解説の作成、②（各職業で）よく使う道具、機材、情報

技術等の情報の職業解説への追記について記載する。 

 

第１節 2020 年度の新規職業解説の作成 

 

 2018 年度、2019 年度は 2 年間で約 500 の職業解説（入職経路図（チャート）、タスクを含

む（以下、同じ））の新規作成、更新を行う必要があったため外部調査機関に委託して情報収

集を行った。2020 年度は第 1 章第２節１で記載したとおり新規職業は 10 職業であったこと

から、当機構で直接ヒアリング調査等を行い職業解説案を作成した。作成した職業解説案は、

2018 年度、2019 年度と同様、後述する厚生労働省担当者及び当機構研究員等から成る「職業

情報編集会議」（2018 年度、2019 年度の「職業解説検討会」から名称変更）で解説の内容の

精査・吟味を行った。 

また、2020 年度においても一部の職業については厚生労働省が作成する各職業の動画との

整合性を図る観点等からも職業解説の内容について検討を行っている。 

 民間 5 職業と公務 5 職業は以下のとおり作成方法が異なる。 

 

① 民間５職業の解説の作成方法 

 民間５職業については、当機構で該当職業の就業者がいる民間企業にヒアリング調査の依

頼を行った。ヒアリングでは就業者から以下のヒアリング項目に沿って話を聞いた。複数の

就業者から同時に話を聞く場合もあった。 

なお、コロナ感染症が拡大していたこともあり Zoom でのヒアリング調査を実施した職業

もあった。ヒアリング調査状況等は以下のとおりである。 
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図表 2-1 2020 年度の新規職業（公務以外 5 職業）のヒアリング先の紹介状況等 

 

 

 

図表 2-2 職業調査票(新規用／調査対象者)(ヒアリング項目のみ) 

※原則としては、就業者自身の状況ではなく、一般的なその職業の状況等について回答を求めた。 

 

１ 「どんな職業か」関連 

○ 職業の内容 

・必ず実施する職務（仕事） 

・必要に応じて実施する職務（仕事） 

 

２ 「就くには（入職経路等）」関連 

（１）入職者の学歴水準と専攻分野（新規学卒、中途採用） 

（２）就業に必要な免許・資格等 

（３）入職後の研修、教育訓練の内容等 

（４）入職後の配置・昇進、キャリアアップ等 

（５）求められる知識、スキル、資質、必要な経験等 

 

３「労働条件の特徴」関連 

（１） 働く場所（勤務先、立地等）の特徴 

（２） 就業者の特徴 

①  就業者数 

②  就職者の男女内訳（割合） 

③  就業労働者の就業形態（正社員、契約社員、パート、派遣労働者、アルバイト等）の割合 

④  就業者の年齢構成（例 若年者が多い、高齢者が多い等の傾向でも結構です。） 

⑤  その他の働き方（自営業、フリーランス、請負、家族従業者等で働く方がいればその割合

等を記入して下さい。） 

（３） 労働条件（賃金、労働時間、休日、勤務形態等）の特徴 

 ・賃金等 

 ・労働時間（残業の特徴を含む） 

 ・休日 

2020年度新規職業（公務以外） ヒアリング先 実施⽅法
1 セキュリティエンジニア（脆弱性診断） 経済産業省：サイバーセキュリティ担当者から企業（１社）の紹介 Zoom
2 NPO法⼈職員 直接交渉：代表者が政府内審議会等委員の２法⼈
3 データエンジニア 直接交渉１社 Zoom
4 IFA（独⽴系⾦融アドバイザー） ⾦融庁：資産運⽤等の担当者にヒアリングの上、企業（１社）の紹介
5 タンクローリー運転⼿ 直接交渉１社
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 ・勤務形態 

 (４)  職業の動向（最近の変化と今後について） 

・外部環境の変化（例：国際的競争、法的規制、制度、環境対応、等） 

・職務（仕事）内容の変化（例 新たな機器やソフトウェア、新たな技術やサービスが開発 等 

・今後の発展の方向性＞ 

 

４  その他 

（１） 直接関連する法規（法令、条例） 

（２） 職業に関する関係団体等 

 

① 公務５職業の解説の作成方法  

公務５職業（①法務技官（心理）（矯正心理専門職）、②入国審査官、③検察事務官、④

労働基準監督官、⑤特許審査官）については、所管官庁の HP に掲載されている採用情報、

採用パンフレット等を参考に職業解説案を作成した。職業解説案は、職種を所管する官庁

の担当者に監修の依頼を行い職業解説を完成させている。 

 

第２節 職業解説の更新 

 

 2020 年度には、職業解説の更新の一環として、その内容充実のために、①用語解説の作成、

②（各職業で）よく使う道具、機材、情報技術等の情報の職業解説への追記を行った。以下

ではその概要等について記載する。 

 

１ 用語解説の作成 

 日本版 O-NET は、学生、求職者、在職者、企業の人事担当者等はもちろん就職支援等を行

うキャリアコンサルタント等現場の実務家など多様な利用者を見込んでいる。とりわけ進路

選択、職業探索中の生徒、学生等若年者にとっては日本版 O-NET が初めて職業情報に触れる

機会となる場合もあり、職業解説の分かりやすさが重要となることから、職業解説の中に出

てくる専門用語、業界用語等について用語解説を作成した。また、若年者のみならず異業種・

異職種からの転職希望者等にとっても職業情報をよりよく理解し、職業選択の際の一助とな

ることが期待される。 

用語解説は以下の【用語解説作成手順】により作成した。用語解説の例については、付録

１の職業解説を参照されたい。 

なお、用語解説は、2021 年 2 月末より日本版 O-NET サイト上の職業解説でポップアップ形

式で表示されるようになっている。 
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図表 2-3 【用語解説作成手順】 

1 抽出する用語 

 日本版 O-NET の利用者としては、進路選択、職業探索中の生徒・学生等若年者も想定さ

れることから、職業解説の中の専門用語、業界用語等について用語解説を作成する。用語は、

「中高生にとって分かりにくい」とのレベル感で抽出する。 

 

２ 用語解説作成のルール等 

＜基本ルール＞ 

・短く、簡潔に記述する。多くても 30 文字程度とする。 

・用語解説全体の平仄を合わせ、分かりやすく記述する。  

   ・よみにくい用語についてはよみかた（ふりがな）を用語の後に（ ）書きで入れる。 

   ・職業解説の構成要素の区切りである「どんな職業か」、「就くには」、「労働条件の特

徴」に同じ用語があった場合は、サイト上は場所が離れるので、同じ用語であって

もそれぞれの区分ごとに抽出する。同じ区分内、例えば「どんな職業か」の中に２

回同じ用語が出てくる場合は、最初に出てきた用語にのみ解説をつける。 

 

 ＜用語解説を作成する情報源＞ 

・インターネットで情報収集する場合が多いと思われるが、できる限り、業界団体ホ

ームページ、公的機関ホームページ、職種関連企業ホームページ等信頼性の高い情

報源、かつ最新のものから行う。そのまま文言等を使用することが許容されている

場合を除き、ホームページの記述をそのまま写して使用しない。 

・一般用語で信頼性の高い情報源がみつからない場合等は一般の国語辞典、百科辞典

（インターネット上のものを含む）を情報源とする。 

・厚生労働省をはじめ官公庁ホームページに記載された用語の定義等はそのまま使用

してもよい。 

 

２ よく使う道具、機材、情報技術等の記載 

 日本版 O-NET は、米国の職業情報提供サイトである「O＊NET Online」をモデルとして開発

された。同サイトでは職業を検索した際に、職業ごとに Technology Skills と Tools Used と

いう項目の中でその職業で使用する機械、機器、ツール、ソフトウェア等に関する情報が提

供されている。こうした情報提供を参考に日本版 O-NET においても「（各職業で）よく使う道

具、機材、情報技術等」について、職業解説の中に記載することとした。 

職業解説は、「どんな職業か（仕事の内容）」、「就くには（入職経路等）」、「労働条件の特徴」

の三項目で構成されているが、「どんな職業か」の区分の職業解説の後ろにそれぞれの職業、

仕事で使用する道具、機材、情報技術、ソフトウェア等の情報を「◇ よく使う道具、機材、
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情報技術等」の項目を設け記載した。 

記載内容は、第一段階の作業としては職業解説の本文中に出てくる文言で「◇ よく使う

道具、機材、情報技術等」にあてはまるものを抽出し文言を羅列的に記載した。抽出にあた

っては複数の研究員等で抽出を行い共通してあげた文言を記載した。 

ただし、この方法だと職業解説本文中に文言として出てこなければ、その職業でよく使う

道具、機材、情報技術等であっても抜けてしまうこととなる。そのため、第二段階の作業と

して、ある程度、職種横断的に統一した方法により、各職業でよく使う道具、機材、情報技

術等の情報を収集することとした。具体的には、2021 年１月に実施した数値情報を取得する

ための Web 就業者調査の中で全約 500 職業の就業者を対象に「よく使う道具、機材、情報技

術等」について、選択式項目と自由記述項目により情報収集を行った。具体的な設問につい

ては、巻末の付録、アンケート調査票の＜大問 5：よく使用する仕事道具、情報技術>のとお

りである。収集したアンケート調査結果を参考に、第一段階の作業と同様に複数の研究員等

で結果の精査を行い各職業の「◇ よく使う道具、機材、情報技術等」に情報の記載、追加

を行った。 

「◇ よく使う道具、機材、情報技術等」の記載例については、付録１の職業解説を参照

されたい。 

なお、「◇ よく使う道具、機材、情報技術等」の記載は、第一段階の記載は 2021 年 2 月

末より、第二段階の記載は 2021 年度中に日本版 O-NET サイト上の職業解説で表示されるこ

ととなる。 

 

第３節 職業解説案確定のプロセス 

 

１ 職業情報編集会議の開催 

 日本版 O-NET には現在、約 500 の職業情報が収録されているが、今後、毎年 10 程度の新規

の職業情報を増やしていく方針としている。第 1 章第２節１のとおり 2020 年度は 10 職業を

追加し、2021 年度には 14 職業（動画なしの 4 職業を含む）を追加予定である。 

 この日本版 O-NET に収録する新規職業の職業情報のうち職業解説については、2018 年度、

2019 年度と同様に「職業情報編集会議」（2018 年度、2019 年度の「職業解説検討会」から名

称変更）を設置し、該当職業の就業者へのヒアリング調査を元に作成した職業解説案の内容

の精査・吟味を行った。具体的には職業情報編集会議では、職業解説案を公的機関の情報と

しての公正性（公平性）、正確性そして情報の鮮度が担保されているか等の観点から吟味を行

った。その上で、職業解説がそれぞれの職業に関わる専門家ではない日本版 O-NET の利用者

にとって、一読してその職業のイメージが沸き、理解できるような分かりやすい内容、表現

となっているかについても検討した。さらに、約 500 の職業間である程度、整合のとれた記

載となっているかについても精査した。 
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 また、2020 年度後半は「職業情報編集会議」の中で 2021 年度以降の新規職業の候補を選

定するため民間職業紹介事業者等からヒアリングを行った。ヒアリングを通して求人等が増

加している職業・仕事の動向等を把握し、新規職業選定の参考とした。 

職業情報編集会議は 2020 年７月から 2021 年１月まで全８回実施した。１～５回までは毎

回２職業ずつ全 10 職業の職業解説の検討を行った。６～８回は民間職業紹介事業者等のヒ

アリングを行った。 

 職業情報編集会議は、厚生労働省担当者、当機構研究員等で構成した。具体的メンバーは

以下のとおりである。 

 

＜職業情報編集会議メンバー＞※敬称略 

厚生労働省 職業安定局 総務課 中央職業安定監察官 鈴木 徹 

厚生労働省 職業安定局 首席職業指導官室室長補佐  近藤 麻生子 

元（独）労働政策研究・研修機構所長 金崎 幸子 

元（独）労働政策研究・研修機構 アドバイザリーリサーチャー 西澤 弘 

元（独）労働政策研究・研修機構 特任研究員 松本 真作 

 

＜事務局＞ 

（独）労働政策研究・研修機構 統括研究員 松原 亜矢子 

（独）労働政策研究・研修機構 研究員 小松 恭子 

 

２ 民間職業紹介事業者等へのヒアリング調査 

 2020 年度後半の「職業情報編集会議」において、民間職業紹介事業者（２社）、派遣会社へ

のヒアリング調査を実施し、結果は 2021 年度の新規職業候補選定の参考とした。 

ヒアリングでは、主に、最近求人が増加している分野、職業（仕事）について話を聞いた。

ただし、コロナ感染症拡大の影響等もあり、全体としての求人数は民間職業紹介事業者、派

遣会社とも減少傾向であったため、求人が減少することなく堅調なものも需要が根強い求人

として状況を把握した。また、コロナの影響による一時的な動きと、コロナ以前からのここ

数年継続している傾向等をある程度分けて状況を把握した。 

コロナ感染症が拡大する中、増加した求人としては、テレワーク、在宅勤務の拡大と関連

する求人、コロナで加速した DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進に関連する求人、

EC（Electronic Commerce：ネットショップ、インターネット通販）関連の求人等があるとの

ことであった。 

 また、コロナ感染症の拡大と関わりなく、ここ数年人材需要が堅調、増加している分野と

しては、IT 分野、医療分野等が挙げられた。中でも民間職業紹介事業者は、IT では DX（デ

ジタル・トランスフォーメーション)に関連する求人がコロナ以前から堅調であったが、コロ
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ナでより伸びが加速されたとの印象を持っていた。また、医療分野では民間職業紹介事業者

では、製薬会社の研究職、医療機器メーカーの職種、派遣会社では、治験の補助業務、医療

関連の事務職が挙げられた。 

その他、労働市場全体の状況、傾向として、民間職業紹介事業者から以下のような特徴が

挙げられた。 

・高い専門スキルをもつ人材（多分野のプロフェッショナル）へのニーズは根強く求人は減

らない。 

・テクノロジーで効率化できる仕事と、人が介在して注力すべき仕事は、徐々に分かれてい

く傾向にある。医療・介護の現場の仕事、あるいはそういった方々のマネジメント的な仕

事は今後も残ると思う。 

・マーケティング、営業、サポートといった機能が一体化したような「カスタマーサクセス」

の職種が伸びていくのではないか。 

・今後は個人が（生涯の中で）様々な職種を経験して、複数の仕事ができることがひとつの

キャリアになると思われる。 

・管理職の意味合いも変化し、人材の才能を開花させるようなマネジメントが求められる。 

・現在の管理職は、なるのに時間がかかる上、余りに多くのことを一人が所掌しすぎて非効

率になっている面がある。今後はプロジェクトの小口化等により、マネジメント的な役割

を現在よりも若い世代が早い段階から経験するようになるかもしれない。 

・人材ニーズから考えれば、IT、デジタルのリテラシーを高めていくような訓練等が（社会

の中で）求められる。 
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第３章 職業に関する数値情報の作成方法 

 
 本章では職業に関する数値情報の作成に関して、2020 年度に実施した調査の方法と結果

を報告する。 

 
第１節 目的 

  
 調査の目的は米国 O*NET を参考としつつ、約 500 の職業に関して職業横断的な数値情報

を整備することであった。2020 年度は特に新規の情報領域として「仕事活動（ワーク・アク

ティビティ）」の作成、および既存領域である「仕事の性質」の拡充に係る情報収集が主な目

的とされた。 

 
第２節 方法 

 
 上記の目的を達成するため Web 就業者調査を実施した。また、新規作成の 10 職業（第２

章参照）に関しては関連する企業・組織等に対し直接協力を依頼し、承諾が得られた 5 職業

で補足的な紙媒体での郵送調査を実施した。本節ではまず Web 調査について実施概要、調査

項目の内容、結果の整理方法（スクリーニング等）について述べる。最後に補足的な郵送調

査について概要を述べる。 

 
１ 2020 年度 Web 就業者調査の実施概要 

(1) 調査手法 

 Web モニター調査 
(2) 調査時期 

 2021 年 1 月～2 月 
(3) 調査対象者 

 Web 調査会社にモニター登録している人の中から、504 職業の就業者を対象とした。2019
年度までの調査と同様、各職業で最終的に 50 名程度の回答者を確保することを目指し、調

査時点の目標件数は各職業 60 名に設定した。 
(4) 調査のプロセス 

 Web モニターに対して調査会社より調査協力の依頼メールを送付した。回答は任意である

ため、回答をもって調査協力への同意と見なした。回答はパソコンからでもスマートフォン

からでも可能であった。 
 回答者は依頼メールから専用の調査用 Web サイトへ飛び、就業状況等の基本属性を回答

した後、504 職業の中から自分の職業を選択した。ただし 2020 年度は前年度までと比較し

－21－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



22 
 

て 1 回の調査における対象職業数が約 2 倍になっており、職業名を直に列記したリストから

自分の職業を探すことは困難であると予想された。そこで 2020 年度の調査ではまず 21 種の

「カテゴリ」を選択し、各カテゴリの中で自分の職業を探す形式に変更された（図表 3-1）1。 

  
＜21 種の職業カテゴリ＞ 

１．モノづくり・製造技術系の仕事 

２．建設・建築の仕事 

３．作業系の仕事 

４．物流、運転、交通関係の仕事 

５．施設管理・警備の仕事 

６．販売・営業・レンタル業の仕事 

７．金融系の仕事 

８．コンサルタント、企業資産関連の仕事 

９．法、税、不動産関係の仕事 ※公務を除く 

１０．事務系の仕事 

１１．印刷・放送・報道の仕事 

１２．広告・デザイン・芸術系の仕事 

１３．ＩＴ・Ｗｅｂ系の仕事 

１４．医療・保健の仕事 

１５．福祉・カウンセリングの仕事 

１６．教育・研究、学習支援の仕事 

１７．その他の対人サービスの仕事 

１８．公務、国際協力の仕事 

１９．自然・動植物を対象とする仕事 

２０．経営者の仕事 

２１．比較的新しい仕事 

 

                                                 
1 この 21 種の「カテゴリ」は回答者がより直感的に自分の職業にたどり着けるよう便宜的に設定されたもので

あり、業種（e.g. 公務、国際協力の仕事）、職種（e.g. 事務系の仕事）、職業としての新しさ（e.g. 比較的新

しい仕事）等の視点が混在している。したがってこのカテゴリは他の目的で使用されるような一般化可能性を有

するものではない。 
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図表 3-1 職業選択画面の画面遷移イメージ図 

 
 職業選択完了後、次項で述べる調査項目に順次回答し、すべての設問に回答が終わると調

査は終了した。 

 
２ Web 就業者調査の調査項目内容 

 
 主な調査内容は下記 7 点である。この他前述の通り、調査票の冒頭では職業選択の前に回

答者の基本属性（就業状況、職業、仕事の具体的な内容、経験年数等）を尋ねている。また

調査票の最後では調査全体に関するご意見・ご感想を自由記述（回答任意）にて尋ねている。 

 
＜主な調査項目の内容＞ ※調査票上の順 
1．一般的な就業形態    2 項目 
2．タスク     3～23 項目 
3．仕事活動（ワーク・アクティビティ） 41 項目 
4．仕事の性質    14 項目 
5．使用する情報技術・ソフトウェア、道具・機材 25 項目 
6．仕事量の変化に関する特別調査  6 項目 
7．テレワークの実施に関する特別調査 4 項目 

 
 上記のほぼすべての設問で、表現はそれぞれ異なるものの「あなた自身やあなたの勤め先

のこと」ではなく「あなたの職業での一般論」について回答するよう適宜教示文に付記して

いる。その理由については労働政策研究・研修機構（2020）の p.67、および同書の脚注 32
を参照されたい。 

以下、上記のリストの順に説明する。 

インプットデータ
としての情報収集 

職業解説の充実の
ための情報収集 

将来的にインプッ
トデータ化の可能性
がある情報収集 

回答者の事後スク
リーニングのための
調査項目

 カテゴリー選択画面 
 
 
 職業名選択画面 
 
 
 選択した職業の最終確認画面 
  （「職業に間違いが無いことを確認の上、次ページにお進みください。 

  自分の職業とは異なる場合は、「カテゴリー選択画面に戻る」を選択してください。」 
   ⇒ 回答を始める or カテゴリー選択画面にもどる） 
         ※調査終了 
  
   本調査へ   

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
選
択
画
面
に
戻
る
」 

「この中に自分の職業は無い」 

「回答を始める」 
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(1) 一般的な就業形態 

 第 1 項目では「あなたの現在の職業で一般的と思われる就業形態」について複数回答で回

答を求めた。第 2 項目では「あなたの現在の職業で最も一般的と思われる就業形態」につい

て択一式で回答を求めた。回答結果は直ちにインプットデータとして日本版 O-NET に掲載

される予定は無いが、今後一部が追加収録の対象となる可能性がある。選択肢の内容につい

ては次節「結果」の図表を参照されたい。 

 
(2) タスク 

 タスク領域の概念的整理、操作的定義については当機構の資料シリーズ No.227（労働政策

研究・研修機構, 2020）の p.52–53 を参照されたい。2020 年度の調査ではタスクは情報収集

対象ではなかったが、2019 年度と同様「真にその職業の回答者か」を調査後に判別するスク

リーニングの手がかりの１つとして調査票に含めた。 
ただし、2019 年度までに使用したタスクリストのうち 21 職業分については、その後の検

討で妥当性に懸念があることが分かっていた。そこでこれらの職業については職業解説の「ど

んな職業か」のテキストからタスクと見なせるものを便宜的に抽出して使用した。この他、

新規作成の 10 職業に関しては職業情報編集会議（第 2 章参照）にてタスクが作成された。

ただし新規作成 10 職業のタスク実施率については Web 調査のデータは使用せず、後述の紙

媒体の補足的調査の結果のみを用いた。 

 
(3) 仕事活動（ワーク・アクティビティ） 

 本調査における仕事活動（ワーク・アクティビティ）とは米国 O*NETにおける Generalized 
Work Activities（GWA）を参考として新規に情報収集を行った情報領域である。GWA は「主

要な仕事の役割を果たす上で、その根底にある似たような職務活動・職務行動の集積である」

（Jeanneret et al., 1999, p.106）。端的に言えば「仕事で行う活動」に関する情報であり、就

業者に 41 項目について「あなたの職業において求められるレベルと重要度」を尋ね作成さ

れているものである。 
 米国 O*NET では Work Activities を Detailed、Intermediate、Generalized の３層に分

けているが、O*NET OnLine（https://www.onetonline.org）の Web サイト上では全職業共

通に数値化できる最も抽象化された Generalized Work Activities のことを単に「Work 
Activities」と表記している。これを念頭に本調査でも GWA にあたる 41 項目の翻訳版を単

に「仕事活動（ワーク・アクティビティ）」と表記している。詳細は米国 O*NET Resource 
Center の Reports and Documents のページ2の関連資料、および当機構の資料シリーズ

No.227（労働政策研究・研修機構, 2020）、第５章第１節「米国 O*NET における仕事活動

                                                 
2 https://www.onetcenter.org/research.html 
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（Work Activity）情報の内容と開発過程」を参照されたい。 
 項目の邦訳にあたっては日本労働研究機構（2003）による古い初期の GWA3の翻訳を参考

としつつ新たに原案を作成し、当機構と厚生労働省首席職業指導官室の関係者、および「イ

ンプットデータ研究会」に出席の外部有識者から意見を募集し修正を行った。抽象度が高く

直訳では意味が分かりにくい項目も多かったため適宜意訳したほか、特に分かりにくいもの

については具体例を付記するよう努めた。完成した 41 項目を図表 3-2 に示す。「通し番号」

の WA は「Work Activities」の略である。 

 
図表 3-2 仕事活動 41 項目 

（教示文概要：「以下の仕事内容について、あなたの現在の仕事での重要度を回答してください。」） 

通し
番号 

項目名 調査票上の文言 

WA1 
情報を取得
する 

情報を取得するための活動を行う。自分自身で直接観察・観測するほ
か、他者から情報を引き出す・受け取る、あるいはマスコミやＳＮＳ、
インターネット等、あらゆる情報源を用いて情報を調べることも含まれ
る。 

WA2 
継続的に状
況を把握す
る 

特定の対象（材料、出来事、環境など）について、問題の発見や評価
のために状況の推移をリアルタイムに監視する、あるいは後からチェッ
クする。 
例：ボイラーの計器の数値、道路の渋滞状況、工場機器の稼働状況、患
者のバイタルサイン、Web サーバのアクセスログなど。 

WA3 
情報の整理
と検知を行
う 

単に観測したりモニタリングするだけでは分かりにくいモノや行為、
出来事などから、意味のある情報を整理し、検知する。検知のための情
報整理には、分類、推定、類似点・相違点の認識、状況・事象の変化の
把握などが含まれる。 
例：食品の成分表からアレルギー物質の有無を知る、地質調査の結果か
ら地盤の安定性を確認する、店舗の売り上げと天候の関係を特定する、
過去と現在の診断結果を見比べ病気の進行状況を把握する、など。 

WA4 
設備、構造
物、材料を
検査する 

不具合の原因やその他の問題、欠陥を突き止めるために、設備や構造
物、材料を検査する。 

WA5 
数値の算
出・推計を
行う 

直接測定できない、もしくは測定しづらい大きさや距離、量を計算に
よって見積もったり、ある仕事の実施に必要な時間、費用、資源、材料
などを計算によって算出・推計する。 

WA6 
クオリティ
を判断する 

人、モノ、サービスの価値、重要性、クオリティを評価する。 
例：人事評価を行う、資産価値を評価する、古い絵画の芸術的価値を見
積もる、など。 

WA7 
法律や規
定、基準を
適用する 

出来事やプロセスが法律、規定、基準などに従っているかどうか判定
するため、関連情報を活用したり、自分の経験や知識から判断する。 

WA8 
情報やデー
タを処理す
る 

情報やデータの編集、コード化、分類、計算、作表、監査、検証を行
う。 

WA9 
情報やデー
タを分析す
る 

情報やデータを分解して細分化することで、それらの背景にある原理
や原因、事実を明らかにする。 

                                                 
3 初期の GWA は 42 項目である等、現行の GWA と違いがある。 
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WA10 
意思決定と
問題解決を
行う 

情報を分析し、結果を評価して最善の解決策を選択し、問題を解決す
る。 

WA11 
創造的に考
える 

既存のものにとらわれず、新しく何かを開発、設計、創造する。これ
には芸術的な観点での関与・貢献を含む。 
例：アイデア、広報、システム、ソフトウェア、製品、芸術作品など。 

WA12 

仕事に関連
する知識を
更新し、活
用する 

最新の技術や状況の変化に遅れずについていき、新しい知識を職務に
応用する。 
例：法律の改訂内容を調べて事業に及ぼす影響を検討する、新しい医療
機器の使い方と注意点を学び患者に適用する、新しい情報技術の仕組み
を理解しソフトウェアを開発する、など。 

WA13 
目標と戦略
を策定する 

長期目標を設定し、それを達成するための戦略と措置を具体的に示
す。 

WA14 
スケジュー
ルを作成す
る 

イベント、プログラム、活動、および他者の作業のスケジュール（日
程表）を作成する。 

WA15 

仕事を整
理、計画す
る、優先順
序を決める 

仕事に優先順位をつけ、整理し、遂行するために、具体的な目標と計
画を策定する。 

WA16 
全身を使っ
て身体的な
活動を行う 

登る、持ち上げる、バランスをとる、歩く、かがむ、資材を運搬する
など、手足をかなり使って全身を動かす必要がある身体的な活動を行
う。 

WA17 

手と腕を使
って物を取
り扱い動か
す 

全身を使わずに持ち上げられる程度の大きさ・重さのモノの運搬、据
え付け、設置、移動のため、もしくはそれらの物を扱うために、手と腕
を用いる。 

WA18 

機械、およ
び機械製造
のプロセス
をコントロ
ールする 

機械や、機械製造のプロセスを直接身体を使ってコントロールする、
または制御装置を使用して間接的にコントロールする。ただし、コンピ
ュータと乗り物は含まない。 
例：レジを打つ、電動ドリルを使う、ＮＣ旋盤を操作する、など。 

WA19 
乗り物を運
転・操縦す
る 

フォークリフト、乗用車、航空機、船舶などの乗り物を操縦、航行、
運転する。 

WA20 
コンピュー
タを用いて
作業を行う 

コンピュータとコンピュータ・システム（ハードウェアとソフトウェ
アを含む）を利用してプログラミングを行ったり、ソフトウェアを作成
したり、機能を設定したり、データを入力したり、情報を処理したりす
る。 

WA21 

装置、部
品、機器の
図面を作成
する、配列
や仕様を設
定する 

装置、部品、機器、もしくは構造物の製造、構成、組み立て、改変、
保守、使用について他者に説明するために、文書、詳細な指示、図面、
仕様を提供する。 

WA22 
機械装置の
修理と保守
を行う 

主に機械的な原理（電子的ではない）で作動する機械、装置、可動部
や機器の保守、修理、調整、テストを行う。 

WA23 
電子機器の
修理と保守
を行う 

主に電気的もしくは電子的な原理（機械的ではない）で作動する機
械、装置や機器の保守、修理、キャリブレーション、調節、微調整、テ
ストを行う。 

WA24 
情報の文書
化と記録を
行う 

文書または電子・磁気記録で情報を入力、転記、記録、保存、保持す
る。 
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WA25 
情報の意味
を他者に説
明する 

情報の意味を解釈し何を意味しているのか、またどのように活用でき
るのかについて、他者のために説明する。 
例：血圧の数値の解釈方法を説明する、輸出製品にかかる他国の税金の
システムを説明する、物理学の論文の内容を噛み砕いて説明する、な
ど。 

WA26 

上司、同
僚、部下と
コミュニケ
ーションを
取る 

電話、書面、電子メール、対面で上司、同僚、部下に情報を提供す
る。 

WA27 

組織外の
人々とコミ
ュニケーシ
ョンを取る 

自分の所属する組織を代表して、顧客、一般の人々、政府、その他の
外部の人々とコミュニケーションを取る。対面のほか、書面や電話、メ
ールで情報交換を行う。 

WA28 
人間関係を
構築し、維
持する 

他者との間に建設的な協働関係を発展させ、長期にわたってその関係
を維持する。 

WA29 
他者に対す
る支援とケ
アを行う 

同僚、顧客、患者などの他者に対して、個別支援を行ったり、医療上
の注意を払ったり、情緒面でのサポートをしたり、その他の個別のケア
を行う。 

WA30 

他者に対し
て売り込
む、または
他者の思
考・行動が
変容するよ
う働きかけ
る 

製品や商品を購入するよう、説得する。または、他者に考えや行動を
変えるよう働きかける。 

WA31 

対立を解消
させる、他
者と交渉す
る 

苦情を処理し、争いを収め、不満や対立を解消する、または他者と交
渉する。 

WA32 

公共の場で
一般の人々
のために働
いたり、直
接応対する 

公共の場で一般の人々のために働いたり、人々と直接応対して働く。
これにはレストランや商店での顧客への応対、クライアントやゲストの
受け入れなどが含まれる。 

WA33 

メンバーの
仕事量や活
動内容を調
整する 

グループのメンバーが、仕事の完遂に向けて一緒に働けるように仕事
量や活動内容を調整する。 

WA34 
チームを構
築する 

チームのメンバー同士の相互の信頼、尊重、協力を促し、チームを構
築する。 

WA35 
他者の訓練
と教育を行
う 

教育の必要性を明らかにし、正規の訓練プログラムや授業を開発し、
他者に教える、または指導する。 

WA36 

部下への指
導、指示、
動機づけを
行う 

部下を指導し、指示を与え、動機づける。これには職務遂行にあたっ
て求められる水準の設定や、職務の進捗管理が含まれる。 

WA37 
他者をコー
チし、能力
開発を行う 

他者の能力開発の必要性を明らかにし、知識やスキルを向上させるた
めにコーチング、メンタリング、助言、支援を行う。 
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WA38 

コンサルテ
ィングと他
者へのアド
バイスを行
う 

技術、システム、プロセスに関するトピックについて、経営陣やその
他のグループに指導と専門的助言を与える。 

WA39 
管理業務を
遂行する 

情報をまとめたファイルの維持管理や、書類事務の処理など、日常的
な管理業務を実行する。 

WA40 
組織の人事
管理を行う 

組織において従業員の募集、面接、選定、雇用、昇進を行う。 

WA41 

資源、資
材、財源の
監視と管理
を行う 

仕事に関わる資源、資材など、様々なリソースの監視と管理を行い、
関連するお金の支出を監督する。 
例：ホテルのシーツの管理、厨房の食材の管理、大企業の年間予算の管
理、など。 

 
こうして確定した 41 項目について「1：重要でない」から「5：きわめて重要」の 5 段階

の範囲で回答を求め、職業ごとの平均値をインプットデータとして次回の日本版 O-NET シ

ステム改修のタイミングで収録することが検討されている4。なお、米国 O*NET ではスキル

や知識と同様、GWA について「重要度」と「レベル」を尋ねている。しかし本調査では回答

者負担軽減の観点、項目間の相対的な比較しやすさの観点、およびレベルを尋ねる場合のア

ンカー作成の難しさ5等の観点から重要度のみを尋ねることとした。ただし 2020 年度のイン

プットデータ研究会では「レベルで尋ねる利点もある」との意見も出たため、将来的な本領

域の情報更新時には重要度尺度ではなくレベル尺度に切り替えが行われる可能性がある。ま

た領域名については、日本版 O-NET の Web 掲載時には「仕事の内容」等、別の表現に修正

される可能性がある。 

 
(4) 仕事の性質 

 仕事の性質は 2019 年度までに、米国 O*NET の「Work Context」領域の 57 項目を参考

に 23 項目をピックアップして情報を収集し既に日本版 O-NET に実装されている。本領域の

概念的整理、3 種の下位区分、および 23 項目に絞った理由等については労働政策研究・研修

機構（2020）の p.55–58 を参照されたい。 
 当初の計画では本領域は 2020 年度の調査対象に含まれていなかった。しかし、2019 年 11
月 22 日に中国湖北省武漢市で初めて確認され世界に広がった新型コロナウイルス感染症に

関して、米国 O*NET のデータを用いた諸外国の労働研究でしばしば当機構が未作成の Work 
Context 領域の項目群が使用されていたことから、急遽追加の情報収集を行うこととされた。

もとより邦訳版自体は 2018 年度に作成していたため、これを原案としてインプットデータ

研究会にて意見を募集し、特に重要と思われる 14 項目について適宜修正の上で調査票に含

めた。項目の概要を図表 3-3 に、選択肢のタイプについて図表 3-4 に示す。「通し番号」の

                                                 
4 具体的な Web サイトへの実装時期は本稿執筆時現在未定である。 
5 レベル尺度におけるアンカーについては労働政策研究・研修機構（2020）、p.49–53 を参照。 
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WC は米国原案の領域名「Work Context」の略である。WC24 から開始している理由は、

2019 年度までに開発済みの 23 項目に追加となるためである。すべての選択肢の文言につい

ては巻末の Web 調査画面サンプルを参照されたい。 

 
図表 3-3 仕事の性質 追加 14 項目 

（教示文概要：「あなたが従事している仕事の性質について当てはまる数字１つに〇をつけてください。」） 

通し 

番号 
項目名 調査票上の文言 下位区分 

選択肢の 

タイプ 

WC24 電子メール 
どれくらいの頻度で電子メールを

使う必要があるか？（私用メールは除
く） 

対人関係 頻度 

WC25 
窮屈な仕事の場
所、居心地が悪い
姿勢 

どれくらいの頻度で、居心地が悪い
姿勢にさせるような窮屈な場所で働
くか？（例：機械装置の隙間、配管工
事の現場、飛行機内の狭い通路） 

物理的環境 頻度 

WC26 
病気、感染症のリ
スク 

職務上、どれくらいの頻度で病気や
感染症のリスクに晒されるか？（例：
患者の治療・看護、研究施設での病原
体の取り扱い、クラスター発生場所の
消毒作業） 

物理的環境 頻度 

WC27 
軽度の火傷、切り
傷、噛まれ傷、刺
し傷 

どれくらいの頻度で、職務上、軽度
の火傷や切り傷、噛まれ傷、刺し傷な
どを負うリスクがあるか？（例：製造、
建設、農林漁業、動物の飼育、調理、
縫製） 

物理的環境 頻度 

WC28 
一般的な保護・安
全装備の着用 

どれくらいの頻度で、保護・安全の
ための一般的な装備（専用の履物や特
殊なメガネ、グローブ、耳の保護、堅
いヘルメット、ライフジャケットな
ど）を着用するか？ 

物理的環境 頻度 

WC29 
特殊な保護・安全
装備の着用 

どれくらいの頻度で、保護・安全の
ための特殊な装備（呼吸器、安全ハー
ネス、完全防護スーツ、耐放射線防護
服など）を着用するか？ 

物理的環境 頻度 

WC30 
暴力的な人々へ
の対応 

どれくらいの頻度で暴力的な人々
による身体的攻撃への対応が求めら
れるか？（例：暴動・テロ・犯罪等へ
の対応、暴力を伴う客同士の喧嘩への
介入、認知症や精神疾患を背景とする
暴力への対応） 

対人関係 頻度 

WC31 歩行、走行 
就業時間のうち、歩いたり走ったり

する時間はどの程度か？ 
物理的環境 

就業時間に占
める比率 

WC32 
モノ、道具、制御
装置を扱う手作
業 

モノや、道具、制御装置を、手で握
ったり、操作したり、感触で確かめた
りしている時間はどの程度か？ 

物理的環境 
就業時間に占
める比率 

WC33 
他者との身体的
近接 

仕事中、他者と身体的にどの程度近
接しているか？（同僚、顧客、患者、
通行人等） 

物理的環境 身体的近接性 

WC34 
機械やコンピュ
ータによる仕事
の自動化 

仕事は機械やコンピュータによっ
てどれくらい自動化されているか？ 

構造的特徴 自動化の程度 
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WC35 
他者の健康・安全
への責任 

他者の健康や安全についてどの程
度責任を持つことになるか？ 

対人関係 責任の程度 

WC36 
意思決定が他者
や企業に及ぼす
影響力 

仕事上の意思決定が、他者や、雇用
主のイメージ・評判・資産に与える影
響はどの程度重大か？ 

構造的特徴 
意思決定の影
響の程度 

WC37 競争水準 

競争することや、競争に勝たなけれ
ばならないというプレッシャーを自
覚することがどの程度求められる
か？ 

構造的特徴 競争水準 

 
図表 3-4 仕事の性質の選択肢のタイプ 

選択肢の 

タイプ 

選択肢 

の構造 
選択肢の内容 

頻度 
5 段階 

評価 

「１：年に 1 度未満、あるいは全くない」 

～「５：ほぼ毎日」 

就業時間 

に占める比率 

5 段階 

評価 
「１：まったくない」～「５：ほぼ常に」 

身体的近接性 
5 段階 

評価 

「１：他の人と近くで仕事はしない、または 30

メートル以上離れている」 

～「５：非常に近い（ほとんど肩が触れる状態）」 

自動化の程度 
5 段階 

評価 

「１：全く自動化されていない」 

～「５：完全に自動化されている」 

責任の程度 
5 段階 

評価 

「１：責任は持たない」 

～「５：非常に大きな責任を持つ」 

意思決定の 

影響の程度 

5 段階 

評価 

「１：全く影響は出ない」 

～「５：非常に重大な影響が出る」 

競争水準 
5 段階 

評価 

「１：全く競争的ではない」 

～「５：極めて競争的である」 

 
 職業ごとに平均値を求め、インプットデータとされた。仕事活動と同じく、今後日本版 O-
NET のシステム改修時に収録・実装が検討されている。 

 
(5) 使用する情報技術・ソフトウェア、道具・機材 

 米国 O*NET では 2006 年から新たに Tools & Technology（T2）と呼ばれる情報領域が追

加された。また O*NET OnLine の Web サイト上ではそれぞれ Technology Skills と Tools 
Used という名称で情報を公開している。図表 3-5 は本稿執筆現在、同サイトの「正看護師」

（Registered Nurse）のページに記載された Technology Skills の例である。患者の電子カ

ルテと関連すると思われるデータベース関連のソフトウェアや、E メール、医療用ソフトウ
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ェアといった情報が掲載されている様子が窺える。また、炎のマークのついた Hot 
Technology は求人票に頻繁に出現しているものを表している。 

このように、T2 情報は仕事活動や仕事の性質のような職業横断的な数値情報ではなく職

業固有のテキスト情報である。ただし、その記述内容は国連標準商品及びサービスコード

（United Nations Standard Products and Services Code; UNSPSC）によって階層的に規

定されており、この意味では共通言語化されている。T2 の詳細な定義や開発プロセスの詳細

は労働政策研究・研修機構（2020）の第 5 章第 2 節（p.161–186）を参照されたい。 

 
図表 3-5 米国 O*NET OnLine における Registered Nurse の Technology Skills 

 

 
 さて、この T2 情報について米国ではノースカロライナ州立大学の産業組織心理学者たち

との提携の下で年に 4 回という頻度で情報更新を行っている。またその開発プロセスは前述

の UNSPSC に則り高度に組織化されている（National Center for O*NET Development, 
2011）。これと同様の頻度で同等のクオリティの情報を作成・提供することは人員体制の面

でもノウハウの面でもすぐには実現が難しい。しかし、ある職業でどのような情報技術や道

具を使用するのかはキャリア教育やキャリア支援において有用な情報である。そこで 2020
年度、ごく限られた代表的な情報技術・ソフトウェア（図表 3-6）、道具・機材（図表 3-7）
について全職業共通で選択式で回答を求めることとなった。なお繰り返しとなるが、米国

O*NET の T2 領域は職業固有のテキスト情報であり、このような統一項目での調査は行わ

れていない。 
図表 3-6 使用する情報技術・ソフトウェア 13 項目 

（教示文概要：あなたと同じ仕事、同じ職業の就業者が日常的に直接使用するもの、 

直接使用できることが必須であるものにチェックをつけてください。） 

通し

番号 
調査票上の文言 

1 文書作成ソフト（Word、一太郎等） 

2 表計算ソフト（Excel、スプレッドシート等） 

－31－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



32 
 

3 プレゼン資料作成ソフト（PowerPoint、Keynote 等） 

4 イラスト、デザイン作成ソフト（Illustrator、Clip Studio 等） 

5 画像等編集ソフト（Photoshop、GIMP 等） 

6 Web 画面作成のソフトウェア（HTML、CSS を含む） 

7 設計用ソフト（CAD のソフトウェア等） 

8 統計用ソフト（SAS、SPSS、STATA、R 等） 

9 
設計段階等でコンピュータシミュレーションを行う解析ソフト（CAE のソフトウェア

等） 

10 プログラミング言語（C 言語、JAVA、Python、Ruby 等） 

11 データベース（Access、SQL Server、MySQL、Oracle 等） 

12 事務自動化開発ツール（マクロ、VBA、RPA 等） 

13 AI 開発ツール（AutoML、Labellio、Neural Network Console、Watson 等） 

 
図表 3-7 使用する道具・機材 12 項目 

（教示文概要：あなたと同じ仕事、同じ職業の就業者が日常的に直接使用するもの、 

直接使用できることが必須であるものにチェックをつけてください。） 

通し

番号 
調査票上の文言 

1 パソコン 

2 スマートフォン 

3 タブレット端末 

4 普通自動車（普通免許（第一種、第二種）で運転可能なもの） 

5 大型、中型、準中型、特殊自動車等（普通免許だけでは運転できないもの） 

6 事務用品（ペン、のり、ハサミ、定規、ファイル等） 

7 プリンター、コピー機 

8 レジ（小売店、レストラン等） 

9 調理道具（包丁、ガスコンロ等） 

10 工具（かなづち、のこぎり等の手動工具、ドリル等の電動工具） 

11 作業中の護身用品（ヘルメット、ゴーグル、グローブ、安全靴等） 

12 医療機器（聴診器、注射器、CT、MRI 等） 

 
 調査票では上記の計 25 項目に関してそれぞれ「日常的に直接使用する」「直接使用できる

ことが必須」のチェックボックスが用意され、片方だけでも、あるいは両方ともチェックす

ることも可能であった。これに加えて情報技術・ソフトウェアと道具・機材のそれぞれで「そ
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の他」に使用するものを自由記述で 3 つまで任意で回答を求めた。詳細は巻末の Web 調査

画面サンプルを参照されたい。 
なお、本項目群に関する調査結果はあくまで職業解説に付随する職業固有のテキスト情報

を充実させるための「参考情報」と位置づけられた。データの取得方法も試験的なものであ

り、本項目群については数値情報を一般公開する予定は無い。 

 
(6) 仕事量の変化に関する特別調査 

 第 2 章で詳述された職業解説の作成においては、「労働条件の特徴」のセクション等で必

要に応じて各職業の今後の労働市場における需給の見通しについても記述が行われている。

その主な情報源は関連団体や企業へのヒアリングであるが、仕事量の変化については就業者

の考えも職業解説の充実に寄与するであろうと考えられたため、2020 年度の調査で関連の

情報収集が行われることとなった。 
 ただし、新型コロナウイルス感染症の流行下での調査となったこともあり、同感染症によ

る仕事量の増減についても加味した調査でなければ要因の分離が難しくなる。そこで、以下

の６問にて条件分岐させつつ就業者の考えを尋ねることとした。 

  
１）新型コロナウイルス感染症が拡大する前（2019 年まで）、あなたの現在の職業

では仕事の量（受注件数、取引件数、予算規模、製造量等）が増える傾向でしたか、

減る傾向でしたか？ 

 
２）新型コロナウイルス感染症の拡大によって、上の質問で回答した仕事の量の増

減傾向に変化がありましたか？ 

 
 【（２）で「変化があった」場合】 

３）「変化があった」と回答した方にお聞きします。新型コロナウイルス感染症が拡

大した後（2020 年１月以降）、あなたの現在の職業では例年と比較して仕事の量が

増える傾向ですか、減る傾向ですか？ 

 
【（３）で「増える傾向」だった場合】 

４）「増える傾向である」、「やや増える傾向である」と回答した方にお聞きします。

今後、新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたの現在の職

業では仕事の量がどのように変化すると思いますか？ 

 
 【（３）で「減る傾向」だった場合】 

５）「減る傾向である」、「やや減る傾向である」と回答した方にお聞きします。今後、
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新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたの現在の職業では

仕事の量がどのように変化すると思いますか？ 

 
【（２）で「変化がなかった」場合】 

６）「変化がなかった」と回答した方にお聞きします。あなたの現在の職業では今後

数年（３～５年程度）、仕事の量（受注件数、取引件数、予算規模、製造量等）が増

えていくと思いますか、減っていくと思いますか？ 

 
 それぞれの設問の選択肢の詳細については巻末の Web 調査画面サンプルを参照されたい。

本項目群の調査結果は基本的には当初の目的である職業解説充実のための参考資料として活

用される予定であった。しかし、インプットデータ研究会では本データは社会的な関心の高

い内容であるため一般公開すべきとの意見が出たため、本書のオンライン追加資料という位

置づけで職業ごとの回答比率を公表することとなった。 

 
(7) テレワークの実施に関する特別調査 

 最後に、新型コロナウイルス感染症と関連する特別調査としてテレワークの実施状況につ

いても特別調査が行われた。同感染症の流行とそれに伴う政府の緊急事態宣言等により、我

が国でも必要に迫られてテレワークの導入が進んだ職業は多いと予測される。その実態と規

定要因等に関して当機構の別プロジェクトを含め、既に様々な公的機関・研究機関が調査を

実施しているが、本プロジェクトのように約 500 の職業ごとの状況を細かく調査できる機会

は貴重であると考えられる。そこで当初は予定していなかったが、以下の 4 問について急遽

特別調査が実施されることとなった。 

  
１）新型コロナウイルス感染症が拡大する前（2019 年まで）、あなたと同じ仕事、

同じ職業の人たちは一般的にどの程度テレワーク（在宅勤務、モバイルワーク等）

が可能だったと思いますか？ 

 
２）新型コロナウイルス感染症の流行下（2020 年 4 月～5 月頃の緊急事態宣言下）、

あなたと同じ仕事、同じ職業の人たちは一般的にどの程度テレワーク（在宅勤務、

モバイルワーク等）が可能だったと思いますか？ 

 
３）今後、新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたと同じ

仕事、同じ職業の人たちは一般的にどの程度テレワーク（在宅勤務、モバイルワー

ク等）が可能だと思いますか？ 
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４）最後に、新型コロナウイルス感染症の流行や過去・現在の状況とは無関係に、

本来あなたと同じ仕事、同じ職業では最大でどの程度テレワークを実施可能なはず

だと思いますか？ 

 
 各設問の選択肢については巻末の Web 調査画面サンプルを参照されたい。本項目群の調

査結果については前述の仕事量の変化に関する調査と同じく、ただちにインプットデータと

して日本版 O-NET に収録される予定はない。ただし仕事量の変化と同じく社会的に関心の

高いデータであると思われるため、本書のオンライン追加資料という位置づけで職業単位の

回答比率データを公表することとなった。 

 
３ データのスクリーニング方法 

 
 米国 O*NET プロジェクトでは就業者調査にあたってその職業の就業者がいることが判明

している企業に協力を依頼し、企業経由で就業者に回答を依頼している。このため回答者の

職業はある程度客観的に保証されており異なる職業の回答が混入するリスクは少ない。一方、

今回当機構が実施した Web 就業者調査では職業の選択は回答者自身が行った。したがって

各職業の就業者は直接依頼を行った一部例外を除き「自称」であり、本当にその職業の就業

者かどうかは保証されていない6。こうした問題意識から本プロジェクトでは 2018 年度、

2019 年度とデータのスクリーニング（選別）方法の改良を試みてきた。2020 年度も Web 調

査会社による第 1 次スクリーニング、および当機構における第 2 次スクリーニングにて当

該職業ではない回答者の「混入」の除外を試みている。本項ではその概要を述べる。 

 
（ア）Web 調査会社による第 1 次スクリーニング 

まず調査会社が下記の基準でデータのスクリーニングを行い、信頼できない回答等を除外

した上で当機構にデータが納品された。基本的に第 1 次スクリーニングは各社規定の方法を

ベースに実施されている。2020 年度に関しては競争入札の結果、2019 年度と同じ調査会社

の落札となったため第 1 次スクリーニングの内容は共通である。 

 
基準１：属性不整合スクリーニング。（デフォルトでデータセットから除外） 

・主婦が、「男性」「未婚女性」を選択 

・子どもがいる人が、年齢 18 歳未満となる回答 

・既婚者が、「同居の未婚」を選択 

・学生が、「31 歳以上」 

                                                 
6 この点についての考察は労働政策研究・研修機構（2020）の p.60–61、および鎌倉（2021）を参照されたい。 
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基準２：自由記述に誹謗中傷、文字の羅列など、回答として有効性のないものを除外。 

基準３：極端に短い時間で回答しており明らかに設問や選択肢を読んでいないものは除外。 

 
第 1 次スクリーニングを経て、調査会社から当機構に納品されたデータ総数は 27,259 ケ

ースだった。 

 
（イ）当機構による第 2 次スクリーニング 

納品されたデータに対して、当機構では図表 3-8 の手順でスクリーニングを実施した。 

 
フェーズ１：同値回答、ループ回答等の除外 

⇒ 比較的項目数の多い仕事活動（ワーク・アクティビティ）41 項目と仕事の性質 14
項目について、それぞれの大問内ですべて同値で回答している回答 2,664 ケースを不

誠実な回答として除外した。また仕事活動について 5 項目ごとに同じ数字でループ回

答しているケースをチェックしたところ 1 ケースが該当していたため除外した7。 

 
フェーズ２：タスクの回答状況に基づく除外  

⇒ 2019 年度と全く同じプロセス8で、タスクの回答状況に基づく除外を行った。ま

ず各職業別に準備されたタスク項目群について 1 つも実施していない 748 ケースを

同定し、うち「その他のタスク」にも記述の無い 609 件を除外した。残る 139 ケース

のうち「その他のタスク」の記述内容が「特になし」や無関係の記述である 103 ケー

スも除外した。有意味な記述のある 36 ケースについては心理学、経済学等を専門と

する当機構の研究員 3 名が独立に「〇（合格）」「△（判断に迷う）」「×（不合格）」で

合否判定を行い、それぞれ 2 点、1 点、0 点に換算し計 5 点以上であった 9 件を「合

格」としてデータセットに残した。3 者の評定一致率について Fleiss のκ係数は 0.397
であり、Landis & Koch (1977)によれば「fair agreement」（一応の一致）と評価し得

る程度の一致率であった。また有意性検定の結果は 0.1%水準で有意であり（Z = 5.5, 
p < .001）、3 者の判定は偶然とは言い難い程度には一致していると考えられた。 

 
フェーズ３：2019 年度の選択職業から不審な変更のあったケースの特定 

⇒ 2019 年度と連続で本プロジェクトの調査に参加した回答者のうち、2019 年度と

異なる職業を選択した 1,142 件について、 (1)2020 年度選択職業の経験年数、(2)2019
年度選択職業と 2020 年度選択職業の乖離の程度、(3)2020 年度選択職業の他の回答

                                                 
7 2019 年度はこうした不誠実な回答の除外をタスク実施状況による除外判定の後に実施したが、2020 年度は合

否判定実施者の負担軽減のために予め除外することとした。 
8 労働政策研究・研修機構（2020）、p.65 を参照。 
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者の全体回答傾向からの乖離、の 3 つの指標を用いて「不審点の多い回答」259 件を

特定した。 
 この 259 件についてフェーズ２と同じ 3 名の当機構研究員が、上述の 3 指標、およ

び性別、年齢階層、居住地域等の属性情報や自由記述の内容等も参照しつつ、フェー

ズ 2 と同じ採点方法で独立に合否判定を行い、5 点未満の 69 件は除外した。5 点以上

の 190件はデータセットに残した。3者の評定一致率についてFleissのκ係数は 0.309
であり、Landis & Koch (1977)によれば「fair agreement」（一応の一致）と評価し得

る程度の一致率であった。また有意性検定の結果は 0.1%水準で有意であり（Z = 11.5, 
p < .001）、3 者の判定は偶然とは言い難い程度には一致していると考えられた。 
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 2020 年度にて初めての試みとなるフェーズ 3 について以下述べる。前述の通り 2020 年度

は競争入札の結果、2019 年度と同じ調査会社が落札した。このため同社からデータ提供を受

け、2019 年度も本プロジェクトの Web 就業者調査に回答していた 2,509 ケース（図表 3-8
の第 2 次暫定データ時点）について当時の選択職業を確認した。その結果 45.5%にあたる

 

図表 3-8 2020 年度 Web 就業者調査の第 2 次スクリーニング概要 
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1,142 ケースで選択職業が異なっていた。この中には、(1)実際に転職した、(2)2020 年度か

ら導入した「カテゴリ」からの職業選択によって「より正しい」職業を選択できた、等が含

まれると考えられるが、そうだとしても 45.5%は多すぎると考えられたため、「不審な選択職

業の変更のある回答」を除外することとした。ただし、1,142 件すべてを人間の目で合否判

定することは負担が大きかったこともあり、本章執筆者が独自に 3 つの指標を用いて「不審

なケース」を絞り込むこととした9。 

 
指標１：職業経験年数で「1 年以上」と回答している。 

＞＞ この 1 年で転職したとすれば、2020 年度選択職業の経験年数は「1 年未満」とな

るはずであり、「1 年以上」の回答はやや不自然と言える。ただし経験年数は通算なので

2019 年度調査よりも以前に同職の経験があった可能性はあり断定はできない。また、

2020 年度の「カテゴリ選択」の導入により「より正しい」職業区分で回答しただけの可

能性もあるためこの指標だけでは断定できない。そこで、本指標で「1 年以上」と回答

している者については後述の指標 2、指標 3 のいずれかでも「不審」と考えられる場合

のみ人間による目視チェックの対象とした。 
 なお経験年数を「1 年未満」と回答していた 53 名については回答としての整合性は高

いと考えられたため、人間の目によるチェックを行わず無条件で「合格」とした。 

 
 指標２：2019 年度と 2020 年度で、選択職業の仕事活動＆仕事の性質が大きく異なる。 

＞＞ 転職において心機一転、前職と全く異なる職業を選ぶ可能性は十分あり得る。し

かし、一般論としては前職と内容・性質がある程度類似した職業を探すことがキャリア

アップの観点からは自然と思われる。そこで、以下のプロセスで本指標による「不審な

回答者」の判定を行い、該当するものは人間の目によるチェックに回すこととした。 

 
（１） 図表 3-8 の 2 次暫定データセット時点で 20 件以上のサンプルサイ

ズがあった 438 職業について、すべての 2 職業の組み合わせ（95,703 通り）

で、仕事活動と仕事の性質の職業別平均値、計 55 変数を用いたユークリッド

距離を算出した。 

 
（２） 1,142 名の職業変更者について、それぞれ 2019 年度選択職業と

2020 年度選択職業の同算出方法によるユークリッド距離を求め、上記（１）

                                                 
9 なお、検討の段階では 2019 年度と 2020 年度の選択職業間で職業大分類の相違の有無という観点でのデータ整

理も試みたが、上手くいかなかった。たとえば原子力技術者＞＞不動産鑑定士、は考えづらい職業移動だが、い

ずれも大分類Ｂである。一方、スタイリスト＞＞美容師はありそうな職業移動だが、Ｂ＞＞Ｅと大分類をまたぐ。

全体を概観したとき、大分類変更の有無で分けても結局個別に判断しなければならず妥当な判断基準とは言い難

かった。 
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の全組み合わせの中で上位 25%以上であるときに「異質な職業変更をしてい

る」、すなわち「指標 2 において不審」とした。 

 
参考までに、図表 3-9 に特に職業間のユークリッド距離が大きかった「法務教官」

と「受付事務」の比較結果、および、特に職業間距離が小さかった「証券アナリスト」

と「ファンドマネージャー」の比較結果を図示する10。受付事務ではほとんどの項目

が範囲内中央値 3.0 点以下の平板な平均値となっている一方、法務教官では 4.5 を

超える高い平均値が見られるなど、仕事活動や仕事の性質には大きな違いがあるこ

とが分かる。これに対して証券アナリストとファンドマネージャーは少なくとも仕

事活動と仕事の性質の観点では平均値がほとんど一致している様子が窺われる。 
なお、この指標 2 では職業変更者自身の回答は直接使わず、あくまで 2 ヶ年度の

選択職業の平均値のみを用いている。このため、同一職業から同一職業に変更した

回答者は指標 2 では全く同じユークリッド距離を持つことになる。 

 

                                                 
10 日常生活では距離は「遠」「近」で表現することが一般的だが、ユークリッド距離は 1 つの数値であり、本稿

では数値の「大」「小」で表現している。2 職業間のユークリッド距離が相対的に見て大きいことをもって、職業

間で大きく乖離している、異質であると解釈している。 
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図表 3-9 指標 2 の観点で職業間のユークリッド距離が大きい事例と小さい事例 

（項目名については紙面の都合で冒頭 4 字のみ記載。詳細は前項参照） 

 

 
 指標３：2020 年度選択職業の回答者群の中で、ほかの回答者と回答傾向が大きく異なる。 

＞＞ 過去の回答はともかく、もし 2020 年度の選択職業が実態に即しているのであれ

ば、その回答傾向は同じ職業を選択した回答者群の全体傾向とある程度一致するはずで

ある。逆に回答傾向が他の回答者からかけ離れている場合には、その回答者は毎年、実

態と異なる職業を「いい加減に」選択している懸念が高まる。そこで、以下のプロセス

で本指標による「不審な回答者」の判定を行い、該当するものは人間の目によるチェッ

クに回すこととした。 

 
（１） 図表 3-8 の 2 次暫定データセットで 20 職業以上のサンプルサイズ

が確保されている 438 職業について、就業者個人ごとに仕事活動と仕事の性

職業間距離が大きい2職業の例（法務教官VS受付事務）

職業間距離が小さい2職業の例（証券アナリストVSファンドマネージャー）
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質の計 55 変数を用いて自身の回答と選択職業の平均値との間の標準化ユー

クリッド距離を算出した。 

 
（２） 職業ごとに、（１）で求めた同職業の就業者内の標準化ユークリッド

距離の平均値と標準偏差を算出した。 

 
（３） 1,142 名の職業変更者について、個人得点 VS 職業平均値の標準化

ユークリッド距離を求め、その値が（２）の平均値と標準偏差で規定される

標準正規分布において上位 25%の範囲に含まれる場合に「指標 3 において不

審」とした11。 

 
指標 2 と違って標準化ユークリッド距離を用いた理由は、指標 2 の場合はある職

業のある変数の平均値をどのような観点で標準化し得るのか判断が難しかった一方、

指標 3 の場合は群内平均値と群内標準偏差を用いて「群内での位置づけ」として項

目得点を標準化することが比較的容易であり、また群内での相対的な乖離の指標と

しての指標 3 は標準化により項目ごとのばらつきの程度を統制した上で算出した方

が望ましいと考えたためである。なおこの手法は、職業調査において対象職業の就

業者ではない回答者の混入を統計学的に検出する手法をシミュレーションにより検

討した鎌倉（2021）の手法 C「標準化ユークリッド距離に基づく判定」を参考とし

ている。関心のある読者は参照されたい。 
図表 3-10 に、「ピッキング作業員」を例として職業平均値からの標準化ユークリ

ッド距離が大きかった回答者と小さかった回答者の例を図示する。個人の回答は１

～５の自然数となるため職業平均と完全に一致することは無いが、乖離の程度が上

位 78.1%（下位 21.9%）である「回答者２」は概ね得点傾向が職業平均値と連動し

ている。一方、上位 2.0%であり相対的に他の回答者よりも大きく乖離している「回

答者１」は、職業平均値や回答者２が相対的に高く評定している「全身を使って身体

的な活動を行う」を逆に相対的に低く評定している等、本当にその職業の回答者で

あるのか疑わしい様子が窺われる。 

 

                                                 
11 言い換えれば、職業変更者が 2020 年度選択職業の他の回答者と同じ母集団の構成員であると仮定したとき（≒

帰無仮説）、本人と職業平均値との標準化ユークリッド距離が発生する確率を求め、これが 25%以下の時に「同一

母集団の構成員にしては回答傾向が乖離している」、すなわち「やや不審である」と見なしたことになる。 
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図表 3-10 「ピッキング作業員」について、指標 3 の観点で職業平均値からの 

乖離が大きい回答者と小さい回答者のサンプル 

 

 
  
 以上の 3 指標を用いて「指標 1 該当＆（指標２該当 or 指標３該当）」の 259 名がピックア

ップされ、前述の通り 3 名の判定者が合否判定を行った。合否判定に際しては変更前と変更

後の職業の名称、3 つの指標の状況、および性別、年齢層、業種、居住地域、自由記述の内

容等を俯瞰して総合的な判断がなされた。最終的に「不審な回答者」として除外されたのは

前述の通り 1,142 名中 69 名（6.0%）のみであったが、より信頼できる職業情報の整備にあ

たって有意義なプロセスであったと考えられる。 

  

４ 直接依頼による補足的な紙媒体調査の概要 

 
 「方法」節の最後に、2020 年度実施された紙媒体の調査の概要を述べる。本プロジェクト

では回答者負担の軽減のため、今後概ね 4 年サイクルで順次情報領域の更新を行っていく予

定である。このため、各年度に職業解説が作成された新規収録職業についてはすべての数値

情報が整備されるまでに通常 4 年がかかる。この点について 2020 年度、厚生労働省より、

新規作成の 10 職業（第 2 章参照）についても 2019 年度までの初期開発領域の数値情報を可

能な範囲で作成するよう要請があった。 
 そこで当機構では 2020 年度、Web 就業者調査とは別に、新規 10 職業の職業解説作成の

ためのヒアリング調査実施のタイミングで 2018 年度・2019 年度の初期開発時と同じ「職業

興味」「仕事価値観」「スキル」「知識」等に関する紙の調査への協力を併せて直接依頼した。

その結果、「法務技官（心理）（矯正心理専門職）」、「入国審査官」、「検察事務官」、「労働基準

監督官」、「特許審査官」の 5 職業について関連機関から協力を得られ、郵送調査にてサンプ

ルサイズ 20 件以上を確保し、2019 年度までの初期開発の情報領域についてもインプットデ
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ータが新規に作成・収録されることとなった。その他の 5 職業については協力が得られなか

ったか、サンプルサイズ 20 件を確保できなかった。 
 なお、この紙媒体の調査に関しては、(1)全く同じプロセス・内容について 2019 年度の報

告書（労働政策研究・研修機構, 2020）で詳細を報告済みである、(2)あくまで補足的な位置

づけの調査である、(3)本報告書に改めて関連の結果等を記載すると全体が長大となり、かえ

って読者にとって読みづらくなる、等の理由から以下では特に言及しないこととする。次節

以降は基本的に Web 就業者調査についての報告となる点に留意されたい。 

 

 

第３節 結果の整理 

 
１ 目標回収数の達成状況 

 2020 年度 Web 就業者調査の最終データセットは前述の通り 23,777 件(データ納品時から

見た有効回答率 87.2%)で、1 職業あたりの平均サンプルサイズは 47.2 件(SD = 17.9)であり、

調査対象 504 職業のうち 329 職業(全体の 65.3%)が 50 件以上を確保できた。残る 175 職業

のうち、109 職業(全体の 21.6%)は 20～49 件、66 職業(全体の 13.1%)は 20 件未満であった。 

 
２ インプットデータ収録職業の決定 

各職業のインプットデータ収録にあたっては、母集団推定における最低限の精度を確保す

る観点からサンプルサイズが最低 20 件以上であることを条件としている（詳細は労働政策

研究・研修機構, 2020 を参照）。また、504 職業の中にはまだ職業解説が未作成のもの等、公

開準備が整っていない職業が 10 職業あり、これは将来的な収録確定時にインプットデータ

化が予定されているものである。このためサンプルサイズ不足の 66 職業と解説未作成の 10
職業、計 76 職業は収録対象外とされ、最終的に 2020 年度 Web 就業者調査の結果に基づき

インプットデータとして収録される職業数は 428 職業となった。 

 
３ 最終データセットの回答者の基本属性 

 本項では、2020 年度 Web 就業者調査の回答者がどういった人々であったのか、最終デー

タセット 23,777 件について全体傾向を報告する。ただし、本プロジェクトの Web 就業者調

査では米国 O*NET に倣い回答者の個人属性を職業別に公表すること等はしない。これは回

答者の暴露を防ぐためであり、また「最低 20 件」という収録基準はあくまで各職業就業者の

母集団の平均値、比率等を最低限度の精度で推定するための基準であり、さらなる職業内細

分化は精度を保証できないためでもある（詳細は労働政策研究・研修機構, 2020、および U. 
S. Department of Labor, 2018 を参照）。 
 本項の報告の意図は職業別の男女比や年齢構成等を情報提供することではなく、あくまで
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調査の全体像としてどういった回答者たちであったかを示すものである点に留意されたい。 

 
(1) 性別ごとの年齢構成 

 まず男女別の年齢構成を図表 3-11 に示す。回答者の 68.9%が男性であった。年齢は男性は

40 代と 50 代が比較的多く、女性では 30 代と 40 代が比較的多かった。男女比、およびそれ

ぞれの年齢構成は 2019 年度までの初期開発データセットとほぼ共通の傾向であった。 

 
図表 3-11 最終データセットの性別ごとの年齢構成 

 
 
(2) 就業形態 

 次に、回答者の就業状況について図表 3-12 に示す。全体の 57.9%が「正規の職員、従業

員」で最も多く、「自営、フリーランス」が 16.6%、「パート」が 11.1%と続いた。全体とし

て概ね、2018 年度・2019 年度の初期開発データと同一の傾向と言える。なお、最終データ

に「アルバイト（学生）」が 0.1%含まれている理由は情報収集対象職業の中に「コンビニエ

ンスストア店員」等の学生アルバイトが多い職業が含まれているためである。 

 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 計
度数 19 497 1,955 4,548 5,859 2,975 510 25 16,388
％ 0.1% 3.0% 11.9% 27.8% 35.8% 18.2% 3.1% 0.2% 100.0%

度数 12 1,182 1,944 2,163 1,469 485 78 6 7,339
％ 0.2% 16.1% 26.5% 29.5% 20.0% 6.6% 1.1% 0.1% 100.0%

度数 0 8 16 12 9 3 0 2 50
％ 0.0% 16.0% 32.0% 24.0% 18.0% 6.0% 0.0% 4.0% 100.0%

度数 31 1,687 3,915 6,723 7,337 3,463 588 33 23,777
％ 0.1% 7.1% 16.5% 28.3% 30.9% 14.6% 2.5% 0.1% 100.0%

男性

⼥性

計

その他
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図表 3-12 最終データセットの就業形態の分布 

 

 
(3) 職業の経験年数（通算） 

 続いて、選択した職業の経験年数の分布を図表 3-13 に示す。最も多かったのは「10 年以

上 20 年未満」の 23.7%で、「20 年以上 30 年未満」の 18.7%、「5 年以上 10 年未満」の 16.5%
が続いた。この 3 区分（5 年以上 30 年未満）の合計で全体の 58.9%を占めており、ある程度

職業経験のある回答者が多かったことが示唆された。なお、この構成比は 2019 年度までの

初期開発データとほぼ同一の傾向である。 

 
図表 3-13 最終データセットの選択職業経験年数の分布 
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(4) 業種 

 次に、業種について図表 3-14 に示す。最も多かったのは「製造業」の 17.8%で、「医療、

福祉」の 10.7%、「サービス業（他に分類されないもの）」の 9.8%、「卸売業・小売業」の 8.4%
が続いた。ただし、本プロジェクトでは職業ごとに目標サンプルサイズを定め、集まったも

のから適宜調査を終了しているため、業種比率はどのような職業を収録対象とするかによっ

て大きく左右される。このため、もとより我が国全体の就業者の状況を代表するような分布

とはならない点に留意されたい。 

 
図表 3-14 最終データセットの業種比率 

 

 
＜引用文献＞ ※日本語文献は 50 音順、英語文献はアルファベット順 

 
鎌倉哲史 (2021). 職業調査において対象職業の就業者ではない回答者の混入を統計学的に

検出する手法の検討 ―疑似混入シミュレーションによる 3 手法 18 条件の比較―  

JILPT Discussion Paper, 21-03. <https://www.jil.go.jp/institute/discussion/2021/do
cuments/DP21-03.pdf> (2021 年 6 月 10 日) 

労働政策研究・研修機構(編) (2020). 職業情報提供サイト（日本版 O-NET）のインプットデ

ータ開発に関する研究 JILPT 資料シリーズ No.227. < https://www.jil.go.jp/institut
e/siryo/2020/227.html> (2021 年 6 月 10 日) 

 
Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for c
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第４章 職業別数値情報の集計と検討 

 
 前章で作成方法が報告された 2020 年度 Web 就業者調査に関して、ここからは「インプッ

トデータ」として収録が確定した 428 職業の数値情報のうち、インプットデータ化が予定さ

れている「仕事活動」「仕事の性質」、将来的なインプットデータ化が検討されている「一般

的な就業形態」、職業解説の充実に資することを目的とした「使用する情報技術・ソフトウェ

ア、道具・機材」と「仕事量の変化に関する特別調査」、新型コロナウイルス感染症に係る特

別調査である「テレワークの実施に関する特別調査」の集計結果を報告する。また必要に応

じて、データの妥当性や性質、特徴についても検討を行う。 

 
第１節 仕事活動（ワーク・アクティビティ） 

 
 本節では 2020 年度の主要項目である「仕事活動（ワーク・アクティビティ）」について、

以下の 3 つの観点で集計結果を報告する。 

  
(1) 職業大分類 11 種ごとの収録データの平均値 
(2) 建築塗装工、理容師、Web ディレクターの回答分布の棒グラフ 
(3) 各項目の得点が特に高い「代表的な職業」リスト 

 
（１）は厚労省編職業分類の大分類 11 種ごとに該当職業の収録データの平均値を示

すものである（図表 4-1）12,13。大分類の判定には職業情報編集会議（第２章参照）

で各職業に設定された「主な職業分類」を用いた14。同情報が未設定の 6 職業は複数

の職業分類を持つものの、すべて大分類「B」であったため同カテゴリに含めた15。 

                                                 
12 本プロジェクトは一見すると我が国の就業者を数万人集めて職業調査を行ったかのように見えるが、実際には

調査計画上の観点からは「目標 60 件、最低 20 件の職業調査」を 504 個同時に実施したと捉えた方が正しい。ま

た、この 504 職業は世の中のあらゆる職業から無作為に選んだわけではなく、第 2 章でも述べた通り厚生労働

省、経済産業省との協議の下で「選定」したものである。したがって母集団の推定は常に職業ごとに独立して行

うべきであり、本来はこのような大分類の職業群別の集計という方法は妥当とは言えない。しかし、（１）職業別

の推定値についてはもとより全データをオンライン追加資料として公開する、（２）428 職業ごとの集計を本章で

掲載・考察することは紙面の都合から難しい、の 2 点の理由で、本章ではあくまで読者がデータの全体像のイメ

ージを掴むための便宜的な集計方法としてこのようなスタイルを採っている。 
13 図表 4-1 に示した通り、「管理的な仕事」はいわゆる大企業の「管理職」とは大きく異なる職業群であること、

「保安の仕事」は公務の仕事が半数以上を占める職業群であること等、解釈に注意が必要である。 
14 日本版 O-NET の収録職業は複数の職業分類番号を持つ場合があるが、強いて言えばどの職業分類が最も主要な

ものであるかを「主な職業分類」として１つ設定している。もともと１つしか職業分類を持たない場合はそのま

まそれが「主な職業分類」となる。 
15 この６職業に「主な職業分類」が割り当てられていない理由は、職業解説の中に開発技術者の仕事と生産技術

者の仕事の両方の記述が書かれており、一方に決められなかったためである。 
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図表 4-1 本章で使用する職業大分類別職業群の構成職業一覧 

区分 

構成 

職業

数 

構成職業名 

Ａ 管理
的な仕事 

4 [銀⾏⽀店⻑] [起業、創業] [施設管理者（介護施設）] [会社経営者]  

Ｂ 専⾨
的・技術
的な仕事 

157 

[建築設計技術者] [建築施⼯管理技術者] [⼟⽊設計技術者] [⼟⽊施⼯管理技術者] 

[測量⼠] [中⼩企業診断⼠] [経営コンサルタント] [ファイナンシャル・プランナー] 

[社会保険労務⼠] [司法書⼠] [⾏政書⼠] [⼟地家屋調査⼠] [翻訳者] [通訳者] 

[弁護⼠] [公認会計⼠] [弁理⼠] [税理⼠] [不動産鑑定⼠] [スポーツインストラク

ター] [⾃動⾞教習指導員] [⾳楽教室講師] [福祉事務所ケースワーカー] [保育⼠] 

[介護⽀援専⾨員/ケアマネジャー] [キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント] 

[福祉⽤具専⾨相談員] [看護師] [助産師] [薬剤師] [⻭科医師] [保健師] [臨床検

査技師] [診療放射線技師] [臨床⼯学技⼠] [⻭科技⼯⼠] [⻭科衛⽣⼠] [理学療法⼠

（PT）] [作業療法⼠（OT）] [⾔語聴覚⼠] [視能訓練⼠] [栄養⼠] [あんまマッサ

ージ指圧師] [柔道整復師] [はり師・きゅう師] [幼稚園教員] [⼩学校教員] [中学校

教員] [専⾨学校教員] [図書館司書] [⾼等学校教員] [学芸員] [通関⼠] [新聞記

者] [雑誌記者] [図書編集者] [雑誌編集者] [テレビ・ラジオ放送技術者] [録⾳エン

ジニア] [映像編集者] [アナウンサー] [放送ディレクター] [アウトドアインストラ

クター] [農業技術者] [獣医師] [林業技術者] [産業⽤ロボット開発技術者] [太陽光

発電の設計・施⼯] [児童指導員] [障害者福祉施設指導専⾨員（⽣活⽀援員、就労⽀援

員等）] [⽼⼈福祉施設⽣活相談員] [⾮鉄⾦属製錬技術者]＊ [機械設計技術者] [半導

体技術者] [⾃動⾞技術者]＊ [精密機器技術者]＊ [電気技術者] [電⼦機器技術者]* 

[電気通信技術者] [プラント設計技術者] [⾷品技術者] [⽣産・品質管理技術者] [原

⼦⼒技術者]＊ [分析化学技術者] [ファインセラミックス製造技術者]＊ [⾼分⼦化学技

術者] [バイオテクノロジー技術者] [宇宙開発技術者] [航空機開発エンジニア（ジェ

ットエンジン）] [システムエンジニア（業務⽤システム）] [プログラマー] [システ

ムエンジニア（Web サイト開発）] [システムエンジニア（組込み、IoT）] [ソフトウ

ェア開発（パッケージソフト）] [ソフトウェア開発（スマホアプリ）] [システムエン

ジニア（基盤システム）] [運⽤・管理（IT）] [ヘルプデスク（IT）] [セキュリティ

エキスパート（オペレーション）] [プロジェクトマネージャ（IT）] [データサイエン

ティスト] [デジタルビジネスイノベーター] [AI エンジニア] [Web デザイナー] 

[Web ディレクター] [動画制作] [CG 制作] [ゲームクリエーター] [アートディレク

ター] [広告デザイナー] [広告ディレクター] [グラフィックデザイナー] [コピーラ
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イター] [インテリアデザイナー] [ファッションデザイナー] [イラストレーター] 

[舞台美術スタッフ] [舞台照明スタッフ] [インダストリアルデザイナー] [商業カメラ

マン] [テレビカメラマン] [テクニカルライター] [IT コンサルタント] [広報コンサ

ルタント] [⼈事コンサルタント] [知的財産コーディネーター] [知的財産サーチャー] 

[⼟⽊・建築⼯学研究者] [情報⼯学研究者] [医学研究者] [薬学研究者] [バイオテク

ノロジー研究者] [特別⽀援学校教員、特別⽀援学級教員] [学習塾教師] [⽇本語教師] 

[英会話教師] [職業訓練指導員] [社会教育主事] [外科医] [⼩児科医] [内科医] 

[精神科医] [産婦⼈科医] [治験コーディネーター] [医療ソーシャルワーカー] [福祉

ソーシャルワーカー] [カウンセラー（医療福祉分野）] [スクールカウンセラー] [証

券アナリスト] [ファンドマネージャー] [M&A マネージャー、M&A コンサルタント

/M&A アドバイザー] [産業廃棄物処理技術者] [畜産技術者] [国際協⼒専⾨家] [セ

キュリティエキスパート（脆弱性診断）] [データエンジニア] [独⽴系ファイナンシャ

ル・アドバイザー（IFA）]  

Ｃ 事務
の仕事 

46 

[コールセンターオペレーター] [検針員] [フランチャイズチェーン・スーパーバイザ

ー] [旅⾏会社カウンター係] [ブライダルコーディネーター] [国家公務員（⾏政事

務）] [地⽅公務員（⾏政事務）] [税務事務官] [国際公務員] [診療情報管理⼠] [空

港グランドスタッフ] [駅務員] [鉄道運転計画・運⾏管理] [タクシー配⾞オペレータ

ー] [太陽光発電の企画・調査] [ネット通販の企画開発] [ネット通販の運営] [Web

マーケティング（ネット広告・販売促進）] [パラリーガル（弁護⼠補助職）] [秘書] 

[受付事務] [⼀般事務] [データ⼊⼒] [経理事務] [営業事務] [⼈事事務] [総務事

務] [企画・調査担当] [調剤薬局事務] [介護事務] [⽣産・⼯程管理事務] [銀⾏等窓

⼝事務] [貿易事務] [損害保険事務] [通信販売受付事務] [学校事務] [医療事務] 

[広報・PR 担当] [IR 広報担当] [企業法務担当] [コンプライアンス推進担当] [マー

ケティング・リサーチャー] [商品企画開発（チェーンストア）] [内部監査⼈] [マン

ション管理フロント] [NPO 法⼈職員（企画・運営）]  

Ｄ 販売
の仕事 

39 

[デパート店員] [スーパー店⻑] [スーパーレジ係] [スーパー店員] [商社営業] [住

宅・不動産営業] [⾃動⾞営業] [広告営業] [印刷営業] [医薬情報担当者（MR）] 

[せり⼈] [フラワーショップ店員] [電器店店員] [書店員] [メガネ販売] [スポーツ

⽤品販売] [ホームセンター店員] [ペットショップ店員] [⾐料品販売] [シューフィ

ッター] [駅構内売店店員] [コンビニエンスストア店員] [ベーカリーショップ店員] 

[カフェ店員] [ガソリンスタンド・スタッフ] [医薬品販売/登録販売者] [リサイクル

ショップ店員] [携帯電話販売] [CD ショップ店員] [営業（IT）] [保険営業（⽣命保

険、損害保険）] [銀⾏・信⽤⾦庫渉外担当] [ディーラー] [OA 機器営業] [証券外務

員] [化粧品販売/美容部員] [化粧品訪問販売] [⾃転⾞販売] [代理店営業（保険会

社）]  
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Ｅ サー
ビスの仕
事 

44 

[ホテル・旅館⽀配⼈] [駐⾞場管理] [⻄洋料理調理⼈（コック）] [⽇本料理調理⼈

（板前）] [すし職⼈] [そば・うどん調理⼈] [中華料理調理⼈] [ハンバーガーショ

ップ店⻑] [ソムリエ] [バーテンダー] [ラーメン調理⼈] [ツアーコンダクター] [遊

園地スタッフ] [キャディ] [通訳ガイド] [理容師] [美容師] [エステティシャン] 

[メイクアップアーティスト] [クリーニング師] [ビデオレンタル店店員] [レンタカー

店舗スタッフ] [家政婦（夫）] [ネイリスト] [訪問介護員/ホームヘルパー] [施設介

護員] [客室乗務員] [トリマー] [学童保育指導員] [看護助⼿] [ベビーシッター] 

[フロント（ホテル・旅館）] [客室清掃・整備担当（ホテル・旅館）] [接客担当（ホテ

ル・旅館）] [ホールスタッフ（レストラン）] [飲⾷チェーン店店員] [アロマセラピ

スト] [リフレクソロジスト] [葬祭ディレクター] [きもの着付指導員] [マンション

管理員] [調理補助] [給⾷調理員] [動物看護]  

Ｆ 保安
の仕事 

11 
[警察官（都道府県警察）] [海上保安官] [刑務官] [陸上⾃衛官] [海上⾃衛官] [航

空⾃衛官] [消防官] [道路パトロール隊員] [施設警備員] [救急救命⼠] [雑踏・交通

誘導警備員]  

Ｇ 農林
漁業の仕
事 

9 
[造園⼯] [林業作業] [植物⼯場の栽培管理] [酪農従事者] [稲作農業者] [ハウス野

菜栽培者] [果樹栽培者] [花き栽培者] [沿岸漁業従事者]  

Ｈ ⽣産
⼯程の仕
事 

63 

[⾖腐製造、⾖腐職⼈] [パン製造、パン職⼈] [洋菓⼦製造、パティシエ] [和菓⼦製

造、和菓⼦職⼈] [乳製品製造] [⽔産ねり製品製造] [冷凍加⼯⾷品製造] [惣菜製造] 

[清酒製造] [しょうゆ製造] [ハム・ソーセージ・ベーコン製造] [ビール製造] [かん

詰・びん詰・レトルト⾷品製造] [野菜つけ物製造] [陶磁器製造] [プラスチック成形] 

[CAD オペレーター] [鉄⾻⼯] [建築板⾦] [建築塗装⼯] [⾃動⾞整備⼠] [航空整備

⼠] [産業⽤ロボットの設置・設定] [産業⽤ロボットの保守・メンテナンス] [太陽光

発電のメンテナンス] [鋳造⼯/鋳造設備オペレーター] [鍛造⼯/鍛造設備オペレーター] 

[⾦型⼯] [⾦属プレス⼯] [溶接⼯] [NC ⼯作機械オペレーター] [めっき⼯] [⾮破壊

検査技術者] [電⼦機器組⽴] [光学機器組⽴] [⾃動⾞組⽴] [⽣産⽤機械組⽴] [計器

組⽴] [半導体製造] [物流設備管理・保全] [家電修理] [医療⽤画像機器組⽴] [織布

⼯/織機オペレーター] [染⾊⼯/染⾊設備オペレーター] [ミシン縫製] [⽊材製造] 

[家具製造] [紙器製造] [建具製造] [靴製造] [かばん・袋物製造] [貴⾦属装⾝具製

作] [医薬品製造] [タイヤ製造] [化粧品製造] [⽯油精製オペレーター] [化学製品製

造オペレーター] [⽯⼯] [アニメーター] [看板制作] [製版オペレーター、DTP オペ

レーター] [印刷オペレーター] [製本オペレーター]  
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Ｉ 輸
送・機械
運転の仕
事 

21 

[建設機械オペレーター] [ビル施設管理] [路線バス運転⼿] [観光バス運転⼿] [タク

シー運転⼿] [パイロット] [航海⼠] [船舶機関⼠] [電⾞運転⼠] [鉄道⾞掌] [船

員] [フォークリフト運転作業員] [発電所運転管理] [ボイラーオペレーター] [トラ

ック運転⼿] [トレーラートラック運転⼿] [ダンプカー運転⼿] [送迎バス等運転⼿] 

[介護タクシー運転⼿] [ドローンパイロット] [タンクローリー乗務員]  

Ｊ 建
設・採掘
の仕事 

15 
[⼤⼯] [型枠⼤⼯] [鉄筋⼯] [とび] [建設・⼟⽊作業員] [タイル⼯] [左官] [サッ

シ取付] [内装⼯] [防⽔⼯] [電気⼯事⼠] [配管⼯] [鉄道線路管理] [送電線⼯事] 

[解体⼯]  

Ｋ 運
搬・清
掃・包装
等の仕事 

19 

[ビル清掃] [鉄道⾞両清掃] [引越作業員] [清涼飲料ルートセールス] [ルート配送ド

ライバー] [宅配便配達員] [新聞配達員] [倉庫作業員] [ピッキング作業員] [ハウス

クリーニング] [ペストコントロール従事者（害⾍等防除・駆除従事者）] [製品包装作

業員] [⼯場労務作業員] [バックヤード作業員（スーパー⾷品部⾨）] [ごみ収集作業

員] [産業廃棄物収集運搬作業員] [積卸作業員] [こん包作業員] [港湾荷役作業員]  

 ※「主な職業分類」は設定されていないがＢ群に組み込んだ６職業（本⽂参照）に「＊」を付している。 

 
(2)は、平均値だけでは読み取れない分布の特徴（特に分布の正規性）を考察するため分布

の形状を棒グラフで確認するものである。分布の確認にはグラフにより視覚化することが便

利であるが表と比べて紙面の制約が大きいため、2019 年度の開発報告書（労働政策研究・研

修機構, 2020）と同様、「建築塗装工」、「理容師」、「Web ディレクター」の 3 職業について回

答分布を例示する16。サンプルサイズはデータベース上の職業整理番号の昇順に建築塗装工

56 件、理容師 63 件、Web ディレクター60 件である。 
(3)は全 41 項目について、特に得点が高かった 10 職業を例示して項目の想定内容の観点

から違和感が無いか確認するものである。 

 
１ 職業大分類 11 種ごとの収録データの平均値 

 
各大分類に区分された職業群の収録データの平均値と標準偏差を図表 4-2、4-3、4-4、4-5

に示す。仕事活動は全項目共通でリッカート法 5 段階で重要度を尋ねているため、項目間の

得点を直接比較することが可能である。図表中、網掛けになっている箇所が各職業群におい

て 41 項目中最も得点が高かったセルを表している。 
まず 428 職業全体で最も重要度が高かったのは WA15「仕事を整理、計画する、優先順序

を決める」であった。ただし、大分類別でみると同項目が 1 位だったのは「H 生産工程の仕

事」のみであった。確かに生産工程の仕事では季節や受発注状況に応じて生産量の計画的調

                                                 
16 3 職業の抽選方法の詳細は労働政策研究・研修機構（2020）、p.72 を参照。 
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整が必須と考えられ、同項目の重要度が 1 位という結果も妥当と考えられる。一方、その他

の大分類にはそれぞれ異なる特徴が見られた。 
「Ａ 管理的な仕事」では WA10「意思決定と問題解決を行う」が最も高かった。管理的な

仕事は組織や企業の意思決定に関わる機会が多いとすれば、自然な結果と考えられる。 
「Ｂ 専門的・技術的な仕事」では WA12「仕事に関連する知識を更新し、活用する」が最

も高かった。一般論として専門性の高い職業では職務に必要な知識の量が多く、その更新の

重要性も高いことを反映していると考えられる。 
「Ｃ 事務の仕事」と「Ｆ 保安の仕事」では WA26「上司、同僚、部下とコミュニケーシ

ョンを取る」が最も高かった。事務職は主に組織の内部で他の職種をサポートする仕事が多

いとすれば自然な結果と言える。保安の仕事の職業群については今回、「警察官（都道府県警

察）」、「海上保安官」、「消防官」、「救急救命士」のほか、陸海空の自衛官、警備員等で構成さ

れているが、こういった治安維持や人命救助に関わる仕事においては常に組織・チームとし

て意思疎通を図ることが重要ということと解釈できる。 
「Ｄ 販売の仕事」と「Ｅ サービスの仕事」では WA28「人間関係を構築し、維持する」

が最も高かった。事務職と比べて顧客と直接向き合うこれらの職業群においては、得意先と

の関係の維持や新規顧客の獲得といった仕事活動が重要なものと考えられる。 
「Ｇ 農林漁業の仕事」、「Ｊ 建設・採掘の仕事」、「Ｋ 運搬・清掃・包装等の仕事」の３つ

の職業群では、WA17「手と腕を使って物を取り扱い動かす」が最も高かった。これは肉体労

働が主となるこれらの職業群の特徴を反映していると考えられる。 
最後に「Ｉ 輸送・機械運転の仕事」では WA19「乗り物を運転・操縦する」が最も高かっ

た。もとより乗り物の運転・操縦をもって特徴づけられている職業分類であり、妥当な結果

と言える。 
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図表 4-2 仕事活動（ワーク・アクティビティ）の職業大分類別の平均値・標準偏差① 

 
 

図表 4-3 仕事活動（ワーク・アクティビティ）の職業大分類別の平均値・標準偏差② 

 

WA1 WA2 WA3 WA4 WA5 WA6 WA7 WA8 WA9 WA10

職業大分類

該
当
職
業
数

情報を取
得する

継続的に
状況を把
握する

情報の整
理と検知
を行う

設備、構
造物、材
料を検査
する

数値の算
出・推計
を行う

クオリ
ティを判
断する

法律や規
定、基準
を適用す
る

情報や
データを
処理する

情報や
データを
分析する

意思決定
と問題解
決を行う

3.3 3.4 3.3 2.7 3.0 3.3 3.3 3.0 3.2 3.6
(0.4) (0.4) (0.3) (0.2) (0.4) (0.4) (0.4) (0.2) (0.3) (0.4)
3.4 3.3 3.3 2.6 2.8 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3

(0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3)
3.0 3.0 3.0 2.3 2.5 2.7 3.0 2.9 2.9 3.0

(0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.5) (0.3) (0.4) (0.4)
2.9 2.9 2.9 2.4 2.5 2.8 2.7 2.7 2.7 2.9

(0.5) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4)
2.8 2.9 2.8 2.5 2.3 2.7 2.6 2.4 2.4 2.8

(0.5) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.5) (0.4) (0.4) (0.3) (0.5)
3.2 3.4 3.2 2.8 2.5 2.6 3.5 2.9 2.9 3.2

(0.5) (0.4) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5)
2.7 2.9 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.8

(0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.1) (0.1)
2.5 2.8 2.7 2.9 2.7 2.9 2.7 2.7 2.7 2.8

(0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3)
2.7 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 3.0 2.5 2.5 2.7

(0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4)
2.4 2.7 2.6 2.9 2.8 2.7 2.8 2.5 2.5 2.7

(0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3)
2.1 2.4 2.3 2.3 2.1 2.3 2.4 2.1 2.1 2.3

(0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4)
3.0 3.0 3.0 2.6 2.6 2.8 2.9 2.8 2.8 3.0

(0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) (0.4) (0.5) (0.5)
　※数値は各区分の該当職業の収録データの平均値を、括弧内は標準偏差を表す。以下同じ。
　※各区分で最も平均値または比率が高かった項目に網掛けしている。以下同じ。

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

WA11 WA12 WA13 WA14 WA15 WA16 WA17 WA18 WA19 WA20

職業大分類

該
当
職
業
数

創造的に
考える

仕事に関
連する知
識を更新
し、活用
する

目標と戦
略を策定
する

スケ
ジュール
を作成す
る

仕事を整
理、計画
する、優
先順序を
決める

全身を
使って身
体的な活
動を行う

手と腕を
使って物
を取り扱
い動かす

機械、お
よび機械
製造のプ
ロセスを
コント
ロールす
る

乗り物を
運転・操
縦する

コン
ピュータ
を用いて
作業を行
う

3.1 3.3 3.5 3.2 3.3 2.5 2.4 2.3 2.2 2.8
(0.4) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.1) (0.0) (0.1) (0.0) (0.2)

3.1 3.5 3.1 3.2 3.4 2.4 2.4 2.2 1.9 3.1
(0.5) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4)

2.6 3.1 2.8 2.9 3.1 2.1 2.0 2.0 1.8 3.0
(0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.4) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3)

2.6 3.0 2.9 2.8 3.0 2.4 2.5 2.2 2.0 2.5
(0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4)

2.6 2.9 2.6 2.7 3.0 2.8 2.8 2.2 1.8 2.1
(0.5) (0.5) (0.4) (0.5) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4)

2.5 3.2 2.9 2.9 3.2 2.9 2.7 2.4 2.8 2.8
(0.3) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5) (0.7) (0.6)

2.5 2.8 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 2.7 2.8 2.1
(0.2) (0.1) (0.1) (0.3) (0.2) (0.3) (0.2) (0.3) (0.4) (0.3)

2.7 2.8 2.7 2.8 3.0 2.6 2.8 2.7 2.3 2.6
(0.3) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4)

2.2 2.8 2.4 2.6 2.8 2.5 2.6 2.6 3.4 2.2
(0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.7) (0.4)

2.5 2.8 2.6 2.8 2.9 2.9 3.0 2.7 2.5 2.2
(0.2) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3)

2.0 2.3 2.2 2.3 2.6 2.9 3.0 2.2 2.4 2.0
(0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.2) (0.3) (0.7) (0.4)

2.8 3.1 2.8 2.9 3.1 2.5 2.5 2.3 2.1 2.7
(0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) (0.5) (0.4) (0.6) (0.6)

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46
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図表 4-4 仕事活動（ワーク・アクティビティ）の職業大分類別の平均値・標準偏差③ 

 

 
図表 4-5 仕事活動（ワーク・アクティビティ）の職業大分類別の平均値・標準偏差④ 

 

WA21 WA22 WA23 WA24 WA25 WA26 WA27 WA28 WA29 WA30

職業大分類

該
当
職
業
数

装置、部
品、機器
の図面を
作成す
る、配列
や仕様を
設定する

機械装置
の修理と
保守を行
う

電子機器
の修理と
保守を行
う

情報の文
書化と記
録を行う

情報の意
味を他者
に説明す
る

上司、同
僚、部下
とコミュ
ニケー
ションを
取る

組織外の
人々とコ
ミュニ
ケーショ
ンを取る

人間関係
を構築
し、維持
する

他者に対
する支援
とケアを
行う

他者に対
して売り
込む、ま
たは他者
の思考・
行動が変
容するよ
う働きか
ける

2.1 2.1 2.2 2.8 2.8 3.4 3.4 3.5 3.2 3.0
(0.1) (0.1) (0.1) (0.3) (0.5) (0.7) (0.5) (0.5) (0.5) (0.4)
2.1 2.0 2.0 2.9 3.1 3.2 3.2 3.3 3.0 2.7

(0.5) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.5) (0.3)
1.8 1.8 1.8 2.8 2.8 3.2 3.1 3.1 2.8 2.5

(0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4)
1.8 1.9 1.9 2.3 2.5 3.0 2.9 3.0 2.7 2.8

(0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4)
1.7 1.8 1.7 2.2 2.3 2.9 2.8 3.1 2.8 2.5

(0.2) (0.3) (0.2) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.5) (0.4)
2.1 2.5 2.3 2.9 2.9 3.5 3.1 3.3 3.0 2.3

(0.4) (0.6) (0.6) (0.6) (0.5) (0.5) (0.4) (0.5) (0.4) (0.3)
2.0 2.6 2.1 2.2 2.2 2.4 2.5 2.6 2.2 2.2

(0.3) (0.4) (0.3) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2)
2.4 2.6 2.4 2.5 2.6 2.9 2.7 2.9 2.6 2.4

(0.3) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2)
2.1 2.5 2.2 2.3 2.4 2.9 2.7 2.8 2.6 2.2

(0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2)
2.4 2.5 2.2 2.3 2.5 2.8 2.8 2.9 2.6 2.4

(0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2)
1.8 2.0 1.8 2.0 2.1 2.7 2.4 2.6 2.3 2.0

(0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.4)
2.0 2.1 2.0 2.6 2.7 3.0 3.0 3.1 2.8 2.5

(0.4) (0.5) (0.4) (0.5) (0.5) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4)

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

WA31 WA32 WA33 WA34 WA35 WA36 WA37 WA38 WA39 WA40 WA41

職業大分類

該
当
職
業
数

対立を解
消させ
る、他者
と交渉す
る

公共の場
で一般の
人々のた
めに働い
たり、直
接応対す
る

メンバー
の仕事量
や活動内
容を調整
する

チームを
構築する

他者の訓
練と教育
を行う

部下への
指導、指
示、動機
づけを行
う

他者を
コーチ
し、能力
開発を行
う

コンサル
ティング
と他者へ
のアドバ
イスを行
う

管理業務
を遂行す
る

組織の人
事管理を
行う

資源、資
材、財源
の監視と
管理を行
う

3.1 2.8 3.0 3.1 3.1 3.2 3.1 2.8 3.2 3.1 2.9
(0.5) (0.4) (0.6) (0.7) (0.6) (0.7) (0.6) (0.6) (0.5) (0.7) (0.3)
2.7 2.5 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.7 2.3 2.4

(0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3)
2.7 2.4 2.6 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 2.8 2.3 2.2

(0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3)
2.6 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.5 2.3 2.5 2.2 2.2

(0.3) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2)
2.5 2.6 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.1 2.4 2.1 2.3

(0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.4) (0.4) (0.3)
2.8 3.0 3.0 3.1 3.2 3.3 3.0 2.3 2.9 2.5 2.5

(0.4) (0.5) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.3) (0.4) (0.5) (0.4)
2.2 2.1 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.0 2.3 2.0 2.6

(0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.3) (0.2)
2.5 2.2 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.3 2.5 2.3 2.5

(0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2)
2.3 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.1 2.4 2.1 2.2

(0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3)
2.6 2.5 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 2.3 2.5 2.4 2.6

(0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2)
2.2 2.1 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 1.9 2.1 1.9 2.0

(0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3)
2.6 2.4 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.4 2.6 2.2 2.3

(0.4) (0.4) (0.3) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3)

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

－56－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



57 
 

２ 建築塗装工、理容師、Web ディレクターの回答分布の棒グラフ 

 
次に抽出 3 職業と、その他の全職業の回答分布の形状を図表 4-6、4-7 に示す。各職業に

おける各活動の重要度を 5 段階で尋ねた本領域では、比較的分布に正規性が見られる項目と、

「１（重要でない）」側に偏った項目が混在しており、またその状況は職業ごとに異なる。た

とえば WA2「継続的に状況を把握する」や WA4「設備、構造物、材料を検査する」、WA13
「目標と戦略を策定する」等は、ピークは職業ごとに「２」～「４」で若干異なるが概ね３

職業とも両側に分布の山が伸びている。一方、WA17「手と腕を使って物を取り扱い動かす」

は Web ディレクターでは 50％以上が「１」と評価する一方、建築塗装工と理容師では山形

の分布になっている。対照的に WA20「コンピュータを用いて作業を行う」については、理

容師の 50％以上、建築塗装工の 40%以上が「１」に偏るが、Web ディレクターのピークは

「５（きわめて重要）」にある。 
また、中にはピークが複数見られる場合もある。たとえば理容師の WA34「チームを構築

する」、WA36「部下への指導、指示、動機づけを行う」、WA39「管理業務を遂行する」、WA40
「人事管理を行う」等は、「１」が最も多いものの「３」をピークとした山形の分布も同時に

確認できる。これはおそらく 2019 年度の報告書（労働政策研究・研修機構, 2020）内、「仕

事の性質」の回答分布の考察でも述べたように、理容師の中には個人事業主として一人で働

いているケースと、他者を雇用するケース、雇用されて働くケース等があり、それによって

これらの対人的な項目群の重要度の判断が分かれているものと推測される17。 
 以上の 3 職業の分布状況からは、仕事活動（ワーク・アクティビティ）の重要度得点にお

いては左右対称の正規分布のような形状はあまり多くなく、職業ごとの実情に応じてメリハ

リのある回答となっていることが示唆される。 

  

                                                 
17 この「理容師」のように職業内サブグループの存在が疑われる回答分布であっても、日本版 O-NET では点推定

値としての平均値のみをインプットデータとして情報を提供している。この点について「職業内のサブグループ

ごとの状況も仔細に把握すべき」との議論があり得る。またその主張は一般論として正しい。しかし、米国 O*NET

開発センターにおいても当機構においても情報収集はあくまで「職業単位のアベレージ」を一定の精度を担保し

つつ推定し得る最低限のサンプルサイズを確保するよう計画されており、さらなる細分化に耐えるだけのサンプ

ルは確保していない。仮に母集団である特定職業の就業者集団の中にいくつかのサブグループがあったとしても、

母集団全体でデータを取れば平均値は算出されるはずであり、米国 O*NET/日本版 O-NET の使命は最低 15 件（米

国）、最低 20 件（日本）といったサンプルサイズで、この職業平均値を推定することにある。仮に数百の職業ご

とにサブグループのアベレージも一定の精度で情報提供しようとすれば数倍の調査コストが必要と考えられ、実

施は難しい。 
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図表 4-6 仕事活動（ワーク・アクティビティ）41 項目の抽出 3 職業と全体の回答分布① 
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図表 4-7 仕事活動（ワーク・アクティビティ）41 項目の抽出 3 職業と全体の回答分布② 
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３ 各項目の得点が特に高い「代表的な職業」リスト 

 
  重要度得点の平均値が特に高い「代表的な職業」を 10 件ずつリストアップしたのが図表

4-8、4-9 である。WA7「法律や規定、基準を適用する」に弁護士、司法書士、航空整備士等

が、WA11「創造的に考える」にインダストリアルデザイナー、イラストレーター、放送ディ

レクターが、WA19「乗り物を運転・操縦する」に電車運転士、観光バス運転手、路線バス運

転手が、WA20「コンピュータを用いて作業を行う」にゲームクリエーター、CG 制作、Web
デザイナーがそれぞれリストアップされており、概ね項目の意図する内容と違和感の無い状

況である様子が窺われる。 
 なお、「AI エンジニア」、「銀行支店長」、「救急救命士」等、多くの項目に共通して名前が

見られる職業があり念のため就業者の回答を確認したが、これらの職業で不誠実と思われる

回答（e.g. 職務と関連が見えない項目まで「５」と回答している等）が多いといったことは

無かった。 
本プロジェクトの調査では他の職業との相対比較といった視点は提示せず、自身の職業に

おける重要度の絶対評価のみを求めている。このため、たとえば WA1 の平均値が 3.9 の職

業Ａが 3.8 の職業Ｂよりもその仕事活動の重要度が客観的に見て高いかは、厳密には分から

ない。しかし少なくとも職業Ａの就業者は職業Ｂの就業者よりも、自身の職業におけるその

仕事活動の重要度を高く認識している可能性は示唆される。前述の「AI エンジニア」等の図

表中に多く登場する職業では、就業者が多くの項目を重要と認識している傾向が他の職業よ

り強かったものと解釈できる18。 

 

                                                 
18 この意味でも米国 O*NET、ならびに日本版 O-NET は、経済学的な実態調査というよりも心理学的な意識調査と

いう性質が強いプロジェクトと言える。 
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図表 4-8 仕事活動（ワーク・アクティビティ）41 項目の代表的職業リスト①（50 音順） 

 
 
 

WA1:情報を取得す
る

WA2:継続的に状況
を把握する

WA3:情報の整理と
検知を行う

WA4:設備、構造
物、材料を検査す
る

WA5:数値の算出・
推計を行う

WA6:クオリティを
判断する

WA7:法律や規定、
基準を適用する

アナウンサー
医療ソーシャルワー
カー

カウンセラー（医療福
祉分野）

靴製造 AIエンジニア アートディレクター 医薬情報担当者（MR）

医療ソーシャルワー
カー

カウンセラー（医療福
祉分野）

救急救命士 刑務官 銀行支店長
インダストリアルデザ
イナー

企業法務担当

カウンセラー（医療福
祉分野）

救急救命士 公認会計士 原子力技術者 公認会計士 インテリアデザイナー 行政書士

雑誌記者 助産師 助産師 航空整備士 情報工学研究者 Webディレクター 刑務官
情報工学研究者 スクールカウンセラー 新聞記者 消防官 鉄道線路管理 ゲームクリエーター 航空整備士
新聞記者 通訳ガイド スクールカウンセラー 鉄道線路管理 土地家屋調査士 通訳ガイド 公認会計士

通訳ガイド ディーラー
デジタルビジネスイノ
ベーター

発電所運転管理
バイオテクノロジー研
究者

ファッションデザイ
ナー

司法書士

テクニカルライター
デジタルビジネスイノ
ベーター

バイオテクノロジー研
究者

非破壊検査技術者 不動産鑑定士
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

社会保険労務士

弁護士 発電所運転管理 弁護士 舞台美術スタッフ プラント設計技術者 放送ディレクター 発電所運転管理

放送ディレクター
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

放送ディレクター めっき工 分析化学技術者 録音エンジニア 弁護士

WA8:情報やデータ
を処理する

WA9:情報やデータ
を分析する

WA10:意思決定と問
題解決を行う

WA11:創造的に考え
る

WA12:仕事に関連す
る知識を更新し、
活用する

WA13:目標と戦略を
策定する

WA14:スケジュール
を作成する

医学研究者 医学研究者
医療ソーシャルワー
カー

アートディレクター アナウンサー ITコンサルタント アートディレクター

AIエンジニア AIエンジニア
インダストリアルデザ
イナー

イラストレーター
インダストリアルデザ
イナー

インダストリアルデザ
イナー

銀行支店長

公認会計士 公認会計士 銀行支店長
インダストリアルデザ
イナー

カウンセラー（医療福
祉分野）

AIエンジニア 言語聴覚士

情報工学研究者 証券アナリスト 経営コンサルタント インテリアデザイナー 行政書士 銀行支店長 広告ディレクター
セキュリティエキス
パート（オペレーショ
ン）

情報工学研究者 中小企業診断士 コピーライター 言語聴覚士 言語聴覚士 作業療法士（OT）

データエンジニア 新聞記者 通訳ガイド
デジタルビジネスイノ
ベーター

助産師 作業療法士（OT） 治験コーディネーター

データサイエンティス
ト

データサイエンティス
ト

デジタルビジネスイノ
ベーター

動画制作 スクールカウンセラー 中小企業診断士 通訳ガイド

土木・建築工学研究者
デジタルビジネスイノ
ベーター

プロジェクトマネー
ジャ（IT）

ファッションデザイ
ナー

通訳ガイド
デジタルビジネスイノ
ベーター

舞台美術スタッフ

バイオテクノロジー研
究者

バイオテクノロジー研
究者

弁護士 舞台美術スタッフ 舞台美術スタッフ
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

プロジェクトマネー
ジャ（IT）

薬学研究者 薬学研究者 放送ディレクター 放送ディレクター 弁護士 薬学研究者 放送ディレクター

WA15:仕事を整理、
計画する、優先順
序を決める

WA16:全身を使って
身体的な活動を行
う

WA17:手と腕を使っ
て物を取り扱い動
かす

WA18:機械、および
機械製造のプロセ
スをコントロール
する

WA19:乗り物を運
転・操縦する

WA20:コンピュータ
を用いて作業を行
う

WA21:装置、部品、
機器の図面を作成
する、配列や仕様
を設定する

銀行支店長
アウトドアインストラ
クター

客室乗務員
NC工作機械オペレー
ター

観光バス運転手
インダストリアルデザ
イナー

インダストリアルデザ
イナー

ゲームクリエーター 果樹栽培者 救急救命士 家具製造 救急救命士 Webデザイナー インテリアデザイナー
広告ディレクター 客室乗務員 空港グランドスタッフ 航空整備士 送迎バス等運転手 AIエンジニア 宇宙開発技術者
助産師 救急救命士 航空整備士 自動車整備士 タクシー運転手 ゲームクリエーター 機械設計技術者
治験コーディネーター 作業療法士（OT） 作業療法士（OT） 視能訓練士 ダンプカー運転手 広告デザイナー CADオペレーター

通訳ガイド
スポーツインストラク
ター

倉庫作業員 商業カメラマン 電車運転士 CG制作 電気技術者

舞台美術スタッフ 通訳ガイド テレビカメラマン 消防官 トラック運転手
システムエンジニア
（組込み、IoT）

電子機器技術者

プロジェクトマネー
ジャ（IT）

テレビカメラマン 動物看護 テレビカメラマン パイロット 情報工学研究者 舞台照明スタッフ

弁護士 保育士 トリマー 舞台照明スタッフ
フォークリフト運転作
業員

ソフトウェア開発（ス
マホアプリ）

舞台美術スタッフ

放送ディレクター 理学療法士（PT） 理学療法士（PT） 臨床工学技士 路線バス運転手 録音エンジニア プラント設計技術者
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図表 4-9 仕事活動（ワーク・アクティビティ）41 項目の代表的職業リスト②（50 音順） 

 
 
 
  

WA22:機械装置の修
理と保守を行う

WA23:電子機器の修
理と保守を行う

WA24:情報の文書化
と記録を行う

WA25:情報の意味を
他者に説明する

WA26:上司、同僚、
部下とコミュニ
ケーションを取る

WA27:組織外の人々
とコミュニケー
ションを取る

WA28:人間関係を構
築し、維持する

NC工作機械オペレー
ター

海上保安官 医学研究者 ITコンサルタント 学童保育指導員 アナウンサー アナウンサー

沿岸漁業従事者 家電修理 宇宙開発技術者 アナウンサー 客室乗務員
医療ソーシャルワー
カー

医療ソーシャルワー
カー

家電修理 航空整備士 行政書士
カウンセラー（医療福
祉分野）

救急救命士 救急救命士
カウンセラー（医療福
祉分野）

航空整備士 自動車整備士 刑務官 救急救命士 銀行支店長 銀行支店長 学童保育指導員
自動車整備士 診療放射線技師 航空整備士 公認会計士 空港グランドスタッフ 公認会計士 救急救命士
船舶機関士 船舶機関士 公認会計士 情報工学研究者 刑務官 新聞記者 銀行支店長
鉄道線路管理 鉄道線路管理 司法書士 新聞記者 言語聴覚士 通訳ガイド 新聞記者

発電所運転管理 テレビカメラマン 助産師 通訳ガイド スクールカウンセラー
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

スクールカウンセラー

舞台照明スタッフ 発電所運転管理 弁護士 弁護士
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

放送ディレクター 通訳ガイド

臨床工学技士 臨床工学技士 翻訳者 弁理士 保育士
老人福祉施設生活相談
員

放送ディレクター

WA29:他者に対する
支援とケアを行う

WA30:他者に対して
売り込む、または
他者の思考・行動
が変容するよう働
きかける

WA31:対立を解消さ
せる、他者と交渉
する

WA32:公共の場で一
般の人々のために
働いたり、直接応
対する

WA33:メンバーの仕
事量や活動内容を
調整する

WA34:チームを構築
する

WA35:他者の訓練と
教育を行う

医療ソーシャルワー
カー

医薬情報担当者（MR）
医療ソーシャルワー
カー

海上保安官 客室乗務員 客室乗務員 海上保安官

カウンセラー（医療福
祉分野）

銀行支店長 企業法務担当 客室乗務員 救急救命士 救急救命士 救急救命士

学童保育指導員 携帯電話販売 客室乗務員 救急救命士 銀行支店長 銀行支店長 銀行支店長
キャリアカウンセラー
/キャリアコンサルタ
ント

化粧品販売/美容部員 銀行支店長
警察官（都道府県警
察）

警察官（都道府県警
察）

消防官 空港グランドスタッフ

言語聴覚士 広報コンサルタント
警察官（都道府県警
察）

助産師 航空整備士 助産師
警察官（都道府県警
察）

作業療法士（OT）
代理店営業（保険会
社）

刑務官 ソムリエ 助産師
ハンバーガーショップ
店長

言語聴覚士

助産師
デジタルビジネスイノ
ベーター

土地家屋調査士 通訳ガイド 舞台照明スタッフ 舞台照明スタッフ 航空整備士

スクールカウンセラー
保険営業（生命保険、
損害保険）

プロジェクトマネー
ジャ（IT）

鉄道車掌 舞台美術スタッフ
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

消防官

福祉事務所ケースワー
カー

保健師 弁護士 図書館司書
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

放送ディレクター 職業訓練指導員

保健師 旅行会社カウンター係
老人福祉施設生活相談
員

福祉事務所ケースワー
カー

放送ディレクター
老人福祉施設生活相談
員

助産師

WA36:部下への指
導、指示、動機づ
けを行う

WA37:他者をコーチ
し、能力開発を行
う

WA38:コンサルティ
ングと他者へのア
ドバイスを行う

WA39:管理業務を遂
行する

WA40:組織の人事管
理を行う

WA41:資源、資材、
財源の監視と管理
を行う

救急救命士 海上保安官 ITコンサルタント IR広報担当 会社経営者 会社経営者

銀行支店長 客室乗務員
キャリアカウンセラー
/キャリアコンサルタ
ント

海上保安官 海上保安官 海上保安官

警察官（都道府県警
察）

救急救命士 銀行支店長 救急救命士 銀行支店長 銀行支店長

航空整備士 銀行支店長 経営コンサルタント 行政書士
警察官（都道府県警
察）

靴製造

消防官 航空整備士 公認会計士 銀行支店長
施設管理者（介護施
設）

航空整備士

助産師
施設管理者（介護施
設）

広報コンサルタント 刑務官 スーパー店長
施設管理者（介護施
設）

鉄道線路管理 職業訓練指導員 人事コンサルタント
施設管理者（介護施
設）

ハンバーガーショップ
店長

ハンバーガーショップ
店長

ハンバーガーショップ
店長

助産師 スクールカウンセラー
セキュリティエキス
パート（オペレーショ
ン）

プロジェクトマネー
ジャ（IT）

プロジェクトマネー
ジャ（IT）

陸上自衛官
ハンバーガーショップ
店長

中小企業診断士
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

陸上自衛官 ホテル・旅館支配人

臨床工学技士
プロジェクトマネー
ジャ（IT）

弁護士
老人福祉施設生活相談
員

老人福祉施設生活相談
員

臨床工学技士
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第２節 仕事の性質 

 
 続いて本節では「仕事の性質」の追加 14 項目について、前節と同様の 3 つの観点で集計

結果を報告する。 

 
１ 職業大分類 11 種ごとの収録データの平均値 

 
各大分類に区分された職業群の収録データの平均値と標準偏差を図表 4-10、4-11 に示す。

2020 年度に追加の情報収集を行った仕事の性質 14 項目はすべてリッカート法 5 段階で尋ね

てはいるものの、項目によって頻度、就業時間に占める比率、責任の重さ等の異なる尺度で

回答を求めている。このため厳密には項目間の得点の比較には意味がないが、ここではデー

タの妥当性検証という観点から便宜的に各職業群の中で相対的に見て平均値が最も高い項目

を網掛けしている。 
まず 428 職業全体で最も得点平均値が高かったのは WC24「電子メール」（尺度：頻度）

であった。また、「Ａ 管理的な仕事」、「Ｂ 専門的・技術的な仕事」、「Ｃ 事務の仕事」、「Ｄ 
販売の仕事」、「Ｆ 保安の仕事」、「Ｈ 生産工程の仕事」の 6 つの大分類の職業群でも同項目

が最も平均値が高い。これらの職業群では今や職務の遂行において内外の関係者や顧客と電

子メールでやり取りをすることは必須になっているものと考えられる。特に「A」に関して

は平均値が高いだけでなく標準偏差も比較的小さく、管理職における電子メール頻度の多さ

を反映したものと推測される。 
全体で次に平均値が高かったのは WC33「他者との身体的近接」（尺度：身体的近接性）で

あり、「Ｅ サービスの仕事」では同項目が電子メールよりも高かった。また前述の「電子メ

ール」が最も高かった 6 つの大分類の中でも、「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｆ」では同項目が 2 番目に

高い平均値となっている。この項目の尺度は米国の調査票を参考として以下の通り具体的な

距離感が明示されたが、一般的な官公庁や企業のオフィス環境では「４ ある程度近い。（腕

を伸ばせば届く距離）」にあたる場合も多いと考えられ、全般に他の尺度よりも得点平均値が

高くなりがちであったと推測される。特に接客等を伴うサービス業においては同項目の平均

値が高いことも自然と考えられる。 

 
 ＜他者との身体的近接における選択肢文言＞ 

1 他の人と近くで仕事はしない、または 30 メートル以上離れている。 
2 他の人と働くが、近くはない。（5 メートル以上離れている。） 
3 やや近い。（5 メートル未満だが、腕を伸ばしても届かない距離） 
4 ある程度近い。（腕を伸ばせば届く距離） 
5 非常に近い。（ほとんど肩が触れる状態） 
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一方、残る 4 つの大分類の職業群についてはいずれも「電子メール」の平均値が相対的に

低く、それぞれ独自性が見られた。まず「Ｇ 農林漁業の仕事」では最も平均値が高かったの

は WC32「モノ、道具、制御装置を扱う手作業」（尺度：就業時間に占める比率）であった。

確かに農作業にあたって、同項目が示す手作業実施の状況は極めて頻繁に発生するものと考

えられる。次に「Ｉ 輸送・機械運転の仕事」と「Ｊ 建設・採掘の仕事」では WC28「一般

的な保護・安全装備の着用」（尺度：頻度）が最も平均値が高かった。これはおそらく同項目

の具体例として「専用の履物や特殊なメガネ、グローブ、耳の保護、堅いヘルメット、ライ

フジャケットなど」を明示していたため、ヘルメットの着用を念頭に置いた回答者が多かっ

たものと推測される。最後に「Ｋ 運搬・清掃・包装等の仕事」では WC31「歩行、走行」（尺

度：就業時間に占める比率）が最も平均値が高かった。同職業群のうち特に運搬と清掃に関

しては基本的に徒歩で移動しながらの仕事が主となるとすれば、自然な結果と考えられる。 

 
図表 4-10 仕事の性質追加 14 項目の職業大分類別の平均値と標準偏差① 

 

WC24 WC25 WC26 WC27 WC28 WC29 WC30

職業大分類

該
当
職
業
数

電子メー
ル

窮屈な仕
事の場
所、居心
地が悪い
姿勢

病気、感
染症のリ
スク

軽度の火
傷、切り
傷、噛ま
れ傷、刺
し傷

一般的な
保護・安
全装備の
着用

特殊な保
護・安全
装備の着
用

暴力的な
人々への
対応

4.3 2.4 2.8 1.8 1.9 1.7 2.0
(0.4) (0.2) (0.7) (0.2) (0.3) (0.2) (0.4)
4.1 2.4 2.6 1.8 2.1 1.8 1.6

(0.7) (0.3) (0.9) (0.5) (0.8) (0.6) (0.4)
4.2 2.2 2.4 1.5 1.7 1.5 1.6

(0.7) (0.4) (0.6) (0.3) (0.5) (0.3) (0.3)
3.6 2.3 2.7 2.0 1.7 1.5 1.6

(0.8) (0.3) (0.4) (0.5) (0.3) (0.2) (0.2)
3.0 2.4 3.1 2.5 2.1 1.6 1.7

(0.7) (0.4) (0.5) (0.7) (0.5) (0.4) (0.4)
3.8 2.5 2.8 1.9 3.1 2.4 2.2

(0.7) (0.4) (0.9) (0.3) (0.7) (0.6) (0.8)
2.4 2.7 1.9 2.6 3.0 2.2 1.4

(0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.7) (0.7) (0.4)
3.3 2.7 2.1 2.5 3.0 2.2 1.6

(0.6) (0.3) (0.3) (0.4) (0.6) (0.5) (0.3)
2.7 2.7 2.7 2.1 3.0 2.3 1.8

(0.7) (0.3) (0.8) (0.4) (0.8) (0.6) (0.4)
3.2 3.0 2.4 2.7 3.7 2.9 1.7

(0.6) (0.2) (0.2) (0.2) (0.3) (0.4) (0.2)
2.4 2.6 2.5 2.3 2.7 1.9 1.6

(0.6) (0.4) (0.5) (0.4) (0.7) (0.5) (0.3)
3.6 2.5 2.6 2.0 2.3 1.9 1.7

(0.9) (0.4) (0.7) (0.6) (0.8) (0.6) (0.4)

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428
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図表 4-11 仕事の性質追加 14 項目の職業大分類別の平均値と標準偏差② 

 
 
 
２ 建築塗装工、理容師、Web ディレクターの回答分布の棒グラフ 

 
次に抽出 3 職業と、その他の全職業の回答分布の形状を図表 4-12 に示す。仕事の性質に

ついては 2019 年度の報告書（労働政策研究・研修機構, 2020）の P.93 において「『人間の側

の情報』という面がほとんどなく、『仕事の側の情報』として整理できる。このため項目によ

っては議論の余地が無い形での回答のメリハリが発生することになる。」と述べたが、同様の

傾向が 2020 年度の追加 14 項目にも見られる。 
たとえば Web ディレクターの WC24「電子メール」の分布は 90.0%が「５（ほぼ毎日）」

となっており、段階的な分布の形状は見られない。また新型コロナウイルス感染症の流行と

も関連する WC26「病気、感染症のリスク」について、顧客との接触が生じる理容師では「５

（ほぼ毎日）」が 50％超でピークであるのに対し、建築塗装工と Web ディレクターは「１

（年に１度未満、あるいは全くない）」がピークとなっている。 
 一方、2019 年度までの初期開発 23 項目と同様、一部例外的に正規分布に近い形状となっ

ている項目もある。たとえば WC36「意思決定が他者や企業に及ぼす影響力」については、

やや左側に偏ってはいるものの 3 職業ともになだらかな正規分布の傾向が見られる。WC37
「競争水準」についても、「１」と「３」にピークがあり職業内サブグループの存在が予測さ

WC31 WC32 WC33 WC34 WC35 WC36 WC37

職業大分類

該
当
職
業
数

歩行、走
行

モノ、道
具、制御
装置を扱
う手作業

他者との
身体的近
接

機械やコ
ンピュー
タによる
仕事の自
動化

他者の健
康・安全
への責任

意思決定
が他者や
企業に及
ぼす影響
力

競争水準

2.4 1.9 3.0 2.2 3.4 3.3 2.8
(0.3) (0.1) (0.7) (0.5) (0.6) (0.4) (0.4)
2.4 2.4 3.1 2.2 2.6 2.8 2.3

(0.6) (0.6) (0.7) (0.3) (0.7) (0.3) (0.4)
2.2 2.0 3.1 2.3 2.2 2.5 2.1

(0.5) (0.5) (0.4) (0.2) (0.4) (0.4) (0.4)
2.9 2.5 3.3 2.1 2.3 2.4 2.4

(0.6) (0.5) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.5)
3.3 3.1 3.7 1.8 2.9 2.5 2.0

(0.6) (0.7) (0.5) (0.3) (0.5) (0.4) (0.4)
2.7 2.5 3.4 1.9 3.0 2.8 1.9

(0.3) (0.4) (0.4) (0.2) (0.5) (0.4) (0.3)
3.3 3.5 2.3 1.7 2.4 2.3 2.0

(0.4) (0.5) (0.4) (0.4) (0.3) (0.2) (0.4)
2.8 3.2 2.9 2.2 2.4 2.4 2.1

(0.4) (0.5) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2)
2.6 2.9 3.0 2.1 2.8 2.5 1.9

(0.4) (0.4) (0.5) (0.5) (0.5) (0.3) (0.3)
3.2 3.5 3.0 1.7 2.7 2.6 2.2

(0.3) (0.4) (0.3) (0.2) (0.3) (0.2) (0.2)
3.5 3.2 3.0 1.8 2.2 2.1 1.8

(0.4) (0.4) (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.4)
2.7 2.7 3.1 2.1 2.5 2.6 2.2

(0.7) (0.7) (0.6) (0.4) (0.6) (0.4) (0.4)

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428
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れるが、「１」を除いて見ればある程度山形の分布が見られる。 
したがって仕事の性質の追加 14 項目については既存 23 項目と同様、基本的には正規性の

乏しいメリハリのある回答が主であるものの、一部に本人の認識に関する項目として正規性

が見られる項目もあるとまとめられる。 

 
図表 4-12 仕事の性質追加 14 項目の抽出 3 職業と全体の回答分布 

 

 
３ 各項目の得点が特に高い「代表的な職業」リスト 

 
 各項目の平均値が特に高い「代表的な職業」を 10 件ずつリストアップしたのが図表 4-13
である。WC25「窮屈な仕事の場所、居心地が悪い姿勢」にはエンジニア系の職業や客室乗

務員、ペストコントロール従事者等が、WC26「病気、感染症のリスク」には医療・看護系
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の職業が、WC32「モノ、道具、制御装置を扱う手作業」にはトリマー、ネイリスト、ビル

清掃等がそれぞれリストアップされており、概ね項目の意図する内容と違和感の無い状況で

ある様子が窺われる。 
 なお、WC30「暴力的な人々への対応」について刑務官や警察官はイメージしやすいが医

療・福祉系の職業がリストアップされていることに違和感を覚える読者もいるかもしれない。

この理由は、同項目の教示文にて具体例として「暴動・テロ・犯罪等への対応」だけでなく、

「暴力を伴う客同士の喧嘩への介入、認知症や精神疾患を背景とする暴力への対応」も加え

ていたためである。この結果からも、項目設定における調査者の意図が正しく回答者に伝わ

っていたことが示唆される。 

 
図表 4-13 仕事の性質追加 14 項目の代表的職業リスト（50 音順） 

 
  
 
第３節 一般的な就業形態 

 
 前節までに述べた仕事活動と仕事の性質は、日本版 O-NET への収録が予定されている

2020 年度の主要調査項目であった。一方、本節以降はその他の調査項目について集計結果を

報告する。まず本節では、将来的にインプットデータとして収録の可能性のある内容として

WC24:電子メール
WC25:窮屈な仕事の
場所、居心地が悪
い姿勢

WC26:病気、感染症
のリスク

WC27:軽度の火傷、
切り傷、噛まれ
傷、刺し傷

WC28:一般的な保
護・安全装備の着
用

WC29:特殊な保護・
安全装備の着用

WC30:暴力的な人々
への対応

医薬情報担当者（MR） 客室乗務員 看護師 給食調理員 型枠大工 型枠大工 看護師
機械設計技術者 救急救命士 看護助手 歯科技工士 救急救命士 救急救命士 救急救命士

原子力技術者 建築塗装工 救急救命士 獣医師 航空整備士 外科医
警察官（都道府県警
察）

公認会計士 航空整備士 言語聴覚士
西洋料理調理人（コッ
ク）

歯科医師 航空整備士 刑務官

高分子化学技術者 歯科医師 歯科医師 そば・うどん調理人 歯科衛生士 船員 作業療法士（OT）

国際協力専門家 自動車整備士 小児科医 鉄骨工 助産師 送電線工事
産業用ロボット開発技
術者

システムエンジニア
（基盤システム）

電気工事士 助産師 動物看護 タンクローリー乗務員 タンクローリー乗務員 施設介護員

プロジェクトマネー
ジャ（IT）

配管工 診療放射線技師 トリマー
フォークリフト運転作
業員

鉄骨工 精神科医

放送ディレクター 舞台照明スタッフ 内科医 ペットショップ店員 林業作業 とび
福祉事務所ケースワー
カー

薬学研究者
ペストコントロール従
事者（害虫等防除・駆
除従事者）

臨床工学技士 ラーメン調理人 臨床工学技士 林業作業
訪問介護員/ホームヘ
ルパー

WC31:歩行、走行
WC32:モノ、道具、
制御装置を扱う手
作業

WC33:他者との身体
的近接

WC34:機械やコン
ピュータによる仕
事の自動化

WC35:他者の健康・
安全への責任

WC36:意思決定が他
者や企業に及ぼす
影響力

WC37:競争水準

看護助手 沿岸漁業従事者
あんまマッサージ指圧
師

銀行支店長 救急救命士 銀行支店長 アナウンサー

客室乗務員 貴金属装身具製作 作業療法士（OT） 診療放射線技師 外科医 外科医 医学研究者
客室清掃・整備担当
（ホテル・旅館）

歯科技工士 歯科医師
セキュリティエキス
パート（脆弱性診断）

産婦人科医 産婦人科医 医薬情報担当者（MR）

キャディ
西洋料理調理人（コッ
ク）

施設介護員 ネット通販の企画開発 歯科医師 歯科医師
インダストリアルデザ
イナー

検針員 トリマー 柔道整復師 発電所運転管理
施設管理者（介護施
設）

施設管理者（介護施
設）

沿岸漁業従事者

施設介護員 ネイリスト はり師・きゅう師 半導体技術者 柔道整復師 助産師 銀行支店長
ソムリエ ビル清掃 保育士 ビール製造 助産師 中小企業診断士 携帯電話販売

ピッキング作業員
メイクアップアーティ
スト

メイクアップアーティ
スト

ファンドマネージャー 内科医 通訳ガイド スーパー店長

ビル清掃 理容師 理学療法士（PT） 臨床検査技師 はり師・きゅう師 内科医
デジタルビジネスイノ
ベーター

ホールスタッフ（レス
トラン）

録音エンジニア 理容師 臨床工学技士 ベビーシッター 弁護士 薬学研究者
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「一般的な就業形態」を複数回答と択一回答で尋ねた 2 項目の結果を職業大分類別に報告す

る。 
 複数回答形式で一般的な就業形態を尋ねた結果が図表 4-14 である。「G 農林漁業の仕事」

の職業群では「自営、フリーランス」の選択率平均値が 49.4%で最も高いが、それ以外の大

分類では「正規の職員、従業員」が最も高かった。特に「Ｃ 事務の仕事」、「Ｆ 保安の仕事」、

「Ｉ 輸送・機械運転の仕事」については職業群内の選択率平均値が 70%を越えている19。 
 その他、「Ａ 管理的な仕事」では「経営層（役員等）」が、「Ｄ 販売の仕事」・「Ｅ サービ

スの仕事」・「Ｋ 運搬・清掃・包装等の仕事」では「パートタイマー」と「アルバイト（学生

以外）」が比較的多い等の傾向も窺われる。 
 なお、「最も一般的な就業形態」を択一式で尋ねた結果（図表 4-15）でも概ね傾向は変わ

らず、やはり「Ｇ 農林漁業の仕事」以外ではすべて「正規の職員、従業員」が最も高かった。 
 この一般的な就業形態に関する数値データは直ちに日本版 O-NET に収録される予定は無

いが、本資料シリーズのオンライン追加資料として公開するほか、将来的には同 Web サイト

に実装される可能性がある。 

 
図表 4-14 一般的な就業形態（複数回答）の職業大分類別の回答状況 

 
                                                 

19 「Ｆ 保安の仕事」については該当職業群に自衛官や警察官、消防官等の公職が比較的多く含まれていたこと

が「正規の職員、従業員」の高い選択率と関係している。 

職業大分類

該
当
職
業
数

正規の職
員、従業
員

パートタ
イマー

派遣社員
契約社
員、期間
従業員

自営、フ
リーラン
ス

経営層
（役員
等）

アルバイ
ト（学生
以外）

アルバイ
ト（学
生）

わからな
い

その他

52.0% 4.7% 2.4% 2.4% 21.8% 31.9% 0.0% 0.4% 0.0% 1.3%
(0.45) (0.05) (0.02) (0.03) (0.30) (0.28) (0.00) (0.01) (0.00) (0.02)
63.5% 8.9% 5.0% 10.4% 24.5% 4.4% 2.3% 0.9% 0.4% 0.6%
(0.23) (0.11) (0.05) (0.08) (0.25) (0.04) (0.03) (0.02) (0.01) (0.01)
74.8% 14.1% 8.0% 11.4% 5.3% 2.6% 2.6% 0.8% 0.1% 0.2%
(0.19) (0.14) (0.08) (0.07) (0.10) (0.03) (0.03) (0.01) (0.00) (0.01)
55.1% 22.2% 4.3% 7.6% 14.4% 2.8% 9.9% 3.4% 0.2% 0.4%
(0.25) (0.20) (0.06) (0.05) (0.16) (0.03) (0.12) (0.04) (0.01) (0.01)
40.5% 29.1% 4.2% 8.6% 24.7% 2.1% 11.6% 3.4% 0.4% 0.8%
(0.21) (0.17) (0.05) (0.07) (0.25) (0.02) (0.10) (0.04) (0.01) (0.01)
83.2% 4.0% 1.2% 10.8% 0.9% 0.9% 3.6% 0.6% 0.0% 1.1%
(0.23) (0.04) (0.02) (0.13) (0.01) (0.01) (0.06) (0.01) (0.00) (0.01)
30.1% 14.9% 1.0% 3.3% 49.4% 2.4% 5.4% 1.6% 1.4% 2.1%
(0.22) (0.10) (0.02) (0.04) (0.26) (0.02) (0.04) (0.01) (0.03) (0.04)
68.3% 11.4% 5.6% 6.9% 12.1% 3.2% 2.5% 0.6% 0.3% 0.3%
(0.17) (0.11) (0.04) (0.05) (0.16) (0.03) (0.03) (0.02) (0.01) (0.01)
77.0% 6.5% 3.8% 9.3% 6.6% 1.8% 2.9% 0.1% 1.0% 0.3%
(0.21) (0.10) (0.05) (0.06) (0.09) (0.03) (0.03) (0.00) (0.04) (0.01)
57.1% 2.5% 3.0% 4.0% 30.6% 5.1% 2.6% 0.3% 0.4% 0.5%
(0.19) (0.03) (0.03) (0.03) (0.19) (0.04) (0.06) (0.01) (0.01) (0.01)
50.4% 30.0% 7.3% 12.4% 4.7% 1.1% 13.4% 2.9% 0.7% 0.4%
(0.20) (0.22) (0.07) (0.06) (0.05) (0.02) (0.12) (0.04) (0.01) (0.01)
61.8% 13.7% 5.0% 9.2% 18.1% 3.5% 4.6% 1.3% 0.4% 0.5%
(0.24) (0.15) (0.05) (0.07) (0.22) (0.05) (0.07) (0.02) (0.01) (0.01)

※ここでの「％」とは、職業別に計算された各項目選択者の比率（0.000～1.000）に対し、各大分類の職業群の中で平均
値を取り百分率で表した値である。カッコ内の標準偏差もこの職業群内の平均値に関する標準偏差を表す。以下同じ。

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46
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図表 4-15 最も一般的な就業形態（択一回答）の職業大分類別の回答状況 

 

 
第４節 使用する情報技術・ソフトウェア、道具・機材 

 
 続いて本節では職業解説の充実のために実施された、仕事で使用する情報技術・ソフトウ

ェア、道具・機材に関する調査結果を職業大分類別に報告する。まず情報技術・ソフトウェ

アについて、「日常的に使用する」と「直接使用できることが必須」の両方、もしくはどちら

かにあてはまると回答した者の比率を図表 4-16 に示す。各選択肢の文言詳細は前章、および

巻末の Web 調査画面サンプルを参照されたい。 
全体でも大分類別の職業群でも、13 項目中で最も選択率が高かったのは表計算ソフト

（Microsoft Excel 等）の 64.1%であった。最も高いＣ「事務的な仕事」の 81.7%から、最も

低いＫ「運搬・清掃・包装等の仕事」の 29.1%まで選択率には群間で大きな違いが見られる

ものの、今回設定した 13 項目の中では表計算ソフトが現在の我が国において最も仕事に活

用されている情報技術・ソフトウェアであることが示唆された。なお、全体でも大分類別職

業群でも、第 2 位の選択率だったのはすべて文書等作成ソフトであり、同じく我が国におけ

る仕事のための情報技術・ソフトウェアとして大きな位置づけとなっている様子が窺われる。 

 
 

職業大分類

該
当
職
業
数

正規の職
員、従業
員

パートタ
イマー

派遣社員
契約社
員、期間
従業員

自営、フ
リーラン
ス

経営層
（役員
等）

アルバイ
ト（学生
以外）

アルバイ
ト（学
生）

わからな
い

その他

48.3% 0.4% 0.0% 0.0% 21.4% 28.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3%
(0.47) (0.01) (0.00) (0.00) (0.30) (0.27) (0.00) (0.00) (0.00) (0.02)
60.7% 5.5% 1.8% 5.9% 21.3% 3.0% 0.9% 0.2% 0.4% 0.5%
(0.25) (0.08) (0.02) (0.07) (0.24) (0.04) (0.02) (0.01) (0.01) (0.01)
72.3% 9.5% 3.5% 6.6% 4.6% 1.5% 1.5% 0.1% 0.1% 0.1%
(0.21) (0.11) (0.06) (0.05) (0.09) (0.02) (0.02) (0.01) (0.00) (0.01)
51.5% 18.3% 2.1% 4.8% 13.7% 1.8% 7.1% 0.2% 0.2% 0.4%
(0.27) (0.19) (0.03) (0.04) (0.15) (0.02) (0.10) (0.01) (0.01) (0.01)
36.0% 23.8% 2.1% 5.6% 22.5% 1.0% 7.5% 0.5% 0.4% 0.7%
(0.21) (0.17) (0.05) (0.07) (0.23) (0.01) (0.09) (0.01) (0.01) (0.01)
82.3% 2.6% 0.8% 9.2% 0.3% 0.3% 3.0% 0.3% 0.0% 1.1%
(0.23) (0.03) (0.02) (0.13) (0.01) (0.01) (0.06) (0.01) (0.00) (0.01)
28.0% 12.1% 0.8% 2.7% 47.9% 1.4% 3.5% 0.2% 1.4% 1.9%
(0.23) (0.08) (0.02) (0.04) (0.27) (0.02) (0.02) (0.01) (0.03) (0.04)
66.7% 9.0% 3.2% 4.9% 11.8% 2.3% 1.6% 0.1% 0.3% 0.2%
(0.19) (0.10) (0.03) (0.04) (0.15) (0.03) (0.02) (0.00) (0.01) (0.01)
75.7% 5.3% 2.1% 6.9% 5.5% 1.4% 1.8% 0.0% 1.0% 0.3%
(0.22) (0.09) (0.04) (0.06) (0.08) (0.03) (0.03) (0.00) (0.04) (0.01)
55.8% 2.2% 2.2% 3.0% 29.3% 4.4% 2.1% 0.0% 0.4% 0.5%
(0.19) (0.02) (0.02) (0.02) (0.19) (0.04) (0.05) (0.00) (0.01) (0.01)
45.6% 24.6% 4.3% 9.0% 4.3% 0.5% 10.3% 0.3% 0.7% 0.4%
(0.23) (0.21) (0.05) (0.05) (0.04) (0.01) (0.12) (0.01) (0.01) (0.01)
59.1% 10.2% 2.3% 5.8% 16.3% 2.4% 2.9% 0.2% 0.4% 0.5%
(0.26) (0.14) (0.04) (0.06) (0.21) (0.05) (0.06) (0.01) (0.01) (0.01)

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46
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図表 4-16 仕事で使用する情報技術・ソフトウェアの職業大分類別の回答状況 

（「日常的に使用する」と「直接使用できることが必須」の両方、もしくは 

どちらかにあてはまると回答した者の職業別比率の各群内平均値と標準偏差） 

 

 
 次に道具・機材について、同様の集計を行った結果を図表 4-17 に示す。全体では「パソコ

ン」の選択率平均値が 80.7%で最も高く、ほぼ同水準で「事務用品」が 80.6%で続いていた。

ただし大分類ごとにみると選択率が最も高い項目は大きく異なり、「パソコン」はＡ、Ｂ、Ｃ

の 3 つの職業群で最も高い一方、「事務用品」はＤ、Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｊ、Ｋの 6 つの職業群で最

も高かった。その他、Ｇ「農林漁業の仕事」では「普通自動車」が最も高く、Ｊ「建設・採

掘の仕事」では「作業中の護身用品」が最も高かった。前掲の情報技術・ソフトウェアの結

果と比べると、仕事で使用する道具・機材についてはやや職業の性質によってバリエーショ

ンがある様子が窺われる。 

 
 なお前章の繰り返しとなるが、本項目群については職業別の数値情報を一般公開せず、今

後職業解説の拡充のための参考資料として当機構内で活用する予定である。これは調査計画

の段階で事前に決めていた方針であったが、実際にデータを集めた後に集計データを見ても

「なぜよく似た製造の仕事である職業Ａと職業Ｂで選択率に大きな差があるのか」、「なぜ職

業 C で常識的に考えて使用が必須と思われるソフトウェアの選択率が低く評価されている

のか」等、説明が難しい結果が散見された。その原因として本設問群で測定した内容が、前

職業大分類

該
当
職
業
数

文書作
成ソフ
ト

表計算
ソフト

プレゼ
ン資料
作成ソ
フト

イラス
ト、デ
ザイン
作成ソ
フト

画像等
編集ソ
フト

Ｗｅｂ
画面作
成のソ
フト
ウェア

設計用
ソフト

統計用
ソフト

シミュ
レー
ション
を行う
解析ソ
フト※

プログ
ラミン
グ言語

データ
ベース

事務自
動化開
発ツー
ル

ＡＩ開
発ツー
ル

77.4% 78.5% 49.9% 16.6% 17.5% 15.9% 12.2% 15.4% 11.0% 10.2% 17.0% 15.7% 8.1%
(0.15) (0.16) (0.18) (0.07) (0.06) (0.06) (0.05) (0.07) (0.06) (0.04) (0.07) (0.10) (0.07)
79.2% 80.3% 61.3% 28.4% 32.3% 20.6% 19.3% 15.3% 12.4% 18.4% 24.3% 21.0% 10.7%

(0.17) (0.18) (0.24) (0.22) (0.23) (0.15) (0.22) (0.12) (0.11) (0.20) (0.18) (0.19) (0.11)
78.3% 81.7% 53.5% 18.3% 19.8% 16.7% 9.5% 11.2% 8.5% 8.5% 20.8% 18.4% 8.3%

(0.19) (0.18) (0.24) (0.13) (0.15) (0.13) (0.09) (0.09) (0.09) (0.08) (0.11) (0.11) (0.09)
51.2% 59.0% 33.9% 15.1% 15.6% 11.6% 6.9% 7.9% 6.3% 6.5% 12.0% 9.8% 6.4%

(0.25) (0.24) (0.25) (0.09) (0.09) (0.06) (0.06) (0.05) (0.05) (0.05) (0.07) (0.07) (0.05)
35.9% 39.2% 17.7% 12.2% 12.7% 9.0% 5.6% 6.4% 5.3% 5.1% 7.6% 6.7% 5.2%

(0.19) (0.19) (0.12) (0.08) (0.09) (0.06) (0.05) (0.05) (0.05) (0.04) (0.05) (0.05) (0.05)
72.2% 74.3% 55.8% 11.0% 14.8% 9.4% 8.7% 7.6% 5.5% 7.0% 13.6% 12.2% 5.6%

(0.28) (0.26) (0.32) (0.08) (0.10) (0.08) (0.07) (0.06) (0.04) (0.05) (0.09) (0.09) (0.03)
29.8% 38.8% 14.4% 10.3% 12.3% 10.1% 8.9% 8.8% 7.9% 7.9% 10.4% 8.7% 6.4%

(0.15) (0.16) (0.15) (0.15) (0.12) (0.14) (0.12) (0.14) (0.14) (0.13) (0.12) (0.14) (0.10)
46.9% 55.4% 36.5% 22.9% 25.2% 15.2% 24.8% 14.3% 14.3% 14.1% 18.8% 17.9% 11.5%

(0.18) (0.18) (0.19) (0.18) (0.18) (0.11) (0.17) (0.11) (0.11) (0.12) (0.12) (0.12) (0.11)
34.4% 38.1% 20.9% 11.2% 13.7% 11.6% 12.1% 11.4% 10.4% 10.5% 11.7% 12.2% 9.7%

(0.26) (0.28) (0.21) (0.11) (0.13) (0.11) (0.11) (0.12) (0.11) (0.11) (0.10) (0.11) (0.10)
39.8% 49.0% 22.9% 12.7% 17.4% 11.5% 28.1% 10.2% 11.0% 9.3% 12.9% 12.4% 8.7%

(0.17) (0.17) (0.16) (0.05) (0.07) (0.05) (0.14) (0.05) (0.05) (0.05) (0.06) (0.07) (0.05)
23.8% 29.1% 16.2% 9.8% 12.1% 9.9% 8.6% 9.1% 7.9% 7.7% 11.0% 10.1% 7.3%

(0.14) (0.16) (0.12) (0.09) (0.11) (0.09) (0.07) (0.08) (0.08) (0.08) (0.10) (0.07) (0.07)
60.1% 64.1% 43.3% 20.5% 23.0% 15.6% 15.4% 12.2% 10.3% 12.5% 18.0% 16.0% 9.1%

(0.27) (0.26) (0.28) (0.18) (0.19) (0.13) (0.17) (0.11) (0.10) (0.15) (0.15) (0.14) (0.10)
　※正確な調査票上の文言は、「設計段階等でコンピュータシミュレーションを行う解析ソフト」。

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46
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掲の仕事活動や仕事の性質等と比べて「職業としての一般的イメージ」が流動的で、他の領

域と同等の精度で母集団推定を行うためにはより大きなサンプルサイズを確保する等の工夫

が必要だったことが考えられる。 
 したがって、確かに本稿のような大分類職業群の集計で見るとさほど違和感の無い結果で

はあるものの、本設問群の調査結果についてはあくまで職業解説の加筆修正にあたっての参

考資料という位置づけに留め、職業情報編集会議（第 2 章参照）における協議の場で限定的

に活用することが妥当と考えられた。 

 
図表 4-17 仕事で使用する道具・機材の職業大分類別の回答状況 

（「日常的に使用する」と「直接使用できることが必須」の両方、もしくは 

どちらかにあてはまると回答した者の職業別比率の各群内平均値と標準偏差）  

 

 
第５節 仕事量の変化に関する特別調査 

 
 次に本節では職業解説の充実に資することを目的としつつ、新型コロナウイルス感染症に

よる影響も念頭に 6 項目が設定された仕事量の変化に関する調査結果を報告する。なお、本

章の集計に使用している 428 職業で回答者人数最低 20 名を確保できているのは条件分岐前

の第 1 問、第 2 問のみである。第 3 問から第 6 問は職業によっては回答者が一人もいない、

もしくは非常に限られた人数となっている場合がある。この場合、たとえば 1 名の回答によ

って選択率が「100.0%」となってしまう等の直接的な集計の歪みの懸念がある他、そもそも

職業大分類

該
当
職
業
数

パソコ
ン

スマー
トフォ
ン

タブ
レット
端末

普通自
動車

大型、
中型、
準中
型、特
殊自動
車等

事務用
品

プリン
ター、
コピー
機

レジ
調理道
具

工具
作業中
の護身
用品

医療機
器

94.2% 77.2% 52.1% 70.5% 13.8% 88.9% 90.5% 16.0% 16.2% 25.8% 20.7% 9.7%
(0.04) (0.10) (0.13) (0.12) (0.04) (0.08) (0.08) (0.09) (0.05) (0.12) (0.09) (0.03)
94.1% 67.4% 43.9% 44.6% 10.7% 82.9% 87.8% 10.4% 10.5% 23.3% 26.1% 16.6%
(0.09) (0.17) (0.14) (0.21) (0.12) (0.11) (0.10) (0.11) (0.12) (0.21) (0.24) (0.26)
95.9% 58.9% 38.0% 38.0% 9.7% 89.2% 91.2% 16.2% 8.6% 11.5% 14.3% 5.3%
(0.09) (0.19) (0.17) (0.18) (0.10) (0.08) (0.10) (0.19) (0.10) (0.11) (0.15) (0.07)
84.1% 67.6% 49.8% 53.2% 10.3% 87.8% 84.0% 52.0% 15.1% 22.4% 15.8% 4.7%
(0.17) (0.21) (0.14) (0.25) (0.10) (0.07) (0.14) (0.36) (0.19) (0.18) (0.15) (0.04)
60.9% 59.0% 39.2% 39.3% 8.7% 76.6% 63.1% 43.5% 36.8% 20.8% 18.6% 8.2%
(0.20) (0.21) (0.20) (0.20) (0.10) (0.13) (0.19) (0.31) (0.36) (0.13) (0.14) (0.13)
84.4% 49.6% 27.3% 64.6% 38.9% 88.0% 85.4% 5.4% 12.0% 35.1% 65.1% 16.0%
(0.24) (0.23) (0.24) (0.23) (0.27) (0.16) (0.21) (0.03) (0.13) (0.19) (0.19) (0.29)
50.4% 55.4% 20.7% 81.1% 40.8% 61.4% 50.4% 8.8% 15.1% 66.5% 64.5% 7.9%
(0.09) (0.12) (0.13) (0.11) (0.12) (0.08) (0.09) (0.12) (0.13) (0.11) (0.16) (0.12)
73.9% 52.2% 30.4% 54.5% 21.7% 77.7% 72.8% 14.6% 18.4% 56.2% 58.3% 10.2%
(0.15) (0.15) (0.13) (0.17) (0.14) (0.11) (0.14) (0.13) (0.19) (0.22) (0.23) (0.11)
52.7% 60.1% 38.5% 61.4% 45.4% 70.0% 56.1% 12.7% 13.9% 44.8% 60.0% 10.4%
(0.28) (0.19) (0.20) (0.28) (0.35) (0.15) (0.22) (0.11) (0.13) (0.25) (0.33) (0.09)
63.6% 70.8% 37.5% 87.4% 43.8% 70.8% 65.6% 11.0% 10.8% 86.3% 89.9% 10.4%
(0.15) (0.10) (0.07) (0.08) (0.11) (0.14) (0.16) (0.03) (0.04) (0.07) (0.05) (0.05)
47.8% 45.2% 22.9% 51.2% 23.1% 66.8% 50.3% 9.9% 13.7% 31.4% 54.1% 7.5%
(0.17) (0.23) (0.11) (0.28) (0.18) (0.14) (0.17) (0.07) (0.12) (0.19) (0.21) (0.07)
80.7% 61.5% 39.1% 49.7% 16.8% 80.6% 78.3% 18.8% 15.1% 31.4% 34.8% 11.3%
(0.22) (0.19) (0.17) (0.24) (0.18) (0.13) (0.19) (0.23) (0.19) (0.26) (0.29) (0.18)

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46
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原理的に母集団の傾向を把握するにはデータが足りていないと考えるべきである。そこで、

(1) 第 3 問については第 2 問と回答を組み合わせて最低 20 名が維持される形で集計する（後

述）、(2) 第 4 問～第 6 問については分岐後の回答者数が最低でも 10 名以上の職業のみを適

宜集計に用いる、の 2 点の対応を行った。このため他の節と比べて設問によって各職業群に

含まれる職業数と構成が異なり、他の節と比べて項目間の相対比較や解釈に注意が必要とな

る。 

 
１ 新型コロナウイルス感染症の拡大前（2019 年まで） 

第 1 問として「新型コロナウイルス感染症が拡大する前（2019 年まで）、あなたの現在の

職業では仕事の量（受注件数、取引件数、予算規模、製造量等）が増える傾向でしたか、減

る傾向でしたか？あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の

全体傾向について一般論として回答してください。」という文言で回答を求めた結果、図表 4-
18 の結果を得た。項目単位で見ると全体でも職業群別でも一貫して「横ばいの傾向だった」

が最も多く、またＧ「農林漁業の仕事」、Ｆ「保安の仕事」、Ｋ「運搬・清掃・包装等の仕事」

では「わからない」との回答が 10%を超えており、先行きが見通しにくい様子が窺われる。 

 
図表 4-18 新型コロナウイルス感染症拡大前（2019 年まで）の仕事量の増減傾向 

 
 
 ただ、図表 4-18 は「わからない」が含まれること、増加傾向と減少傾向がそれぞれ２段階

あることからやや直感的に解釈しづらい。そこで「わからない」を除外した上で「増える傾

10.4% 20.5% 42.2% 13.8% 10.3% 2.9%
(0.08) (0.08) (0.11) (0.03) (0.06) (0.02)
9.3% 17.0% 44.3% 12.9% 10.5% 6.0%

(0.06) (0.07) (0.11) (0.07) (0.09) (0.04)
9.1% 18.2% 43.7% 12.3% 10.0% 6.7%

(0.06) (0.08) (0.13) (0.05) (0.11) (0.05)
7.3% 16.9% 36.0% 17.3% 15.5% 7.1%

(0.05) (0.07) (0.09) (0.08) (0.10) (0.04)
13.1% 16.1% 28.3% 12.5% 22.7% 7.4%
(0.09) (0.06) (0.12) (0.07) (0.13) (0.04)
10.9% 16.6% 46.2% 11.6% 3.3% 11.4%
(0.11) (0.08) (0.15) (0.06) (0.03) (0.05)
2.8% 9.1% 52.7% 9.1% 9.5% 16.9%

(0.03) (0.05) (0.17) (0.04) (0.08) (0.09)
8.3% 15.5% 35.4% 16.2% 16.6% 8.0%

(0.05) (0.06) (0.10) (0.06) (0.10) (0.04)
8.5% 14.2% 40.2% 14.3% 14.1% 8.7%

(0.06) (0.05) (0.13) (0.06) (0.11) (0.06)
5.5% 10.1% 40.9% 19.7% 14.3% 9.6%

(0.03) (0.06) (0.13) (0.06) (0.07) (0.05)
8.2% 17.4% 38.6% 16.1% 9.6% 10.2%

(0.06) (0.06) (0.07) (0.06) (0.05) (0.06)
9.1% 16.3% 40.1% 14.0% 13.1% 7.4%

(0.07) (0.07) (0.13) (0.07) (0.11) (0.05)

職業大分類

該
当
職
業
数

増える傾
向だった

やや増え
る傾向
だった

横ばいの
傾向だっ
た

やや減る
傾向だっ
た

減る傾向
だった

わからな
い

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事
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Ｃ 事務の仕事 46
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向だった」と「やや増える傾向だった」を「増加傾向」として、「減少傾向だった」と「やや

減少傾向だった」を「減少傾向」としてそれぞれ合算して 3 段階で再集計したのが図表 4-19
である。新型コロナウイルス感染症拡大前において増加傾向との回答比率の群内平均値が

30%を越えており比較的高かったのはＡ「管理的な仕事」、Ｅ「サービスの仕事」、Ｆ「保安

の仕事」であった。ただし、Ｅ「サービスの仕事」は減少傾向との回答比率群内平均値も 37.9%
と高く、他の職業群と比べると二極化している様子が窺われる。その他、減少傾向との回答

が比較的多かったのはＪ「建設・採掘の仕事」(37.6%)、Ｈ「生産工程の仕事」(35.6%)、Ｄ

「販売の仕事」(35.2%)等であった。 
 なお、Ｇ「農林漁業の仕事」に関しては「横ばい」が 63.4%と際立って高かった。前述の

通り同職業群では増減傾向について「わからない」も高かったことを踏まえると、農林漁業

の仕事については先行きは見通せないか、もしくは横ばいと考えている就業者が比較的多か

ったものと考えられる。 

 
図表 4-19 新型コロナウイルス感染症拡大前（2019 年まで）の仕事量増減傾向 

（「わからない」を除外し、「増加傾向」「横ばい」「減少傾向」の３段階に整理した場合） 

 

 
２ 新型コロナウイルス感染症による仕事量の変化有無と、変化有り時の増減傾向 

調査票では上述の感染症拡大前の状況を第１問として尋ねた後、第２問にて「新型コロナ

ウイルス感染症の拡大によって、上の質問で回答した仕事の量の増減傾向に変化がありまし

31.8%

28.0%

29.2%

26.1%

31.5%

31.0%

14.3%

25.9%

24.9%

17.2%

28.5%

27.4%

43.5%

47.0%

46.8%

38.7%

30.5%

52.1%

63.4%

38.5%

44.0%

45.2%

43.0%

43.3%

24.8%

25.0%

23.9%

35.2%

37.9%

16.9%

22.3%

35.6%

31.2%

37.6%

28.6%

29.3%

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

Ａ 管理的な仕事

Ｂ 専門的・技術的な仕事

Ｃ 事務の仕事

Ｄ 販売の仕事

Ｅ サービスの仕事

Ｆ 保安の仕事

Ｇ 農林漁業の仕事

Ｈ 生産工程の仕事

Ｉ 輸送・機械運転の仕事

Ｊ 建設・採掘の仕事

Ｋ 運搬・清掃・包装等の仕事

全体

増加傾向 横ばい 減少傾向

※「わからない」は除外した上で、「増える傾向だった」と「やや増える傾向だった」の合計を「増加傾向」、「横ばいの傾

向だった」を「横ばい」、「減る傾向だった」と「やや減る傾向だった」の合計を「減少傾向」として集計した。
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たか？」という文言で回答を求め、その後変化があった場合のみ第３問として「『変化があっ

た』と回答した方にお聞きします。新型コロナウイルス感染症が拡大した後（2020 年１月以

降）、あなたの現在の職業では例年と比較して仕事の量が増える傾向ですか、減る傾向です

か？あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向につ

いて一般論として回答してください。」と尋ねた。 
しかし本節冒頭で述べた通り、この条件分岐の結果、第３問のみで集計すると回答者数が

20 名未満となってしまう職業が出る。そこで本項では便宜的に第 2 問と第 3 問を組み合わ

せて集計結果を示すこととする。まず、組み合わせる前の各設問の回答をまとめたのが図表

4-20 である。第 2 問で「変化があった」と回答した者の中で、さらに 4 段階で増減状況が分

かれる形式となる。 

 
図表 4-20 新型コロナウイルス感染症による仕事量変化の有無と、変化有り時の増減傾向 

 

 
この回答結果について解釈を容易にするため、前項と同様に増加傾向と減少傾向をそれぞ

れ合算して 1 つにまとめ、その中間に「変化がなかった」の比率を置いてグラフ化したのが

図表 4-21 である。まず、「増加傾向」が「減少傾向」をわずかなりとも上回っていたのはＡ

「管理的な仕事」とＦ「保安の仕事」の 2 つの職業群であった。本章第 1 節の図表 4-1 で示

した通り、この 2 つの職業群の構成職業はやや特殊で、Ａ群は 4 職業のうち 2 職業が「起業、

増える傾向
である

やや増える
傾向である

やや減る傾
向である

減る傾向で
ある

62.6% 17.7% 32.5% 30.0% 19.9% 37.5%
(0.10) (0.12) (0.12) (0.10) (0.19) (0.10)
56.3% 14.7% 24.7% 36.3% 24.3% 43.7%

(0.16) (0.13) (0.15) (0.14) (0.19) (0.16)
55.6% 15.4% 26.6% 35.0% 23.0% 44.4%

(0.15) (0.11) (0.13) (0.13) (0.19) (0.15)
64.4% 12.3% 22.4% 36.1% 29.2% 35.6%

(0.11) (0.13) (0.12) (0.12) (0.17) (0.11)
76.8% 8.9% 15.7% 27.4% 48.0% 23.2%

(0.17) (0.12) (0.14) (0.12) (0.25) (0.17)
53.7% 20.5% 32.2% 36.0% 11.3% 46.3%

(0.14) (0.16) (0.11) (0.15) (0.11) (0.14)
29.4% 7.4% 28.7% 40.4% 23.6% 70.6%

(0.16) (0.13) (0.19) (0.15) (0.17) (0.16)
60.5% 10.0% 20.4% 37.4% 32.3% 39.5%

(0.13) (0.10) (0.14) (0.13) (0.16) (0.13)
55.1% 9.4% 22.8% 34.2% 33.5% 45.0%

(0.21) (0.08) (0.14) (0.14) (0.22) (0.21)
55.3% 3.1% 13.2% 48.7% 34.9% 44.7%

(0.11) (0.03) (0.08) (0.12) (0.09) (0.11)
55.6% 15.0% 25.9% 34.9% 24.3% 44.4%

(0.07) (0.11) (0.12) (0.12) (0.10) (0.07)
59.0% 12.6% 23.1% 35.7% 28.6% 41.0%

(0.17) (0.12) (0.14) (0.14) (0.20) (0.17)

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

全体 428

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｆ 保安の仕事 11

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

Ｄ 販売の仕事 39

変化が
なかった

Ａ 管理的な仕
事

4

【変化があった場合のみ回答】
増減傾向(変化ありを100%とした場合)

職業大分類

該
当
職
業
数

変化が
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創業」、「会社経営者」となっている。新型コロナウイルス感染症対策において企業や組織の

側に制度改革や環境整備の努力が社会的に要請された、あるいはサプライチェーンや取引先

との交渉が増えたとすれば、減少傾向とほぼ同程度の「増加傾向」が見られる結果もさほど

不自然ではないと考えられる。Ｆ「保安の仕事」については 11 職業中 7 職業が警察官や自

衛官、消防官等の公務であり(図表 4-1 参照)、こうした仕事が感染症の拡大で大きく減少す

るとは考えづらく、増加傾向と減少傾向が拮抗している結果も自然と考えられる。 
一方、その他の職業群については、Ｇ群を除く 8 群で「減少傾向」の比率が「増加傾向」

を上回っていた。特に深刻な非対称性が見られるのはＥ「サービスの仕事」で、「減少傾向」

の選択率群内平均値は 57.9%と唯一過半数を超えていた。増加傾向も 18.9%存在するものの、

大分類というくくりでまとめると新型コロナウイルス感染症によって端的に仕事が減ったの

は、この職業群であったことが示唆される。また、Ｄ「販売の仕事」やＨ「生産工程の仕事」、

Ｊ「建設・採掘の仕事」も「減少傾向」が 4 割超となっており、深刻な仕事量の減少が生じ

た様子が窺われる。 
なお、Ｇ「農林漁業の仕事」は「変化無し」が 7 割超であり、他の職業群とは異質な結果

だった。野外で動植物や自然と向き合う仕事はいわゆる三密（密集、密接、密閉）の環境が

発生しづらく、仕事の性質上、感染症に対して比較的頑健であったと考えられる。飲食サー

ビス業の苦境により生産物の提供先には変化があった可能性があるが、緊急事態宣言下でも

スーパーやコンビニは営業が続けられたこともあり、第 1 次産業の仕事量にはあまり変化が

生じなかったものと考えられる。 

 

－75－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



76 
 

図表 4-21 新型コロナウイルス感染症による仕事量変化の有無と、変化有り時の増減傾向 

（「変化有り：増加傾向」「変化なし」「変化有り：減少傾向」の３段階に整理した場合） 

 
３ 脅威緩和後の見通し：新型コロナウイルス感染症により仕事が増加傾向となった場合 

前掲の図表 4-21 で「変化有り：増加傾向」に該当する人を対象として、第 4 問として「今

後、新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたの現在の職業では仕事

の量がどのように変化すると思いますか？あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、

同じ仕事、同じ職業の全体傾向について一般論として回答してください。」と尋ねた結果が図

表 4-22 である。 
本節冒頭で述べた通り、条件分岐後の本設問の回答者数が 10 名以上の職業のみを集計に

用いたため、総職業数は 189 職業となっている。本プロジェクトでは１職業あたりのサンプ

ルサイズが限定的であること、また新型コロナウイルス感染症によって仕事が「増えた」と

の回答は比較的少ないことから、集計可能な職業数が限られてしまったことはやむを得ない

ものと言える。特にＧ「農林漁業の仕事」とＪ「建設・採掘の仕事」は集計できる職業が１

つも無い点に留意されたい。 
まず図表 4-22 の「わからない」の回答状況を見ると、Ｉ「輸送・機械運転の仕事」で 10.8%

と比較的高かった。同職業群では「変化有り：増加傾向」とはいっても、その影響が一過性

のものであるかどうか、他の職業群と比べるとやや見通しを持ちにくい状況にあることが示

唆される。 

 

31.4%

22.2%

23.4%

22.4%

18.9%

28.3%

10.6%

18.4%

17.8%

9.0%

22.7%

21.1%

37.5%

43.7%

44.4%

35.6%

23.2%

46.3%

70.6%

39.5%

45.0%

44.7%

44.4%

41.0%

31.2%

34.1%

32.2%

42.1%

57.9%

25.4%

18.8%

42.1%

37.3%

46.2%

32.9%

37.9%

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

Ａ 管理的な仕事

Ｂ 専門的・技術的な仕事

Ｃ 事務の仕事

Ｄ 販売の仕事

Ｅ サービスの仕事

Ｆ 保安の仕事

Ｇ 農林漁業の仕事

Ｈ 生産工程の仕事

Ｉ 輸送・機械運転の仕事

Ｊ 建設・採掘の仕事

Ｋ 運搬・清掃・包装等の仕事

全体

変化有り：増加傾向 変化無し 変化有り：減少傾向

※仕事量に変化があり、かつ「増える傾向だった」または「やや増える傾向だった」を「変化有り：増加傾向」とし、仕事

量に変化があり、かつ「減る傾向だった」または「やや減る傾向だった」を「変化有り：減少傾向」として集計した。
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図表 4-22 新型コロナウイルス感染症の脅威が大幅に緩和した場合の仕事量増減の見通し 

【同感染症の感染拡大によって仕事量が「変化有り：増加傾向」と回答した人のみ】 

（「変化有り：増加傾向」との回答者が 10 名以上いた職業のみ集計） 

 
 

次に増減傾向について直感的な解釈をしやすいよう、「わからない」を除外して横棒グラフ

化したのが図表 4-23 である。このグラフからは全体傾向として、「減って、感染拡大前に戻

る」、あるいは「感染拡大前を下回るほど減る」の占める比率は高くても２割程度と限定的で

あることが読み取れる。つまり、新型コロナウイルス感染症拡大によって仕事量が「変化有

り：増加傾向」と回答した人の多くは、職業群に関わらず、その増加は一過性のものではな

いと考えている様子が窺われた。特にＢ「専門的な仕事」、Ｅ「サービスの仕事」、Ｆ「保安

の仕事」、Ｈ「生産工程の仕事」の 4 つの職業群では、「さらに増えていくと思う」「増えたま

ま横ばいだと思う」「やや減るが、感染拡大前よりは多いと思う」の 3 つの選択肢の合計が

90%超となっており、上述の傾向が強いことが示唆された。 

 

職業大分類
集計
対象
職業数

さらに増えて
いくと思う

増えたまま横
ばいだと思う

やや減るが、
感染拡大前よ
りは多いと思
う

減って、感染
拡大前程度に
戻ると思う

感染拡大前を
下回るほど減
ると思う

わからない

26.0% 34.7% 16.8% 20.2% 1.0% 1.2%
(0.20) (0.11) (0.08) (0.08) (0.02) (0.02)
31.0% 40.0% 16.1% 8.3% 0.7% 3.9%

(0.12) (0.14) (0.09) (0.08) (0.02) (0.05)
23.0% 44.2% 18.6% 10.5% 0.6% 3.1%

(0.14) (0.15) (0.11) (0.08) (0.02) (0.05)
22.2% 38.0% 21.4% 14.8% 0.2% 3.4%

(0.13) (0.17) (0.10) (0.11) (0.01) (0.04)
26.0% 39.8% 20.0% 7.4% 1.6% 5.2%

(0.09) (0.12) (0.10) (0.06) (0.03) (0.05)
38.9% 33.9% 12.2% 8.8% 0.0% 6.2%

(0.15) (0.15) (0.07) (0.04) (0.00) (0.05)
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―

24.8% 34.7% 25.6% 7.3% 1.9% 5.7%
(0.17) (0.13) (0.13) (0.09) (0.04) (0.09)
24.9% 36.3% 15.8% 10.2% 2.0% 10.8%

(0.07) (0.11) (0.12) (0.07) (0.04) (0.15)
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―

22.0% 34.9% 19.4% 17.0% 0.9% 5.9%

(0.15) (0.06) (0.07) (0.15) (0.03) (0.05)

27.3% 38.9% 18.5% 9.9% 0.9% 4.4%
(0.14) (0.14) (0.10) (0.09) (0.02) (0.06)

全体 189

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

11

Ｊ 建設・採掘
の仕事

0

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

5

Ｈ 生産工程の
仕事

23

Ｇ 農林漁業の
仕事

0

Ｆ 保安の仕事 9

Ｅ サービスの
仕事

14

Ｄ 販売の仕事 22

Ｃ 事務の仕事 27

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

75

Ａ 管理的な仕
事

3
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図表 4-23 新型コロナウイルス感染症の脅威が大幅に緩和した場合の仕事量増減の見通し 

【同感染症の感染拡大によって仕事量が「変化有り：増加傾向」と回答した人のみ】 

（「変化有り：増加傾向」との回答者が 10 名以上いた職業のみ集計） 

（「わからない」を除外した場合） 

 
 
４ 脅威緩和後の見通し：新型コロナウイルス感染症により仕事が減少傾向となった場合 

次に前掲の図表 4-21 で「変化有り：減少傾向」に該当する人を対象として、第 4 問と同様

に「今後、新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたの現在の職業で

は仕事の量がどのように変化すると思いますか？あなた自身や所属する企業・組織の状況で

はなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について一般論として回答してください。」と尋ねた

第 5 問の結果が図表 4-24 である。前項の「変化有り：増加傾向」と比べると集計可能な職業

数は 355 職業と比較的多くなっている。 
まず「わからない」の比率を見るとＧ「農林漁業の仕事」が 10%超であるほか、Ｊ「建設・

採掘の仕事」、Ｋ「運搬・清掃・包装等の仕事」、Ｆ「保安の仕事」等が比較的高い。これら

の職業群では感染症拡大により仕事は減っている場合でも、その傾向が脅威緩和後にも続く

かどうかはまだ見通せないと考える人が多い様子が窺われる。 

 

26.3%

32.3%

23.8%

23.0%

27.4%

41.5%

26.3%

27.9%

23.3%

28.6%

35.2%

41.6%

45.7%

39.3%

42.0%

36.1%

36.8%

40.7%

37.1%

40.7%

17.0%

16.7%

19.2%

22.2%

21.1%

13.0%

27.1%

17.7%

20.6%

19.4%

20.5%

8.6%

10.8%

15.4%

7.8%

9.4%

7.8%

11.5%

18.1%

10.4%

1.0%

0.8%

0.6%

0.2%

1.7%

0.0%

2.1%

2.2%

1.0%

0.9%

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

Ａ 管理的な仕事

Ｂ 専門的・技術的な仕事

Ｃ 事務の仕事

Ｄ 販売の仕事

Ｅ サービスの仕事

Ｆ 保安の仕事

Ｇ 農林漁業の仕事

Ｈ 生産工程の仕事

Ｉ 輸送・機械運転の仕事

Ｊ 建設・採掘の仕事

Ｋ 運搬・清掃・包装等の仕事

全体

さらに増えて

いくと思う

増えたまま

横ばいだと思う

やや減るが、

感染拡大前より

は多いと思う

減って、感染拡大前

程度に戻ると思う

感染拡大前を

下回るほど

減ると思う

集計対象職業無し

集計対象職業無し
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図表 4-24 新型コロナウイルス感染症の脅威が大幅に緩和した場合の仕事量増減の見通し 

【同感染症の感染拡大によって仕事量が「変化有り：減少傾向」と回答した人のみ】 

（「変化有り：減少傾向」との回答者が 10 名以上いた職業のみ集計） 

 
 

次に増減傾向に関して解釈をしやすいよう「わからない」を除外して横棒グラフ化したの

が図表 4-25 である。全体傾向としてはほとんどの職業群で「さらに減っていくと思う」、「減

ったまま横ばいだと思う」、「やや増えるが感染拡大前には戻らないと思う」の 3 つの選択率

群内平均の合計が 7～8 割程度となっており、感染拡大によって仕事が減った場合には、仮

に同感染症の脅威が大幅に緩和したとしても「Ｖ字回復」というわけにはいかないと考えら

れる職業が多い様子が窺われる。中でもＪ「建設・採掘の仕事」は「さらに減っていくと思

う」が 29.6%と高く、やや悲観的な見通しの職業が多いことが示唆される。 
なお、上記の全体傾向からの唯一の例外がＦ「保安の仕事」である。これまで繰り返し述

べてきた通り、警察官や自衛官、消防官等、公職が比較的多く含まれるこの職業群では、「増

えて、感染拡大前程度に戻ると思う」が 44.2%と非常に高かった。つまり、この職業群では

感染症拡大によって仕事量が減っていた場合でも、その減少はあくまで一時的なもので、脅

威が大幅に緩和すれば仕事量は「Ｖ字回復」すると考えられていることになる。 
Ｆの職業群は感染症拡大前の増減傾向を尋ねた図表 4-19 でも「増加傾向」(31.0%)が「減

少傾向」(16.9%)より大きく、新型コロナウイルス感染症による仕事量増減を尋ねた図表 4-
21 でも「変化有り：増加傾向」(28.3%)が「変化有り：減少傾向」(25.4%)を上回っていたこ

職業大分類
集計
対象
職業数

さらに減って
いくと思う

減ったまま横
ばいだと思う

やや増える
が、感染拡大
前には戻らな
いと思う

増えて、感染
拡大前程度に
戻ると思う

感染拡大前を
上回るほど増
えると思う

わからない

22.7% 21.1% 25.0% 24.9% 1.9% 4.4%
(0.10) (0.07) (0.10) (0.08) (0.04) (0.06)
16.8% 24.4% 22.8% 25.0% 3.6% 7.4%

(0.10) (0.10) (0.10) (0.14) (0.05) (0.07)
14.3% 24.7% 25.8% 25.2% 3.7% 6.3%

(0.11) (0.10) (0.11) (0.15) (0.05) (0.07)
22.4% 26.9% 26.4% 17.1% 1.3% 6.0%

(0.10) (0.10) (0.09) (0.07) (0.02) (0.05)
22.7% 23.1% 24.0% 20.4% 2.0% 7.7%

(0.10) (0.09) (0.07) (0.11) (0.03) (0.07)
6.3% 28.2% 13.9% 40.4% 2.6% 8.7%

(0.08) (0.10) (0.08) (0.07) (0.07) (0.06)
13.9% 21.6% 29.8% 22.7% 1.6% 10.5%

(0.13) (0.10) (0.03) (0.11) (0.03) (0.09)
22.4% 24.8% 23.1% 20.5% 1.5% 7.7%

(0.10) (0.12) (0.10) (0.12) (0.03) (0.06)
21.6% 23.3% 25.3% 20.4% 2.5% 6.9%

(0.09) (0.11) (0.14) (0.12) (0.03) (0.07)
26.7% 26.3% 20.6% 14.9% 1.8% 9.7%

(0.07) (0.09) (0.08) (0.08) (0.03) (0.05)
20.0% 25.6% 22.3% 21.7% 1.6% 9.0%

(0.10) (0.12) (0.08) (0.15) (0.05) (0.11)

19.2% 24.7% 23.6% 22.5% 2.6% 7.4%
(0.10) (0.10) (0.10) (0.13) (0.04) (0.07)

Ｃ 事務の仕事 39

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

124

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｆ 保安の仕事 7

Ｅ サービスの
仕事

39

Ｄ 販売の仕事 34

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

17

Ｈ 生産工程の
仕事

55

Ｇ 農林漁業の
仕事

4

全体 355

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

17

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15
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とを踏まえると、同職業群は一貫して仕事量が増加し続ける傾向にあり、感染症拡大による

影響にも比較的頑健であり、仮に影響があったとしても一時的、とまとめることができる。 

 
図表 4-25 新型コロナウイルス感染症の脅威が大幅に緩和した場合の仕事量増減の見通し 

【同感染症の感染拡大によって仕事量が「変化有り：減少傾向」と回答した人のみ】 

（「変化有り：減少傾向」との回答者が 10 名以上いた職業のみ集計） 

（「わからない」を除外した場合） 

 
 
５ 新型コロナウイルス感染症による仕事量変化が無かった場合の、今後数年の増減見通し 

本節の最後に、前掲の図表 4-21 で「変化無し」に該当する人を対象として「あなたの現在

の職業では今後数年（３～５年程度）、仕事の量（受注件数、取引件数、予算規模、製造量等）

が増えていくと思いますか、減っていくと思いますか？あなた自身や所属する企業・組織の

状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について一般論として回答してください。」と

尋ねた第 6 問の結果が図表 4-25 である。集計可能な職業数は 369 職業である。 
まず前項までと同様「わからない」に注目すると、Ｅ「サービスの仕事」(16.5%)、Ｆ「保

安の仕事」(15.6%)、Ｇ「農林漁業の仕事」(14.6%)、Ｋ「運搬・清掃・包装等の仕事」(13.2%)
で選択率群内平均値が比較的高かった。このうち、Ｆ、Ｇ、Ｋについては感染拡大前の増減

傾向（図表 4-18）においても「わからない」の比率が高かった上位３職業群であり、一貫し

て見通しを持ちにくい職業群である様子が窺われる。Ｅについては図表 4-18 では 7.4%とそ

れほど「わからない」の比率が高くない職業群であったことを踏まえると、この職業群では

仮に新型コロナウイルス感染症による仕事量の変化が無かった場合でも、今後もそうである

かはやや見通しが不透明になったと解釈することができる。 

23.8%

18.1%

15.2%

23.9%

24.6%

6.9%

15.5%

24.3%

23.3%

29.6%

21.9%

20.7%

22.1%

26.4%

26.4%

28.6%

25.0%

30.8%

24.1%

26.9%

25.0%

29.1%

28.1%

26.7%

26.2%

24.7%

27.5%

28.1%

26.0%

15.2%

33.3%

25.0%

27.1%

22.8%

24.5%

25.5%

26.0%

27.0%

26.9%

18.1%

22.1%

44.2%

25.3%

22.2%

21.9%

16.5%

23.8%

24.3%

2.0%

3.8%

4.0%

1.3%

2.2%

2.8%

1.8%

1.7%

2.7%

2.0%

1.7%

2.8%

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

Ａ 管理的な仕事

Ｂ 専門的・技術的な仕事

Ｃ 事務の仕事

Ｄ 販売の仕事

Ｅ サービスの仕事

Ｆ 保安の仕事

Ｇ 農林漁業の仕事

Ｈ 生産工程の仕事

Ｉ 輸送・機械運転の仕事

Ｊ 建設・採掘の仕事

Ｋ 運搬・清掃・包装等の仕事

全体

さらに減って

いくと思う

減ったまま

横ばいだと思う

やや増えるが、

感染拡大前には

戻らないと思う

増えて、感染

拡大前程度に

戻ると思う

感染拡大前を

上回るほど

増えると思う
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図表 4-26 今後数年の仕事量増減傾向の見通し 

【同感染症の感染拡大によって仕事量に「変化無し」と回答した人のみ】 

（「変化無し」との回答者が 10 名以上いた職業のみ集計） 

 
 

次に増減傾向を解釈しやすいよう、「わからない」を除外した上で「増えていくと思う」と

「やや増えていくと思う」を「増加傾向」として、「減っていくと思う」と「やや減っていく

と思う」を「減少傾向」としてそれぞれ合算し 3 段階で集計したのが図表 4-27 である。本設

問の回答者たちは新型コロナウイルス感染症による仕事量の変化が無かったと回答している

ことから、素朴に考えれば 2019 年までの増減傾向（図表 4-19）と類似した結果になること

が予想されたが、結果としては「横ばい」の比率がほぼすべての職業群で 10％ポイント～

20%ポイント程度高くなっていた。 
上記の結果の精緻な解釈は本調査の結果だけでは限界があるが、１つの可能性として「仕

事量が安定的な職業ほど、新型コロナウイルス感染症による影響を受けにくかった」可能性

が考えられる。もし 2019 年までの仕事量が「横ばい」であることを仕事量が「安定的」であ

ったと見なせるのであれば、「安定的」な仕事ほど感染症拡大による影響を受けにくく、「変

化無し」として本設問にも回答した人が比較的多かったのかもしれない。2019 年までの傾向

を「増加傾向」や「減少傾向」とした回答者が条件分岐により本設問に回答しないケースが

多かったのであれば、本設問で「横ばい」の比率が相対的に増加したのも自然と言える。 
ただし例外としてＧ「農林漁業の仕事」だけは、2019 年までの「横ばい」が 63.4%に対し

(図表 4-19)、今後数年の見通し「横ばい」が 60.6%と、ほぼ同水準の比率となっている(図表

4-27)。同職業群は図表 4-20、4-21 でも考察した通り、他の職業群と比べて新型コロナウイ

職業大分類
集計
対象
職業数

増えていく
と思う

やや増えて
いくと思う

横ばいだと
思う

やや減って
いくと思う

減っていく
と思う

わからない

5.8% 19.5% 62.2% 7.0% 0.9% 4.7%
(0.05) (0.16) (0.18) (0.04) (0.02) (0.04)

5.2% 15.3% 54.7% 12.3% 3.7% 8.8%
(0.06) (0.09) (0.12) (0.09) (0.04) (0.07)

4.2% 15.3% 53.8% 12.9% 3.2% 10.6%
(0.04) (0.09) (0.12) (0.09) (0.07) (0.07)

4.6% 10.4% 47.3% 21.0% 6.1% 10.6%
(0.05) (0.07) (0.13) (0.10) (0.06) (0.09)

5.0% 13.3% 47.2% 13.5% 4.6% 16.5%
(0.05) (0.12) (0.16) (0.11) (0.07) (0.12)

5.6% 14.5% 59.4% 3.6% 1.4% 15.6%
(0.05) (0.10) (0.08) (0.06) (0.02) (0.11)

1.1% 12.3% 51.8% 14.0% 6.2% 14.6%
(0.02) (0.08) (0.15) (0.08) (0.04) (0.06)

5.6% 13.6% 47.0% 16.0% 6.5% 11.4%
(0.07) (0.09) (0.14) (0.08) (0.07) (0.09)

4.5% 11.5% 48.9% 16.5% 7.5% 11.2%
(0.05) (0.09) (0.12) (0.11) (0.07) (0.08)

2.8% 10.7% 50.1% 18.7% 6.7% 10.9%
(0.05) (0.07) (0.17) (0.14) (0.06) (0.05)

3.1% 14.3% 50.5% 13.6% 5.2% 13.2%
(0.04) (0.08) (0.12) (0.09) (0.06) (0.06)

4.7% 14.0% 51.8% 14.1% 4.7% 10.7%
(0.05) (0.09) (0.13) (0.10) (0.06) (0.08)

Ｊ 建設・採掘
の仕事

14

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 369

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

53

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

18

Ｄ 販売の仕事 37

Ｅ サービスの
仕事

22

Ｆ 保安の仕事 10

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

142

Ｃ 事務の仕事 41
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ルス感染症による仕事量「変化無し」の比率が 70.6%と極めて高かった。したがって上述の

仕事量の「安定性」による選抜効果が発生しづらく、結果的に 2019 年までと類似の結果と

なったのかもしれない。 
ただし上記の考察についてはあくまで 1 つの可能性であり、さらなる検証を行うためには

大分類単位ではなく職業単位での分析が必要と考えられる。本書ではひとまず職業大分類と

いう切り口でデータの大まかな全体傾向のみを示したが、本書のオンライン追加資料として

公開される職業別データを用いてさらに精緻な検証が行われることが期待される。 

 
図表 4-27 今後数年の仕事量増減傾向の見通し 

【同感染症の感染拡大によって仕事量に「変化無し」と回答した人のみ】 

（「変化無し」との回答者が 10 名以上いた職業のみ集計） 

（「わからない」を除外し、「増加傾向」「横ばい」「減少傾向」の３段階に整理した場合） 

 

 
６ 職業別データのサンプル：看護師、プログラマー、飲食チェーン店店員 

本節の最後に、428 職業の中から看護師、プログラマー、飲食チェーン店店員の 3 職業を

ピックアップして仕事量の変化の状況を報告する。ここまで本章を通して報告してきた職業

大分類ごとの集計はあくまで全体の大まかな傾向を読者に伝えるための便宜的なものであり、

本プロジェクトの調査方法やサンプリング計画を踏まえれば本来は 1 職業ごとの母集団推定

値のみを検討すべきである。特に仕事量の変化に関しては、次節のテレワーク実施状況と同

様、職業ごとに状況は大きく異なる可能性がある。とはいえ紙面の都合から 428 回の検討は

26.5%

22.4%

21.8%

16.8%

21.9%

23.8%

15.6%

21.6%

18.0%

15.2%

20.1%

21.0%

65.3%

60.0%

60.1%

52.9%

56.4%

70.3%

60.6%

53.0%

55.0%

56.2%

58.2%

58.0%

8.2%

17.5%

18.1%

30.3%

21.6%

5.9%

23.8%

25.4%

27.1%

28.5%

21.7%

21.1%

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

Ａ 管理的な仕事

Ｂ 専門的・技術的な仕事

Ｃ 事務の仕事

Ｄ 販売の仕事

Ｅ サービスの仕事

Ｆ 保安の仕事

Ｇ 農林漁業の仕事

Ｈ 生産工程の仕事

Ｉ 輸送・機械運転の仕事

Ｊ 建設・採掘の仕事

Ｋ 運搬・清掃・包装等の仕事

全体

増加傾向 横ばい 減少傾向

※「増えていくと思う」と「やや増えていくと思う」を「増加傾向」とし、「減っていくと思う」と「やや減っていくと思

う」を「減少傾向」として集計した。
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できないことから、コロナ禍への対応の最前線である医療職から「看護師」を、コロナ禍に

よる業績悪化の影響が顕著な飲食サービス業から「飲食チェーン店店員」を、次節で報告す

るテレワーク実施状況と親和性が高いと思われる IT 系職種から「プログラマー」を選定し

以下で状況を確認する。 
 まず、新型コロナウイルス感染症が拡大する前の仕事量の増減傾向の結果が図表 4-28 で

ある。相対的に見て看護師は増加の傾向に、プログラマーは横ばいの傾向にあったことが示

唆される。飲食チェーン店店員は回答が分散しているが、最も多かったのは「減る傾向だっ

た」であった。 

 
図表 4-28 仕事量変化に関する職業個別データの例示１： 

新型コロナウイルス感染症が拡大する前（2019 年まで）の仕事量増減傾向 

 

 
次に、新型コロナウイルス感染症による仕事量の変化の有無と、変化があった場合の増減

傾向をまとめたのが図表 4-29 である。看護師は仕事量の「変化があった」が 67.7%と多数派

で、その大半は「増える」「やや増える」傾向との回答であった（計 85.7%）。感染症対策が

求められる医療現場で仕事量が増えたのは当然の結果と言える。対照的に、飲食チェーン店

店員は「変化があった」77.6%の大半が「減る」「やや減る」傾向との回答であった（計 80.0%）。

緊急事態宣言下において経営自粛が求められた飲食業において仕事量が減ったのは、やはり

当然の結果と言える。一方、プログラマーについては他の２つと比べると「変化がなかった」

が 62.9%と多数派であり、相対的に影響を受けにくかったことが示唆される。なお「変化が

あった」場合では、「減る」「やや減る」傾向との回答が比較的多くなっている（計 78.3%）。 
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40%

60%

80%

100%

増える傾向

だった

やや増える

傾向だった

横ばいの

傾向だった

やや減る

傾向だった

減る傾向

だった

わからない

156 看護師（n=62）

313 プログラマー（n=62）

418 飲食チェーン店店員（n=58）
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図表 4-29 仕事量変化に関する職業個別データの例示２： 

新型コロナウイルス感染症による仕事量変化の有無と、変化有り時の増減傾向 

 
 
 図表 4-28 と 4-29 を受けて、変化有り：増加傾向が多い看護師について、同回答をした人

に感染症の脅威が大幅に緩和した場合の見通しの結果を図表 4-30 に示す。「さらに増えてい

くと思う」、「増えたまま横ばいだと思う」「やや減るが、感染拡大前よりは多いと思う」の合

計は 83%に達しており、「さらに増えていくと思う」だけでも 50%を占めている。この解釈

としては、設問に示したような「脅威が大幅に軽減した状況」といっても、「ゼロ」でない限

りは医療現場の対策は続ける必要であることや、感染症対策期間に離職者が出ているために

仕事量が減らないといった可能性等が考えられる。一般論としては仕事量が増えれば人員を

増やしてさらに業績を伸ばせるため喜ばしいことだが、看護師は簡単には人員を補充できな

い。医療現場の逼迫に関する就業者の危機感が、本調査の結果にも反映されているものと考

えられる。 

 
図表 4-30 仕事量変化に関する職業個別データの例示３： 

「変化有り：増加傾向」と回答した看護師の脅威緩和後の仕事量増減の見通し 

 

 逆に、「変化有り：減少傾向」が多数派であった飲食チェーン店店員について、同回答をし

た人に感染症の脅威が大幅に緩和した場合の見通しの結果を図表 4-31 に示す。「さらに減っ

ていくと思う」「減ったまま横ばいだと思う」「やや増えるが、感染拡大前には戻らないと思

う」の合計は 81%と、大多数を占めていた。飲食店では基本的には感染拡大が収まれば通常
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やや減る
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156 看護師（n=62）

313 プログラマー（n=62）

418 飲食チェーン店店員（n=58）

変化有り時の

増減傾向
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営業を再開できると思われるが、一度失われた外食需要は人々の行動変容により戻ってこな

いとの悲観的な就業者の意識が反映されている可能性がある。 

 
図表 4-31 仕事量変化に関する職業個別データの例示４： 

「変化有り：減少傾向」と回答した飲食チェーン店店員の脅威緩和後の仕事量増減の見通し 

 

 
 最後に、「変化無し」が多数派であったプログラマーについて今後数年の見通しを尋ねた結

果が図表 4-32 である。80%が「横ばいだと思う」との回答であり、この職業では感染症拡大

で仕事量の変化はさほど生じず、今後も安定的であろうとの就業者の意識が反映されている

ものと思われる。 

 
図表 4-32 仕事量変化に関する職業個別データの例示５： 

「変化無し」と回答したプログラマーの今後数年の仕事量増減の見通し 

 

 
以上、3 つの職業の具体例を示した。紙面の都合ですべての職業は紹介できないが、本書

のオンライン追加資料にて 428 職業のデータを公開するため、同データに付した使用上の注

意を確認の上、読者のご関心に応じて適宜ご活用頂きたい。 
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第６節 テレワークの実施に関する特別調査 

 
 本章の最後に、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ急遽調査に加えられたテレワー

ク実施に関する特別調査の結果の概要を報告する。前節の仕事量変化に関する設問群とは異

なり本設問群に条件分岐は無いため、第 1 節～第 4 節と同様、サンプルサイズ 20 件以上か

つ日本版 O-NET への収録対象とされている 428 職業を集計対象とする。集計の枠組みは、

（１）職業大分類ごとの基礎集計、（２）職業大分類ごとの 3 時点の実施状況推移、（３）看

護師、プログラマー、飲食チェーン店店員の 3 職業の比較、の 3 点である。 

 
１ 職業大分類ごとの基礎集計 

 
(1) 新型コロナウイルス感染症の拡大前（2019 年まで） 

 第 1 問として「新型コロナウイルス感染症が拡大する前（2019 年まで）、あなたと同じ仕

事、同じ職業の人たちは一般的にどの程度テレワーク（在宅勤務、モバイルワーク等）が可

能だったと思いますか？あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ

職業の全体傾向について一般論として回答してください。」という文言で回答を求めた結果、

図表 4-33 の結果を得た。なお前節の仕事量の増減については見通しが立たないという意味

で「わからない」が必須であったが、本設問群には「わからない」は設定していない点に留

意されたい。 
「Ｂ 専門的・技術的な仕事」や「Ｃ 事務の仕事」の職業群ではテレワークを実施できた

職業が相対的には多い様子が窺われるが、全体としてはすべての大分類で実施不可を意味す

る「テレワークはできないのが一般的だったと思う」の選択率が最も高くなっている。 
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図表 4-33 新型コロナウイルス感染症拡大前（2019 年まで）のテレワーク実施状況 

 
 
(2)緊急事態宣言下（2020 年 4 月～5 月） 

 「新型コロナウイルス感染症の流行下（2020 年 4 月～5 月頃の緊急事態宣言下）、あなた

と同じ仕事、同じ職業の人たちは一般的にどの程度テレワーク（在宅勤務、モバイルワーク

等）が可能だったと思いますか？あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕

事、同じ職業の全体傾向について一般論として回答してください。」という文言で回答を求め

た結果、図表 4-34 の結果を得た。 
 まず全体としては緊急事態宣言が発令されても、実施不可を意味する「テレワークは実施

できないのが一般的だったと思う」がすべての職業群で選択率が最も高かった20。ただし図

表 4-33 と比較すると、「Ｃ 事務の仕事」等、テレワークの導入が進んだ職業群も見られる。 

 

                                                 
20 ただし、後述する「実施可能率」、すなわち「実施不可というわけではなかった」という整理で言えば、Ｂ「専

門的・技術的な仕事」とＣ「事務の仕事」では各職業群の過半数が「程度の差はあれ、実施可能」だったという

ことになる。 

職業大分類

該
当
職
業
数

テレワークはで
きないのが一般
的だったと思う

テレワークはで
きたが、平均で
は勤務日の２割
未満だったと思
う

半分まではいか
ないが、２割以
上４割未満の勤
務日でテレワー
クができたと思
う

半分程度（４割
以上６割未満）
の勤務日でテレ
ワークができた
と思う

６割以上８割未
満の勤務日でテ
レワークができ
たと思う

８割以上の勤務
日で、もしくは
ほぼ完全にテレ
ワークができた
と思う

68.1% 11.4% 7.3% 4.9% 1.7% 6.7%
(0.15) (0.09) (0.04) (0.01) (0.01) (0.08)
54.9% 15.1% 8.0% 5.9% 4.6% 11.5%
(0.28) (0.09) (0.05) (0.05) (0.05) (0.14)
59.8% 16.6% 7.7% 4.5% 3.8% 7.6%
(0.21) (0.08) (0.05) (0.04) (0.04) (0.09)
73.3% 10.8% 5.4% 3.3% 2.1% 5.1%
(0.22) (0.10) (0.04) (0.04) (0.03) (0.09)
90.5% 3.4% 2.0% 1.5% 0.5% 2.1%
(0.08) (0.04) (0.02) (0.02) (0.01) (0.03)
83.4% 8.3% 3.3% 2.8% 0.5% 1.7%
(0.10) (0.06) (0.03) (0.03) (0.01) (0.02)
88.3% 3.4% 3.2% 0.6% 1.6% 2.8%
(0.17) (0.04) (0.05) (0.01) (0.03) (0.06)
73.4% 9.9% 5.2% 3.3% 2.6% 5.5%
(0.18) (0.07) (0.05) (0.03) (0.03) (0.08)
83.3% 6.3% 3.7% 2.5% 1.6% 2.6%
(0.17) (0.06) (0.05) (0.03) (0.02) (0.06)
83.8% 7.0% 3.8% 1.4% 1.1% 2.8%
(0.09) (0.06) (0.04) (0.02) (0.02) (0.03)
87.6% 4.8% 3.3% 1.6% 1.3% 1.4%
(0.09) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02) (0.02)
68.9% 11.3% 5.9% 4.0% 2.9% 7.0%
(0.25) (0.09) (0.05) (0.04) (0.04) (0.11)

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428
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図表 4-34 緊急事態宣言下（1 回目：2020 年 4 月～5 月）のテレワーク実施状況 

 
 
(3)脅威緩和後の見通し 

 「今後、新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたと同じ仕事、同

じ職業の人たちは一般的にどの程度テレワーク（在宅勤務、モバイルワーク等）が可能だと

思いますか？あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体

傾向について一般論として回答してください。」という文言で回答を求めた結果、図表 4-35
の結果を得た。図表 4-33、4-34 と同じく、すべての大分類の職業群で最も選択率が高いのは

実施不可を意味する「テレワークはできない、もしくはできなくなると思う」であった。 
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と思う
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たと思う

８割以上の勤務
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ワークができた
と思う

61.2% 13.8% 10.2% 5.7% 2.5% 6.7%
(0.18) (0.05) (0.08) (0.03) (0.02) (0.09)
46.2% 13.9% 9.8% 8.1% 7.0% 15.1%
(0.31) (0.09) (0.07) (0.06) (0.07) (0.18)
47.7% 17.2% 11.1% 7.4% 7.0% 9.6%
(0.27) (0.09) (0.07) (0.05) (0.06) (0.11)
68.9% 10.6% 6.5% 5.3% 2.6% 6.2%
(0.27) (0.09) (0.06) (0.06) (0.03) (0.10)
89.6% 3.9% 2.1% 2.3% 0.8% 1.4%
(0.09) (0.04) (0.02) (0.03) (0.01) (0.02)
79.3% 11.0% 4.7% 3.1% 1.3% 0.7%
(0.11) (0.08) (0.03) (0.04) (0.02) (0.01)
87.8% 3.4% 2.6% 2.7% 1.1% 2.4%
(0.18) (0.04) (0.04) (0.05) (0.03) (0.04)
70.6% 9.3% 6.4% 4.6% 3.5% 5.6%
(0.19) (0.06) (0.05) (0.04) (0.05) (0.07)
80.1% 9.0% 4.0% 2.7% 1.7% 2.5%
(0.19) (0.10) (0.03) (0.04) (0.03) (0.06)
83.7% 6.2% 4.4% 2.7% 1.2% 1.8%
(0.10) (0.05) (0.04) (0.03) (0.01) (0.03)
86.4% 5.1% 3.1% 2.0% 1.5% 2.0%
(0.10) (0.04) (0.04) (0.02) (0.02) (0.03)
63.1% 11.0% 7.3% 5.7% 4.4% 8.5%
(0.30) (0.09) (0.06) (0.06) (0.06) (0.13)

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428
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図表 4-35 新型コロナウイルス感染症の脅威が緩和した場合のテレワーク実施見通し 

 
 
 
(4)新型コロナウイルス感染症とは無関係に、テレワークの潜在的な実現可能性 

 最後に、「新型コロナウイルス感染症の流行や過去・現在の状況とは無関係に、本来あなた

と同じ仕事、同じ職業では最大でどの程度テレワークを実施可能なはずだと思いますか？あ

なた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について一

般論として回答してください。」という文言で回答を求めた結果が図表 4-36 である。 
 「Ｂ 専門的・技術的な仕事」と「Ｃ 事務の仕事」では過半数がテレワークの潜在的な実

現可能性をゼロではないと考える一方、「Ｅ サービスの仕事」、「Ｇ 農林漁業の仕事」、「Ｋ 

運搬・清掃・包装等の仕事」等を中心に 8 割超が実施不可と考える職業群も多く見られた。 

職業大分類

該
当
職
業
数

テレワークはで
きない、もしく
はできなくなる
と思う

テレワークはで
きても、平均で
は勤務日の２割
未満だと思う

半分まではいか
ないが、２割以
上４割未満の勤
務日でテレワー
クができると思
う

半分程度（４割
以上６割未満）
の勤務日でテレ
ワークができる
と思う

６割以上８割未
満の勤務日でテ
レワークができ
ると思う

８割以上の勤務
日で、もしくは
ほぼ完全にテレ
ワークができる
と思う

54.5% 21.4% 10.6% 6.1% 2.1% 5.5%
(0.17) (0.12) (0.03) (0.03) (0.02) (0.09)
43.3% 18.1% 10.2% 8.8% 6.7% 12.9%
(0.31) (0.10) (0.07) (0.07) (0.07) (0.16)
44.3% 22.6% 10.8% 8.3% 5.6% 8.4%
(0.26) (0.10) (0.07) (0.06) (0.06) (0.09)
64.0% 15.3% 7.6% 5.6% 2.4% 5.0%
(0.28) (0.11) (0.07) (0.07) (0.04) (0.09)
87.5% 5.8% 2.8% 1.6% 0.9% 1.4%
(0.10) (0.05) (0.03) (0.02) (0.03) (0.02)
73.7% 17.0% 4.7% 3.9% 0.4% 0.3%
(0.13) (0.09) (0.03) (0.03) (0.01) (0.01)
85.2% 4.7% 2.4% 2.5% 2.2% 3.1%
(0.21) (0.06) (0.05) (0.04) (0.04) (0.05)
67.0% 13.8% 6.2% 4.2% 3.6% 5.3%
(0.19) (0.08) (0.06) (0.04) (0.04) (0.06)
79.2% 9.4% 4.6% 2.9% 1.7% 2.2%
(0.20) (0.08) (0.06) (0.05) (0.03) (0.05)
80.3% 9.9% 3.8% 2.4% 1.0% 2.6%
(0.12) (0.09) (0.03) (0.02) (0.02) (0.03)
84.7% 7.1% 3.9% 1.9% 1.2% 1.2%
(0.10) (0.05) (0.05) (0.02) (0.01) (0.02)
60.0% 15.0% 7.6% 5.9% 4.1% 7.4%
(0.30) (0.10) (0.07) (0.06) (0.06) (0.12)

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

Ｄ 販売の仕事 39

Ｅ サービスの
仕事

44

Ｆ 保安の仕事 11

Ｇ 農林漁業の
仕事

9

Ｈ 生産工程の
仕事

63

Ｉ 輸送・機械
運転の仕事

21

Ｊ 建設・採掘
の仕事

15

Ｋ 運搬・清掃・
包装等の仕事

19

全体 428

－89－

資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



90 
 

図表 4-36 新型コロナウイルス感染症とは無関係に、テレワークの潜在的な実現可能性 

 
 
 
２ 職業大分類ごとの 3 時点の実施状況推移 

 
 前項の基礎集計は、そのままでは 3 時点の推移を比較しづらい。そこで本項では折れ線グ

ラフにより、「感染拡大前」「緊急事態宣言下」「脅威緩和後」の 3 時点の状況・見通しを視覚

化し大分類ごとの特徴について検討する。その際、図表 4-33、4-34、4-35 で「実施不可」を

意味する選択肢の選択率が非常に高いことを踏まえ、１から「実施不可」の比率を減算した

比率を「一般論として実施が不可能というわけではなかった」と見なし、その合計比率を「実

施可能率」としてグラフ化した。 
 その結果が図表 4-37 である。まず感染拡大前の時点でテレワークの実施可能率には大分

類ごとに開きがあるが、全体としてもともとの実施可能率が 20％超と比較的高かったＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ、Ｈの職業群では緊急事態宣言下でさらに実施可能率が高まっていた。特にＢ「専門

的・技術的な仕事」とＣ「事務的な仕事」では緊急事態宣言により 10%ポイント程度の大幅

な増加が見られ、テレワーク導入が進んだ様子が窺われる。また、Ａ「管理的な仕事」、Ｄ「販

売の仕事」、Ｈ「生産工程の仕事」については上述のＢ、Ｃほど急速な導入は進んでいないも

のの、脅威緩和後にも直線的に導入が進むであろうとの見通しが示されている。 
一方、20%未満であった他の職業群のうちＥ「サービスの仕事」、Ｇ「農林漁業の仕事」、

Ｉ「輸送・機械運転の仕事」、Ｊ「建設・採掘の仕事」、Ｋ「運搬・清掃・包装等の仕事」で

職業大分類

該
当
職
業
数

そもそもテレ
ワークを導入で
きる仕事ではな
いと思う

テレワークを導
入できるとして
も、最大でも勤
務日の２割未満
だと思う

半分まではいか
ないが、２割以
上４割未満の勤
務日でテレワー
クができるはず
だと思う

半分程度（４割
以上６割未満）
の勤務日でテレ
ワークができる
はずだと思う

６割以上８割未
満の勤務日でテ
レワークができ
るはずだと思う

８割以上の勤務
日で、もしくは
ほぼ完全にテレ
ワークができる
はずだと思う

56.1% 18.1% 12.2% 5.7% 2.1% 5.9%
(0.19) (0.14) (0.06) (0.05) (0.02) (0.10)
41.8% 16.7% 10.6% 8.7% 7.7% 14.6%
(0.32) (0.10) (0.08) (0.08) (0.08) (0.18)
43.3% 19.3% 11.2% 9.4% 6.9% 10.0%
(0.27) (0.10) (0.07) (0.07) (0.06) (0.10)
65.4% 14.5% 6.1% 5.6% 3.0% 5.5%
(0.28) (0.10) (0.07) (0.06) (0.04) (0.09)
89.3% 4.9% 1.9% 1.7% 0.9% 1.3%
(0.09) (0.04) (0.03) (0.02) (0.02) (0.02)
78.7% 12.5% 2.6% 4.6% 0.8% 0.7%
(0.12) (0.07) (0.04) (0.03) (0.02) (0.01)
86.4% 3.9% 2.8% 2.7% 0.5% 3.7%
(0.20) (0.04) (0.04) (0.06) (0.01) (0.07)
67.7% 11.7% 7.5% 4.3% 3.3% 5.6%
(0.20) (0.07) (0.06) (0.04) (0.03) (0.08)
80.4% 7.7% 4.8% 3.3% 1.4% 2.4%
(0.19) (0.06) (0.06) (0.06) (0.02) (0.05)
81.4% 8.9% 3.0% 2.5% 2.2% 2.0%
(0.12) (0.08) (0.03) (0.03) (0.03) (0.02)
85.5% 5.6% 4.1% 2.7% 0.9% 1.3%
(0.10) (0.04) (0.05) (0.03) (0.01) (0.01)
60.0% 13.3% 7.7% 6.1% 4.6% 8.3%
(0.31) (0.10) (0.07) (0.07) (0.06) (0.13)

Ａ 管理的な仕
事

4

Ｂ 専門的・技
術的な仕事

157

Ｃ 事務の仕事 46

Ｄ 販売の仕事 39
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44
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は緊急事態宣言でほとんどテレワーク実施可能性は横ばいであった。この５つの職業群は前

掲の図表 4-36 にて「そもそもテレワークを導入できる仕事ではないと思う」の選択率上位５

群と一致しており、整合性のある結果となっている。 
以上の全体を総括すると、「もともとテレワークを潜在的に実施し得る職業群ではコロナ

禍による後押しで比較的導入が加速した一方、もとより実施が難しい職業群では導入を進め

ることはできなかった」ものと考えられる。 
ただし、Ｆ「保安の仕事」は例外的に、感染拡大前の実施可能性が 20％未満であったが緊

急事態宣言下・脅威緩和後と直線的に導入増加の傾向であった。同職業群は図表 4-36 にて

「そもそも実施不可」職業別選択率の平均が 78.7％と高いため考察が難しいが、同カテゴリ

の構成 11 職業の中には比較的事務仕事が多そうな公務の仕事が多く含まれており（e.g. 警
察官（都道府県警察）、海上保安官、刑務官、陸上自衛官、海上自衛官、航空自衛官）、これ

らの職業では完全テレワークは難しいものの国や自治体の強力な要請により一部のみでも導

入が進んだ／進む見通し、ということかもしれない。本点についてさらなる検討を行うため

には対象を絞ったさらなる追加の調査が必要と考えられる。 
なお、Ａ「管理的な仕事」のテレワーク実施状況について、一般的な「管理職」のイメー

ジからするとやや低い結果と感じる読者もいるかもしれない。この理由は図表 4-1 に示した

通り、本調査における同群を構成する 4 職業がいわゆる「管理職」のイメージとは大きく異

なるためと考えられる。特に「施設管理者（介護施設）」については第 4 項目で「そもそもテ

レワークを導入できる仕事ではないと思う」との回答が 82.8%と大多数であり、図表 4-37 の

Ａ群の「実施可能率」を押し下げた要因となっている。 

 
図表 4-37 職業大分類職業群ごとのテレワーク実施の３時点における状況・見通しの推移 

 　※ここでは１から「実施不可」の選択率を減算した「実施不可ではない率」を実施可能率としている。
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３ 看護師、プログラマー、飲食チェーン店店員の 3 職業の比較 

 
 最後に前節と同様、看護師、プログラマー、飲食チェーン店店員の 3 職業をピックアップ

してテレワーク実施状況・見通しを比較する。新型コロナウイルス感染症が拡大する前のテ

レワーク実施状況が図表 4-38 である。看護師と飲食チェーン店店員については 9 割超が「実

施不可」との回答であった。対照的に、プログラマーだけは「実施不可」は 3 割程度に留ま

り、「8 割以上、もしくはほぼ完全に」が 3 割弱のほか、程度の差はあれ 7 割程度はもともと

テレワークが可能だったことが読み取れる。 

 
図表 4-38 テレワーク実施状況に関する職業個別データの例示１： 

新型コロナウイルス感染症が拡大する前（2019 年まで）の一般的なテレワーク実施状況 

 
 
 次に緊急事態宣言下でのテレワーク実施状況を図表 4-39 に示す。看護師や飲食チェーン

店店員は直接患者や顧客と応対する必要もあり、緊急事態宣言下でもテレワークは実施でき

なかった様子が窺える。一方、プログラマーの場合はさらに「実施不可」は減って、「8 割以

上、もしくはほぼ完全に」テレワークできたであろうとの回答が最多となっている。 
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図表 4-39 テレワーク実施状況に関する職業個別データの例示２： 

緊急事態宣言下（2020 年 4 月～5 月頃）の一般的なテレワーク実施状況 

 
 
 続いて新型コロナウイルス感染症の脅威が大幅に緩和した後のテレワーク実施状況の見通

しを図表 4-40 に示す。前掲の図表 4-39 とほとんど状況に変化はなく、看護師と飲食チェー

ン店店員は実施不可、プログラマーは可能、という結果である。 

 
図表 4-40 テレワーク実施状況に関する職業個別データの例示３： 

新型コロナウイルス感染症の脅威が大幅に緩和した場合の一般的なテレワーク実施状況の見通し 

 
 最後に、新型コロナウイルス感染症の流行とは無関係に、そもそもテレワーク導入が潜在

的に可能な仕事かどうかを尋ねた結果を図表 4-41 に示す。分布の状況は図表 4-38、4-39、
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313 プログラマー（n=62）

418 飲食チェーン店店員（n=58）
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4-40 と一貫しており、看護師と飲食チェーン店店員は仕事の性質上、そもそも遠隔で働くこ

とができない仕事であると就業者が考えていることが読み取れる。なおプログラマーについ

ては、図表 4-41 の潜在的な導入の可能性と、緊急事態宣言下（図表 4-39）や脅威が緩和し

た場合の見通し（図表 4-40）で、あまり分布は変わらない。 

 
図表 4-41 テレワーク実施状況に関する職業個別データの例示４： 

新型コロナウイルス感染症とは関係なく、そもそものテレワークの潜在的な導入の可能性 

 
 
 以上、3 職業のテレワーク実施状況に関する状況と見通しを見てきた。前節の末尾でも述

べた通り、本書のオンライン追加資料を使えば 428 の職業について状況を確認可能である。

同資料に付した使用上の注意を参照の上、適宜ご活用されたい。なお新型コロナウイルス感

染症と関連付けた第 1～第 3 項目は日本版 O-NET に収録するには馴染まないが、一般論に

関する第 4 項目は将来的に同 Web サイトに実装される可能性がある。 
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第５章 詳細版数値系ダウンロードデータの作成方法について 

 
 本章では、2020 年 11 月に日本版 O-NET の Web サイト上で一般公開された「詳細版数値

系ダウンロードデータ」について、その作成方法の詳細を報告する。本章の内容は基本的に

は今後、年に 1 回程度の頻度で作成する、将来的な詳細版数値系ダウンロードの作成でも継

承される予定である。 

 
第１節 目的 

 
 日本版 O-NET のために当機構が提供している職業別の数値情報は、基本的に Web 就業者

調査における回答平均値、もしくは回答比率のみで構成されている。同データは多少のタイ

ムラグを置いて、「簡易版数値系ダウンロードデータ」（以下、簡易版 DL データという）と

して一般公開もされている。 
 一方、本章で詳述する「詳細版数値系ダウンロードデータ」（以下、詳細版 DL データとい

う）では平均値や比率といった点推定値だけではなく、算出根拠となったサンプルサイズ、

推定値の標準誤差（Standard Error; 以下 SE という）、および推定値の 95%信頼区間(95% 
Confidence Interval; 以下、95%CI という)が併せて提供される。これにより詳細版 DL デー

タは米国 O*NET が公開しているダウンロードデータとほぼ同等の情報量を持つことになる。

簡易版 DL データが Web サイト開発のための「速報版」とすれば、詳細版 DL データは「完

全版」と言い換えることもできる。 
 この詳細版 DL データで追加的に公開される SE や 95%CI は、実務や研究において直接的

に活用されることは考えづらい。たとえばキャリアコンサルタントが求職者のキャリア支援

のために日本版 O-NET の職業情報の検索や相互比較を行うとき、わざわざ各職業の数値情

報（平均値 or 比率）の SE や 95%CI を確認するということは考えにくいであろう。この意

味で詳細版 DL データの追加公開データはどちらかといえば付属的な情報と言える。 
その一方で、もしデータの利用者が推定値の「精度」や、本プロジェクトが作成するデー

タの「信頼性」に関心を持ったとき、その判断根拠となるデータを予め公開しておくことは

重要である。当機構では作成したデータが日本版 O-NET だけでなく、職業情報インフラと

して広く社会的・学術的に活用されることを期待しているが、反面、活用が広がるほどデー

タ作成者としての道義的責任は大きくなる。もし品質の悪いデータを活用したことで分析結

果に歪みが生じ、誤った「エビデンス」に基づいて意思決定がなされ、本来選択されるべき

政策が選択されず、選択されるべきでない政策が選択されるような事態となれば、そのよう

なデータはむしろ無かったほうが良かった、社会的に有害なデータとすらなり得る。 
とはいえ、米国連邦政府の国家プロジェクトである O*NET 並みの精度のデータを提供す

ることは 1 研究機関が実施する研究の範囲では難しい。こうした状況で当機構が最低限でき
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ることは、少なくともデータの「精度」や「品質」について説明責任を果たすことである。

データが低品質であることが非科学的なのではなく、データが低品質であるのに高品質であ

るかのように見せかけたり、低品質であると知りながら黙っていたりすることこそが非科学

的である。この意味で、詳細版 DL データの追加公開情報は研究者や政策評価者が適宜「精

度」や「品質」を確認し、場合によっては自身の目的を果たす上で「このデータは使えない」

とご判断頂く、その判断根拠を示すことが本質的な目的と言える。 
 なお、理想的にはすべての簡易版 DL データの公表時に、同じ頻度で、同じタイミングで

詳細版 DL データを公表すべきである。しかし、本章で以下詳述するように詳細版 DL デー

タの作成には関連する下準備が必要となること、計算式が複雑であること、また公表ファイ

ル数や含まれる数値情報量が簡易版 DL データの数十倍となるため公表前のチェックに時間

がかかること、等の理由により、やむを得ず年に 1 回程度、簡易版 DL データの各メジャー

バージョンに 1 回程度の公表スケジュールとしている21。前述のデータ作成者の道義的責任

という観点では万全とは言い難いが、やむを得ない措置としてご容赦いただきたい。 

 
第２節 平均値系と比率系の区分について 

 
 本プロジェクトにおける Web 就業者調査では限られたサンプルから母集団の真の値を推

定しているが、その推定対象が各職業の就業者母集団の平均値である場合と、比率である場

合がある（図表 5-1）。以下、本章では前者を平均値系、後者を比率系と呼ぶ。初期開発の情

報領域の項目数・項目内容等の詳細は労働政策研究・研修機構 (2020) を参照されたい。 

 
図表 5-1 Web 就業者調査に基づき作成されている数値情報領域の推定対象の整理 

 

 
 まず平均値系とは、領域ごとに 5 段階（職業興味、仕事価値観、仕事活動）、6 段階（知識）、

8 段階（スキル）といった順序性のある選択肢を提示して回答を求め、これを便宜的に等間

隔の間隔尺度と見なして平均値を求めるタイプの情報領域である。たとえば職業興味では、

「あなたが従事している仕事に合っているのはどのような人ですか？」という設問で、「現実

                                                 
21 たとえば、2020 年 11 月公開の詳細版 DL データ version 1.10.01 は、version 1 系の代表として version 1.10

対応の追加公開情報であった。次回、2021 年中に version 2 系対応で 1 回、次々回は 2022 年中に version 3 系

対応で 1 回、という頻度での詳細版 DL データ公開となる。 

区分 平均値系 ⽐率系 平均値＆⽐率
初期開発

（2018&2019）
職業興味、仕事価値観、ス
キル、知識

教育と訓練 仕事の性質

2020年度
調査項⽬

仕事活動
⼀般的な就業形態、仕事量
変化、テレワーク実施状況

仕事の性質追加14項⽬
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的」等の 6 タイプの職業興味傾向について、それぞれ５「合っている」、４「どちらかという

と合っている」、３「どちらともいえない」、２「どちらかというと合っていない」、１「合っ

ていない」の 5 段階で回答を求め、１～５点の範囲で得られた回答の就業者群内平均値を各

職業の母集団推定平均値としている。 
 一方、比率系とは Web 調査で得られた就業者の回答比率をそのまま母集団の推定比率と

する情報領域である。たとえば教育と訓練の領域の第 1 項目「学歴」では、「あなたの仕事で

はどのような学歴の人が多いですか。多いと感じるものをすべて選択してください。（いくつ

でも）」という文言で、１「高卒未満」、２「高卒」、３「専門学校卒」、４「短大卒」、５「高

専卒」、６「大卒」、７「修士課程卒（修士と同等の専門職学位を含む）」、８「博士課程卒」、

９「わからない」の 9 項目で回答を求め、回答した就業者群内の選択率を母集団推定比率と

している22。 
 次節から述べるように、平均値系と比率系では SE と 95%CI の計算方法や有限母集団修正

の適用方法が異なる。公開される詳細版 DL データのスタイルにも違いがあるため、解釈・

活用にあたって注意が必要である。 
 なお仕事の性質の情報領域だけは平均値と比率を両方提供するというやや特殊な扱いとな

っている。これには 2 つの意味合いがある。第 1 に、日本版 O-NET の Web サイト上で公開

されている同領域の推定値は原則として 5 段階の間隔尺度と見なした平均値系の形式である

が、第 23 項目「スケジュールの規則性」の 3 つの選択肢（規則的、不規則、季節的）だけは

順序があるとは見なせないため「比率」が推定値となっている。つまり、１つの領域内に項

目単位で平均値と比率が混在している。第 2 に、同領域は簡易版 DL データでは上述の通り

平均値と比率のいずれかを提供していたが、詳細版 DL データではスケジュールの規則性以

外の平均値系の項目についても回答比率の情報を追加公開している。これは、2020 年 3 月

の日本版 O-NET 一般公開後、データの活用を検討する外部の研究者から「仕事の性質の 5
段階については、間隔尺度と見なすのは無理があるのではないか」との主旨のご指摘を受け

たためである。その後の当機構の確認により、確かに米国 O*NET でも仕事の性質にあたる

Work Context 領域は平均値の推定値に加えて比率の推定値も公開していることが判明し、

当機構の詳細版 DL データでも両方を含むこととなった。 
今のところ日本版 O-NET の Web サイト上では仕事の性質は引き続き原則「平均値系」と

して情報提供が続けられる見込みだが、米国 O*NET OnLine では比率情報として Web サイ

ト上の情報提供を行っていることも踏まえ、将来的には比率系として位置づけが変更される

可能性がある。いずれにせよ、詳細版 DL データにおいては仕事の性質は今後も平均値と比

率の両方の情報提供が行われる予定である。 

 

                                                 
22 なお、「学歴」については原則として複数回答式だが、９「わからない」のみ他の選択肢とは同時に選択でき

ないようシステム上設定されていた。 
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第３節 詳細版 DL データ作成方法１：推定対象が母集団平均値の場合 

 
１ 情報構成の概要 

 
 推定対象が母集団平均値の場合の、詳細版数値系 DL データで提供される情報構成の具体

例として収録番号 131 番、「保育士」の職業興味領域の実際の公開データを図表 5-2 に例示

する。 
図表 5-2 平均値系の詳細版 DL データの情報構成具体例： 

「保育士」の職業興味 6 項目 

 
 
 各情報の概要は以下の通りである。 

 
収録番号：各職業に与えられたデータ管理上の固有番号。本プロジェクトではしば

しば外部からの情報提供や法令の改正等に基づき職業名が変更されるが、この収録

番号を参照することで指し示す職業の同一性を確認できる。 
職業名：その職業の名称。上述の通り、必要に応じて修正・変更される場合がある。 
IPD_ID：データセット上で各設問に与えられた統一番号。上記の例の場合、04（数

値情報領域）の、01（職業興味領域）の、001（第 1 項目：現実的）、という対応付

けがなされている。詳細な対応表は、簡易版 DL データ、詳細版 DL データにそれぞ

れ別シートとして添付されている細目表を参照。 
回答内容：その設問が尋ねている心理的構成概念の種別（e.g. 適性、重要度、頻度）。 
サンプルサイズ：平均値算出の根拠となった就業者の回答数。基本的には各職業の

同一領域内ではすべて同値となるが、項目単位の無回答・無効回答等の影響で部分

的にサイズが小さくなっている場合がある。 
平均値：簡易版 DL データで公開済みの推定平均値。 
標準誤差：上記の推定平均値に関する標準誤差。 

収録
番号

職業名 IPD_ID 項目名 回答内容
サンプル
サイズ

平均値 標準誤差
95％信頼
区間下限

95％信頼
区間上限

有限母集
団修正適
用フラグ

データ精
度への懸
念フラグ

データ取
得年度

情報源

131 保育士
IPD_04_01_
001

現実的 適性 78 2.949 0.129 2.696 3.201 0 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_01_
002

研究的 適性 78 2.859 0.121 2.622 3.095 0 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_01_
003

芸術的 適性 78 3.333 0.130 3.079 3.588 0 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_01_
004

社会的 適性 78 4.154 0.128 3.903 4.404 0 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_01_
005

企業的 適性 78 2.974 0.124 2.732 3.217 0 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_01_
006

慣習的 適性 78 3.269 0.115 3.044 3.495 0 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)
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95%信頼区間下限、上限：上記の標準誤差に基づく、95%CI の範囲。 
有限母集団修正適用フラグ：後述する有限母集団修正の適用有無。適用されている

場合は「1」、適用されていない場合は「0」。 
データ精度への懸念フラグ：標準誤差が 0.51 を超過している、すなわち、95%CI が
平均値±1.0 を超過している場合は「1」、超過していない場合は「0」。この基準は米

国 O*NET における精度チェック方法を参考としている23。 
データ取得年度：推定値算出の根拠となる調査が実施された年度。 
情報源：いかなる情報源から推定値算出根拠となるデータを得たかを表す。 

 
 上記の保育士の例の場合、「社会的」の平均値が範囲中央値である 3.000 点を大きく上回る

4.154 点となっており、「人と接したり、人に奉仕したりする仕事や活動が好きな人」が特に

合っていると同職業の就業者が考えている様子が窺われる。一般的な実務で本プロジェクト

のデータを活用する場面では、このように平均値から職業の全体傾向が分かれば十分という

ことが多いと思われる。 
ただし、実際にはこの平均値には 0.128 の SE があり、95%CI の範囲は 3.903～4.404 で

ある。すなわち、同じサンプルサイズで 20 回データを取りなおした場合、19 回程度はこの

範囲内の平均値が得られるものと推定される。この「精度」を高いと見るか低いと見るかは、

発展的なデータ活用を検討する者の判断に委ねられることになる。 
以下、SE と 95%CI の計算方法について報告する。 

 
２ SE、95%CI の計算方法 

 
 本プロジェクトでは平均値系の SE を以下(1)式の通り算出した。 

ܧܵ  = ݊√ܦܵ … (1) 
 
 SD はサンプルの不偏標準偏差 (Standard Deviation) を、n はサンプルサイズを表す。た

だし、サンプルサイズが母集団のサイズの 5%超である場合には有限母集団修正条項を伴う

下記(2)式にて SE を算出した。 

 

ܧܵ = ඨܰ − ݊ܰ − 1 × ݊√ܦܵ … (2) 
                                                 

23 詳細は労働政策研究・研修機構 (2020)の p.68 を参照。 
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 N は母集団のサイズを表す。平均値の 95%CI の下限(Pl)と上限(Pu)は、上記の(1)式、ない

し(2)式で算出された SE を用いて以下の通り算出した。 

 ܲ = ܯ − ܧܵ × 1.96 … (3) 
 ௨ܲ = ܯ + ܧܵ × 1.96 … (4) 
 
 M は、サンプルの平均値である。ただし、Pl および Pu が変数の取り得る範囲を超える場

合は範囲内の下限・上限に丸めた。また、回答者が全員同値（SD = 0）の場合、SE = 0 のた

め 95%CI は計算不能として空欄（欠損値）とした24。 
 上記のうち、特に(2)式の右辺第 1 項、有限母集団修正条項について次項で補足する。 

 
３ 計算方法の理論的根拠 

 
(1) 本プロジェクトにおける「母集団」とは何か 

 就業者調査における母集団を無限と想定するか、有限と想定するかは、研究の目的によっ

て異なる。たとえば調査者が「ある要因 A が就業者にもたらす普遍的な効果」を検討したい

のであれば、仮に調査時点で要因Aの条件下にある実在の就業者数が有限であったとしても、

「将来的に要因 A の条件下におかれる可能性のあるすべての就業者」を無限母集団として設

定して SE や 95%CI を計算すべきである。一方、ある時期/ある社会/ある階層における実在

の就業者の全体像を把握するといった目的ならば、「調査実施時点の/ある社会の/ある階層の

就業者全体」といった形で有限母集団を想定すべきである。 
 ここで本プロジェクトにおける職業別就業者調査の推定対象を考えると、後者の発想に基

づく有限母集団と考えるべきと思われる。なぜなら、職業の特徴や性質に係る数値情報は社

会やテクノロジーの変化によって大きく変動してゆくと予測されるためである。家業継承が

中心で変化が緩やかであった前近代までであればともかく、今や人々の働き方や仕事の性質

は短い期間で変容していると推測される。またそうした前提があるからこそ、本プロジェク

トでは最低でも 4 年に 1 回はすべての情報領域のデータが更新されるよう計画されているの

である。 
 ただし、米国 O*NET や日本版 O-NET の使命は「職業単位の平均的な情報」を提供する

ことであり、職業内のサブグループの検討は射程外としている。もとより、各職業で最低 20
名という収録基準では「性別」や「年齢階層別」、「就業形態別」といった細分化した母集団

の推定は難しく、データの品質を担保できない。したがって、本プロジェクトにおける推定

                                                 
24 この方針は本稿執筆時現在で最新の米国 O*NET version 25.3 の平均値系と共通である。 
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対象となる有限母集団とは「調査実施時点の、各職業の就業者全体」と考えるべきである25。 

 
(2) 有限母集団修正の必要性 

 さて、再掲となるが、有限母集団から非復元抽出したサンプルに基づき SE を計算する場

合には下記(2)式を用いる。 

 

ܧܵ = ඨܰ − ݊ܰ − 1 × ݊√ܦܵ … (2) 
 

大文字の N は母集団のサイズを、小文字の n はサンプルサイズを表す。この右辺第 1 項

が、有限母集団修正（Finite Population Correction）と呼ばれる補正にあたる。数学的な証

明は先行研究（e.g. Cochran, 1977）を参照頂くとして、本プロジェクトにおいてこうした補

正が必要な理由を読者が直感的に把握できるよう具体例で説明する。 
 たとえば、収録番号 225 番「調教師」の母集団は日本中央競馬会の Web サイト26によれ

ば、2020 年 7 月 19 日時点で 215 名である。もし、この全員から回答を得て平均値を算出し

たとすれば、それは推定値ではなく「母集団の真の平均値」である。もちろん実際には測定

誤差等の影響は有るが、少なくともサンプルから母集団を推定するという発想は不要となる。

したがって、「母集団の真の値」の推定の「精度」を表す SE や 95%CI は、そもそも計算す

る必要が無い。 
 次に、調教師 215 名のうち 214 名から回答を得た場合を考える。この 214 名の平均値が

215 名の平均値とほとんど一致するはずであることは、直感的に理解できると思われる。214
名の回答に基づく推定平均値と、215 名の真の平均値の違いをもたらす未知の要因は 1 名分

の回答だけで、たとえば１～５点の範囲の回答だったとすれば、最大でも平均値の変動は

0.018605 に過ぎない27。したがって、無限大の母集団から何度でも異なる 214 名を抽出でき

る（=二項分布の状況）と仮定する(1)式では SE を過大評価していることになり、有限の母

集団においてある抽出結果が次の抽出結果に影響を与える（=超幾何分布の状況）と仮定する

(2)式が必要となるである。 
もちろん上記は極端な例であり、実際には就業者母集団のほぼ全員から回答を得られるこ

とは考えにくい。調教師のサンプルサイズが 215 名中の 150 名、100 名、50 名と減ってい

けば、より必要な補正の程度は軽微となっていく（i.e. (2)式の結果は(1)式の結果に近づいて

                                                 
25 より厳密に言えば、本プロジェクトでは回答時の職業選択は「自己申告」なので、推定対象となる母集団は「調

査実施時点において、自分はその職業であると自認する人全体」である。ただし「自己申告」であるのは、国勢

調査等、他の国内の職業調査でも基本的に共通している。この点については労働政策研究・研修機構(2020), p.61、

および鎌倉(2021)でも考察しているため参照されたい。 
26 http://www.jra.go.jp/datafile/meikan/index.html (2020 年 7 月 19 日) 
27 この「平均値の最大変動量」は、214 名の平均値が 1.0 点のときに残り 1 名が 5.0 点、もしくは 214 名の平均

値が 5.0 点のときに残り 1 名が 1.0 点の場合の変動量である。 
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いく）。しかしいずれにせよ、有限母集団を推定対象とする場合は SE に対して常に有限母集

団修正による補正を掛けることが数学的には正しいと言える。なお、調教師以外の本プロジ

ェクトにおける各職業の母集団サイズ N の決定（推定）方法については次の第 6 章を参照さ

れたい。 

 
(3) 本プロジェクトにおける有限母集団修正の適用可否基準 

さて、前述の通り数学的には「有限母集団を想定する場合は常に有限母集団修正を掛ける

べき」ではあるが、実際には推定対象が有限母集団だったとしても、その母集団のサイズが

サンプルサイズに比べて「十分に大きい」場合には省略してもほとんど推定値は影響を受け

ない。たとえば 1 万人の母集団からサンプルサイズ 20 名を取った場合の SE の母集団修正

条項の補正値は 0.999049 となる。この値を乗算して SE を補正したところで、小数点第 3 位

が 1 程度変動する程度でほとんど結果は変わらず、「（補正を）無視しても良い」（Cochran, 
1977, p.25）ことになる。 

そこで本プロジェクトでは Cochran（1977）、Jordan (2013)を参考として、サンプルサイ

ズが少なくとも母集団サイズの 5%を超える時のみ(2)式にて有限母集団修正を掛けた補正済

み SE を詳細版 DL データに収録し、「有限母集団修正適用フラグ」を「1」とすることとし

た。公開済みの version 1.10.01 においては、収録 441 職業のうち、実際に補正が適用され

たのは 14 職業のみである。 

 
 
第４節 詳細版 DL データ作成方法２:推定対象が母集団比率の場合 

 
１ 情報構成の概要 

 
 推定対象が母集団比率の場合の、詳細版数値系 DL データで提供される情報構成の具体例

として、前節と同じ収録番号 131 番、「保育士」の仕事の性質から、第 1 項目「他者とのか

かわり」の実際の公開データを図表 5-3 に例示する。比率系については選択肢ごとに 1 行を

要するため、全体の情報量は平均値系よりも非常に大きくなる。たとえば詳細版 DL データ

(version 1.10.01)の仕事の性質は、22 項目の平均値系としての実データ行数は 9,702 行だが、

スケジュールの規則性を含む 23 項目の比率系では 49,833 行と概ね 5 倍になっている。 
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図表 5-3 比率系の詳細版 DL データの情報構成具体例： 

「保育士」の仕事の性質領域第 1 項目「他者とのかかわり」 

 

 
 収録番号、職業名、IPD_ID 等、基本的には平均値系と共通の情報が多い。一部、比率系

のみに存在する情報や平均値系と内容が異なる情報について、概要は以下の通りである。 

 
選択肢番号：各選択肢に与えられた番号。教育と訓練の 4 項目等、カテゴリカルな

選択肢では番号の順序に意味は無いが、仕事の性質の平均値系としても収録する項

目ではこの数値に基づき計算を行っている。 
選択肢文言：各選択肢の質問紙上の文言。 

比率（％）：簡易版 DL データで公開済みの推定比率。 
標準誤差：上記の推定比率に関する標準誤差。 
95%信頼区間下限、上限：上記の標準誤差に基づく、95%CI の範囲。 
有限母集団修正適用フラグ：後述する有限母集団修正の適用有無。適用されている

場合は「1」、適用されていない場合は「0」。 

 
上記の保育士の例の場合、選択肢 5 番「ほぼ毎日」が 83.3%と大多数であり、基本的に他

者とのかかわりは日常的に発生していることが読み取れる。乳幼児を預かる仕事であること

を踏まえれば、自然な結果と言える。繰り返しとなるが、一般的な実務目的での活用ではこ

の比率推定値で職業の全体傾向が分かれば十分であろう。 
ただし、この比率には実際は SE が 4.2 あり、95%CI は 73.5％～90.0%の範囲で、その精

度については議論の余地がある。次項以降で本プロジェクトにおける SE と 95%CI の計算方

法とその理論的根拠を述べる。 
 なお、平均値系に存在した「データ精度への懸念フラグ」は比率系には設定していない。

これは比率系においては推定値となる比率の大小によって標準誤差が大きく異なるため、平

均値系のような一律の基準では評価が難しかったためである。 

 

収録
番号

職業名 IPD_ID 項目名 回答内容
選択肢番
号

選択肢文言
サンプル
サイズ

比率(%) 標準誤差
95％信頼
区間下限

95％信頼
区間上限

有限母集
団修正適
用フラグ

データ取
得年度

情報源

131 保育士
IPD_04_05_
001

他者とのか
かわり

頻度 1

年に１度未
満、あるい
は全く求め
られない

78 3.8 2.2 1.0 10.7 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_05_
001

他者とのか
かわり

頻度 2
年に１度以
上

78 3.8 2.2 1.0 10.7 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_05_
001

他者とのか
かわり

頻度 3
月に１度以
上

78 2.6 1.8 0.5 8.9 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_05_
001

他者とのか
かわり

頻度 4
週に１度以
上

78 6.4 2.8 2.8 14.1 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)

131 保育士
IPD_04_05_
001

他者とのか
かわり

頻度 5 ほぼ毎日 78 83.3 4.2 73.5 90.0 0 2018
就業者
(Webモニ
ター)
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２ SE、95%CI の計算方法 

 
 比率の SE について、本プロジェクトでは基本的に下記(5)式にて算出した。 

 

ܧܵ = ඨ1) − ݊( … (5) 
 
 p は選択率を表し、p = 0.5 のとき最大となる。一方、平均値系と同様、サンプルサイズが

母集団サイズの 5%超であるときには下記(6)式にて SE を算出した。 

 

ܧܵ = ඨܰ − ݊ܰ − 1 × ඨ1) − ݊( … (6) 
 
 右辺第 1 項の有限母集団修正条項の計算式は平均値系と全く同様である。一方、95%CI の

下限(Pl)と上限(Pu)は、上記の(1)式、ないし(2)式で算出された SE は用いず、基本的に以下

の(7)式、(8)式にて算出した。 

 

ܲ = 2݊ + 1.96ଶܨ − 1.96ඥܨ × ට൫1.96ଶܨ + 1)4݊ − ൯2൫݊( + 1.96ଶܨ൯ … (7) 
 

௨ܲ = 2݊ + 1.96ଶܨ + 1.96ඥܨ × ට൫1.96ଶܨ + 1)4݊ − ൯2൫݊( + 1.96ଶܨ൯ … (8) 
 

ただし、n＜50 かつ X≦2 であるとき、もしくは n≧51 かつ X≦3 のとき、下限値は(9)式
で計算した。また、n<50 かつ n-X≦2 であるとき、もしくは 51≦n かつ n-X≦3 のとき、上

限値は(10)式で計算した。 

 

ܲ = 12 × ߯ଶ,ఈଶ݊ … (9) 
 

௨ܲ = 1 − 12 × ߯ଶ(ି),ఈଶ ݊ … (10) 
－104－

資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



105 
 

X は該当サンプル数(0≦X≦n)、M はサンプル平均値、SD はサンプルの標準偏差、p はサ

ンプルの該当比率(X÷n)、Fpc は母分散推定における有限母集団修正条項(N-n)/(N-1)、χ2 (2x, 

α)は、自由度 2X の時の 95 位パーセンタイルの χ2 値を表す。(7)、(8)式は Lee (2009)に従っ

て母集団修正条項(Fpc)を適用した Wilson (1927)の Wilson スコア信頼区間を、(9)、(10)式は

Brown, Cai, & DasGupta (2001)の境界補正(Boundary modification)を意味する。 
なお前節で述べた通りサンプルサイズが母集団サイズの５%以下の時は有限母集団修正を

適用しないこととし、Fpc には「1」を代入する。このとき、(7)、(8)式は Wilson のスコア信

頼区間と一致する。 
 次項にて、計算式の理論的根拠を述べる。 

 
３ 計算方法の確定プロセスと理論的根拠 

 
(1)「教科書通り」の Wald 信頼区間の問題点 

 統計学の初学者向けの教科書ではしばしば「教えやすい」という理由で、平均値系と同様、

母比率の推定においても 95%CI を点推定値（比率）±1.96×SE の範囲で求めると記載され

ている(e.g. 大久保・岡田, 2012, p.134)。これは Wald の信頼区間として知られている計算方

法である。しかし、統計学のジャーナルではその性質は後述する他の母比率の信頼区間の計

算方法と比較して「許容しがたいほど劣っている」と指摘されている (Brown, Cai, & 
DasGupta, 2001, p.115)。 
 先行研究で指摘されている具体的な課題として第 1 に、Wald の信頼区間は p（推定された

比率）が 0 または 1 に近いとき、著しく被覆確率28が低下する（Agresti & Coull, 1998; Brown, 
Cai, & DasGupta, 2001; 柿爪・赤平, 2003; Reed, 2007）。第 2 に、p が 0 または 1 に近くな

くても、サンプルサイズが小さいだけで Wald の信頼区間の被覆確率は低下する(Agresti & 
Coull, 1998)。つまり、推定比率が 0%や 100%に近いとき、あるいはサンプルサイズが小さ

いとき、Wald の 95%信頼区間は「95%信頼区間」と名乗っているにも関わらず、実際には

その範囲に母比率が含まれる確率は 95%よりも低くなってしまうのである。 
 これと関連して第 3 の問題点として、Wald の信頼区間は上限・下限が 0～1 の範囲を超過

するオーバーシュート(overshoot)に対して脆弱である(Lee, 2009; Reed, 2007)。つまり、

Wald の信頼区間は推定比率の上下に同じ幅（i.e. 95%信頼区間の場合、±1.96×SE）を取ろ

うとするため、結果的に計算された範囲の下限値が 0 より小さくなったり、上限値が 1 より

大きくなったりしてしまうのである。この場合 Wald の信頼区間では取り得る下限値、上限

値で範囲を削ることになっているが、範囲を削るということは当然ながら名目「95%」を維

                                                 
28 Coverage Probability。算出した信頼区間内に、実際に真の比率が含まれる確率。 
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持できないことになる29。 
 こうした欠点を持つことから、Waldの信頼区間の適用にあたってのガイドラインとして、

(1)該当件数（np）が 5 以上、あるいは 10 以上あること、(2) np(1-p)が 5 以上であること、

といった条件が示されることがある（Reed, 2007, p.154）。この点で、本プロジェクトの提供

する比率系のデータは条件を満たしていない場合が多い。たとえば図表 5-3 の「保育士」の

選択肢１の推定比率は 3.8%であり、np = 78 × 0.038 = 3.0 で、5 を下回っている。したが

って「教科書通り」の SE を用いた Wald の 95%信頼区間を素朴に用いることはできないと

考えられた。 

 
(2) Clopper & Pearson (1984)の正確信頼区間の検討 

 Wald の信頼区間を使用できない場合にしばしば推奨されるのが、Clopper & Pearson 
(1984)の正確信頼区間（以下、C-P 信頼区間という）である。C-P 信頼区間はあらゆる近似

を否定し、上限下限がかならず 0～1 に収まり、かつ被覆確率が常に 95%以上となるよう計

算されるため、この方法が比率の信頼区間として常に最善だとする主張もある(e.g. Reed, 
2007)。また、そうした厳密さが必要とされる場合にはこの方法を採れば良いという立場もあ

る(e.g. Sivam & Meenakshisundaram, 2016)。 
しかし多くの統計学者は C-P 信頼区間を「保守的(Conservative)」すぎると指摘している

(e.g. Agresti &Coull, 1998; Brown, Cai, & DasGupta, 2001)。ここで「保守的」とは、信頼

区間が名目の信頼区間と比べて広くなりがちであることを意味する。つまり、前述の Wald
の信頼区間は「95%」と言いながら実際には 95%未満という意味で論外だが、C-P 信頼区間

は「95%」と言いながら実際には常に 95%よりも高い確率における信頼区間を示してしまっ

ており、Brown, Cai, DasGupta (2001)はこの意味で C-P 信頼区間は「むしろ不正確」と指

摘している(p.113)。 
また、C-P 信頼区間に有限母集団修正を適用する方法は本章筆者の管見の限りでは確立さ

れていない。この意味でも、本プロジェクトでは C-P 信頼区間は採用することが難しいと考

えられた。 

 
(3) Agresti & Coull (1998)の信頼区間の検討 

 次に比率の信頼区間の候補として代表的なものが、Agresti & Coull (1988)の信頼区間（以

下、A-C 信頼区間という）である。A-C 信頼区間は Wald の信頼区間において推定比率が 0
または 1 に近い時に被覆確率が著しく低下するという欠点を補うため、本来の取得ケースに

対してダミーケースとして該当 2 件、非該当 2 件の計 4 件を機械的に追加する。このダミー

                                                 
29 このオーバーシュートの問題はもちろん前項の平均値系でも生じるが、0～1 の範囲でしか値を取らない比率

系では推定される母比率が 0%や 100%、あるいはそれに非常に近いケースが頻出するため、特に信頼区間の被覆

確率への悪影響が生じやすい。 
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ケースの追加以外は、Wald の信頼区間と計算方法は同じである。 
この方法は極めて簡便にも関わらず、多くの条件下で Wald 信頼区間や C-P 信頼区間より

優秀な性質を持つことが確かめられている(Agresti &Coull, 1998; Brown, Cai, & DasGupta, 
2001)。また原理上、Wald の信頼区間に準拠する形で有限母集団修正の適用も容易と思われ

る。しかし、軽減されたとはいえ依然として p が 0 または 1 に近すぎる、またはｎが小さい

とき、overshoot が起きる欠点があるとの指摘がある（Sivam & Meenakshisundaram, 2016）。
また、n≦40 のとき、後述の Wilson スコア信頼区間と比べてやや性質が劣るとの指摘もあ

る(Brown, Cai, & DasGupta, 2001)。 
本プロジェクトではサンプルサイズが 40 件以下の職業が多い。このため、A-C 信頼区間

も採用は難しいものと考えられた。 

 
(4) Wilson (1927)のスコア信頼区間の検討 

 次に候補となるのが、Wilson (1927)のスコア信頼区間である。この方法では二項分布を用

いて、推定された比率 p が母比率であると仮定したとき、発生確率が 2.5%以上となる比率̂
を 95%CI の下限値、同 97.5%以下となる比率̂を上限値とする。これにより overshoot が起

きず、n が小さくても頑健であり(Civam & Meenakshisundaram, 2016; Lee, 2009)、多くの

信頼区間を比較検討した文献で活用を推奨されている(e.g. Brown, Cai, & DasGupta, 2001; 
Lee, 2009)。また、有限母集団修正の適用も Lee (2009)に従って実施可能である（章末付録

参照）。 
 上記の特徴は今回のデータへの適用において望ましい性質と言える。そこで、本プロジェ

クトではこのWilsonのスコア信頼区間を比率系の 95%信頼区間の計算方法として採用した。

ただし唯一の欠点として、p が 0 または 1 に極端に近すぎるとき、被覆確率が低下する

Downward spikes が発生する(Brown, Cai, & DasGupta, 2001; Sivam ＆ Meenakshisun-
daram, 2016)。 

  
(5) Wilson スコア信頼区間への Brown, Cai, & DasGupta (2001)の境界補正適用 

 Wilson のスコア信頼区間の欠点としての Downward spikes は、p が 0 または 1 に極端に

近すぎるときだけポアソン分布へ近似させることで解消することができる(Brown, Cai, & 
DasGupta, 2001)。この近似値は 0.15 < p < 0.85 において補正なしの Wilson スコア信頼区

間と被覆確率が一致しており、接続することが可能である。 
 具体的な接続の境界は、下記で定めることとされている。 

 
・n<50 のとき、X≦2 または n-X≦2 で補正適用。 
・51≦n≦100+のとき、X≦3 または n-X≦3 で補正適用。 
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そこで本プロジェクトでは、比率系の信頼区間については Wilson のスコア信頼区間を採

用しつつ、必要に応じて有限母集団修正、および境界補正をかけることが最善と判断した。 

 
 
 以上、本章では詳細版 DL データの作成方法について詳述した。やや細かい議論となった

が、データ作成者としての説明責任を果たすため本報告書に含める必要があると考えた。た

だし、本章で記述した計算方法は必ずしも将来にわたって固定的というわけではない。米国

O*NET でも、一時期モンテカルロ法を用いた推定値修正等を行ったものの、3 年後には撤回

して元に戻す等、数値計算の方法は適宜大胆に見直しを行っている(U.S. Department of 
Labor, 2021)。当機構でもより良い方法があれば今後も随時改善を行っていきたいと考えて

いる。特に統計学を専門とする方々から、より妥当・適切な方法についてご意見・ご助言を

頂ければ幸いである。 
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章末付録：Wilson スコア信頼区間への有限母集団修正の適用根拠 

 
Lee (2009)によれば、元々の Wilson スコア信頼区間は下記の条件を満たす p̂の範囲を計算

するものである。 

 

ቮ(̂ − 1)ඨ/( − ݊( ቮ ≤ ఈ/ଶݖ … ൫付 1൯ 
 
 ここで、SE にあたる箇所に有限母集団修正条項を掛けると下記となる。 

 

ቮ(̂ − ඨܰ/( − ݊ܰ − 1 × 1) − ݊( ቮ ≤ ఈ/ଶݖ … ൫付 2൯ 
 

この(付 2)を満たす p̂の上限、下限の計算式は、下記の通りとなる。 

 

∗̅ ± ఈ/ଶඥ1ݖ − ݂∗݊∗ × ඨ݊1) − ( + ఈ/ଶଶݖ (1 − ݂∗)4 … ൫付 3൯ 
 
 なお、(付 3)式中の各変数の定義は以下の通りである。 

∗̅ = 2ܺ + (1 − ∗ఈ/ଶଶ2݊ݖ(∗݂  ܺ = ∗݊ ݊ = ݊ + (1 − ఈ/ଶଶݖ(∗݂  

݂∗ = ݊ − 1ܰ − 1 

1 − ݂∗ = ܰ − 1 − ݊ + 1ܰ − 1 = ܰ − ݊ܰ − 1 

 
また 95％信頼区間を求めたい場合、 

ఈ/ଶݖ  = 1.96 

 
である。ݖఈ/ଶを z と簡略表記し、̅∗と݊∗を展開すると、 
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݊ + ଶ(1ݖ − ݂∗)2݊ + ଶ(1ݖ − ݂∗) ± ඥ1ݖ − ݂∗݊ + ଶ(1ݖ − ݂∗) × ඨ݊1) − ( + ଶ(1ݖ − ݂∗)4  

= 2݊ + ଶ(1ݖ − ݂∗)2{݊ + ଶ(1ݖ − ݂∗)} ± ඥ1ݖ − ݂∗݊ + ଶ(1ݖ − ݂∗) × ඨ݊1) − ( + ଶ(1ݖ − ݂∗)4 … ൫付 4൯ 
 

ここで f*=0 のとき（無限母集団を想定するとき）、 

2݊  + ݊)ଶ2ݖ + (ଶݖ ± ݊ݖ + ଶݖ × ඨ݊1) − ( + ଶ4ݖ  

= 2݊ + ݊)ଶ2ݖ + (ଶݖ ± ݊ݖ + ଶݖ × ඨݖଶ + 1)4݊ − 4(  

= 2݊ + ݊)ଶ2ݖ + (ଶݖ ± ݊ݖ + ଶݖ × ඥݖଶ + 1)4݊ − 2(  

= 2݊ + ݊)ଶ2ݖ + (ଶݖ ± ଶݖඥݖ + 1)4݊ − ݊)2( + (ଶݖ  

= 2݊ + ଶݖ ± ଶݖඥݖ + 1)4݊ − ݊)2( + (ଶݖ … ൫付 5൯ 
 

この(付 5)式が、通常の Wilson スコア信頼区間の算出方法として他の文献で紹介されてい

る計算式である。したがって、もとの(付 4)式を f*を 0（無限母集団）と仮定せずに母集団サ

イズ N とサンプルサイズ n を投入して計算すれば、Wilson の信頼区間に有限母集団修正を

かけられたことを意味する。 

 
いま、1-f*を Fpc30と置くと、 

2݊  + ݊}2ܨଶݖ + {ܨଶݖ ± ݊ܨඥݖ + ܨଶݖ × ඨ݊1) − ( + 4ܨଶݖ  

= 2݊ + ݊}2ܨଶݖ + {ܨଶݖ ± ݊ܨඥݖ + ܨଶݖ × ඨ4݊1) − ( + 4ܨଶݖ  

= 2݊ + ݊}2ܨଶݖ + {ܨଶݖ ± ݊ܨඥݖ + ܨଶݖ × ට4݊1) − ( + 2ܨଶݖ  

                                                 
30 Finite Population Correction（有限母集団修正）の略。 
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= 2݊ + ݊}2ܨଶݖ + {ܨଶݖ ± ܨඥݖ × ට4݊1) − ( + ݊)2ܨଶݖ + (ܨଶݖ  

= 2݊ + ܨଶݖ ± ܨඥݖ × ට4݊1) − ( + 2൫݊ܨଶݖ + ൯ܨଶݖ … ൫付 6൯ 
 

これで、Wilson スコア信頼区間に有限母集団修正がかけられたことになる。 

 
以上 
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第６章 有限母集団修正のための職業別就業者数推定 
 

第１節 目的 
 

 本章では有限母集団修正のための職業別就業者数推定作業について述べる。1 節で作業の

目的を示したうえで、実際の作業方法を 2 節で整理する。推定作業の結果は 3 節および付録

で提示している。4 節では今後の展望を簡単に述べる。 

 作業の前提となる有限母集団修正について、簡単に記述しておく。数式など詳しい説明は

本書第 5 章を参照されたい。当機構が実施している就業者調査は、主に Web 調査のモニター

に対する標本調査である。そのため、調査によって得られた数値情報から母集団の特徴を推

測する際に、標本調査に伴う統計的誤差を考慮する必要がある。しかし、母集団が小さい職

業の場合、通常の方法で誤差を推定すると、標本誤差を過大に見積もってしまう。これは、

同じ 50 人の標本調査から、1 万人が就業する職業について推測する場合と、100 人しか就業

していない職業について推測する場合を考えれば、後者の標本誤差がより小さいことは直感

的にも理解可能と思われる。このような場合には、母集団が有限の大きさであることを考慮

して、標準誤差の推定方法を修正する必要が生じる。これが有限母集団修正である。 

 有限母集団修正の必要性を判断するには、「職業情報提供サイト(日本版 O-NET)」が対象と

する 500 程度の職業につき、母集団の大きさについての情報が必要である。すなわち、日本

でその職業に就いているのは何人程度か分かっている必要がある。しかし、一部の職業を除

き、こうした情報が一覧できる資料は 2021 年時点で存在しない。そこで、それぞれの職業に

ついて、日本における就業者数を推定する作業を行った。具体的には、各職業につき、（1）

正確な就業者数が把握できないか調査し、（2）把握できない場合にもおおよその就業者規模

を推測した。これが本作業の目的である。 

 なお先行研究によれば、サンプルサイズが母集団のサイズの 5%以下である場合には補正を

かけても標準誤差はほとんど変わらないため、有限母集団修正は無視してよいとされている

（詳細は第５章参照）。たとえば本プロジェクトの目標回収数である 60 名のサンプルが得ら

れた場合、母集団サイズが 1,200 名以上であれば無視してよいということになる。したがっ

て、有限母集団修正の必要性を判断する目的のみに照らせば、母集団が小さいと考えられる

職業についてのみ上記の作業を行えば十分である。しかし、各職業の推定就業者規模は、今

後別の目的でも利用する可能性があるため、今回は就業者数の多い職業についても規模判定

を行っている。 
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第２節 方法 
 

１ 作業フロー 
 職業別の就業者数推定は以下の作業フローに従って行った。作業実施期間は 2020 年 5 月

から同年 10 月にかけてである。 

 

(1) それぞれの職業について、日本版 O-NET で概要を確認 

 就業者数推定の参考とするため、各職業の基本情報を日本版 O-NET で確認した。また、職

業によっては、職業解説に就業者数が記載されているものもある。たとえば、「33 潜水士」

の「就業するには？」には、「なお、潜水士の資格取得者のうち職業潜水士は約 3,300 人とな

っている（2018 年時点*） *一般社団法人日本潜水協会、会報『潜水』第 83 号」という記述

がある1。このような場合も、後述する（2）（3）のステップで追加資料の検索を行っている

が、基本的には職業解説上の情報をそのまま就業者規模とした。 

 

(2) 公的統計等で正確な就業者数が把握できないか調査 

 次に、全ての職業について、公的統計および業界団体等が作成する資料から正確な就業者

数が把握できないかどうか調査を行った。参照した公的統計は、①2015 年国勢調査、②2019

年賃金構造基本統計調査、③各省庁が実施する特定の業界を対象とした調査の 3 種類である。

具体的な調査方法や、対応する職業等については次項で詳しく述べる。なお、公的統計から

正確な就業者数が判明しない場合でも、類似する職業等について就業者数が得られている場

合は、そこから就業者規模の推定を行った。また、公務など一部の職業は、公的機関や業界

団体が就業者数を公表しているため、その情報を利用した。 

 

(3) 上記(2)で不明の職業について、事業所データや関連資格取得者数、各種 Web ページの

情報を参照し、就業者規模を推定 

 （2）で就業者数がわからなかった職業については、他の情報を参照し、就業者規模を推定

した。最も多く参照したのは就業場所に関する統計、具体的には企業や事業所、店舗数の統

計である。1 企業や 1 事業所当たりの就業者数が分かっている場合、もしくはおおよそ推測

できる場合には、就業場所数と組み合わせることで就業者規模を推定した。たとえば、「199 

道路パトロール隊員」は日本版 O-NET に「高速道路の 100ｋｍに 1 箇所程度ある管理事務所

に出勤する。1 つの管理事務所では約 10～30 人が働いている。」との記載がある。そのため、

全国の管理事務所数を調査し、就業者規模を推測した。就業場所の統計も得られない場合は、

                            
1 本章内で言及する職業名は、2020 年 11 月に公開された詳細版数値系ダウンロードデータ version 1.10.01 に基

づく。 
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信頼度は低下するものの、関連する資格取得者数やその他の情報から類推した。 

 

(4) 上記(2)(3)での調査結果をもとに、（a）規模の判定と、（b）確信の程度を記入 

 調査結果をもとに、（a）就業者規模の判定と、（b）判定の精度について確信の程度を記入

した。（a）は 7 段階評価で、選択肢は「7」（1 万人以上）、「6」（5,000 人程度）、「5」（1,000

人程度）、「4」（500 人程度）、「3」（50 人程度）、「2」（100 人程度）、「1」（50 人程度、または

それ以下）である。判断に迷った場合や就業者数が選択肢の中間に位置する場合は、より規

模が大きい方を選択した。たとえば、就業者数 750 人程度の職業は「500 人程度」ではなく

「1,000 人程度」とした。有限母集団修正は数学的に正しい補正ではあるものの、結果的に

は標準誤差をより小さく、すなわち母集団に関する推定の精度をより高く評価する方向に作

用する。そのため、母集団のサイズを実際よりも小さく見積もってデータを過度に高品質と

評価してしまうよりは、大きめに見積もった方が保守的な態度として望ましいと考えられた

ため、上記の対応とした。さらに、規模判定の精度について(b)確信の程度を 3 段階で記入し

た。就業者数の正確な統計があるものは「3」（ほぼ確実）、ある程度信頼できる情報がある場

合は「2」（ある程度は確信を持てる）、それ以外を「1」（確信を持てない）とした。なお（4）

までの作業は主に著者が担当したが、（a）就業者規模の判定結果は JILPT キャリア支援部門

の研究員 1 名が全職業について確認し、誤りや違和感のあったものは適宜修正している。 

 

(5) 複数の研究員による規模判定のダブルチェック 

 （4）（a）で行った就業者規模判定について、複数の研究員で妥当性のダブルチェックを行

った。具体的には日本版 O-NET プロジェクトに携わる研究員 3 名が全職業の判定結果を確認

し、違和感のある判定をピックアップした。特に、判定結果が「500 人程度」以下の職業や、

確信の程度が低い職業については、重点的にチェックを行った。その後、判断が分かれたも

のは同プロジェクトのメンバーで協議の上、最終的な規模判定を確定させた。 

 

２ 就業者規模調査方法 
 ここでは作業フローの（2）と（3）に当たる就業者規模の調査方法について詳述する。調

査方法の内訳と該当する職業数について、図表 6-1 に示している。公的統計や業界団体等か

ら就業者数に関するデータが得られて規模の判定が可能だった職業は 266、直接的には就業

者数に関するデータが得られず間接的に規模を推測した職業は 245 であり、約半数の職業に

ついて、おおよその就業者数を得ることができた2。以下、図表 6-1 に示した A-1 から B-4 の

                            
2 ただし、調査対象 511 職業のうち、詳細版数値系ダウンロードデータ version 1.10.01 に実際に収録されている

のは 441 職業である。これは主に、Web 調査においてサンプルサイズが 20 件に届かず、数値情報が非公開とさ

れた職業があるためである。詳しくは第 3 章を参照。 
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分類に沿って、調査プロセスを詳述する。 

 

図表 6-1 就業者規模調査方法 

 

注：おおよその値でも就業者数がわかるものは「A 就業者数データが得られるもの」に含め
ている。 

 

A-1 2015 年国勢調査（N=73 職業、以下同様） 

 まず、国勢調査の結果から正確な就業者数を調査した。調査時点で公開されていた最新バ

ージョンの 2015 年国勢調査（総務省統計局 2017a）を参照した。日本版 O-NET と国勢調査が

利用する職業分類との対応関係は、以下のプロセスで同定した。 

（a）日本版 O-NET → 厚生労働省編職業分類（第 4 回改訂） 

（b）厚生労働省編職業分類（第 4 回改訂）→日本標準職業分類（第 5 回改定） 

（c）日本標準職業分類（第 5 回改定）→平成 27 年国勢調査に用いる職業分類  

（a）には、日本版 O-NET 収録職業と職業分類の関係を示す解説系インプットデータを、(b)

には「第 4 回改訂厚生労働省職業分類 職業分類表」（労働政策研究・研修機構 2011: 507-

17）を、（c）には、「平成 27 年国勢調査に用いる職業分類」（総務省統計局 2017b）を、それ

ぞれ参照した。 

 日本版 O-NET と国勢調査が利用する職業分類が 1 対 1 で対応している場合は、国勢調査の

結果をそのまま就業者数とした。たとえば、「115 理容師」は、厚労省分類では E381-01、日

本標準職業分類では「381 理容師」、国勢調査でも「381 理容師」とすべて同一のカテゴリで

あるため、国勢調査の結果である 168,550 人をそのまま就業者数とした。このような職業に

は、「131 保育士」や「429 データ入力」などがある。 

 さらに、日本版 O-NET と 1 対 1 で対応する職業はないものの、規模判定はほぼ問題なく行

A-1
2015年国勢調査
（N=73）

A-3
その他公的統計
（N=78）

A-4
業界団体Webペー
ジ等（N=84）

A 就業者数に関す
るデータが得られ
た職業（N=266）

B-1
企業/事業所/店舗数
（公的統計）から
（N=128）

B-2
企業/事業所/店舗数
（業界団体）から
（N=55）

B-3
資格取得者数から
（N=17）

B-4
その他資料から
（N=45）

B 間接的に規模を
推測した職業
（N=245）

A-2
2019年賃⾦構造基本
統計調査（N=31）
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えるものは、国勢調査の結果から就業者規模を判定した。たとえば、「288 食品技術者」は国

勢調査の「06a 農林水産・食品技術者」に含まれるが、これには日本標準職業分類「061 農

林水産技術者」も含まれるため、日本版 O-NET と 1 対 1 で対応するわけではない。しかし、

国勢調査「06a 農林水産・食品技術者」は 49,860 人で、食品技術者だけでほぼ間違いなく 1

万人は超えているだろうと判断し、就業者規模を「1 万人以上」と判定している。 

 

A-2 2019 年賃金構造基本統計調査（N=31） 

 次に、賃金構造基本統計調査の結果から就業者数を調査した。調査時点で最新の 2019 年版

を参照した。国勢調査と異なり賃金構造基本統計調査は標本調査であるため、全就業者数の

実測値は得られない。しかし、結果に記載されている労働者数は「調査した労働者の数に復

元倍率（標本抽出時における抽出率の逆数）を乗じて復元した数」（厚生労働省 2021）であ

るため、就業者規模の判定には利用できると判断した3。日本標準職業分類と賃金構造基本統

計調査が利用する職業分類との対応関係は、厚生労働省の資料（https://www.mhlw.go.jp/f

ile/05-Shingikai-10701000-Daijinkanboutoukeijouhoubu-Kikakuka/shiryo2-3.pdf）を参

照した。 

 就業者数の推定には、次の 3 つの表を利用し、それぞれの値を合計した4。 

（a）「令和元年賃金構造基本統計調査 一般労働者 第 1 表 職種別きまって支給する現金給

与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」（総務省統計局 2020a） 

（b）「賃金構造基本統計調査 時系列 第 10 表 職種・性別賃金（企業規模５～９人）」（総

務省統計局 2020b） 

（c）「令和元年賃金構造基本統計調査 短時間労働者 第 1 表 短時間労働者の職種別 1 時間

当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」（総務省統計局 2020c） 

（a）（b）はどちらも一般労働者の値であり、（a）は常用労働者 10 人以上の事業所に、（b）

は 5〜9 人の事業所に勤務する就業者数である。（c）は常用労働者 10 人以上の事業所に勤務

する短時間労働者である。たとえば、「254 金属プレス工」は（a）が 62,620 人、（b）には記

載がなく、（c）が 3,360 人であるため、おおよその就業者数を 65,980 人と推定し「1 万人以

上」としている。このような方法で就業者数を推定した職業には、「285 紙器製造」「313 プ

ログラマー」「453 保険営業（生命保険、損害保険）」などがある。 

 ただし、上記の（a）〜（c）では常用労働者 4 人未満の事業所に勤める就業者、および被

雇用者以外の就業者数は除外されてしまう。たとえば、「93 不動産鑑定士」は（a）60 人、

（b）0 人、（c）0 人であり、合計すると 60 人となるが、これは実態に対して相当少ない値で

                            
3 現行の復元方法については、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）付参事官（企画調整担当）付統計

企画調整室統計企画係（2017: 3-5）を参照。 
4 ただし、（a）〜（c）とも 2021 年 3 月 21 日時点の最終更新日が 2020 年 9 月 15 日であり、就業者数推定に参

照した時点よりもあとに更新されているため、細かい部分で値の不整合が起きている可能性がある。 
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ある。不動産鑑定の事業所は常用労働者数が少なく、その多くが賃金構造基本統計調査の対

象から外れたため大きな乖離が起きたと推測される。このような場合は、資格取得者数など

他の情報を参照して、最終的な就業者規模を判定した。 

 

A-3 その他公的統計（N=78） 

 各省庁が実施している調査に基づく公的統計から、就業者規模を推定した職業も一定数存

在する。 

 経済産業省の調査では、「特定サービス産業実態調査」などの結果を参照した。「113 キャ

ディ」や「122 音楽教室講師」などがこれに当たる。 

 厚生労働省の調査では、「社会福祉施設等調査の概況」など福祉関連の統計情報を参照して

いる。「243 児童指導員」や「245 老人福祉施設生活相談員」がこれに該当する。また、医療

関連の統計として、「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」などを参照した。「402 外科医」

「403 小児科医」などがこれに該当する。 

 他にも、農林水産省「漁業構造動態調査」を参照した「509 沿岸漁業従事者」や、文部科

学省「文部科学統計要覧」を参照した「181 専門学校教員」がこれに該当する。 

 

A-4 業界団体 Web ページ等（N=84） 

 公的統計以外にも、業界団体の Web ページ等で就業者数が公表されている場合はその値を

参照した。また一部の職業では、あらかじめ定員数が決まっていることがあるため、その値

を就業者数とみなした。 

 まず、公務に属する職業では、就業者数が比較的公表されていることが多い。たとえば、

「142 麻薬取締官」は人事院関東事務局の Web ページで公表されている資料に「定員 291 名

（令和 2 年 1 月 1 日現在）」と記載があったため、これを就業者数とした（厚生労働省関東信

越厚生局麻薬取締部調査総務課 2020）。このような職業には「149 税務事務官」「151 国際公

務員」などがある。 

 次に、業務に関する資格や登録が必要な職業では、会員数や登録者数が判明しているもの

があり、この情報から就業者数を推定した。たとえば「85 行政書士」は日本行政書士会連合

会 Web ページの「行政書士会員検索」（https://www.gyosei.or.jp/members-search/）で条件

を定めずに検索すると、49,103 件ヒットする（調査時点）。この値は行政書士会員数を示す

もので、現時点での就業有無は不明であり、かつ行政処分を受けた行政書士も含むため、あ

くまで参考値にすぎない。ただ、ここから現在の就業者規模も一定数はいるのではと判断し、

「1 万人以上」と判定した。このような方法で判定した職業には「88 通訳者」や「169 言語

聴覚士」がある。 

 また一般社団法人などの業界団体が独自に就業者数を公表している場合もある。たとえば、
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「208 新聞記者」は、一般社団法人日本新聞協会の Web ページ（https://www.pressnet.or.

jp/data/employment/employment03.php）に、各年 4 月の新聞・通信者記者数が掲載されてお

り、2019 年の記者数は 17,931 人とわかる。このような職業には、他にも「76 シューフィッ

ター」や「111 観光バスガイド」がある。 

 

B-1 企業／事業所／店舗数（公的統計）からの推測（N=128） 

 就業者数が不明の職業については、公的統計で判明している企業／事業所／店舗の数から

就業者規模を推測したものが最も多い。 

 なかでも多くの職業について参照したのが経済産業省「経済センサス」である。この調査

は、公的セクターと一部の産業を除く全ての事業所及び企業を対象とする調査で、調査時点

で最新の平成 28 年版を利用した。「68 書店員」を例にとって判定プロセスを説明する。「平

成 28 年経済センサス−活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 第 2-1 表 産業（細分

類）別民営事業所数、男女別従業者数及び１事業所当たり従業者数―全国，都道府県」（総務

省統計局 2018）から「6061 書籍・雑誌小売業（古本を除く）」の事業所数は 8,544 とわか

る。1 つの書店につき最低でも 1〜複数名の書店員がおり、複数店舗の兼務も多くはないこと

を踏まえて、就業者数はまず間違いなく 1 万人を超えているだろうと判断した。なお、経済

センサスでは「従業者数」も示されているが、関連する事業所に勤める従業者がすべて当該

職業に就いているわけではないため、この値をそのまま就業者数として扱うことはしていな

い。経済センサスから就業者規模を推定した職業には、「68 書店員」「95 ビル施設管理」「108 

ラーメン調理人」「263 光学機器組立」「464 化粧品販売/美容部員」などがある。 

 さらに、工業系の職業については、経済産業省「工業統計調査」（総務省統計局 2020d）も

参照した。これは、製造業に属する 4 人以上の事業所を対象として実施される調査である。

たとえば、「359 製版オペレーター、DTP オペレーター」については、「1521 製版業」の事業

所数 550、従業者数 16,988 人という値を参照し、就業者規模を「5,000 人程度」と判定した。

他にも、「5 乳製品製造」などをこの調査から推測している。 

 

B-2 企業／事業所／店舗数（業界団体等データ）からの推測（N=55） 

 企業／事業所／店舗数が公的統計では判明しない場合でも、業界団体等がこれらのデータ

を公表している場合は、これを用いて就業者規模を推測した。たとえば、「53 銀行支店長」

について、一般社団法人全国銀行協会 Web ページ（https://www.zenginkyo.or.jp/stats/ye

ar2-02/account2017-terminal/）によると 2018 年時点の日本国内の銀行本支店数は 12,025

である。各支店に 1 人の支店長がいると考え、就業者規模を「1 万人以上」と判定している。

このような方法で規模判定を行った職業には、「55 スーパー店長」や「414 フロント（ホテ

ル・旅館）」がある。 
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B-3 資格取得者数からの推測（N=17） 

 業務と関連する資格取得者数から就業者数を推測した職業もいくつかある。ただし、単年

度の資格取得者数は就業者数としては少なすぎる一方、累計の資格取得者数では現在の就業

者数として多すぎる。さらに、資格がいくつかの等級に分かれている場合や、当該資格が就

業に必須ではない場合もある。そのため、資格取得者数からの類推はかなり判定精度にばら

つきがあると考えられ、あくまでおおよその規模を判定する材料として用いた。 

 「106 ソムリエ」を例にとって説明する。一般社団法人日本ソムリエ協会（https://www.

sommelier.jp/exam/index.html）は、2016 年度から呼称資格制度を変更し、「ソムリエ」「ワ

インエキスパート」の 2 呼称で認定している。2016-19 年の 4 年間で、当年の資格取得者の

合計は 1,658+1,299+1,389+1,353=5,699 人である。また、ソムリエの資格取得には、酒類・

飲料に関わる職務を通算 2 年以上経験していることが必要であるため、資格取得と実際の就

業との乖離はそこまで大きくないと考えた。以上の推論に基づき、就業者規模を「5,000 人

程度」と判定している。他にも、「344 看板制作」「411 カウンセラー（医療福祉分野）」など

をこの方法で推測した。 

 

B-4 その他の資料からの推測（N=45） 

 A-1 から B-3 までの情報が見つからない職業については、断片的な情報や、常識的な推論

に基づき、就業者規模を推定した。 

 たとえば、一企業・団体の就業者数が判明している場合、業界内での当該企業・団体のプ

レゼンスを踏まえて、就業者規模を推測した。「65 せり人」の場合、広島市中央卸売市場

（https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/houdou/5039.html）が 2019 年 5 月 31 日時点の

せり人数を 194 名と公表している。また、2018 年度末時点で全国に中央卸売市場は 64 ある

（農林水産省 2020: 15）。ここから、せり人数を単純計算すると 194*64=12,416 人となり、

広島市が 100 万都市であり、全国のせり人数はこれより少ないことを考慮しても「5,000 人

程度」はいるのではないかと推測した。このような方法を用いた職業には「98 鉄道車両清

掃」「221 農業技術者」がある。 

 また、就業者のタイプを分類した上で、就業者規模を推定した職業もある。「87 翻訳者」

は、個人で働く翻訳家と企業に雇用されている翻訳家に分類し、前者は一般社団法人日本翻

訳連盟の資料から、後者は平成 28 年版「経済センサス」の「7292 翻訳業（著述家業を除く）」

から、それぞれ就業者数を推定し、両者をあわせて就業者規模を判定した。他にも、「190 航

海士」は外航船と内航船に分類して就業者数を推定している。 
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第３節 結果 
 

 就業者規模判定の結果を図表 6-2 に示している。調査を行った全 511 職業のうち、63.8%に

あたる 326 職業が「1 万人以上」、次いで 20.4%に当たる 104 職業が「5,000 人程度」と判定

されており、多くの職業では有限母集団修正が必要ない程度に就業者の母集団が大きい。一

方で「500 人程度」およびそれ以下の職業も 14（2.7%）存在し、有限母集団修正が必要な職

業も少ないながら存在することも確認できた。補足情報として、判定精度に関する「確信の

程度」の分布を図表 6-3 に示している。なお、全体の規模判定結果は、章末に付録として掲

載している。 

図表 6-2 就業者規模の分布 

 
 

図表 6-3 判定に関する「確信の程度」の分布 

 

 

 

 

第４節 今後の展望 
 

 判定精度への確信度を示した図表 6-3 からも分かる通り、結果の信頼度が高い職業は多く

ない。就業者規模の判定結果はあくまで現時点で利用可能な情報に基づく推測値であるため、

章末付録に示した判定結果そのものを利用した発展的な研究は現段階では難しいと考えられ

る。 
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 判定結果よりもむしろ、2 節で詳述した調査フローやプロセスの方が、今後に活用できる

可能性がある。とくに A-1、A-2 で行った国勢調査および賃金構造基本統計調査と日本版 O-

NET との対応関係は有効利用できるかもしれない。国勢調査を例にとると、日本版 O-NET の

職業分類との関係は、(a)国勢調査と 1 対 1 で対応している職業、(b)国勢調査のいくつかの

カテゴリにまたがっている職業、(c)国勢調査の職業の一部分に該当する職業の 3 つが混在

しており、これを個々の研究者が一から再検討するのは非常に労力がかかる。国勢調査と日

本版 O-NET データのマッチングは、応用研究でもすでになされはじめている（小松・麦山 

2021）。こうした日本版 O-NET と公的統計のマッチングに基づく研究の発展に資するために

も、本章で示した作業のプロセスを記録・公開することには意義があると考えられる。 
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章末付録：就業者規模判定一覧 
※調査対象 511 職業のうち、詳細版数値系ダウンロードデータ version 1.10.01 収録の 441 職業のみ 

収録
番号

職業名
規模の
判定

確信の
程度

収録
番号

職業名
規模の
判定

確信の
程度

1 豆腐製造、豆腐職人 1万⼈以上 確信を持てない 74 検針員 1万⼈以上 ほぼ確実
2 パン製造、パン職人 1万⼈以上 確信を持てない 75 フランチャイズチェーン・スーパーバイザー 5,000⼈程度 確信を持てない
3 洋菓子製造、パティシエ 1万⼈以上 確信を持てない 76 シューフィッター 5,000⼈程度 ほぼ確実
4 和菓子製造、和菓子職人 1万⼈以上 確信を持てない 77 駅構内売店店員 1万⼈以上 ほぼ確実
5 乳製品製造 1万⼈以上 確信を持てない 78 コンビニエンスストア店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
6 水産ねり製品製造 1万⼈以上 確信を持てない 79 ベーカリーショップ店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
7 冷凍加工食品製造 1万⼈以上 確信を持てない 80 中小企業診断士 1万⼈以上 ほぼ確実
8 惣菜製造 1万⼈以上 確信を持てない 81 経営コンサルタント 5,000⼈程度 確信を持てない
9 清酒製造 1万⼈以上 確信を持てない 82 ファイナンシャル・プランナー 1万⼈以上 確信を持てない

10 みそ製造 1万⼈以上 確信を持てない 83 社会保険労務士 1万⼈以上 ほぼ確実
11 しょうゆ製造 1万⼈以上 確信を持てない 84 司法書士 1万⼈以上 ほぼ確実
12 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 1万⼈以上 確信を持てない 85 行政書士 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
13 ワイン製造 5,000⼈程度 確信を持てない 86 土地家屋調査士 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
14 ビール製造 5,000⼈程度 確信を持てない 87 翻訳者 5,000⼈程度 確信を持てない
15 かん詰・びん詰・レトルト食品製造 1万⼈以上 確信を持てない 88 通訳者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
16 野菜つけ物製造 1万⼈以上 確信を持てない 89 弁護士 5,000⼈程度 ほぼ確実
17 陶磁器製造 5,000⼈程度 ほぼ確実 90 公認会計士 1万⼈以上 ほぼ確実
18 ガラス食器製造 5,000⼈程度 確信を持てない 91 弁理士 1万⼈以上 ほぼ確実
19 プラスチック成形 1万⼈以上 ほぼ確実 92 税理士 1万⼈以上 ほぼ確実
20 建築設計技術者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 93 不動産鑑定士 1万⼈以上 確信を持てない
21 建築施工管理技術者 1万⼈以上 確信を持てない 94 気象予報士 1,000⼈程度 確信を持てない
22 土木設計技術者 1万⼈以上 確信を持てない 95 ビル施設管理 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
23 土木施工管理技術者 1万⼈以上 確信を持てない 96 駐車場管理 1万⼈以上 ほぼ確実
25 CADオペレーター 5,000⼈程度 確信を持てない 97 ビル清掃 1万⼈以上 ほぼ確実
26 大工 1万⼈以上 ほぼ確実 98 鉄道車両清掃 1万⼈以上 確信を持てない
27 型枠大工 1万⼈以上 ほぼ確実 99 西洋料理調理人（コック） 1万⼈以上 確信を持てない
28 鉄筋工 1万⼈以上 ほぼ確実 100 日本料理調理人（板前） 1万⼈以上 確信を持てない
29 鉄骨工 1万⼈以上 確信を持てない 101 すし職人 1万⼈以上 確信を持てない
30 とび 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 102 そば・うどん調理人 1万⼈以上 確信を持てない
31 建設機械オペレーター 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 103 中華料理調理人 1万⼈以上 確信を持てない
32 建設・土木作業員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 104 ハンバーガーショップ店長 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
33 潜水士 1万⼈以上 ほぼ確実 105 カフェ店員 1万⼈以上 確信を持てない
35 さく井工/ボーリング工 1,000⼈程度 確信を持てない 106 ソムリエ 5,000⼈程度 確信を持てない
37 ブロック積み 1万⼈以上 確信を持てない 107 バーテンダー 1万⼈以上 ほぼ確実
38 タイル工 5,000⼈程度 確信を持てない 108 ラーメン調理人 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
39 左官 1万⼈以上 ほぼ確実 109 旅行会社カウンター係 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
40 建築板金 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 110 ツアーコンダクター 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
41 サッシ取付 1万⼈以上 確信を持てない 111 観光バスガイド 5,000⼈程度 ほぼ確実
42 内装工 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 112 遊園地スタッフ 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
43 建築塗装工 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 113 キャディ 1万⼈以上 ほぼ確実
44 防水工 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 114 通訳ガイド 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
45 保温工事 1万⼈以上 確信を持てない 115 理容師 1万⼈以上 ほぼ確実
46 電気工事士 1万⼈以上 ほぼ確実 116 美容師 1万⼈以上 ほぼ確実
47 配管工 1万⼈以上 ほぼ確実 117 エステティシャン 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
48 エレベーター据付 1万⼈以上 確信を持てない 118 メイクアップアーティスト 1,000⼈程度 確信を持てない
49 鉄道線路管理 1万⼈以上 ほぼ確実 119 クリーニング師 1万⼈以上 ほぼ確実
50 送電線工事 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 120 スポーツインストラクター 1万⼈以上 ほぼ確実
51 解体工 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 121 自動車教習指導員 1万⼈以上 ほぼ確実
52 ホテル・旅館支配人 1万⼈以上 ほぼ確実 122 音楽教室講師 1万⼈以上 ほぼ確実
53 銀行支店長 1万⼈以上 確信を持てない 123 ビデオレンタル店店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
54 デパート店員 1万⼈以上 ほぼ確実 124 レンタカー店舗スタッフ 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
55 スーパー店長 1万⼈以上 確信を持てない 125 ブライダルコーディネーター 5,000⼈程度 確信を持てない
56 スーパーレジ係 1万⼈以上 ほぼ確実 126 家政婦（夫） 1万⼈以上 ほぼ確実
57 スーパー店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 127 ピアノ調律師 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
58 商社営業 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 128 ネイリスト 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
59 住宅・不動産営業 1万⼈以上 ほぼ確実 129 児童相談所相談員 5,000⼈程度 ほぼ確実
60 自動車営業 1万⼈以上 ほぼ確実 130 福祉事務所ケースワーカー 1万⼈以上 ほぼ確実
61 広告営業 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 131 保育士 1万⼈以上 ほぼ確実
62 印刷営業 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 132 介護支援専門員/ケアマネジャー 1万⼈以上 ほぼ確実
63 医薬情報担当者（MR） 1万⼈以上 ほぼ確実 133 訪問介護員/ホームヘルパー 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
64 コールセンターオペレーター 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 134 施設介護員 1万⼈以上 ほぼ確実
65 せり人 5,000⼈程度 確信を持てない 135 手話通訳者 5,000⼈程度 ほぼ確実
66 フラワーショップ店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 136 キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタ 1万⼈以上 ほぼ確実
67 電器店店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 137 福祉用具専門相談員 1万⼈以上 確信を持てない
68 書店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 138 国家公務員（行政事務） 1万⼈以上 ほぼ確実
69 メガネ販売 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 139 地方公務員（行政事務） 1万⼈以上 ほぼ確実
70 スポーツ用品販売 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 140 警察官（都道府県警察） 1万⼈以上 ほぼ確実
71 ホームセンター店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 141 海上保安官 1万⼈以上 ほぼ確実
72 ペットショップ店員 1万⼈以上 確信を持てない 142 麻薬取締官 250⼈程度 ほぼ確実
73 衣料品販売 1万⼈以上 確信を持てない 143 入国警備官 1,000⼈程度 ほぼ確実
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収録
番号

職業名
規模の
判定

確信の
程度

収録
番号

職業名
規模の
判定

確信の
程度

144 裁判官 5,000⼈程度 ほぼ確実 221 農業技術者 5,000⼈程度 確信を持てない
145 検察官 1,000⼈程度 ほぼ確実 222 造園工 5,000⼈程度 確信を持てない
146 家庭裁判所調査官 1,000⼈程度 ほぼ確実 223 獣医師 1万⼈以上 ほぼ確実
147 法務教官 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 224 水族館飼育員 1,000⼈程度 確信を持てない
148 刑務官 1万⼈以上 ほぼ確実 225 調教師 250⼈程度 ほぼ確実
149 税務事務官 1万⼈以上 ほぼ確実 226 犬訓練士 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
150 外交官 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 227 トリマー 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
151 国際公務員 1,000⼈程度 ほぼ確実 228 水産技術者 1,000⼈程度 確信を持てない
152 陸上自衛官 1万⼈以上 ほぼ確実 229 林業技術者 1,000⼈程度 確信を持てない
153 海上自衛官 1万⼈以上 ほぼ確実 230 林業作業 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
154 航空自衛官 1万⼈以上 ほぼ確実 237 フォークリフト運転作業員 1万⼈以上 確信を持てない
155 消防官 1万⼈以上 ほぼ確実 239 ネット通販の運営 5,000⼈程度 確信を持てない
156 看護師 1万⼈以上 ほぼ確実 240 Webマーケティング（ネット広告・販売促進 1万⼈以上 確信を持てない
157 助産師 1万⼈以上 ほぼ確実 241 施設警備員 1万⼈以上 ほぼ確実
158 薬剤師 1万⼈以上 ほぼ確実 242 学童保育指導員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
159 歯科医師 1万⼈以上 ほぼ確実 243 児童指導員 1万⼈以上 ほぼ確実
160 保健師 1万⼈以上 ほぼ確実 244 障害者福祉施設指導専門員（生活支援員、就 1万⼈以上 ほぼ確実
161 臨床検査技師 1万⼈以上 ほぼ確実 245 老人福祉施設生活相談員 5,000⼈程度 ほぼ確実
162 細胞検査士 1万⼈以上 ほぼ確実 246 看護助手 1万⼈以上 ほぼ確実
163 診療放射線技師 1万⼈以上 ほぼ確実 250 起業、創業 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
164 臨床工学技士 1万⼈以上 ほぼ確実 251 鋳造工/鋳造設備オペレーター 1万⼈以上 ほぼ確実
165 歯科技工士 1万⼈以上 ほぼ確実 252 鍛造工/鍛造設備オペレーター 1万⼈以上 ほぼ確実
166 歯科衛生士 1万⼈以上 ほぼ確実 253 金型工 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
167 理学療法士（PT） 1万⼈以上 ほぼ確実 254 金属プレス工 1万⼈以上 ほぼ確実
168 作業療法士（OT） 1万⼈以上 ほぼ確実 255 溶接工 1万⼈以上 ほぼ確実
169 言語聴覚士 1万⼈以上 ほぼ確実 256 NC工作機械オペレーター 1万⼈以上 確信を持てない
170 視能訓練士 5,000⼈程度 ほぼ確実 257 めっき工 1万⼈以上 ほぼ確実
171 栄養士 1万⼈以上 ほぼ確実 258 非鉄金属製錬技術者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
172 あんまマッサージ指圧師 1万⼈以上 ほぼ確実 260 非破壊検査技術者 1,000⼈程度 確信を持てない
173 柔道整復師 1万⼈以上 ほぼ確実 261 電子機器組立 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
174 診療情報管理士 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 262 機械設計技術者 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
175 はり師・きゅう師 1万⼈以上 ほぼ確実 263 光学機器組立 1,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
176 義肢装具士 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 264 自動車組立 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
178 幼稚園教員 1万⼈以上 ほぼ確実 265 生産用機械組立 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
179 小学校教員 1万⼈以上 ほぼ確実 266 計器組立 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
180 中学校教員 1万⼈以上 ほぼ確実 267 半導体技術者 5,000⼈程度 確信を持てない
181 専門学校教員 1万⼈以上 ほぼ確実 268 半導体製造 1万⼈以上 ほぼ確実
182 図書館司書 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 270 自動車技術者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
183 高等学校教員 1万⼈以上 ほぼ確実 271 精密機器技術者 1万⼈以上 確信を持てない
185 学芸員 1万⼈以上 ほぼ確実 272 電気技術者 1万⼈以上 確信を持てない
186 路線バス運転手 1万⼈以上 ほぼ確実 273 電子機器技術者 1万⼈以上 確信を持てない
187 観光バス運転手 1万⼈以上 ほぼ確実 274 電気通信技術者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
188 タクシー運転手 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 275 家電修理 5,000⼈程度 確信を持てない
189 パイロット 5,000⼈程度 ほぼ確実 276 プラント設計技術者 1,000⼈程度 確信を持てない
190 航海士 5,000⼈程度 確信を持てない 278 織布工/織機オペレーター 1万⼈以上 ほぼ確実
191 船舶機関士 5,000⼈程度 ほぼ確実 279 染色工/染色設備オペレーター 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
192 電車運転士 1万⼈以上 ほぼ確実 281 木材製造 1万⼈以上 ほぼ確実
193 鉄道車掌 1万⼈以上 ほぼ確実 283 家具製造 1万⼈以上 ほぼ確実
194 空港グランドスタッフ 1万⼈以上 確信を持てない 285 紙器製造 1万⼈以上 ほぼ確実
195 駅務員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 287 建具製造 5,000⼈程度 ほぼ確実
196 鉄道運転計画・運行管理 1万⼈以上 確信を持てない 288 食品技術者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
197 自動車整備士 1万⼈以上 ほぼ確実 289 靴製造 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
198 ガソリンスタンド・スタッフ 1万⼈以上 ほぼ確実 290 かばん・袋物製造 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
199 道路パトロール隊員 5,000⼈程度 確信を持てない 295 医薬品製造 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
200 タクシー配車オペレーター 5,000⼈程度 確信を持てない 296 生産・品質管理技術者 1,000⼈程度 確信を持てない
201 引越作業員 1万⼈以上 確信を持てない 297 タイヤ製造 1,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
202 通関士 1万⼈以上 ほぼ確実 298 化粧品製造 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
203 航空管制官 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 300 化学製品製造オペレーター 5,000⼈程度 確信を持てない
204 ディスパッチャー（航空機運航管理者） 1,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 301 原子力技術者 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
205 客室乗務員 5,000⼈程度 ほぼ確実 302 発電所運転管理 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
206 航空整備士 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 303 分析化学技術者 1万⼈以上 ほぼ確実
207 船員 1,000⼈程度 ほぼ確実 304 陶磁器技術者 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
208 新聞記者 1万⼈以上 ほぼ確実 305 ファインセラミックス製造技術者 5,000⼈程度 確信を持てない
209 雑誌記者 1万⼈以上 確信を持てない 306 石工 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
210 図書編集者 1万⼈以上 確信を持てない 308 高分子化学技術者 5,000⼈程度 確信を持てない
211 雑誌編集者 5,000⼈程度 確信を持てない 309 バイオテクノロジー技術者 1万⼈以上 確信を持てない
212 テレビ・ラジオ放送技術者 5,000⼈程度 確信を持てない 310 宇宙開発技術者 1,000⼈程度 確信を持てない
213 録音エンジニア 5,000⼈程度 確信を持てない 311 航空機開発エンジニア（ジェットエンジン） 1,000⼈程度 確信を持てない
214 映像編集者 1万⼈以上 確信を持てない 312 システムエンジニア（業務用システム） 1万⼈以上 確信を持てない
215 放送記者 1万⼈以上 確信を持てない 313 プログラマー 1万⼈以上 ほぼ確実
216 アナウンサー 1,000⼈程度 確信を持てない 314 システムエンジニア（Webサイト開発） 1万⼈以上 確信を持てない
217 放送ディレクター 5,000⼈程度 確信を持てない 315 システムエンジニア（組込み、IoT） 1万⼈以上 確信を持てない
218 厩舎スタッフ 1,000⼈程度 確信を持てない 316 ソフトウェア開発（パッケージソフト） 1万⼈以上 確信を持てない
219 アウトドアインストラクター 5,000⼈程度 確信を持てない 317 ソフトウェア開発（スマホアプリ） 1万⼈以上 確信を持てない
220 動物園飼育員 1,000⼈程度 確信を持てない 318 システムエンジニア（基盤システム） 1万⼈以上 確信を持てない
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319 運用・管理（IT） 1万⼈以上 確信を持てない 429 データ入力 1万⼈以上 ほぼ確実
320 ヘルプデスク（IT） 1万⼈以上 確信を持てない 430 経理事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
321 セキュリティエキスパート（オペレーション 5,000⼈程度 確信を持てない 431 営業事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
322 プロジェクトマネージャ（IT） 1万⼈以上 確信を持てない 432 人事事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
323 データサイエンティスト 1,000⼈程度 確信を持てない 433 総務事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
324 デジタルビジネスイノベーター 5,000⼈程度 確信を持てない 434 企画・調査担当 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
325 AIエンジニア 1,000⼈程度 確信を持てない 435 調剤薬局事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
326 Webデザイナー 1万⼈以上 確信を持てない 436 介護事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
327 Webディレクター 5,000⼈程度 確信を持てない 437 生産・工程管理事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
328 動画制作 5,000⼈程度 確信を持てない 438 銀行等窓口事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
329 CG制作 5,000⼈程度 確信を持てない 439 貿易事務 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる
331 アートディレクター 1,000⼈程度 確信を持てない 440 損害保険事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
332 広告デザイナー 1万⼈以上 確信を持てない 441 通信販売受付事務 1万⼈以上 確信を持てない
333 広告ディレクター 5,000⼈程度 確信を持てない 442 学校事務 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
334 グラフィックデザイナー 1万⼈以上 確信を持てない 443 医療事務 1万⼈以上 ほぼ確実
335 コピーライター 1,000⼈程度 確信を持てない 444 広報・PR担当 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
337 インテリアデザイナー 1,000⼈程度 確信を持てない 445 IR広報担当 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
338 インテリアコーディネーター 5,000⼈程度 確信を持てない 446 企業法務担当 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
340 ファッションデザイナー 1万⼈以上 確信を持てない 447 コンプライアンス推進担当 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
341 パタンナー 1万⼈以上 確信を持てない 448 医薬品販売/登録販売者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
342 イラストレーター 5,000⼈程度 確信を持てない 449 リサイクルショップ店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
344 看板制作 1,000⼈程度 確信を持てない 450 携帯電話販売 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
349 フラワーデザイナー 5,000⼈程度 確信を持てない 451 CDショップ店員 1万⼈以上 確信を持てない
350 ジュエリーデザイナー 500⼈程度 確信を持てない 452 営業（IT） 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
352 舞台美術スタッフ 1,000⼈程度 確信を持てない 453 保険営業（生命保険、損害保険） 1万⼈以上 ほぼ確実
353 舞台照明スタッフ 1,000⼈程度 確信を持てない 454 銀行・信用金庫渉外担当 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
354 インダストリアルデザイナー 1万⼈以上 確信を持てない 455 ディーラー 500⼈程度 確信を持てない
355 商業カメラマン 1万⼈以上 確信を持てない 456 マーケティング・リサーチャー 5,000⼈程度 確信を持てない
356 テレビカメラマン 5,000⼈程度 確信を持てない 457 証券アナリスト 5,000⼈程度 確信を持てない
357 報道カメラマン 5,000⼈程度 確信を持てない 461 商品企画開発（チェーンストア） 1,000⼈程度 確信を持てない
358 テクニカルライター 1万⼈以上 確信を持てない 462 OA機器営業 5,000⼈程度 確信を持てない
359 製版オペレーター、DTPオペレーター 5,000⼈程度 確信を持てない 463 証券外務員 1万⼈以上 確信を持てない
360 印刷オペレーター 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 464 化粧品販売/美容部員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
361 製本オペレーター 5,000⼈程度 確信を持てない 465 化粧品訪問販売 5,000⼈程度 確信を持てない
362 ITコンサルタント 1万⼈以上 確信を持てない 466 清涼飲料ルートセールス 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
363 広報コンサルタント 5,000⼈程度 確信を持てない 467 自転車販売 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
364 人事コンサルタント 1,000⼈程度 確信を持てない 469 内部監査人 1万⼈以上 確信を持てない
365 知的財産コーディネーター 1,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 470 ファンドマネージャー 1,000⼈程度 ほぼ確実
366 知的財産サーチャー 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 471 M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aア 1万⼈以上 確信を持てない
388 土木・建築工学研究者 1,000⼈程度 確信を持てない 472 代理店営業（保険会社） 5,000⼈程度 確信を持てない
389 情報工学研究者 5,000⼈程度 確信を持てない 473 マンション管理員 1万⼈以上 確信を持てない
390 医学研究者 1,000⼈程度 確信を持てない 474 マンション管理フロント 1万⼈以上 確信を持てない
392 薬学研究者 1万⼈以上 ほぼ確実 475 雑踏・交通誘導警備員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
393 バイオテクノロジー研究者 5,000⼈程度 確信を持てない 477 トラック運転手 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
395 特別支援学校教員、特別支援学級教員 1万⼈以上 ほぼ確実 478 トレーラートラック運転手 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
396 学習塾教師 1万⼈以上 ほぼ確実 479 ダンプカー運転手 1万⼈以上 確信を持てない
397 日本語教師 1万⼈以上 ほぼ確実 480 送迎バス等運転手 1万⼈以上 確信を持てない
398 英会話教師 5,000⼈程度 ほぼ確実 481 介護タクシー運転手 1万⼈以上 確信を持てない
399 職業訓練指導員 5,000⼈程度 ほぼ確実 482 ルート配送ドライバー 1万⼈以上 確信を持てない
400 社会教育主事 1,000⼈程度 ほぼ確実 483 宅配便配達員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
401 救急救命士 1万⼈以上 ほぼ確実 484 新聞配達員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
402 外科医 1万⼈以上 ほぼ確実 485 倉庫作業員 1万⼈以上 ほぼ確実
403 小児科医 1万⼈以上 ほぼ確実 486 ピッキング作業員 1万⼈以上 確信を持てない
404 内科医 1万⼈以上 ほぼ確実 487 ハウスクリーニング 1万⼈以上 ほぼ確実
405 精神科医 1万⼈以上 ほぼ確実 488 ペストコントロール従事者（害虫等防除・駆 1,000⼈程度 ほぼ確実
406 産婦人科医 1万⼈以上 ほぼ確実 489 製品包装作業員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
407 治験コーディネーター 5,000⼈程度 ある程度は確信を持てる 490 工場労務作業員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
408 医療ソーシャルワーカー 1万⼈以上 ほぼ確実 491 バックヤード作業員（スーパー食品部門） 1万⼈以上 確信を持てない
409 福祉ソーシャルワーカー 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 492 調理補助 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
410 施設管理者（介護施設） 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 493 給食調理員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
411 カウンセラー（医療福祉分野） 1万⼈以上 確信を持てない 494 ごみ収集作業員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
412 スクールカウンセラー 1万⼈以上 ほぼ確実 495 産業廃棄物処理技術者 1万⼈以上 確信を持てない
413 ベビーシッター 1万⼈以上 ほぼ確実 496 産業廃棄物収集運搬作業員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
414 フロント（ホテル・旅館） 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 497 積卸作業員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
415 客室清掃・整備担当（ホテル・旅館） 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 498 こん包作業員 1万⼈以上 ほぼ確実
416 接客担当（ホテル・旅館） 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 502 酪農従事者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
417 ホールスタッフ（レストラン） 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 504 稲作農業者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
418 飲食チェーン店店員 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる 505 ハウス野菜栽培者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
420 アロマセラピスト 1万⼈以上 確信を持てない 506 果樹栽培者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
421 リフレクソロジスト 5,000⼈程度 確信を持てない 507 花き栽培者 1万⼈以上 確信を持てない
422 葬祭ディレクター 1万⼈以上 確信を持てない 508 畜産技術者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
423 きもの着付指導員 1,000⼈程度 確信を持てない 509 沿岸漁業従事者 1万⼈以上 ある程度は確信を持てる
425 パラリーガル（弁護士補助職） 5,000⼈程度 確信を持てない 510 動物看護 1万⼈以上 確信を持てない
426 秘書 1万⼈以上 確信を持てない 513 国際協力専門家 1万⼈以上 ほぼ確実
427 受付事務 1万⼈以上 ほぼ確実 514 会社経営者 1万⼈以上 ほぼ確実
428 一般事務 1万⼈以上 ほぼ確実
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付録１ 2020 年度作成の新規 10 職業 職業解説 

 
１ 職業名：法務技官（心理）（矯正心理専門職）  B249-99 
 
◆どんな職業か 
 少年鑑別所や少年院、刑事施設などに勤務し、心理学の知識を生かして、非行・犯罪臨床

の最前線で働く。 
 少年鑑別所では、入所した少年に対して面接や各種心理検査を行い、知能や性格等の資質

上の特徴、非行に至った原因、今後の処遇上の指針を明らかにする。結果は、「鑑別結果通

知書」として、家庭裁判所に送付され（収容審判鑑別）、審判や少年院・保護観察所での指

導・援助に活用される。また、家庭裁判所の審判決定により、少年院に送致された少年や保

護観察処分になった少年にも、専門的なアセスメント機能を活用して継続的に関与する（処

遇鑑別）。 
 これらに加え、心理学に関する専門的な知見を生かして、地域社会の非行・犯罪の防止に

貢献するため、一般の方や関係機関等からの依頼に応じ、相談・助言や心理検査等を行って

おり、学校等の関係機関と連携した非行防止や青少年の健全育成のための活動にも積極的

に取り組んでいる（地域援助）。 
 刑事施設では、受刑者の改善更生を図るため、面接や各種心理検査を行い、犯罪に至った

原因、今後の処遇上の指針を明らかにする。また、再犯防止に関する改善指導プログラムの

実施や、受刑者へのカウンセリング等も行っている。 
 少年院では、家庭裁判所の審判の結果、少年院送致となった少年に対し、一人ひとりに応

じた矯正教育の計画策定、各種プログラムの実施等を行う。福祉や就労支援等の専門職員等

と協力して、出院後に必要な支援につなぐ業務にも携わる。 
 このように、心理アセスメント、心理相談、これらの業務に関する調査・研究のほか、専

門的知見に基づく外部の方への研修の実施等、心理職としての専門的な業務を幅広く行っ

ている。 
 
◆就くには 
 国家公務員採用試験である法務省専門職員（人間

科学）採用試験のうち、矯正心理専門職 A（男性）

または矯正心理専門職 B（女性）区分で合格し、採

用されることが必要である。試験は第１次試験（基

礎能力試験、専門試験）と第 2 次試験（人物試験、

身体検査、身体測定）があり、専門試験では大学レ

ベルの心理学に関連する領域が必須問題として出

題される。 
 採用予定数は、2020 年度は、矯正心理専門職 A が

約 30 名、矯正心理専門職 B が約 20 名である。 
 採用されると、1 年目に新規採用職員を対象とし

た基礎科研修、5 年目に専門性を向上させるための

用語解説  

鑑別: 鑑別対象者に対し医学、心理学、教育学、社会

学などの専門的知識や技術を活用した上で非行等に影

響を及ぼした資質、環境上問題となる事情を明らかに

し改善に寄与するため適切な指針を示すこと。 

用語解説  

家庭裁判所: 夫婦関係や親子関係などの紛争について

話し合う調停と，これらの紛争に関する訴訟や審判を

行い，また，非行のある少年の事件について審判を行

う司法機関。 

用語解説  
保護観察所: 全国の各地方裁判所の管轄区域に 50 庁設

置されている、犯罪や非行をした人の再犯・再非行の

防止、社会復帰に向けた指導・支援を行う更生保護機

関。 

用語解説 

アセスメント: 対象者について調査、評価等を行うこ

と。 
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応用科研修が矯正研修所で行われる。おおむね 10 年目には、更に高度な知識及び技能を習

得させるための特別科研修が設けられている。このほか、幹部職員となるための高等科研修

や種々の専門研修、さらに、海外・国内留学の制度などが設けられている。 
 昇任については、採用後おおむね 5 年目に専門官に昇任し、その後は能力に応じ統括専

門官（課長相当）、首席専門官、施設長等に昇任する道も開かれている。 
 臨床心理学など心理学に関する高度な専門知識に加えて、社会学や少年法を始めとする

関係法令等に関する専門知識と、そうした専門性向上のための自己研さんが常に求められ

る。また、心理面接やグループワークなどを通して対象者の内面や人生とかかわることにな

るため、相手に寄り添う姿勢とともに、冷静かつ客観的な判断力が不可欠である。さらに、

家庭裁判所、保護観察所といった関係機関の職員と協力して仕事を進めることができる協

調性や柔軟性も必要である。 
 
◆労働条件の特徴 
 主な勤務場所となるのは少年鑑別所、少年院、刑事施設（刑務所、少年刑務所等）である。 
 少年鑑別所等に勤務する法務技官（心理）には、一般の国家公務員に適用される行政職俸

給表（一）に比べ 12％程度給与水準の高い公安職俸給表（二）が適用される。このほかに

期末・勤勉手当等各種手当が支給される。 
 週当たりの勤務時間は 38 時間 45 分（週休 2 日制）であり、1 日 7 時間 45 分の勤務を行

う場合と交替制勤務（昼間勤務と昼夜間勤務がある）を行う場合がある。休暇制度等は国家

公務員法の規定による。 
 勤務地等については本人の希望が考慮され、原則として採用施設を所管する矯正管区（8
管区）の管轄地域内で異動する。 
 宿舎は、勤務庁の近隣に設けられており、公安職俸給表適用職員の特例により、宿舎費は

原則として無料となる。 
 国家公務員であるので、国家公務員等共済組合に加入し、各種の福利厚生制度や年金制度

の適用を受ける。 
 
◆参考情報 
関連資格 
法務省専門職員（人間科学）採用試験「矯正心理専門職区分（A、B）」 

  

用語解説  
家庭裁判所: 夫婦関係や親子関係などの紛争について

話し合う調停と，これらの紛争に関する訴訟や審判を

行い，また，非行のある少年の事件について審判を行

う司法機関。 

用語解説  

保護観察所: 全国の各地方裁判所の管轄区域に 50 庁設

置されている、犯罪や非行をした人の再犯・再非行の

防止、社会復帰に向けた指導・支援を行う更生保護機

関。 

用語解説  

鑑別: 鑑別対象者に対し医学、心理学、教育学、社会

学などの専門的知識や技術を活用した上で非行等に影

響を及ぼした資質、環境上問題となる事情を明らかに

し改善に寄与するため適切な指針を示すこと。 

用語解説  

公安職: 警察官・皇宮護衛官・入国警備官、刑務所・

少年院・少年鑑別所、検察庁・公安調査庁、海上保安

庁に勤務する職員。 
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1
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年鑑別所や少年院，刑事施設などに勤務し、心理学の知識を生かして、非
行・犯罪臨床の最前線で働く

2
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年鑑別所において、入所した少年に対して面接や各種心理検査を行う

3
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年鑑別所において、知能や性格等の資質上の特徴、非行に至った原因、今後
の処遇上の指針を明らかにし、その結果を「鑑別結果通知書」にまとめ、家庭
裁判所に提出する。

4
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年鑑別所において、家庭裁判所の審判決定により、少年院に送致された少年
や保護観察処分になった少年にも、心理アセスメントを行い、継続的に関与す
る。

5
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年鑑別所において、一般の方や関係機関等からの依頼に応じ、心理学等に関
する専門的な知見を生かした相談・助言や心理検査の実施等を行っている(地域
援助)。

6
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年鑑別所において、法務少年支援センターという名称で、学校等の関係機関
と連携した非行防止や青少年の健全育成のための取組にも積極的に関与してい
る。

7
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

刑事施設において、受刑者の改善更生を図るため、面接や各種心理検査を行
い、犯罪に至った原因，今後の処遇上の指針を明らかにする。

8
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

刑事施設において、再犯防止に関する改善指導プログラムの実施や、受刑者へ
のカウンセリング等を行う。

9
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年院において、一人ひとりに応じに応じた矯正教育の計画策定を行う。

10
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年院において、各種プログラムの実施を行う。

11
法務技官（心理）
(矯正心理専門職)

少年院において、福祉や就労支援等の専門職員等と協力して，出院後に必要な
支援につなぐ業務にも携わる。
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２ 職業名：入国審査官  C259-99  
 
◆どんな職業か 
 我が国を訪れる外国人の出入国審査及び日本人の出帰国の確認、我が国に在留する外国

人の在留審査、我が国に不法に滞在する外国人の違反審査等各種の審査業務等を行う。 
 出入国審査では、日本に入国しようとする外国人に対して、所持する旅券（パスポート）

や査証（ビザ）が有効であること、日本で行う活動が出入国管理及び難民認定法（以下「入

管法」という。）に規定する在留資格に該当し、申請内容が虚偽でないかなどを審査する。 
 在留審査では、入国を認められた外国人が与えられた在留期間を超えて在留する、又は在

留目的を変更して引き続き在留するための申請をした場合に、入管法に定められた在留資

格に基づく活動に該当するかどうかなどを審査する。 
 違反審査では、日本に不法入国したり、許可された在留期間を超えて滞在したりする不法

滞在者に対して、入管法に定められた退去強制事由に該当するかどうかを審査する。 
 また、日本にいる外国人からの申請に基づき、難民条約上の難民である者に対する難民の

認定業務なども行う。 
 このほか、「受入環境調整担当官」として地方公共団体等と連携・協力して外国人との共

生社会の実現に向け地域における多文化共生施策を推進する。 
 
◆就くには 
 法務省の外局である出入国在留管理庁所属の

国家公務員である。入国警備官採用試験のよう

な独自の試験はなく、人事院による国家公務員

採用一般職試験（大卒程度試験又は高卒者試験）

を受験し、最終合格した者の中から、各地方出

入国在留管理局の面接を経て出入国在留管理庁

職員として採用される。当初は，法務事務官と

して採用され、勤務経験を重ねることにより入

国審査官になる。 
 採用後には、様々な研修が用意されている。

採用後間もない職員に対しては「初等科研修」

として基礎的な法律知識や入管職員として必要

な実務知識を修得させるための研修が基本的に全寮制により行われる。研修後は，入国審査

官の補助業務や一般事務に従事し、入国審査官として必要な知識と技術の修得に努める。採

用後 4 年以上の職員を対象として実施される「中等科研修」では、より高度な法律知識の修

得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われる。この他、「語学委託研修」として、語

学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ「長期委託研修」（3 か月程度）や、勤務終了

後に語学学校に通学する「在勤地研修」などがある。 
 入庁後、入国審査官として様々な業務経験を積み上位の役職への昇進がある。 
 常に外国人と接するため、語学力を発揮できる機会も多い。また、関連の法律知識、文書

鑑識に関する知識等に加え、豊かな国際感覚も求められる。 

用語解説  

難民条約: 難民、政治的亡命者の法的地位、滞在国で

の待遇等を定めた、難民の地位に関する条約。 
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◆労働条件の特徴 
 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡にある地方出入国在留管理局、その

下部機関である 7 支局（成田空港、羽田空港、横浜、中部空港、関西空港、神戸、那覇）及

び 61 か所の出張所に勤務することとなる（法務事務官として，２カ所の入国管理センター

に勤務する場合もある。）。おおむね 2 年から 3 年のサイクルで異動があり、本庁を含め、

採用された管区以外でも勤務することがある。また、外務省に出向し、在外公館勤務となり、

諸外国に一定期間居住し、業務を行うこともある。 
 入国審査官は全国で 3,872 人である(2020 年度末定員)。 
 給与は、国家公務員法に基づき、行政職としての俸給と諸手当が支給される。 
 勤務時間・休日は原則として１週当たりの勤務時間は 38 時間 45 分（週休２日制）であ

り、1 日 7 時間 45 分の勤務である。職場によっては夜勤を含む交替制勤務、土日祝日の勤

務もある。休暇制度等は国家公務員法の規定による。 
 国家公務員であるので、国家公務員等共済組合に加入し、各種の福利厚生制度や年金制度

の適用を受ける。 
  
◆参考情報 
関連団体 
人事院 

 http://www.jinji.go.jp 
法務省 

 http://www.moj.go.jp 
 出入国在留管理庁 
 http://www.moj.go.jp/isa/index.html 
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職業定義 入国審査官
我が国を訪れる外国人の出入国審査及び日本人の出帰国の確認、我が国に在留
する外国人の在留審査、我が国に不法に滞在する外国人の違反審査等各種の審
査業務等を行う。

1 入国審査官
日本に入国しようとする外国人に対して、所持する旅券（パスポート）や査証
（ビザ）が有効であるか審査する。

2 入国審査官
日本で行う活動が入管法に規定する在留資格に該当し、申請内容が虚偽でない
かなどを審査する。

3 入国審査官 偽造パスポートではないかどうかのチェックを行う。

4 入国審査官 在留期間の延長のための申請について問題がないか審査を行う。

5 入国審査官 在留目的の変更のための申請について問題がないか審査を行う。

6 入国審査官 不法に滞在する外国人の違反審査を行う。

7 入国審査官 難民の認定業務等を行う。

8 入国審査官
地方公共団体等と連携・協力して外国人との共生社会の実現に向け地域におけ
る多文化共生施策を推進する。
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３ 職業名：検察事務官  B179-99 C259-99  

 

◆どんな職業か 

 検察事務官は、検察官を補佐し、又はその指揮の下、犯罪の捜査から裁判の遂行、そし

て刑の執行に至るまでの一連の刑事手続に関する業務を行うほか、総務・人事・会計等と

いった後方支援業務も行う。検察事務官は、これら検察庁における幅広い業務を適正かつ

迅速に進め、日本の法秩序の維持等に貢献する職務に従事する。 

 検察事務官は、大きく分けて「捜査公判部門」、「検務部門」及び「事務局部門」の３つ

の部門に配置され、次のような業務を担当する。 

 捜査公判部門では、殺人・強盗といった凶悪重大事件を始め、脱税や粉飾決算事件など

といったあらゆる刑事事件について、検察官が行う被疑者等の取調べに同席して、犯罪立

証に必要となる証拠書類の作成を行ったり、起訴・不起訴といった事件処理に関する事務

手続を行う。また、裁判（公判）を行うに当たっては、裁判所へ提出する事件記録等の管

理、弁護人や被害者など訴訟関係人との連絡・調整などを行う。また、近年は、科学技術

や情報通信技術の急速な発展により、パソコンやスマートフォン等が犯罪に利用されてい

るケースが増加している。このような犯罪に対応するため、押収したパソコン等に保存さ

れているデータやネットワーク上に保存されているデータを、適正な手続により保全して

解析する「デジタルフォレンジック」業務も行う。このほかにも、一定の捜査経験を有し

て検察官事務取扱を命じられた検察事務官は、万引き事件や交通事件といった刑事事件に

ついて、自ら被疑者の取調べ等を行い、起訴・不起訴の処分を行う。 

 検務部門では、警察等から送られてきた事件の受理手続を始めとして、逮捕・勾留され

ている被疑者や起訴された被告人の身柄拘束期間の管理、警察等から送られてきた証拠品

の受入・保管・処分や、裁判で言い渡された懲役刑や罰金刑などの執行のほか、犯罪歴の

調査や管理、確定した裁判記録等の保管管理や閲覧申請への対応など、刑事事件に関する

幅広い業務を行う。 

 また、犯罪によって様々な困難に直面した被害者の方々に対して、よりきめ細やかな配

慮を行うため、各種相談への対応、法廷への付添い、事件記録の閲覧や証拠品返還といっ

た手続のサポートなど、被害者保護・支援を行う。さらに、被疑者・被告人の社会復帰支

援・再犯防止を目的として、保護観察所・地方自治体・福祉機関などといった関係機関と

も協力しながら、罪を犯した者の更生といった取組も行う。 

 事務局部門では、職員の人事・給与、文書の授受発送、物品の調達や庁舎の管理などの

事務を行う。 

 

◆就くには 

 法務省の特別の機関である検察庁所属の国家公務員である。人事院による国家公務員採

用一般職試験（大卒程度試験又は高卒者試験）を受験し、最終合格した者の中から、各地方

検察庁の面接を経て検察事務官として採用される。 

 検察事務官の研修は、全国 8 か所に設置された法務総合研究所とその支所において、検察

のスペシャリストを養成するため、綿密に組まれたカリキュラムの下、検察官等が講師とな

 

保護観察所: 全国の各地方裁判所の管轄区域に 50 庁設

置されている、犯罪や非行をした人の再犯・再非行の

防止、社会復帰に向けた指導・支援を行う更生保護機

関。 
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って実務に即した講義等を行っている。具体的

には、採用直後の職員に対し、検察庁職員とし

て必要な基礎的知識や技能の修得を目的とし

た「初等科研修」、中堅職員に対し、検察官の

パートナーとしての職務を遂行する上で必要

となる知識等を修得させ、捜査・公判実務能力

の向上を図る「中等科研修」、専門的な知識や

技能を修得させ、実務的で高度な執務遂行能力

の向上を図る「専修科研修」などといった研修

を実施している。 

 検察事務官は、捜査公判部門、検務部門、事

務局部門に配置され、各部門間を異動しながら様々な経験を積み、捜査官、専門官、各部門

管理職等上位職へ昇進していく。 

 また、一定の受験資格基準に達した後、試験に合格することで副検事や検事になる道も開

かれている。 

 

◆労働条件の特徴 

 主に採用された地方検察庁で勤務することとなり、基本的に 2 年から 3 年のサイクルで

異動がある。また、本人の希望・適性等により、採用庁以外の検察庁や法務省・他省庁でも

勤務することがある。 

 給与は、採用時は一般の国家公務員と同じ行政職の俸給が支給されるが、職務の特殊性が

考慮され、一定の勤務経験の後（一般職試験（大卒程度試験）合格者はおおむね１年、一般

職試験（高卒者試験）合格者はおおむね５年）、行政職より給与水準の高い公安職の俸給が

支給されるほか、期末・勤勉手当等各種手当が支給される。 

 勤務時間・休日は一般の国家公務員と同様、原則として 1 日 7 時間 45 分、週休 2 日制と

なっている。なお、職場によっては、宿直勤務や休日勤務があるが、この場合には、手当の

支給や代休措置が講じられる。 

 また、国家公務員等共済組合に加入し、各種の福利厚生制度や年金制度の適用を受ける。  

 

公安: 警察官・皇宮護衛官・入国警備官、刑務所・少

年院・少年鑑別所、検察庁・公安調査庁、海上保安庁

に勤務する職員。 
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職業定義 検察事務官
検察官の指揮の下、犯罪の捜査、逮捕状による逮捕、罰金の徴収等の
事務を行うほか、総務・会計等の事務を行う。

1 検察事務官 検察官の行う捜査，公訴の提起や裁判の立会いなどを補佐する。

2 検察事務官 刑事事件の受理及び処理手続に関する事務を行う。

3 検察事務官 逮捕状等の令状の請求及び執行に関する事務を行う。

4 検察事務官 懲役刑等の執行手続に関する事務を行う。

5 検察事務官 罰金等の徴収に関する事務を行う。

6 検察事務官 証拠品の受入れ，保管，処分等に関する事務を行う。

7 検察事務官 犯罪歴の調査，管理等に関する事務を行う。

8 検察事務官 確定した裁判記録等の保管及び管理に関する事務を行う。

9 検察事務官 総務・人事・会計等の事務を行う。
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４ 職業名：労働基準監督官  B249-99 
 
◆どんな職業か 
 労働基準監督官は、労働条件の確保・向上と働く人の安全や健康の確保を図るため、労

働基準関係法令に基づいて、さまざまな職場に立ち入り、事業主に対し法令遵守のため必

要な行政指導等を行う。また、労働災害にあった人に対する労災補償の業務も行う。 
 具体的には、大きく分けて、監督指導業務、司法警察業務、安全衛生業務、労災補償業

務の４つの業務がある。 
○ 監督指導業務は、労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的にあるい

は働く人からの相談などを契機として、事業場に立ち入り、機械・設備や帳簿などを検査

して、労働条件について調査を行う。法違反が認められた場合には、事業主に対しその改

善を指導するほか、危険性の高い機械・設備などに対して使用停止などを命ずる行政処分

を行う。 
○ 司法警察業務は、監督指導の結果、認められた法違反を是正しないなど、重大・悪質

な事案については、司法警察官として、刑事訴訟法に基づき、取調べなどの任意捜査や、

捜索・差押え、逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検する。 
○ 安全衛生業務は、労働安全衛生の専門的知識を生かして、働く人の安全と健康を確保

するための措置が講じられるよう事業場への指導などを行う。具体的には、クレーンなど

の機械の検査や建設工事に関する計画届の審査を行うほか、事業場に立ち入り、労働災害

や健康障害が発生するおそれのある状況が認められた場合、事業主に対して改善を指導す

る。また、労働災害が発生した場合には、原因を究明し、再発防止のための指導を行う。 
○ 労災補償業務は、労働者災害補償保険法に基づき、働く人の業務上又は通勤による負

傷などに対して、被災者や遺族の請求により、関係者からの聞き取り、実地調査、医学的

意見の収集などの必要な調査を行った上で、保険給付のための調査等を行う。 
 多様な働き方を選択できる社会の実現に向けて働き方改革を推進していくため、適正な

労働条件の確保・向上を担う労働基準監督官の役割がますます重要になっている。 
  
◆就くには 
 労働基準監督官採用試験に合格する必要があ

る。試験年の４月 1 日現在において 21 歳以上

30 歳未満の者、もしくは試験年の４月１日現

在において 21 歳未満であって大学を卒業した

者（見込みを含む）もしくはそれと同等の資格

があると人事院が認める者が試験を受験でき

る。試験は、労働基準監督 A（法文系）と労働

基準監督 B（理工系）の区分がある。試験に合

格後、採用を希望する都道府県労働局において

採用面接を受ける。2020 年度試験の採用予定

者数は労働基準監督 A（法文系）が約 185 人、

労働基準監督 B（理工系）が約 45 人である。 

 

司法警察: 犯罪の捜査や被疑者の逮捕などの司法権に

基づき刑事裁判を行うための活動。 

 

送検: 犯罪容疑者や捜査書類・証拠物件などを検察庁

へ送ること。 

 

保険給付: 業務上又は通勤途上に労災事故等が発生し

た場合に労働者災害補償保険法に基づき被災者や遺族

に支払われる給付。 
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 採用後は、1 年間、労働大学校や労働局・労働基準監督署において、監督指導業務や司

法警察業務などに関する基礎的研修及び実地訓練を受けた後、採用された労働局管内の労

働基準監督署に勤務しながら、第一線の業務を通じて専門的知識を習得する。 
 その後、能力・適性等に応じて、労働基準監督署の課長や署長として勤務し、組織の責

任者・管理者としての役割を担うことになる。 
 労働基準関係法令はもちろん関連分野の法令知識も必要となる。頻繁に改正される法令

を正確に理解し指導等を行うため常に学び続ける姿勢が求められる。また、事実を積み上

げていく地道な作業に取り組む粘り強さ、集中力、証拠に基づく冷静な判断力も重要であ

る。さらに、労使双方とコミュニケーションを取る場面も多く、公正中立な立場かつ丁寧

なコミュニケーション能力も求められる。 
 
◆労働条件の特徴 
 主に採用された労働局及び管内の労働基準監督署（全国で 321 署）で勤務する。 
 本人の希望に応じて、採用後 3 年目以降、厚生労働本省で勤務する場合もある。 
 給与、休暇等の労働条件は国家公務員法の規定による。 
 勤務時間・休日は原則として１週当たりの勤務時間は 38 時間 45 分（週休２日制）であ

り、1 日 7 時間 45 分の勤務である。国家公務員であるので、国家公務員等共済組合に加入

し、各種の福利厚生制度や年金制度の適用を受ける。 
 

◆参考情報 
関連資格 
労働基準監督官採用試験（労働基準監督官 A（法文系）・労働基準監督官 B（理工系）） 

  

  

司法警察: 犯罪の捜査や被疑者の逮捕などの司法権に

基づき刑事裁判を行うための活動。 
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職業定義 労働基準監督官
労働条件の確保と働く人の安全等のため、労働基準関係法令に基づく事業主指導を
行う。

1 労働基準監督官
電話や来署による労働条件等に関する相談や、労働基準法等の法制度の問合せな
どに対応する。

2 労働基準監督官
事業場に立ち入り、機械・設備や帳簿などを確認し、関係労働者の労働条件について
調査を行う。

3 労働基準監督官
調査の結果、法違反が認められた場合には、事業主などに対しその是正を促す行政
指導を行う。

4 労働基準監督官
調査の結果、危険性の高い機械・設備などについて法違反が認められた場合には、
使用停止などを命ずる行政処分を行う。

5 労働基準監督官
労働条件確保や、働く人の安全と健康を確保するための措置について、事業主等を
対象とした説明会を開催する。

6 労働基準監督官
重大・悪質な事案については、刑事訴訟法に基づき、取調べなどの任意捜査や、捜
索・差押え、逮捕などの強制捜査を行い、検察庁に送検する。

7 労働基準監督官 クレーンなどの機械の検査や建設工事に関する届出などの審査を行う。

8 労働基準監督官
労働災害や健康障害が発生するおそれのある状況が認められた場合には、事業主
に対して改善するよう指導などを行う。

9 労働基準監督官 労働災害が発生した場合には、原因を究明し、再発防止のための指導を行う。

10 労働基準監督官
働く人の業務上又は通勤による負傷などに対して、関係者からの聞き取り、実地調
査、医学的意見の収集などの必要な調査を行った上で、保険給付を行う。
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５ 職業名：特許審査官  B179-99 

 

◆どんな職業か 

 特許庁は、生活を支える様々な発明を守り、次世代のイノベーションを促す役割を担う。

具体的には、知的財産権のうち特許、実用新案、商標、意匠の 4 つの権利（産業財産権）を

所管しており、このうち特許は、発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作の

うち高度なものを保護の対象としている。特許審査官は、特許庁に勤務し、出願された発明

を最新技術や法律的な知識に基づき審査し、特許性を判断する。 

 特許審査官は、まず、出願された書類を精査し、発明内容を理解するとともに、庁内外の

検索システムを用いて、世界中の特許文献や学術論文のデータベースから過去に類似の技

術がないか、先行技術調査を行う。出願された発明と先行技術との比較を行い、特許性があ

ると判断した場合は特許査定を、ないと判断した場合は拒絶理由通知を行う。拒絶理由通知

に対しては、出願人は意見・補正等の応答を行うことができ、出願人とのやり取り（基本的

には書面であるが、面接審査が行われる場合もある）を踏まえて再度審査をし、最終的に特

許査定、拒絶査定をする。審査は審査官が単独で行うが、判断が難しい場合など必要に応じ

て他の審査官との意見交換や協議も行われる。特許となった出願については特許公報が発

行されるが、その特許公報には特許査定をした審査官名も掲載される。特許権を適切に設定

することで、日本の産業の発展に貢献する。 

 

◇ よく使う道具、機材、情報技術等 

 特許検索システム 

 

◆就くには 

 国家公務員総合職試験（大卒程度試験、院卒者

試験）の技術系区分に合格する必要がある。専門

分野としては、工学系、化学・生物・薬学系、数

理科学・物理・地球科学系、農学系のあらゆる試

験区分の合格者の中からまんべんなく採用され

ている。採用人数は年度によって異なるが、おお

むね 30～40 名程度である。 

 採用後は約 3 か月の研修を経て審査官補に任

用され、指導審査官によるマンツーマン指導の

下に実際の出願案件の審査を行う。また、法令、

条約、審査実務の専門知識を習得する前期研修

（約 2 か月）、後期研修（約 1 か月）のほか、英

語研修や企業での技術研修などを経て、大卒で

は入庁 5 年目に審査官に昇任するのが一般的で

ある。修士卒は 4 年目、博士卒は 3 年目に審査

官に昇任することができる。 

 基礎的な知識の習得のための研修のほか、技

 
知的財産権: 特許権、実用新案権、育成者権、意匠

権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令に

より定められた権利又は法律上保護される利益に係る

権利。 

 

特許: 法令に基づき、発明について、一定期間の独占

権を付与すること。または付与された権利。 

  

実用新案: 法令に基づき、物品の形状、構造又は組み

合わせに係る「考案」について、一定期間の独占権を

付与すること。または付与された権利。 

 
商標: 事業者が、自己（自社）の取り扱う商品・サー

ビスを他人（他社）のものと区別するために使用する

マーク（識別標識）。 

  

意匠: 物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結

合、建築物（建築物の部分を含む。)の形状等又は画像

であって視覚を通じて美感を起こさせるもの（装飾、

デザイン等）。 
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術動向、法律、海外判例等を把握できる研修制度、留学制度も充実している。 

 発明の審査という高度な専門性を必要とする仕事であり、最新の技術動向に関心を持ち、

担当分野の研究開発情報を収集する向上心が求められる。また、出願人や利害関係者が納得

できる審査を行うためには、論理的な思考力や合理的な判断力、バランス感覚が必要である。

さらに、書面でのやり取りが多いため、論述能力も重要であり、海外論文を調査することも

多いことから、英語力も不可欠である。 

 

◆労働条件の特徴 

 主な就業場所は東京の特許庁である。ただし、他省庁や関係機関、大学等へ出向、海外勤

務の機会もある。 

 特許審査官の定員は 2019 年度現在 1,682 名であり、特許庁定員の約 6 割を占める。近年

は採用者数のうち 3 分の 1 程度が女性である。 

 給与、勤務時間、休暇、福利厚生等の労働条件は国家公務員法の規定による。 

 審査業務は基本的に審査官が単独で案件を担当する形を取っており、ある程度自分のペ

ースで仕事を進めることができる。フレックスタイム制度などを活用し、ライフスタイルに

合わせて働くことも可能である。 

 

◆参考情報 

関連資格 

国家公務員総合職試験（大卒程度試験、院卒者試験）「技術系区分」 

 

  

特許: 法令に基づき、発明について、一定期間の独占

権を付与すること。または付与された権利。 

フレックスタイム制: 一定の期間についてあらかじめ

定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・

終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度。
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職業定義 特許審査官 特許庁に出願された発明を審査し、特許性を判断する。

1 特許審査官 出願書類を読み、発明のポイントや背景を把握、理解する。

2 特許審査官
庁内外の検索システムを用いて、特許文献や学術文献等のデータベースから過
去に類似の技術がないか調査する。

3 特許審査官
出願された発明と発見された先行技術文献との対比を行い、特許性の判断を行
う。

4 特許審査官 特許性がないと判断した場合、拒絶理由通知を通知する。

5 特許審査官
拒絶理由通知に対する出願人からの意見・補正等の応答を考慮して更なる検討
を行う。

6 特許審査官 最終的に特許査定、または拒絶査定を行う。

7 特許審査官
判断が難しい案件などについて、他の審査官と議論・相談するために協議を行
う。

8 特許審査官 出願人と対面またはオンラインで面接審査を行う。

－143－

資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



 
 

143 
 

６ 職業名：セキュリティエキスパート（脆弱性診断）  B109－99 

 

◆どんな職業か 

 様々な情報システムが外部からの侵入や攻撃に対して弱点や問題点がないか診断する。その

ため情報システムを擬似的に攻撃するが、実際にシステムを壊し、サービスが停止する事態は

避ける。脆弱性診断士、脆弱性診断エンジニアと呼ばれることもある。 

 情報セキュリティ関係の仕事としては様々なものがある。情報システムがセキュリティ上問

題ないか監査したり（セキュリティ監査）、情報システムの脆弱性の診断をしたり（脆弱性診

断）、攻撃による事故等が発生したときに痕跡や原因を調べたり（デジタルフォレンジック）、

そして、システムへの外部からの攻撃や不正アクセスを監視し、インシデント発生時の対応を

行うセキュリティエキスパート（オペレーション）の仕事もある。これらの中でここでは脆弱

性診断を解説する。 

 脆弱性診断の対象となるハードウェアは Web サーバーが多いが、スマートフォン、PC、IoT

機器等も含まれ、幅広い。さらには最近では自動運転等の開発が進む自動車や、AI（人口知

能）のシステムも対象となる。対象となるソフトウェアも、Windows、Linux 等 OS（オペレーテ

ィングシステム）、データベース等ミドルウェア、更にこれらの上で動くアプリ（アプリケーシ

ョンソフトウェア）等、幅広い。 

 脆弱性を狙った攻撃は政治的、経済的意図による海外からのものが多く、国内からの本格的

な攻撃は少ない。 

 情報システムのセキュリティに関して検討する方法としては「脆弱性診断」と「ペネトレー

ションテスト」がある。脆弱性診断とはシステムに存在する脆弱性やセキュリティ上の不備に

ついてツール等を使用して網羅的に診断するものである。ペネトレーションテストとは、情報

サービスを止める、システムに侵入する、内部情報を不正に取得する等、特定の意図による攻

撃が成功するかどうか、テストするものである。情報システムの脆弱性だけでなく、従業員教

育も含め組織が様々な攻撃に対して問題ないか検討する。 

 脆弱性診断の方法としては「自動診断」と「手動診断」がある。「自動診断」では、製品版あ

るいは無料の自動検査ソフトウェアを使用して脆弱性を診断する。Web サイトの診断では Web

アプリケーションスキャナ（略して「スキャナ」）が用いられる。マニュアルに従って行うこと

もでき、脆弱性診断にそれほど詳しくなくてもできる。「手動診断」では脆弱性診断の専門知識

を持つ者が直接、各種検査を実施する。なお、手動診断の中でも効率的な作業のために各種ソ

フトウェアは利用される。診断に用いるソフトウェアやツールは大半が米国等海外のものであ

る。 

 診断は概ね、①診断前の打合せと準備→②診断の実施、脆弱性評価、レポート作成→③診断

結果の報告とアフターフォローという流れになる。 

 「①診断前の打合せと準備」では顧客と打合せをしながら、診断対象を確認し、どこに重点

を置くか等診断の順位づけを行う。ここで診断対象となるシステムは様々なため、対象システ

ムについて事前に勉強する必要もある。例えば医療系のシステムであれば、そのシステムがど

のように医療現場で利用されるか知っておく必要がある。診断の内容と方法の説明を行い、経

 

デジタルフォレンジック: [Digital forensics] 情報シス

テムへの攻撃、また、情報漏洩、不正利用等が発生し

た場合、残された記録からその方法や原因を調査する

こと。 

用語解説  

インシデント: [incident] 情報システムに影響を与え

る、または影響を与えうる不測の出来事。 
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費の見積もりを顧客に提示する。また、作業に必要なアカウントや権限を顧客から提供を受け

たり、診断対象への接続方法や作業場所の準備も行う。多くは自社からネットワーク経由で接

続し、診断作業は自社で行うが、データセンター等顧客のシステムの設置場所で行う場合もあ

る。この診断前の打合せと準備に基づき診断実施計画書を作成する。 

 「②診断の実施、脆弱性評価、レポート作成」では診断実施計画書を基に、自動診断、手動

診断により診断を行う。自動診断、手動診断が適切に行われているか確認し、診断ツールから

の出力結果も利用しながら、脆弱性の評価を行い、レポートを作成する。 

 「③診断結果の報告とアフターフォロー」では、診断結果を顧客に報告し、対処法を顧客と

検討する。対処が行われた後、対処が適切に行われ、脆弱性が解消したか、再診断を行い確認

する。 

 脆弱性診断がどの程度の期間になるかは、Web サイトのページ数等、対象システムの大き

さ、また、診断実施の難しさ等による。短ければ数日で終わる場合もあるが、1 か月程度かか

ることもある。診断の経費としても数十万円から数百万円、中には数千万円と様々である。 

 脆弱性診断は２、３人のチームで行うことが多い。これは診断作業を手分けしたり、それぞ

れの得意分野を組み合わせたり、診断の評価を相互にチェックするためである。 

 

◇ よく使う道具、機材、情報技術等 

 脆弱性診断ツール、自動検査ソフトウェア、Web アプリケーションスキャナ 

 

◆就くには 

 2000 年頃から生まれた職業であり、まだ定型的な

入職ルートはない。高専や専門学校で情報系を学ん

だ者も、大学卒や大学院卒も居る。大学卒、大学院

卒の理系をイメージするが文系も多い。セキュリテ

ィ・キャンプ(学生に対して情報セキュリティに関

する高度な教育を実施し、次代を担う情報セキュリ

ティ人材を発掘・育成するために情報処理推進機構

が実施している事業)に参加した学生は、この分野

の基礎は身に着けていると評価される。また、脆弱

性診断に関する世界的なコンテストがあり、その上

位者は実力が認められ、仕事をオファーされたり、

ヘッドハントされたりする。 

 システム開発を行ってきた者がこの仕事をする

ようになることも多い。システムの中身を知っていることが脆弱性診断を行う上で強みと

なる。デジタルフォレンジックを行っていた者やシステムの運用を行っていた者が移って

くることも多い。ただし、開発を行うエンジニア等が仕事の一部として行っていることは少

なく、多くの場合、脆弱性診断を専門に行っている。同業他社間での移動は非常に多い。個

人としての転職の動機は「自分の強みを発揮したい」、「新たな仕事にチャレンジしたい」等

が多く、会社側は「強化したい分野の人材を求める」等の理由が多い。話題性のある新しい、

用語解説  

データセンター: [data center]膨大なデータを格納する

ため多くのサーバーをまとめて設置し運用している施

設。 

用語解説 
デジタルフォレンジック: [Digital forensics] 情報シス

テムへの攻撃、また、情報漏洩、不正利用等が発生し

た場合、残された記録からその方法や原因を調査する

こと。 
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チャレンジしたい仕事がある会社に専門能力を高めたい人材が流れていく傾向がある。 

 関係団体が仕事に必要とされるスキルを体系化するプロジェクト（スキルマッププロジ

ェクト）を進めており、「技術に関する基礎知識」、「脆弱性に関する基礎知識」、「診断業務

の基礎知識」、「評価に関する知識」、「報告に関する知識」、「関係法令の知識」として整理さ

れている。スキルの体系から教育訓練カリキュラム（シラバス）を作成する動きもあり、さ

らに資格化も検討されている。ただし、手動診断などでの高度な診断は専門性が非常に高く、

状況の変化も激しいため、会社や団体が教育訓練を行うことは難しい。自身の興味、関心か

ら、専門知識を深め実務の経験等を通してスキルを極めていく形で自分の能力を高めてい

く場合が多い。 

 必要な情報の大半は英語のため、英語能力も必要であるが、自動翻訳の性能が向上しそれ

も使いながら情報を得られればよい。 

 仕事に必要な新鮮な情報は関係コミュニティや業界団体から得ることが多い。新しいセ

キュリティの問題点等、コミュニティ参加者の SNS で話題になることが多い。 

 ある程度の知識とスキルを身に着け会社に入り、仕事をしながら力を付けていく。典型的

なコースとしては、まず、プロジェクトマネージャ等のもと、診断のガイドラインに沿って、

スキャナを使用した自動検査を担当する。診断実施計画書に沿ってこのレベルの作業を行

うだけであれば、数か月から半年でもできる。このような自動検査の経験を積み、手動検査

を担当するようになる。手動検査では脆弱性の診断実施計画書、ガイドラインに沿って作業

を行うが、非定型な要素が多くなり、経験に基づく勘や閃きのようなものが必要となる。こ

のためこのレベルになるには３～５年かかる。 

 キャリアの次の段階は診断プロジェクトのマネジメントであり、経験を積んだ者が診断

案件を担当し、顧客との交渉や診断プロジェクトの管理を行う。診断のスキルに加えてビジ

ネススキルやマネジメントスキルが求められる。 

 その次の段階がグループのマネジメントであり、会社の課長、部長に相当する。会社の経

営計画に沿って、診断プロジェクトのマネジメントを行う者をまとめたり、新たな事業展開

を進める。グループを引っ張るリーダーシップ、社会や技術の先を読む先見性、周辺分野の

動きが分かる広い視野が求められる。 

 一方でこのようなマネジメントに進むのではなく、顧客や一般向けの研修の担当者とな

ったり、脆弱性診断の特定分野の専門性を高めていく者もいる。 

 診断スキル以上に、この仕事では高い倫理観と使命感が求められる。診断のスキルや知識

を悪用し、情報システムを攻撃したり、情報を盗み取ることもできてしまうためである。脆

弱性診断はより高度な細分化された知識が必要になっており、新しいシステムも次々に登

場するため、探求心、好奇心が求められる。 

 

◆労働条件の特徴 

 脆弱性診断を専門に行う会社で働いている場合が大半であるが、情報システムを運営する会

社や情報システムを開発する会社に所属し、脆弱性診断を行っている場合もある。顧客となる大

手企業が東京等大都市に集まっているため、脆弱性診断を行う会社も都内に集中している。診断

はリモートでもできるため地方に拠点がある会社もある。脆弱性診断を専門に行っているのは

日本の企業であり、外資系の企業はほとんどない。 
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 新しい職業でもあり、就業者数、年齢構成、男女比等の統計はない。この分野の専門家が集ま

るコミュニティの構成人数等から、日本全体で数百人程度、年齢は 30 歳代が多く、20 歳代が次

いで多く、女性は１割程度であると考えられる。 

 顧客のセキュリティ、機密情報に接することから、大半は正社員であるが、中には高い診断ス

キルを買われ、フリーランス、請負等で診断プロジェクトに参加する者もいる。 

 賃金、労働時間、休日等は勤務先の規定によるが、通常の IT 企業の会社員とあまり変わらな

い。特殊なスキルを必要とされることから、賃金が高い場合もある。 

 システムやソフトウェアの脆弱性やバグを発見すると、賞金を出すというような仕組みがあ

り（バグバウンティ；脆弱性報奨金制度；バグ報奨金制度）、その賞金が副収入となったり、ま

た、脆弱性やバグの発見能力を買われて、海外の会社に転職する者もそれほど多くはないがいる。

バグバウンティで副収入を得ることは大半の会社が認めている。 

 情報システムの利用が広がる中で、サイバー攻撃の件数も年々増加傾向にあり、攻撃手法自体

も高度化、複雑化していることからセキュリティの重要性は増しており、仕事も就業者も増加傾

向である。システムの開発や運用において、脆弱性診断を義務づける動きもあり、このことから

も仕事が増える傾向にある。 

 診断ツールが良くなり、これまで 3 人で行っていたものを一人でできるようになったりはす

るが、それ以上に仕事が増えている。自動車の自動運転のような新しい技術が出てくると、そこ

にはまた新たにセキュリティの問題も生じる。新しい情報システムが生まれれば、セキュリティ

の仕事も増えるという具合に仕事は広がり続けている。 

 

◆参考情報 
関係団体 

特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA:Japan Network Security 

Association) 

 https://www.jnsa.org/ 
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職業定義
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

様々な情報システムが外部からの侵入や攻撃に対して弱点や問題点がないか
診断する。

1
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

顧客と打合せをしながら、診断対象を確認する。

2
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

顧客と打合せをしながら、どこに重点を置くか診断の順位づけを行う。

3
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

診断対象となるシステムについて事前に勉強する。

4
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

脆弱性診断の内容と方法の説明を顧客に行う。

5
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

脆弱性診断の経費の見積もりを作成する。

6
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

作業に必要なアカウントや権限を顧客から提供を受ける。

7
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

診断対象への接続方法や作業場所の準備を行う。

8
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

診断前の打合せと準備に基づき診断実施計画書を作成する。

9
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

診断実施計画書を基に自動診断を行う。

10
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

診断実施計画書を基に手動診断を行う。

11
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

自動診断、手動診断が適切に行われているか確認する。

12
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

ペネトレーションテストを行う。

13
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

 脆弱性の評価を行い、レポートを作成する。

14
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

脆弱性の評価についてメンバーで検討する。

15
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

診断結果を顧客に報告する。

16
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

脆弱性に対する対処法を顧客と検討する。

17
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

脆弱性が解消したか、再診断を行い確認する。

18
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

診断案件のマネジメントを行う。

19
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

顧客と診断案件に関して顧客と交渉する。

20
セキュリティエキスパー
ト（脆弱性診断）

顧客や一般向けに脆弱性に関する研修や講習を行う。
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７ 職業名：NPO 法人職員（企画・運営）  C253-01 C259-99 

 

◆どんな職業か 

  社会の様々な課題を解決するため、営利を目的とせず社会貢献活動を行う NPO 法人（特定

非営利活動法人）において、新規事業の企画立案や事業の運営を行う。 

 NPO 法人は、社会の多様化したニーズに応えるために、福祉、教育・文化、まちづくり、

環境、国際協力など様々な分野で活動している。NPO 法人では、有給職員だけでなくボラン

ティアも活動しているが、その多くは、事業の実施を担う人材であり、企画・運営業務を行

う職員の割合はそれほど多くはない。また、小規模の NPO 法人においては、企画・運営業務

だけでなく、一人で様々な業務を担当することもある。 

 仕事は、大きく分けると、新規事業の企画立案と事業の運営の２つの業務がある。まず、

日頃の活動を通じて、支援対象者の課題やステークホルダーのニーズを把握する中で、新規

事業のアイディアが生まれる。そうしたアイディアをもとに、文献調査やヒアリング調査等

を行い、先行事例や現場のニーズを把握した上で、新規事業の企画を行う。新規事業の企画

が明確になったら、事業の予算を見積もり、事業計画を作成する。新規事業の企画プロセス

では、企画・運営業務を担う職員が中心となって企画を実現化していくほか、比較的大きな

団体においては各事業部門の担当者とともに、チームを結成することもある。 

 新規事業の運営にあたっては、事業に関係するステークホルダーと調整を行いながら、資

金の調達、事業のスケジュール管理、イベントの計画や事業拠点等の手配、ボランティアを

含む事業を実際に担う人材の確保・管理、予算の管理のほか、これらに関連する事務的な業

務も行う。自治体等の委託事業を実施する場合は、申請書や報告書の作成などを行う。また、

事業の評価指標を設定し、事業実施後にアンケート調査等によりその効果を検証した上で、

事業の改善や事業の拡大につなげていく団体もある。 

 行政や民間企業が取り組むことが難しい領域において、先進的・革新的な事業を立ち上げ、

それが利用者の方の役に立ち、社会貢献につながった時に大きなやりがいを感じることが

できる。 

 

◇ よく使う道具、機材、情報技術等 

 ワード、エクセル、パワーポイント、パソコン 

 

◆就くには 

 入職にあたって、特に学歴や資格は必要とされないが、大卒が比較的多い。中途採用が多

いが、新卒採用を行う NPO 法人もある。新卒の場合は、在学中に NPO 法人でのインターンシ

ップやボランティア経験がある者が多い。 

 入職後の研修は OJT が中心となるが、業務上必要となる研修（現場研修や業務に関係する

専門研修）を受ける機会もある。また、外部の研修を受けた場合に、研修の受講費用を補助

する制度がある NPO 法人もある。 

用語解説 

ステークホルダー: 企業、団体などの組織に対して利

害関係を持つ人（株主、顧客、従業員、行政機関、地

域社会等）。 
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 キャリアは、本人の資質や意向、ライフスタイル等により一人一人異なる。各事業部門の

マネジメント職に就く人や別の NPO 法人を立ち

上げる人のほか、NPO 法人での経験を活かして民

間企業へ転職する人もいる。 

 実際に仕事をしていく上では、ゼロから新たな

事業を立ち上げることができる主体性や自律性

に加え、複数のステークホルダーとの調整を行

い、事業を遂行することができるコミュニケーシ

ョン能力やプロジェクトマネジメント力が必要

である。また、事業計画書作成等のデスクワーク

も行うため、ワード、エクセル、パワーポイント

などのパソコンのスキルも必要である。社会問題

に関心を持ち、社会や地域へ貢献する意欲が高い

ことが求められる。 

 

◆労働条件の特徴 

 労働条件は、NPO 法人の財政規模や事業内容により異なる。職場は、NPO 法人の活動拠点

であり、全国に分布している。就業形態は NPO 法人により異なるが、正規職員のほか、当該

企画を専門分野とするフリーランスもいる。NPO 法人の活動分野は多様であり、就業者の年

齢層も幅広い。男女比率は活動分野によって異なるが、保健・医療・福祉分野などでは比較

的女性が多い。 

 賃金に関しては、正規職員の場合、賃金形態は月給制が多いが、一般企業と比較すると低

い水準である。休日は、週休 2 日制が基本であるが、NPO 法人の行う事業が土日祝日も行わ

れている場合は、シフト制で勤務する場合もある。フレックスタイムなど柔軟な勤務形態で

働く人もいる。 

 震災や水害などの自然災害や感染症の流行など新たな社会課題が生まれた時に、NPO 法人

における役割は拡大する。近年では、クラウドファンディングなど多様な方法により資金を

集める NPO 法人も増えてきており、そうした財源が、新たな社会課題に対する迅速な新規事

業の立ち上げを可能としている。 

 

◆参考情報 

 関連団体 

 特定非営利活動法人 日本 NPO センター https://www.jnpoc.ne.jp/ 

特定非営利活動法人 新公益連盟 https://www.shinkoren.or.jp/ 
  

用語解説 

ステークホルダー: 企業、団体などの組織に対して利

害関係を持つ人（株主、顧客、従業員、行政機関、地

域社会等）。 

用語解説

フレックスタイム: 一定の期間についてあらかじめ定

めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終

業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度。 
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職業定義
NPO法人職員
（企画・運営）

社会の様々な課題を解決するため、営利を目的とせず社会貢献活動を行うNPO法人
（特定非営利活動法人）において、新規事業の企画立案や事業の運営を行う。

1
NPO法人職員
（企画・運営）

日頃の活動を通じて、支援対象者の課題やステークホルダー（行政・協力企業・寄付
者・学校・地域等）のニーズを把握する

2
NPO法人職員
（企画・運営）

文献調査やヒアリング調査等を実施し、先進事例や現場のニーズを把握する。

3
NPO法人職員
（企画・運営）

事業の予算を見積もり、事業計画を作成する。

4
NPO法人職員
（企画・運営）

事業に関係するステークホルダー（行政・協力企業・寄付者・学校・地域等）との調整
を行う。

5
NPO法人職員
（企画・運営）

資金を調達する。

6
NPO法人職員
（企画・運営）

事業のスケジュールを管理する。

7
NPO法人職員
（企画・運営）

イベントを計画する。

8
NPO法人職員
（企画・運営）

事業拠点等の手配をする。

9
NPO法人職員
（企画・運営）

事業を実際に担う人材を確保し、管理する。

10
NPO法人職員
（企画・運営）

事業の予算を管理する。

11
NPO法人職員
（企画・運営）

事業に関する事務的作業を行う。

12
NPO法人職員
（企画・運営）

自治体等の委託事業を実施する場合は、申請書や報告書の作成などを行う。

13
NPO法人職員
（企画・運営）

事業の評価指標を設定し、事業実施後にその効果を検証した上で、事業を改善・拡
大する。
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８ 職業名：データエンジニア  B109-99 

 

◆どんな職業か 

 膨大なデータを分析するためにデータの整理や管理を行ったり、複雑で大規模なデータ

が活用できるよう情報基盤の構築や運用を行う。 

情報化が進展した今日、膨大なデータ（ビッグデータ）が蓄積され、利用・活用されるよ

うになっている。また、AI(人工知能)も様々な場面で応用が進んでいるが、その実用化の

ためには大量のデータが必要となる。このような膨大なデータを扱うエンジニアである。 

 データエンジニアに似た職業にデータサイエンティストがある。データサイエンティス

トがデータを分析し、新たな商品やサービスを生み出したり、業務プロセスを革新する知

見を引き出すのに対し、データエンジニアはこのためのデータの収集、整理、管理、そし

て情報基盤の構築や運用を行う。 

 また、データエンジニアとは呼ばれていなかったが、システムエンジニアの中にはデー

タの収集と整理に関する開発、また、データを活用するための情報基盤の構築と運用を行

う人も居り、この人達もデータエンジニアと同じような仕事をしていたといえる。そし

て、データエンジニアの中で分析に特化し、専門性を高めていきデータサイエンティスト

となったり、機械学習に特化し AI エンジニアになっていく人もいる。データエンジニア

とシステムエンジニア、データサイエンティスト、AI エンジニアの関係をこのように整理

することもできる。 

 データエンジニアの具体的な業務としては以下の３つがある。 

 第一に、データはそのままでは利用できないことが多く、欠損しているデータを補った

り、データの重複を整理したり、表記の揺れ（サーバーとサーバ、西暦と和暦、年齢区

分、center と centre 等々）などを統一する作業であり、分析できるようデータを整理、

加工する業務である。データをグラフ等で見やすく視覚化する業務もこの中に含まれる。

また、データの整理、加工のためにプログラムを作成することもある。 

 第二に、データを収集し、蓄積し、利用できるような情報基盤を設計し、構築する業務

である。具体的には、IoT などにより集まってくる膨大なデータからデータベースを作成

し、データサイエンティストやデータを分析する人が必要な形で取り出せるよう、情報イ

ンフラを開発する業務である。近年では、膨大なデータを廉価に効率的に格納し、利用す

るためにクラウドサービスを利用することが多い。この場合、データエンジニアはクラウ

ド上にデータを蓄積し、利用する情報システムを開発、運用する。また、最近、各種セン

サーやカメラ、IoT を駆使したスマート工場が話題になるが、このような工場の情報シス

テムを開発するのもデータエンジニアである。 

 第三に、AI（人工知能）開発における「教師データ」の作成がある。AI に学習させるた

めには「教師データ」が必要であり、そのデータを作成する。データを整理し、データを

整える業務である。このデータ整理のためにプログラムを作成することもある。AI を運用

しその結果から、教師データを作り直すこともある。 

 

用語解説 

機械学習: AI（人工知能）の開発において、教師デー

タを与えることによって、適切な処理や動作ができる

ようにすること。 

用語解説 

AI エンジニア: AI（人工知能）の様々な分野での活用

に関して研究開発を行うエンジニア。ディープラーニ

ング（深層学習）などの手法により、アルゴリズム

（問題解決の手順）を考えてシステムとして実現す

る。 

用語解説  

IoT: [Internet of Things]「モノのインターネット」と

いわれ、 コンピューターなど従来の情報機器だけでな

く、家庭の電化製品、工場の機械など様々なものをイ

ンターネットに接続すること。これにより製品や機械

のこれまでにない利用活用が可能になる。 

用語解説  
クラウドサービス: インターネット上のシステムでデ

ータの保存やソフトウェアの利用などが行えるサービ

ス。インターネット上のシステムを雲（クラウド）の

中に描いて図解にしていたことに由来する。 

用語解説

スマート工場: 施設内のロボット、製造装置、設備な

どをインターネットで接続し、人工知能などにより生

産効率や品質を向上させる工場。 
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◆就くには 

 新卒採用では理工系の大学、大学院の者が多

いが、文系でも心理学や経済学等データを扱っ

ていた卒業生も多い。高専や専門学校の情報系

の卒業生もいる。システムエンジニアとして一

括して新卒採用し、その中からデータエンジニ

アとして育てていく会社もある。 

 中途採用の場合、システムエンジニア等 IT

関係のエンジニアから転職という人が多い。ま

た、製造、金融、医療、教育等、何らかの分野

に詳しい業務知識を持っていると中途採用で

は有利となる。 

 資格関連では民間が運営する海外のものが

あり(Google 認定プロフェッショナルデータエ

ンジニア、CCP データエンジニア認定試験等)、

この認定を持っているとデータエンジニアのスキルがあると国の内外で評価される。 

 データエンジニアそのものの資格ではないが、情報処理振興機構（IPA）のデータベース

スペシャリスト試験、システムアーキテクト試験などは関連する知識を持っている証明と

なる。 

 総務省、文部科学省、経済産業省、内閣府、厚生労働省が後援し、日本統計学会が認定す

る、一般財団法人 統計質保証推進協会が実施している「統計検定」も関連する知識の検定

となっている。 

 新卒採用の場合、入社後、社内で必要に応じて、基礎スキルの研修（プログラミング、数

学、データ分析、データベース、分散処理、機械学習、AI(人工知能)等）、業務知識の習得

（データの背景を把握するための顧客の業務の理解等）、プロジェクトのマネジメント（チ

ーム管理やアジャイル開発）等の研修を行う会社もある。開発のスピードアップが求められ

る今日、以前のウォーターフォール型でない、アジャイル開発のスキルが求められている。 

 このような研修を受け、その後は社内でプロジェクトに参加し、仕事をしながら、また、

関連する Kaggle 等のコミュニティに参加し、力をつけていく。Kaggle とはそのトップペー

ジに Your Machine Learning and Data Science Community とあるように、世界中の機械学

習とデータサイエンスに携わる数十万人が集まるコミュニティである。 

 この後のキャリアとしてはプロジェクトのマネジメントをし、さらにグループのマネジ

メントをするようになるというように管理職的なキャリアを歩む人と、専門性を高めエキ

スパートになっていく人がいる。専門性を高め、データサイエンティストや AI エンジニア

になる人もいる。 

 データエンジニアに必要なスキルとしては、微分積分、線形代数、確率統計などの数学の

スキル、Python、Java、R などのプログラミングのスキル、Scala（スカラ）等を使ってデー

タを可視化するスキル、ビッグデータを分析する環境をアマゾン、マイクロソフト、グーグ

ルなどのクラウドサービスでデータベースを設計、構築し、運用するスキルが求められる。

また、スマート工場など社内で情報インフラを構築する場合、センサーや IoT の知識、サー

用語解説 
アジャイル開発: システム開発、ソフトウェア開発に

おいて、小規模な開発から始め、動作確認を繰り返し

ながら素早く開発を進めていく方法。 

用語解説  

ウォーターフォール型: システム開発、ソフトウェア

開発において、水が上から下に流れるように、あらか

じめ上位の設計（基本設計）から下位の詳細な設計

（詳細設計）まで行い、それに沿って開発を進めてい

く方法。 

用語解説 

データサイエンティスト: 新たな商品やサービスを生

み出したり、業務プロセスの革新のため、大量に蓄積

されたデータ（ビッグデータ）を分析する技術者。 

用語解説 

AI エンジニア: AI（人工知能）の様々な分野での活用

に関して研究開発を行うエンジニア。ディープラーニ

ング（深層学習）などの手法により、アルゴリズム

（問題解決の手順）を考えてシステムとして実現す

る。 
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バやネットワークなどを設計、構築し、運用するスキル、Hadoop などによる大規模なデー

タを分散処理する知識などが求められる。そして AI 開発が盛んな今日、機械学習の知識が

求められる場合もある。また、データを扱う上では対象分野の業務知識が非常に重要である。

業務知識が無ければ、どのようなデータでどのように処理すれば良いかが分からない。技術

動向や社会、経済の動きを把握していることも必要である。 

 膨大で複雑なデータを丹念に処理していく必要があることから、根気があり、粘り強いこ

とが求められる。データの分析では自分の思い込みがないか、自分の考えを客観的にとらえ

られることも必要である。技術や分析に対する好奇心、新しい手法を積極的に取り入れるチ

ャレンジ精神も求められる。 

 

◆労働条件の特徴 

 情報システムの企画、構築、運用などの業務を一括して請け負う会社であるシステムイン

テグレーター（System Integrator、略して SIer）やスマート工場他を持つメーカーで働い

ている人が多いが、中小のデータ分析の専門会社で働いている人もいる。 

 基本的には自社で勤務し、作業自体はほぼ PC だけでできることから、テレワークなど自

宅で作業を行うこともできる。機密性のある顧客データを扱う場合、自社において厳密な入

退室管理が行われている部屋で作業を行う。また、顧客の拠点で作業を行うこともある。顧

客との打合せ、結果報告等のため客先を訪問することもある。 

 この職業の就業者に関する統計等は無いが、前述のコミュニティの参加者等から日本で

数万人居ると考えられる。この中には肩書はシステムエンジニアであるが、実質的にはデー

タエンジニアの仕事をしているという人も含まれる。フリーランスは少なく、会社の正社員

として働いている人が大半である。このコミュニティの参加者から 30 歳代が多く、次いで

40 歳代が多い、男女の比率としては 7:3 から 8:2 程度と考えられる。 

 収入面や労働時間はシステムエンジニアとあまり変わらないが、ビッグデータの利用・活

用が広がり、仕事が多くなっている反面、スキルの高い人材は少ないことから高給の人もい

る。 

 今日、産業、社会の広範なデジタル化、IoT(モノのインターネット)、デジタルトランス

フォーメーション（DX）など、データの活用が益々、拡大している。一方、専門的な知識、

高度なスキルを有する人材は不足しており、仕事には事欠かない状況が続くと考えられる。 

  

用語解説  

スマート工場: 施設内のロボット、製造装置、設備な

どをインターネットで接続し、人工知能などにより生

産効率や品質を向上させる工場。 

用語解説  

デジタルトランスフォーメーション: [DX:Digital 

Transformation]デジタルによりビジネスや社会を変革

されること。 
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職業定義 データエンジニア
データを分析するためにデータの整理や管理を行ったり、データを活用する情報基
盤の構築や運用を行う。

1 データエンジニア データの背景となる業務知識を習得する。

2 データエンジニア データの加工、整理の方法について検討する。

3 データエンジニア 欠損しているデータを補う。

4 データエンジニア データの重複を整理する。

5 データエンジニア 表記の揺れ（サーバーとサーバ、centerとcentre等々）を統一する。

6 データエンジニア データをグラフにする等視覚化する。

7 データエンジニア データを加工するプログラムを作成する。

8 データエンジニア どのような情報基盤にするか検討する。

9 データエンジニア どのクラウドサービスを使うか検討する。

10 データエンジニア クラウドサービスでデータの情報基盤を設計する。

11 データエンジニア クラウドサービスでデータの情報基盤を構築する。

12 データエンジニア クラウドサービスでデータの情報基盤を運用する。

13 データエンジニア 社内に設置するデータの情報基盤を設計する。

14 データエンジニア 社内に設置するデータの情報基盤を構築する。

15 データエンジニア 社内に設置するデータの情報基盤を運用する。

16 データエンジニア 「教師データ」の作成方針を検討する。

17 データエンジニア 「教師データ」を作成するためにデータを整理する。

18 データエンジニア 「教師データ」を作成するためにプログラムを作成する。

19 データエンジニア AIを運用しその結果から、教師データを作り直す。
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９ 職業名：独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）  B189-99 

 

◆どんな職業か 

 顧客に寄り添い、顧客のライフプランやニーズに合った長期の資産形成のために、金融商

品等の選定・運用や各種制度の活用の提案・アドバイス、売買取引の支援を行う。 

 類似の職業としてファイナンシャル・プランナーがあるが、独立系ファイナンシャル・ア

ドバイザー（IFA：Independent Financial Adviser 以下「IFA」という。）は金融商品仲

介業者であるので、顧客の資産形成プランの目標に合致した個別具体的な金融商品の提案を

行い、買い付け契約等の実行支援ができることに特徴がある。 

 IFA の業務は、IFA 法人等（金融商品仲介業者）が証券会社等である金融商品取引業者又

は登録金融機関（以下「金融機関」という。）と業務委託契約を結んだ上で行われる。しか

し、IFA 法人等は、複数の金融機関と業務提携を結んでいることが多く、経営は独立してお

り、顧客が目的に最も適した資産運用が可能な金融商品（投資信託、ETF、リート（不動産

投資）、各種債券(国債、社債、劣後債等)、国内外株式等）を選択できるよう金融機関の営

業方針からは独立した立場でアドバイスを行っている。 

 IFA の仕事は、これまでは主な顧客は、定年退職を控え資産運用に課題を抱えた年代層が

中心であり、リタイヤ後の生活が長くなったことに合わせた資産寿命の長期化を図るための

プラン（リタイヤメントプラン）の作成及びその支援等を行うことが多かったが、最近で

は、30歳代からのライフイベント（子供の就学・就職・結婚、住居の購入・建替・修繕、車

の購入・買替、家族旅行など）を考慮した長期的な資産運用のプラン作成の相談も増えてい

る。 

 最初の段階では、ファイナンシャル・プランナーと類似した手法で、ライフイベントを聴

き取り、現状把握をした上で、現状の資産配分を維持する場合、生涯に亘り資産総額がどの

ように推移していくかを推計する。このため、保有している金融商品等の分析・診断を行

い、ライフプランを考慮したキャシュフロー表、バランスシートを作成する。 

 具体的には、まず、顧客のライフプランや価値観を踏まえながら、家族・年齢構成や収

入・支出の内容、保有する金融資産、住宅ローン等の負債、介護・医療経費、保険など、基

礎となるデータを面接等により丁寧に聴き取り収集する。また、顧客の生涯に亘る生活設計

と貯蓄目標、投資手法、希望リターン割合やリスク許容度等に関する様々なニーズを詳細に

把握し、これらに基づき投資方針を明確にして、総合的・長期的な資産形成の設計を行う。 

 これに続き、資産の投資先配分（ポートフォリオ）を検討し、金融市場動向、リターン及

びリスク等に係る各種金融商品の分析・特性、当該金融商品の運用管理費等を勘案して投資

先配分ごとに最適と思われる個別銘柄及び組合せを選定し、幾つかの選択肢を提案する。合

わせて、iDeCo（個人向け確定拠出年金）やNISA（少額投資非課税制度）等資産形成に資す

る税制優遇制度の活用についても情報提供や提案を行う。顧客が当該選択肢から売買を決定

した場合、金融資産取引のための口座開設や取引コース変更をはじめ各種投資手続の実行支

援を行う。 

 また、IFA 法人は顧客ニーズに応じた資産形成に関連する複合的なサービスを提供してい

用語解説

金融商品仲介業者: 証券会社等（複数の場合あり）の

委託を受け、投資信託の募集等の仲介を行う業者。 

用語解説

金融商品取引業者: 証券会社、投資顧問会社等、金融

商品を取り扱うために金融庁に申請、登録を受けた業

者。 

用語解説 
ETF: [exchange traded fund]特定の株価指数（東証株

価指数（TOPIX）等）に連動するように運用され、東

京証券取引所などの金融商品取引所に上場している投

資信託。 

用語解説  

劣後債: 企業が破産や解散した際、元利金の返済順位

が最後になることを条件に企業が発行する債券。 

用語解説  

キャシュフロー表: 証券取引法の適用企業における財

務諸表の一つで、企業の一定期間における現金または

現金同等物の収支を報告するための資料。 

用語解説  
バランスシート: 貸借対照表。証券取引法の適用企業

における財務諸表の一つで、企業の「資産」と「負

債」「資本」を対照表示し、財政状態を明らかにするた

めの報告書。 
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る場合が多く、具体的には、税理士事務所、会計士事務所、保険代理店、投資助言業、不動

産仲介業等を兼業している。このような場合、所属するIFA は金融商品仲介業の業務のみな

らず保険や住宅ローン、相続、不動産等に係るアドバイス（それぞれ資格を必要とする。）

を合わせて行っている。 

 さらに、税務、相続・贈与、不動産等に関して、必要に応じて税理士、会計士、弁護士、

宅地建物取引士等の専門家等と連携して支援することもある。 

 当初の支援の後も、アフターフォローとして、定期的な運用状況の確認や経済激変時に不

安点を解消できるようにアドバイスすることや、顧客のライフプランの変動に合わせ、場合

によっては資産運用の見直しに関する相談を行う等、長期に亘りアドバイスを行う。一人の

顧客に対して生涯を通して支援することがIFA の基本理念となっている。 

 このような個人顧客へのサービスの他に、IFA 法人が一般や特定顧客に向け定期的に開催

するセミナーの講師を務めたり、定期的に発行する資産形成及び金融市場動向等の各種資料

の作成も行う場合もある。なお、これらセミナー参加者等が顧客の候補となる。 

 

◇ よく使う道具、機材、情報技術等 

 インターネット 

 

◆就くには 

 この仕事に就くために特に学歴は必要とされ

ないが、実態としては、経済学部、商学部など経

済系の大卒者が多いし、理系もいる。IFA として

の新卒採用は現時点ではほとんど無い。入職者

は、証券会社、銀行、保険代理店等金融機関で就

業していた者が中途採用されるのがほとんどと

いえる。債券、投資信託等の有価証券を取り扱う

証券外務員や保険・相続・不動産等のコンサルタ

ント等の実務経験を 3～10 年間積んでから IFA

法人へ転職するのが一般的である。 

 金融商品取引法上、金融商品仲介業者の登録外

務員として内閣総理大臣へ登録する必要がある。

従って証券外務員資格（日本証券業協会）は必須

である。また、生命保険を取り扱う場合は生命保

険募集人として登録（一般社団法人生命保険協

会）することが必要となる。 

 また、NPO 法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の審査試験に合格し認定される

「AFP（アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー）資格」、「CFP（サーティファイ

ド ファイナンシャル プランナー）資格」、日本証券アナリスト協会の「認定アナリスト

（CMA）」や「プライベートバンカー（PB）」を取得することが顧客の信頼を得るために事実

上必須なものとなっている。さらに、関連資格として、「シニア・ライフ・コンサルタント
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（SLC）」、「トータル・ライフ・コンサルタント（TLC）」がある。 

 資格取得後も最新の経済・金融情報、税制や不動産に通じている必要があるため、継続的

な情報収集等が必要となる。 

 金利、為替相場等の金融市場や経済全般の専門知識が必要であるが、株価などの相場は経

済や政治、社会情勢により刻々と変動するため、国際情勢など世界のニュースに常に注意を

払い、スピーディーに情報収集することが求められる。また、個々の企業の業績、財務状況、

成長可能性等についての調査・分析力、アナリストの分析等を正確に理解できる能力も重要

である。そのためにインターネットによるデータ収集、得られたデータを分析・整理するな

どの IT の活用も不可欠となっている。 

 さらに、資産運用プランの設計等の計画策定能力、関係先企業との渉外・調整能力、セミ

ナー等でのプレゼンテーション能力も欠くことはできない。 

 顧客の真のニーズを理解し相談内容に寄り添うヒアリングスキル、責任感があり顧客と

の信頼関係を維持できる対人コミュニケーション能力も重要である。金融市場が混乱し、価

格が暴落するような状況でも冷静に対応できるストレス耐性も必要となる。 

 

◆労働条件の特徴 

 勤務する IFA 法人等は大都市圏に多いが、地方中核都市にもある。 

 金融商品仲介業者の登録数は全国で約 900 弱程度（（*１）令和 2 年５月現在）であるが、

IFA が所属し実際に活動している法人数は約 600 程度（*２）とみられる。 

 全国での就業者数は、金融商品仲介業者（法人）の登録外務員約 4,000 名と個人金融商品

仲介業者の登録外務員約 300 名を合わせて約 4,300 名程度（（*２）令和 2 年 6 月末現在）と

見込まれている。 

 労働条件は、勤務先の規定に従うが、雇用労働者として雇用される場合と個人事業主とし

て IFA 法人に所属している場合がある。雇用労働者の場合は、IFA 法人の正社員として雇用

される場合が多く、月給制となっている。中には独立して個人で資産形成の専門家として活

動している者もいる。なお、IFA 法人は、一部を除き小規模な事業所が多く、転勤は無く、

地元に密着して特定の顧客を長期間にわたり担当してサービスを提供することが多い。 

 超高齢社会を迎えリタイヤ後の生活が長期に亘ることで、将来の生活資金への不安と生

涯の資産形成に関心が高まっている現下、政府は「貯蓄から資産形成へ」と安定的な資産形

成に資する施策を進めるとともに、金融庁は「顧客本位の業務運営に関する原則」（平成 29

年 3 月）を定め、金融機関が顧客の利益を重視するよう取組んでいる。このような状況の

中、金融機関とは独立した立ち位置でサービスできること、兼業メリットも生かしながら顧

客への金融サービスを創意工夫できること、地元密着で既存の金融機関が充分にカバーで

きない顧客層にも適した金融サービスを提供できること等のメリットがある IFA の役割に

対する期待は高まっている。また、顧客への個別支援・アドバイスの他、一般向けの資産設

計セミナーの講師、資産形成に関する著作物の執筆などで活躍する IFA も出てきているな

ど、今後 IFA の活躍の場が増えていくことも想定される。 

 

（*１）金融庁 金融商品仲介業者登録一覧（令和 2 年 5 月現在） 

（*２）日本証券業協会 金融商品仲介業者の登録外務員数（令和 2年 6 月末現在） 
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◆参考情報 

関連団体 

一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 https://www.faa.or.jp/ 

日本証券業協会 https://www.jsda.or.jp/about/gaiyou/index.html 

特定非営利活動法人（NPO 法人） 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会   

                             

https://www.jafp.or.jp/ 

公益社団法人日本証券アナリスト協会 https://www.saa.or.jp/ 

一般社団法人生命保険協会 https://www.seiho.or.jp/exam/curriculum/  

関連資格 

証券外務員資格 生命保険募集人 

AFP（アフィリエイテッド ファイナンシャルプラナー）資格、CFP（サーティファイド フ

ァイナンシャルプラナー）資格  

日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）、プライベートバンカー資格（PB） 

シニア・ライフ・コンサルタント（SLC）、トータル・ライフ・コンサルタント（TLC） 
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職業定義
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

顧客のライフイプランやニーズに合った長期の資産形成のために、金融商品等
の選定・運用や各種制度の活用の提案・アドバイス、売買取引の支援を行う。

1
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

顧客の価値観、ライフイベント、家族構成等生活全般について聞き取りを行
う。

2
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

顧客を取り巻く現状と金融資産、資産運用等について分析、診断等を行う。

3
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

経年的な資産総額の推移を推定し、資産形成の設計を行う。
（キャシュフロー表、バランスシートを作成等を含む）

4
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

顧客の投資手法、希望リターン割合やリスク許容度等に関する様々なニーズに
基づき資産の投資先配分（ポートフォリオ）を検討する。

5
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

顧客の意向を踏まえ、適切と思われる個別の金融商品やその組合せを選定し、
複数の選択肢を提案する。

6
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

iDeCo（個人向け確定拠出年金）やNISA（少額投資非課税制度)等資産形成に資
する金融制度の活用について提案を行う。

7
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

アフターフォローとして定期的な資産運用状況等の確認等を行う。

8
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

顧客のライフプランの変動に合わせ、資産運用方針の見直しに関する相談、ア
ドバイスを行う。

9
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

金融商品以外の生命保険、住宅ローン、相続、不動産に係るアドバイス等を行
う。

10
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

必要に応じて税理士、会計士、弁護士、宅地建物取引士等の専門家と連携して
支援する。

11
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

各種金融商品等に関する知識を得るための情報収集を行う。

12
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

最新の国際情勢、経済・金融市場情報、個別企業の動向、税制や不動産等関連
分野に関する情報収集を行う。

13
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

インターネット等を利用してデータを収集し、得られたデータの分析・整理を
行う。

14
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

定期的に発行する資産形成、金融市場動向等の各種資料の作成を行う。

15
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

顧客や一般の方向けの資産形成、金融市場動向等に関するセミナーの講師を務
める。

16
IFA(独立系ファイナン
シャル・アドバイ
ザー）

金融資産取引のための口座開設、取引コース変更をはじめ顧客の手続代行等関
連の事務手続きを行う。
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１０ 職業名：タンクローリー乗務員  I663-05    

 

◆どんな職業か 

 タンクローリーに乗務し、ガソリン等液体・高圧ガスなどを移送する。 

 タンクローリーは、重心を低くするために、荷台の形が楕円形をしており、危険物を移送

する車は「危」、毒物・劇物を移送する車は「毒」、高圧ガスを移送する車は「高圧ガス」の

標識を車の前後に掲示しなければならない。 

 なお、ガソリン等の引火性液体危険物の移送を行うタンクローリーのほか、飲料水、牛乳、

シロップ等飲料品を運ぶ給水車、小麦粉や肥料、砂糖などの粉粒体を運ぶバルク車等もタン

クローリーに含まれる。 

 以下は、ガソリン等の引火性液体危険物の移送を行うタンクローリー乗務員の業務を中

心に述べる。 

 乗務員は出社して車両の運行前点検・アルコール呼気や健康状態等のチェック、配車内容、

配送先、道路状況等の注意点・連絡事項等運行管理者からの点呼・伝達を受けた後、危険物

取扱者免状又は高圧ガス移動監視者講習修了証、防護服、保護具や消化器等携行品の確認、

イエローカード（事故発生時にドライバーが取るべき応急措置、災害拡大防止措置等を記載

した黄色い書面）の設置及び安全運行のため車両の始業前点検を行い、車両に乗り込み運転

を始める。 

 液体・高圧ガスなどの場合、荷積み（発荷主）は、製油所、油槽所等の供給拠点であるが、

ここで積み込んだ後、ガソリンスタンド（給油所）、工場、運送会社、航空会社施設等に配

送する。1 回の荷積みで 1～3 件配送し、1 日で２～４回繰り返す。工場を中心に回るもの、

ガソリンスタンドを中心に回るもの等様々な形態がある。運転距離は中・短距離が多い。 

 積み込みは、製油所等に到着してから勤務先からのオーダーを確認して製油所等の電子

機器に油種・数量等を登録後、積み込みレーン（ベイ）にタンクローリーを移動させる。ア

ースを取付ける等火災防止措置を取り、タンクローリーの各ハッチ(通常５個～８個ある。）

の上部の蓋を解放し、出荷基地のアームを挿入し、IC カード等でベイの電子機器を操作し

て、ハッチの蓋を開けて爆発防止のために気体を回収した後、積込みを開始する。最近では

タンクローリーのハイテク化が進んでいて、各ハッチに積み込む油種（ガソリン、灯油等）、

数量（ハッチ割）を電子機器に記憶させるシステムとなっており、手順を遵守すれば積み込

む油種や数量を誤ることは無い。積込み作業が終了したら、ハッチの蓋のハンドル閉鎖やア

ームの所定位置への収納等を確認してガソリンスタンド等配送先へ出発する。 

 ガソリンスタンド等配送先に到着し、入場する前に、営業を妨げない安全な入場ルートを

確認しておき、ガソリンスタンド等立ち会い者の誘導に従い所定の位置に停車し車止めを

置く。 

 次に、納品書（荷卸し確認チェックリスト）で、納入先や油種と数量をガソリンスタンド

等立ち会い者とタンクローリー乗務員相互で確認する。 

 ガソリンスタンド等における荷卸し時におけるコンタミ（混油）事故やオーバーフロー

（漏油）事故等防止について消防法に基づく立会義務があり、ガソリンスタンド等立ち会い

者とタンクローリー乗務員の相互協力、相互確認が安全対策の基本となる。 

 そして、アースの接続、消火器の配置等準備を行った後、ハッチ積荷と地下タンク在庫の
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油種・数量と荷卸し数量を相互に確認し、荷卸しの油種の順序（原則、灯油、レギュラー、

ハイオク、軽油の順番）を決定する。その後、配送先のタンクとタンクローリーのハッチを

ホースで繋いでコックを開ける。その際、注油口のタンク番号、油種、ホースの結合状態を

よく確認することが重要である。荷卸し時に、ガソリンスタンド等側にある油種を識別する

油種キーを接続することでガソリンスタンド等側の油種と荷卸ししようとしているハッチ

の油種が一致しないと各ハッチに付いているバルブが開かないよう混油事故を防止してい

る場合もある。ただし、同一の油種を複数のタンクに分納する場合は注意が必要で、数量の

振り分けは各ハッチのバルブ操作をする事により行うので、誤ると油が溢れる。また、安全

のため、荷卸しの際は、落ちタバコや静電気に細心の注意を払う必要がある。荷卸し作業終

了時に、ハッチ内残油と地下タンク在庫を検量し、荷卸し確認チェックリストにガソリンス

タンド等立ち会い者の確認を受ける。最後に、バルブ、コックが全て閉まっているかを確認

する。 

 なお、粉粒体を運ぶバルク車等の場合は、粉粒体を降ろす時は空気の圧力を使ってホース

から出す等積み込み及び荷卸しの手続きは危険物の移送とは異なる。 

 配送終了後は車両を回送して帰社するが、終業に当たっては、車両を清掃、点検し、運行

管理者へ配送状況、車両点検結果等の報告を行う。輸送伝票等を返納し、運転日報に必要事

項を記載、翌日の配送予定を確認し終了する。 

 万が一運転中に交通事故、貨物事故が発生したときは、まず消防署、警察署に緊急通報を

し、運行管理者に連絡し、指示を受けて適切な措置をとる。 

 

◇ よく使う道具、機材、情報技術等 

 タンクローリー 

 

◆就くには 

 入職に当たって、特に学歴は問われな

いが、タンクローリー車は大型車が多い

ため大型自動車免許が必要となる場合が

多く、その他に車両総重量が 750 ㎏を超

える貨物トレーラー荷物車両を連結して

移動する場合の運転では牽引免許も必要

となる。また、引火性液体、毒物・劇物、

高圧ガス等移送の取扱物により、危険物

取扱者（乙種第四類、丙種等）、毒物劇物

取扱責任者、高圧ガス製造保安責任者又

は高圧ガス移動監視者等の資格が必要と

なる。 

 新卒で入社する場合もあるが、中途採

用も多い。ハローワークや求人広告での

求人を通じて採用された後、一定期間を

試用または見習い期間として過ごし、訓練を受ける。 
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 初任運転者に対しては国土交通省告示により、実際にトラックに乗っての指導と、積荷の

搭載方法や日常点検の方法、トラックの構造の特性などの座学の研修が義務付けられてい

る。職場の各管理者、作業指揮者などから実務知識、就業規則などの講習、接客や作業の技

術などを学んだ後、運転業務に従事する。 

 中途採用の場合でも、各種免許資格の取得を支援する企業も多く、入社後に大型免許、牽

引免許や危険物取扱者等の資格を取得する場合もある。 

 運転業務の経験を積んだ後、内勤職となり、運行管理者（国家資格）の資格を取得してド

ライバーを管理する配車担当となり、その後、管理者から所長等管理職となる場合もある。 

 基本的に運転には集中力が必要でこれを持続できること、同時に環境の異変に対しこれ

を直ちに認識し、迅速・的確な対応をとることが必要である。社会に不可欠なインフラを支

える実感を得られる魅力がある一方、危険物を取り扱うので安全面の配慮の徹底と職務遂

行の正確性が勤務姿勢に特に求められる。 

 また、夜間運行の場合もあり、健康管理が大切となる。配送先との接遇の機会もあるので、

清潔な服装、真摯な応対などに心がける必要がある。  

 

◆労働条件の特徴 

 勤務先は石油精製会社等から委託を受けた運送会社が多く、全国に幅広く広がっている。 

 労働条件は、勤務先の規定に従うが、正社員としての採用が多く、給料は多くの会社が月

給制となっており、給料のうち基本給以外の資格手当や運行手当、時間外手当などの変動

給の占める割合が比較的大きい。週休 2 日制を導入している企業も多い。 

 24 時間営業のガソリンスタンド等の場合、輸送コストを考え夜間配送したほうが効率的

な場合は、１台のタンクローリーを２人の交代（シフト制）制で勤務しているところもあ

る。出勤時間は毎日同時刻ではなく、一般的に配送先の都合により早朝の場合が多い。退

社時間は、配送先の場所、件数、道路事情に左右される。 

 全国のタンクローリー車数は、各車種計（非危険物の粉粒体運搬車ローリーを除く）で約

6,800 台あり、タンクローリー乗務員も同程度以上就業しているものと推測される。（*１） 

 トラック乗務員全体では多くが男性であり、女性の割合は 2％～3％程度である。年齢層

では、トラック運送事業を含む自動車輸送業界で働く人は 50 歳～60 歳以上が全体の約 4

割となっており、高齢化が進んでいる。（*２） 

 ただし、タンクローリー車の場合は他のトラック運転と異なり、荷積み荷卸しの際に手で

持ち上げるのはそれ程重くない給油用ホースであるので、肉体的な負担は少なく、荷卸し

のための待機時間も比較的少ない。従って運転業務以外の附帯業務に高齢者でも充分に

対応可能であり、高齢者のタンクローリー乗務員を活用している事業所も多くある。また、

女性の活躍機会も増えている。 

 なお、液体・高圧ガス運搬の場合、灯油等燃料が多く消費される冬場が繁忙期であり、夏

期には余裕ができるのが一般的である。 

 深刻な乗務員不足の改善を目指して、国土交通省と厚生労働省共同で、トラック運送事業

者の労働環境の改善等に取り組んでいる。 

 

(*1)資源エネルギー庁【石油設備調査 2018】から 
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(*2)公益社団法人全日本トラック協会【日本のトラック輸送産業現状と課題 2019】 「少子・

高齢化の進展と若年労働不足」から 

 

◆参考情報 

関連団体 

社団法人 全日本トラック協会 http://www.jta.or.jp 

一般財団法人 消防試験研究センター https://www.shoubo-shiken.or.jp/ 

高圧ガス保安協会 https://www.khk.or.jp/aboutus/ 

公益財団法人 運行管理者試験センター https://www.unkan.or.jp/ 

関連資格 

 大型自動車運転免許、牽引免許、危険物取扱者（乙種第四類、丙種等）、毒物劇物取扱責

任者、高圧ガス製造保安責任者、高圧ガス移動監視者、運行管理者 
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職業定義
タンクローリー乗
務員

タンクローリーに乗務して、ガソリン等液体・高圧ガスなどを移送す
る。

1
タンクローリー乗
務員

健康状態等のチェックや配車内容、配送先、道路状況等の注意点・連
絡事項等運行管理者からの点呼・伝達を受ける。

2
タンクローリー乗
務員

携行品（危険物取扱者免状又は高圧ガス移動監視者講習修了証、防護
服、保護具や消化器等）の確認、イエローカードの設置及び安全運行
のため車両の始業前点検を行う。

3
タンクローリー乗
務員

タンクローリーを製油所等の所定の場所に移動させ、アースの取付け
等火災防止措置を取り、ハッチの蓋を解放し、出荷基地のアームを挿
入し、爆発防止の気体を回収した後、積み込み作業を行う。

4
タンクローリー乗
務員

製油所等の電子機器に油種・数量等を登録したり、ICカード等で電子
機器の操作を行う。

5
タンクローリー乗
務員

積込み作業終了後、所定の手順を踏み、ハッチの蓋のハンドル閉鎖や
アームの所定位置への収納等の確認作業を行う。

6
タンクローリー乗
務員

ガソリンスタンド等配送先までタンクローリーを運転する。

7
タンクローリー乗
務員

タンクローリーをガソリンスタンド等配送先の所定の位置に停車さ
せ、油種、ホースの結合の確認等所定の手順を踏んで、ハッチタンク
内から配送先の地下タンクに荷卸しを行う。

8
タンクローリー乗
務員

荷卸し終了後は、所定の手順を踏み、ハッチ内残油等の検量、バル
ブ、コック等が全て閉まっているか等の確認作業を行う。

9
タンクローリー乗
務員

ガソリンスタンド等配送先の立ち会い者と納品物に問題がないか等相
互に確認し、所定の書類のやりとり等を行う。

10
タンクローリー乗
務員

配送終了後は車両を回送して帰社する。

11
タンクローリー乗
務員

車両を清掃、点検し、運行管理者へ配送状況、車両点検結果等の報告
を行う。

12
タンクローリー乗
務員

輸送伝票等を返納し、運転日報に必要事項を記載、翌日の配送予定を
確認する。

13
タンクローリー乗
務員

運転中に万が一交通事故、貨物事故が発生したときは、まず消防署、
警察署に緊急通報をし、運行管理者に連絡し、指示を受けて適切な措
置をとる。
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職業分類別職業名一覧 
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付録２　職業分類別職業名一覧
厚生労働省編職業分類別にみた日本版O-NET収録職業（※同じ職業が複数の職業分類に入っている場合があります、太字が「主な職業分類」になります。）

職業名

Ａ 管理的職業
 01 管理的公務員
  011 管理的公務員 国会議員
 02 法人・団体の役員
  021 会社役員 起業、創業　会社経営者
  029 その他の法人・団体の役員
 03 法人・団体の管理職員
  031 会社の管理職員 銀行支店長　スーパー店長　ハンバーガーショップ店長
  039 その他の法人・団体の管理職員 施設管理者（介護施設）
 04 その他の管理的職業
  049 その他の管理的職業
Ｂ 専門的・技術的職業
 05　 研究者
  051 研究者 科学捜査研究所鑑定技術職員　土木・建築工学研究者　情報工学研究者　バイオテクノロジー研究者　医学研究者

薬学研究者　エコノミスト　植物工場の研究開発　産業用ロボット開発技術者
 06 農林水産技術者
  061 農林水産技術者 農業技術者　植物工場の研究開発　畜産技術者　林業技術者　水産技術者
 07 開発技術者
  071 食品開発技術者 食品技術者

  072
電気・電子・電気通信開発技術者
（通信ネットワークを除く）

電気技術者　電子機器技術者　機械設計技術者

  073 機械開発技術者 精密機器技術者　航空機開発エンジニア（ジェットエンジン）　プラント設計技術者
産業用ロボット開発技術者　機械設計技術者

  074 自動車開発技術者 自動車技術者　機械設計技術者
  075 輸送用機器開発技術者（自動車を除く) 機械設計技術者
  076 金属製錬・材料開発技術者 非鉄金属製錬技術者
  077 化学品開発技術者 高分子化学技術者　バイオテクノロジー技術者
  079 その他の開発技術者 陶磁器技術者　ファインセラミックス製造技術者　原子力技術者
 08 製造技術者
  081 食品製造技術者 生産・品質管理技術者　食品技術者

  082
電気・電子・電気通信製造技術者
（通信ネットワークを除く）

半導体技術者　電気技術者　電子機器技術者

  083 機械製造技術者 精密機器技術者
  084 自動車製造技術者 自動車技術者
  085 輸送用機器製造技術者（自動車を除く) 
  086 金属製錬・材料製造技術者 非鉄金属製錬技術者
  087 化学品製造技術者 分析化学技術者　高分子化学技術者
  089 その他の製造技術者 陶磁器技術者　ファインセラミックス製造技術者　原子力技術者
 09 建築・土木・測量技術者
  091 建築技術者 建築設計技術者　建築施工管理技術者　植物工場の設計、施工　太陽光発電の設計・施工
  092 土木技術者 土木設計技術者　土木施工管理技術者　太陽光発電の設計・施工
  093 測量技術者 測量士
 10 情報処理･通信技術者
  101 システムコンサルタント デジタルビジネスイノベーター　ITコンサルタント
  102 システム設計技術者 システムエンジニア（基盤システム）
  103 情報処理プロジェクトマネージャ プロジェクトマネージャ（IT）
  104 ソフトウェア開発技術者 システムエンジニア（業務用システム）　システムエンジニア（Webサイト開発）　

ソフトウェア開発（パッケージソフト）　ソフトウェア開発（スマホアプリ）
システムエンジニア（組込み、IoT）　プログラマー　産業用ロボットの設置・設定

  105 システム運用管理者 運用・管理（IT）　ヘルプデスク（IT）　セキュリティエキスパート（オペレーション）
  106 通信ネットワーク技術者 電気通信技術者　システムエンジニア（基盤システム）
  109 その他の情報処理・通信技術者 AIエンジニア　デジタルビジネスイノベーター　セキュリティエキスパート（脆弱性診断）　データエンジニア
 11 その他の技術者
  119 その他の技術者 産業廃棄物処理技術者　宇宙開発技術者　データサイエンティスト
 12 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師
  121 医師 外科医　小児科医　内科医　精神科医　産婦人科医
  122 歯科医師 歯科医師
  123 獣医師 獣医師
  124 薬剤師 薬剤師　治験コーディネーター
 13 保健師、助産師、看護師
  131 保健師 保健師
  132 助産師 助産師
  133 看護師、准看護師 看護師　治験コーディネーター
 14 医療技術者
  141 診療放射線技師 診療放射線技師
  142 臨床工学技士 臨床工学技士
  143 臨床検査技師 臨床検査技師　治験コーディネーター
  144 理学療法士 理学療法士（PT）
  145 作業療法士 作業療法士（OT）
  146 視能訓練士、言語聴覚士 視能訓練士　言語聴覚士
  147 歯科衛生士 歯科衛生士
  148 歯科技工士 歯科技工士
 15 その他の保健医療の職業
  151 栄養士、管理栄養士 栄養士
  152 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 あんまマッサージ指圧師　はり師・きゅう師
  153 柔道整復師 柔道整復師
  159 他に分類されない保健医療の職業 義肢装具士　細胞検査士　治験コーディネーター　カウンセラー（医療福祉分野）
 16 社会福祉の専門的職業
  161 福祉相談・指導専門員 児童相談所相談員　福祉事務所ケースワーカー　福祉ソーシャルワーカー
  162 福祉施設指導専門員 老人福祉施設生活相談員　障害者福祉施設指導専門員（生活支援員、就労支援員等）　児童指導員

福祉ソーシャルワーカー
  163 保育士 保育士
  169 その他の社会福祉の専門的職業 介護支援専門員/ケアマネジャー　医療ソーシャルワーカー　福祉用具専門相談員　 福祉ソーシャルワーカー

カウンセラー（医療福祉分野）
 17 法務の職業
  171 裁判官 裁判官

厚生労働省編職業分類（第4回改訂）
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職業名厚生労働省編職業分類（第4回改訂）

  172 検察官 検察官
  173 弁護士 弁護士
  174 弁理士 弁理士
  175 司法書士 司法書士
  179 その他の法務の職業 土地家屋調査士　家庭裁判所調査官　検察事務官　特許審査官
 18 経営・金融・保険の専門的職業
  181 公認会計士 公認会計士
  182 税理士 税理士
  183 社会保険労務士 社会保険労務士　人事コンサルタント
  184 金融・保険専門職 証券アナリスト　アクチュアリー　ファンドマネージャー
  189 その他の経営・金融・保険の専門的職業 中小企業診断士　経営コンサルタント　ファイナンシャル・プランナー　人事コンサルタント

M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー  　独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）
 19 教育の職業
  191 幼稚園教員 幼稚園教員
  192 小学校教員 小学校教員　特別支援学校教員、特別支援学級教員
  193 中学校教員 中学校教員　特別支援学校教員、特別支援学級教員
  194 高等学校教員 高等学校教員　特別支援学校教員、特別支援学級教員
  195 中等教育学校教員 特別支援学校教員、特別支援学級教員
  196 特別支援学校教員 特別支援学校教員、特別支援学級教員
  197 高等専門学校教員
  198 大学教員 大学・短期大学教員
  199 その他の教育の職業 専門学校教員　自動車教習指導員　日本語教師　職業訓練指導員　法務教官
 20 宗教家
  201 宗教家
 21 著述家、記者、編集者
  211 著述家 翻訳者　コピーライター
  212 記者 新聞記者　放送記者　雑誌記者　テクニカルライター
  213 編集者 図書編集者　雑誌編集者
 22 美術家、デザイナー、写真家、映像撮影者
  221 彫刻家
  222 画家、書家、漫画家 イラストレーター　テクニカルイラストレーター
  223 工芸美術家
  224 デザイナー 広告デザイナー　グラフィックデザイナー　Webデザイナー　ディスプレイデザイナー

インダストリアルデザイナー　インテリアデザイナー　インテリアコーディネーター　ファッションデザイナー　
テキスタイルデザイナー　CG制作　カラーコーディネーター　ブックデザイナー　フラワーデザイナー　
ジュエリーデザイナー

  225 写真家、映像撮影者 商業カメラマン　報道カメラマン　テレビカメラマン
 23 音楽家、舞台芸術家
  231 音楽家
  232 舞踊家
  233 俳優
  234 プロデューサー、演出家 放送ディレクター　舞台美術スタッフ　舞台照明スタッフ
  235 演芸家
 24 その他の専門的職業
  241 図書館司書 図書館司書
  242 学芸員 学芸員
  243 カウンセラー（医療・福祉施設を除く） スクールカウンセラー　キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント

  244 個人教師 学習塾教師　スポーツインストラクター　音楽教室講師　アウトドアインストラクター　英会話教師　日本語教師

  245 職業スポーツ家
  246 通信機器操作員 テレビ・ラジオ放送技術者　航空管制官　船員　録音エンジニア

  249 他に分類されない専門的職業 行政書士　通訳者　不動産鑑定士　気象予報士　アナウンサー　手話通訳者　速記者、音声反訳者　ピアノ調律師

調教師　犬訓練士　通関士　映像編集者　Webディレクター　動画制作　ゲームクリエーター　アートディレクター
広告ディレクター　スタイリスト　フードコーディネーター　広報コンサルタント　知的財産コーディネーター　
知的財産サーチャー　社会教育主事　調香師　国際協力専門家　法務技官（心理）（矯正心理専門職）
労働基準監督官

Ｃ 事務的職業
 25　 一般事務の職業
  251 総務事務員 総務事務　広報・PR担当
  252 人事事務員 人事事務
  253 企画・調査事務員 ネット通販の企画開発　Webマーケティング（ネット広告・販売促進）　商品企画開発（チェーンストア）

マーケティング・リサーチャー　太陽光発電の企画・調査　企画・調査担当　NPO法人職員（企画・運営）
  254 受付・案内事務員 受付事務
  255 秘書 秘書
  256 電話応接事務員 コールセンターオペレーター　通信販売受付事務
  257 総合事務員 一般事務
  258 医療・介護事務員 調剤薬局事務　医療事務　介護事務
  259 その他の一般事務の職業 ネット通販の運営　診療情報管理士　国家公務員（行政事務）　地方公務員（行政事務）　国際公務員

パラリーガル（弁護士補助職）　学校事務　IR広報担当　企業法務担当　コンプライアンス推進担当　内部監査人
マンション管理フロント　通信販売受付事務　税務事務官　船員　外務公務員（外交官）　入国審査官　検察事務官
NPO法人職員（企画・運営）

 26 会計事務の職業
  261 現金出納事務員 税務事務官
  262 銀行等窓口事務員 銀行等窓口事務
  263 経理事務員 経理事務
  269 その他の会計事務の職業
 27 生産関連事務の職業
  271 生産現場事務員 生産・工程管理事務
  272 出荷・受荷係事務員
 28 営業・販売関連事務の職業
  281 営業・販売事務員 旅行会社カウンター係　ブライダルコーディネーター　営業事務　貿易事務　損害保険事務
  289 その他の営業・販売関連事務の職業 フランチャイズチェーン・スーパーバイザー
 29 外勤事務の職業
  291 集金人
  292 訪問調査員
  299 その他の外勤事務の職業 検針員
 30 運輸・郵便事務の職業
  301 旅客・貨物係事務員 空港グランドスタッフ　駅務員
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職業名厚生労働省編職業分類（第4回改訂）

  302 運行管理事務員 鉄道運転計画・運行管理　タクシー配車オペレーター　ディスパッチャー（航空機運航管理者）
  303 郵便事務員
 31 事務用機器操作の職業
  311 パーソナルコンピュータ操作員
  312 データ入力係員 データ入力

  313
コンピュータ操作員
（パーソナルコンピュータを除く）

  319 その他の事務用機器操作の職業
Ｄ 販売の職業
 32 商品販売の職業
  321 小売店主・店長 スーパー店長
  322 卸売店主・店長
  323 小売店販売員 デパート店員　スーパーレジ係　スーパー店員　フラワーショップ店員　電器店店員　書店員　メガネ販売

スポーツ用品販売　ホームセンター店員　ペットショップ店員　衣料品販売　シューフィッター　駅構内売店店員　
コンビニエンスストア店員　 ベーカリーショップ店員　カフェ店員　リサイクルショップ店員　
医薬品販売/登録販売者　化粧品販売/美容部員　ガソリンスタンド・スタッフ　携帯電話販売　CDショップ店員　
自転車販売　自動車営業

  324 卸売・商品実演販売員
  325 商品訪問・移動販売員 化粧品訪問販売
  326 再生資源回収・卸売人
  327 商品仕入営業員
 33 販売類似の職業
  331 不動産仲介・売買人
  332 保険代理人、保険仲立人
  333 有価証券売買・仲立人、金融仲立人 証券外務員　ディーラー
  334 質屋店主・店員
  339 その他の販売類似の職業 商社営業　せり人　代理店営業（保険会社）
 34 営業の職業
  341 飲食料品販売営業員
  342 化学品販売営業員（医薬品を除く）
  343 医薬品営業員 医薬情報担当者（MR）
  344 機械器具販売営業員 自動車営業　OA機器営業
  345 通信・情報システム営業員 営業（IT）
  346 金融・保険営業員 銀行・信用金庫渉外担当　証券外務員　保険営業（生命保険、損害保険） 代理店営業（保険会社）
  347 不動産営業員 住宅・不動産営業
  349 その他の営業の職業 商社営業　広告営業　印刷営業　太陽光発電の企画・調査
Ｅ サービスの職業
 35 家庭生活支援サービスの職業
  351 家政婦（夫）、家事手伝 家政婦（夫）
  359 その他の家庭生活支援サービスの職業 ベビーシッター
 36 介護サービスの職業
  361 施設介護員 施設介護員
  362 訪問介護職 訪問介護員/ホームヘルパー
 37 保健医療サービスの職業
  371 看護助手 看護助手
  372 歯科助手
  379 その他の保健医療サービスの職業 動物看護
 38 生活衛生サービスの職業
  381 理容師 理容師
  382 美容師 美容師　メイクアップアーティスト
  383 美容サービス職 きもの着付指導員　エステティシャン　ネイリスト　メイクアップアーティスト
  384 浴場従事人
  385 クリーニング職 クリーニング師
  389 その他の生活衛生サービスの職業
 39 飲食物調理の職業
  391 調理人 洋菓子製造、パティシエ　西洋料理調理人（コック）　日本料理調理人（板前）　すし職人

そば・うどん調理人 　中華料理調理人　ラーメン調理人　給食調理員　調理補助　飲食チェーン店店員
  392 バーテンダー バーテンダー
 40 接客・給仕の職業
  401 飲食店主・店長 ハンバーガーショップ店長
  402 旅館・ホテル支配人 ホテル・旅館支配人
  403 飲食物給仕係 ソムリエ　ホールスタッフ（レストラン）　飲食チェーン店店員

  404 旅館・ホテル・乗物接客員 フロント（ホテル・旅館）　接客担当（ホテル・旅館）　客室清掃・整備担当（ホテル・旅館）　客室乗務員

接客担当（ホテル・旅館）
  405 接客社交係、芸者、ダンサー
  406 娯楽場等接客員 遊園地スタッフ　キャディ
  409 その他の接客・給仕の職業

 41 居住施設・ビル等の管理の職業
  411 マンション・アパート・下宿管理人 マンション管理員
  412 寄宿舎・寮管理人
  413 ビル管理人
  414 駐車場・駐輪場管理人 駐車場管理
  419 その他の居住施設・ビル等の管理の職業

 42 その他のサービスの職業
  421 添乗員、観光案内人 ツアーコンダクター　通訳ガイド
  422 物品一時預り人
  423 物品賃貸人 ビデオレンタル店店員　レンタカー店舗スタッフ
  424 広告宣伝人
  425 葬儀師、火葬係 葬祭ディレクター
  426 トリマー トリマー
  429 他に分類されないサービスの職業 学童保育指導員　アロマセラピスト　リフレクソロジスト
Ｆ 保安の職業
 43 自衛官
  431 自衛官 陸上自衛官　海上自衛官　航空自衛官
 44 司法警察職員
  441 警察官 警察官（都道府県警察）
  442 海上保安官 海上保安官　潜水士
  449 その他の司法警察職員 麻薬取締官
 45 その他の保安の職業
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  451 看守 刑務官
  452 消防員 消防官　救急救命士
  453 警備員 施設警備員
  459 他に分類されない保安の職業 道路パトロール隊員　雑踏・交通誘導警備員　入国警備官　自然保護官（レンジャー）　潜水士
Ｇ 農林漁業の職業
 46 農業の職業
  461 農耕作業員 稲作農業者　果樹栽培者　花き栽培者　植物工場の栽培管理　ハウス野菜栽培者
  462 養畜作業員 酪農従事者　動物園飼育員　厩舎スタッフ　ブリーダー
  463 植木職、造園師 造園工
  469 その他の農業の職業
 47 林業の職業
  471 育林作業員 林業作業
  472 伐木・造材・集材作業員
  479 その他の林業の職業
 48 漁業の職業
  481 漁労作業員 沿岸漁業従事者　潜水士
  482 漁労船の船長・航海士・機関長・機関士
  483 海藻・貝類採取作業員
  484 水産養殖作業員 水産養殖従事者　水族館飼育員
  489 その他の漁業の職業
Ｈ 生産工程の職業

非鉄金属製
生産設備制御・監視の職業
（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断）

  491 製銑・製鋼・非鉄金属製錬設備制御・監視員 鉄鋼製造オペレーター
  492 鋳造・鍛造設備制御・監視員 鋳造工/鋳造設備オペレーター　鍛造工/鍛造設備オペレーター　
  493 金属工作設備制御・監視員
  494 金属プレス設備制御・監視員 金属プレス工
  495 鉄工・製缶設備制御・監視員 鉄骨工
  496 板金設備制御・監視員
  497 めっき・金属研磨設備制御・監視員 めっき工
  498 金属溶接・溶断設備制御・監視員 溶接工

  499
その他の生産設備制御・監視の職業
（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断）

鉄鋼製造オペレーター

 50
生産設備制御・監視の職業
（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除
く）

  501 化学製品生産設備制御・監視員 石油精製オペレーター　化学製品製造オペレーター　医薬品製造　化粧品製造
  502 窯業製品生産設備制御・監視員 陶磁器製造　ガラス食器製造
  503 食料品生産設備制御・監視員 乳製品製造　パン製造　パン職人　洋菓子製造　パティシエ　冷凍加工食品製造　

かん詰・びん詰・レトルト食品製造 
  504 飲料・たばこ生産設備制御・監視員
  505 紡織・衣服・繊維製品生産設備制御・監視員 織布工/織機オペレーター　染色工/染色設備オペレーター　紡績機械オペレーター
  506 木製製品・パルプ・紙・紙製品生産設備制御・監視員 木材製造　合板製造　紙器製造
  507 印刷・製本設備制御・監視員 印刷オペレーター　製本オペレーター
  508 ゴム・プラスチック製品生産設備制御・監視員 プラスチック成形　タイヤ製造

  509
その他の生産設備制御・監視の職業
（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除
く）

玩具（おもちゃ）製作

 51 生産設備制御・監視の職業（機械組立）
  511 一般機械器具組立設備制御・監視員
  512 電気機械器具組立設備制御・監視員 電子機器組立　半導体製造
  513 自動車組立設備制御・監視員
　514 輸送用機械器具組立設備制御・監視員（自動車を除く）

  515 計量計測機器・光学機械器具組立設備制御・監視員

 52 金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断の職業
  521 製銑工、製鋼工
  522 非鉄金属製錬工
  523 鋳物製造工 鋳造工/鋳造設備オペレーター　
  524 鍛造工 鍛造工/鍛造設備オペレーター
  525 金属熱処理工
  526 圧延工 鉄鋼製造オペレーター
  527 汎用金属工作機械工
  528 数値制御金属工作機械工 NC工作機械オペレーター
  531 金属プレス工 金属プレス工
  532 鉄工、製缶工 鉄骨工
  533 板金工 建築板金
  534 めっき工、金属研磨工 めっき工
  535 くぎ・ばね・金属線製品製造工
  536 金属製品製造工 金型工
  537 金属溶接・溶断工 溶接工
  539 その他の金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断の職業

 54
製品製造・加工処理の職業
（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除
く）

  541 化学製品製造工 花火師　化学製品製造オペレーター　医薬品製造　化粧品製造
  542 窯業・土石製品製造工 陶磁器製造　ガラス食器製造　石工
  543 精穀・製粉・調味食品製造工 みそ製造　しょうゆ製造
  544 めん類製造工
  545 パン・菓子製造工 パン製造、パン職人　洋菓子製造、パティシエ　和菓子製造、和菓子職人
  546 豆腐・こんにゃく・ふ製造工 豆腐製造、豆腐職人
  547 かん詰・びん詰・レトルト食品製造工 かん詰・びん詰・レトルト食品製造
  548 乳・乳製品製造工 乳製品製造
  551 食肉加工品製造工 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
  552 水産物加工工 水産ねり製品製造
  553 保存食品・冷凍加工食品製造工 冷凍加工食品製造
  554 弁当・惣菜類製造工 惣菜製造 
  555 野菜つけ物工 野菜つけ物製造
  556 飲料・たばこ製造工 清酒製造　ワイン製造　ビール製造
  557 紡織工 紡績機械オペレーター　織布工/織機オペレーター　染色工/染色設備オペレーター
  558 衣服・繊維製品製造工 ミシン縫製
  561 木製製品製造工 家具製造　建具製造　木材製造　合板製造
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  562 パルプ・紙・紙製品製造工 紙器製造
  563 印刷・製本作業員 製版オペレーター、DTPオペレーター　印刷オペレーター　製本オペレーター
  564 ゴム製品製造工 タイヤ製造
  565 プラスチック製品製造工 プラスチック成形

  569
その他の製品製造・加工処理の職業
（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除
く）

靴製造　かばん・袋物製造　貴金属装身具製作　漆器製造　玩具（おもちゃ）製作

 57 機械組立の職業
  571 一般機械器具組立工 エレベーター据付　生産用機械組立　産業用ロボットの設置・設定
  572 電気機械組立工
  573 電気通信機械器具組立工 電子機器組立
  574 電子応用機械器具組立工 医療用画像機器組立　電子機器組立
  575 民生用電子・電気機械器具組立工
  576 半導体製品製造工 半導体製造
  577 電球・電子管組立工
  578 乾電池・蓄電池製造工
  581 被覆電線製造工
  582 束線工
  583 電子機器部品組立工
  584 自動車組立工 自動車組立
  585 輸送用機械器具組立工（自動車を除く）
  586 計量計測機器組立工 計器組立
  587 光学機械器具組立工 光学機器組立
  588 レンズ研磨工・加工工
  591 時計組立工
  599 その他の機械組立の職業
 60 機械整備・修理の職業
  601 一般機械器具修理工 産業用ロボットの保守・メンテナンス　物流設備管理・保全　紡織設備管理・保全
  602 電気機械器具修理工 太陽光発電のメンテナンス　家電修理
  603 自動車整備工 自動車整備士
  604 輸送用機械器具整備・修理工（自動車を除く） 航空整備士
  605 計量計測機器・光学機械器具修理工

 61
製品検査の職業（金属材料製造、金属加工、金属
溶接・溶断）

  611 金属材料検査工
  612 金属加工・溶接検査工 非破壊検査技術者　

 62
製品検査の職業（金属材料製造・金属加工、金属
溶接・溶断を除く）

  621 化学製品検査工
  622 窯業製品検査工 非破壊検査技術者　
  623 食料品検査工
  624 飲料・たばこ検査工
  625 紡織・衣服・繊維製品検査工
  626 木製製品・パルプ・紙・紙製品検査工
  627 印刷・製本検査工
  628 ゴム・プラスチック製品検査工

  629
その他の製品検査の職業
（金属材料製造、金属加工、金属溶接・溶断を除
く）

 63 機械検査の職業
  631 一般機械器具検査工 非破壊検査技術者　
  632 電気機械器具検査工
  633 自動車検査工
  634 輸送用機械器具検査工（自動車を除く） 非破壊検査技術者　
  635 計量計測機器・光学機械器具検査工
 64 生産関連・生産類似の職業
  641 塗装工 建築塗装工
  642 画工、看板制作工 アニメーター　看板制作
  643 製図工 CADオペレーター
  644 パタンナー パタンナー
  649 その他の生産関連・生産類似の職業
I 輸送・機械運転の職業
 65 鉄道運転の職業
  651 電車運転士 電車運転士
  659 その他の鉄道運転の職業
 66 自動車運転の職業
  661 バス運転手 路線バス運転手　観光バス運転手　送迎バス等運転手
  662 乗用自動車運転手 タクシー運転手　介護タクシー運転手　送迎バス等運転手
  663 貨物自動車運転手 トラック運転手　トレーラートラック運転手　ダンプカー運転手　産業廃棄物収集運搬作業員

建設機械オペレーター　タンクローリー乗務員
  669 その他の自動車運転の職業
 67 船舶・航空機運転の職業
  671 船長（漁労船を除く）
  672 航海士・運航士（漁労船を除く）、水先人 航海士
  673 船舶機関長・機関士（漁労船を除く） 船舶機関士
  674 航空機操縦士 パイロット
 68 その他の輸送の職業
  681 車掌 鉄道車掌　観光バスガイド
  682 駅構内係
  683 甲板員、船舶機関員 船員
  684 フォークリフト運転作業員 フォークリフト運転作業員
  689 他に分類されない輸送の職業 ドローンパイロット
 69 定置・建設機械運転の職業
  691 発電員、変電員 発電所運転管理
  692 ボイラーオペレーター ボイラーオペレーター
  693 クレーン・巻上機運転工
  694 ポンプ・送風機・圧縮機運転工
  695 建設機械運転工 建設機械オペレーター　さく井工/ボーリング工
  696 玉掛作業員
  697 ビル設備管理員 ビル施設管理
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  699 その他の定置・建設機械運転の職業
Ｊ 建設・採掘の職業
 70 建設躯体工事の職業
  701 型枠大工 型枠大工
  702 とび工 とび　解体工
  703 鉄筋工 鉄筋工
 71 建設の職業（建設躯体工事の職業を除く）
  711 大工 大工
  712 ブロック積工、タイル張工 ブロック積み　タイル工
  713 屋根ふき工
  714 左官 左官
  715 畳工
  716 配管工 配管工
  717 内装工 サッシ取付　内装工
  718 防水工 防水工
  719 その他の建設の職業 潜水士　保温工事　非破壊検査技術者
 72 電気工事の職業
  721 送電線架線・敷設作業員 送電線工事
  722 配電線架線・敷設作業員
  723 通信線架線・敷設作業員
  724 電気通信設備作業員
  725 電気工事作業員 電気工事士
 73 土木の職業
  731 土木作業員 建設・土木作業員　舗装工
  732 鉄道線路工事作業員 鉄道線路管理
  733 ダム・トンネル掘削作業員
 74 採掘の職業
  741 採鉱員
  742 石切出作業員 石工
  743 じゃり・砂・粘土採取作業員
  749 その他の採掘の職業
Ｋ 運搬・清掃・包装等の職業
 75 運搬の職業
  751 郵便集配員、電報配達員
  752 港湾荷役作業員 港湾荷役作業員
  753 陸上荷役・運搬作業員 積卸作業員　引越作業員
  754 倉庫作業員 倉庫作業員
  755 配達員 宅配便配達員　ルート配送ドライバー　新聞配達員　清涼飲料ルートセールス
  756 荷造作業員 こん包作業員
 76 清掃の職業
  761 ビル・建物清掃員 ビル清掃
  762 ハウスクリーニング作業員 ハウスクリーニング
  763 道路・公園清掃員
  764 ごみ収集・し尿汲取作業員 ごみ収集作業員
  765 産業廃棄物収集作業員 産業廃棄物収集運搬作業員
  769 その他の清掃の職業 鉄道車両清掃　ペストコントロール従事者（害虫等防除・駆除従事者）
 77 包装の職業
　771 製品包装作業員 製品包装作業員 　バックヤード作業員（スーパー食品部門）
　779 その他の包装の職業
 78 その他の運搬・清掃・包装等の職業
  781 選別作業員 ピッキング作業員
  782 軽作業員 工場労務作業員　バックヤード作業員（スーパー食品部門）　
  789 他に分類されない運搬・清掃・包装等の職業

170
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Page 1

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

◆調査の主旨

厚生労働省所管の独立行政法人である労働政策研究・研修機構では、労働関係の諸問題に関
する総合的な調査・研究を実施しております。(HP:http://www.jil.go.jp/)
今回の調査で得られた結果は公的な職業情報として整備され、キャリア教育、キャリア支援等の
現場で活用されます。
本調査の趣旨をご理解の上、何とぞご協力いただきますようお願い申し上げます。

◆回答に要する時間

個人差がありますが、概ね20～30分程度かかります。

◆データの取り扱いについて

・調査にあたってお名前をご記入頂く必要はございません。
・性別や年齢層等、基本的な情報をお尋ねしますが、データは統計学的に処理され、後から個
人を特定できるような形で取り扱うことはございません。

◆ご回答者さまへのお願い

来年度以降も中長期的に同様の調査を継続実施するにあたって、ご回答時の先入観を防ぐた
め、アンケート内で知り得た情報については第三者に口外しないよう、お願いいたします。

■「第三者への口外」に含まれる例
・口頭、電話、メール等で友人・知人に話す
・SNSやブログ、掲示板等に書き込む
・その他、手段を問わず、情報を第三者に伝達する行為

また、2020年12月に実施された当機構によるアンケートにご回答済みの場合でも、質問の内容
が異なりますのでぜひご協力ください。

上記の内容をご確認いただき、同意してご協力いただける場合のみ、
次ページ以降の質問にご回答ください。

次へ

0 50 100(%)

アンケート画面開始
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Page 2

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

<大問1:あなた自身に関する質問>

あなた自身について、当てはまるものをそれぞれお選びください。
空欄の場合は直接ご回答をご記入ください。

Q1_1

あなたの性別 

男性

女性

その他

Q1_2

あなたの年齢 

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代以上

Q1_3

あなたの住んでいる都道府県 

��� �

次へ

0 50 100(%)

Q1

あなた自身の基本的なことについて教えてください。 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8
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Page 3

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

正規の職員、従業員

パートタイマー

派遣社員

契約社員、期間従業員

自営、フリーランス

経営層(役員等)

アルバイト(学生以外)

アルバイト(学生)

学生(仕事はしていない)

専業主婦(主夫)(仕事はしていない)

無職(退職者、求職中等を含む)

その他 ⇒その他の具体的内容 

次へ

0 50 100(%)

Q2

あなたの現在の就業状況等についてお答えください。
複数に当てはまる場合は、主なもの1つをお答えください。 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Page 4

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

農業、林業

漁業

鉱業、採掘業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業・小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス業

サービス業(他に分類されないもの)

公務(他に分類されるものを除く)

その他

次へ

0 50 100(%)

Q2_1

現在の仕事を教えてください。
複数の業種複数の職業をお持ちの方は、メインとなるご職業をお選びいただき、
今後その職業についてお答えください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Page 5

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

4人以下

5～9人

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300～499人

500～999人

1,000～2,999人

3,000～4,999人

5,000人以上

官公庁

次へ

0 50 100(%)

Q2_2

勤務先の企業・組織等の従業員数全体(パートタイマー、派遣社員等を含む)について、あて
はまるものを1つお選び下さい。
店舗や事業所等の人数ではなく、企業・組織等の総人数となります。
派遣社員の方は派遣先についてお答え下さい。
正確には分からない場合は、最も近いと思われるものをお答えください。 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Page 6

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

1.モノづくり・製造技術系の仕事

2.建設・建築の仕事

3.作業系の仕事

4.物流、運転、交通関係の仕事

5.施設管理・警備の仕事

6.販売・営業・レンタル業の仕事

7.金融系の仕事

8.コンサルタント、企業資産関連の仕事

9.法、税、不動産関係の仕事 ※公務を除く

10.事務系の仕事

11.印刷・放送・報道の仕事

12.広告・デザイン・芸術系の仕事

13.IT・Web系の仕事

14.医療・保健の仕事

15.福祉・カウンセリングの仕事

16.教育・研究、学習支援の仕事

17.その他の対人サービスの仕事

18.公務、国際協力の仕事

19.自然・動植物を対象とする仕事

20.経営者の仕事

21.比較的新しい仕事

次へ

0 50 100(%)

QS1

次にあなたの現在の職業について、以下の21種類のカテゴリーの中から当てはまるものを
選択してください。
※「職業」とは、勤め先の会社・団体で、または事業主として行っている仕事のことです。
派遣労働者の場合は、派遣先で行っている仕事のことです。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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Page 7

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

選択したカテゴリーは【○○○(QS1回答テキスト再掲)】です。

豆腐製造、豆腐職人

パン製造、パン職人

洋菓子製造、パティシエ

和菓子製造、和菓子職人

乳製品製造

水産ねり製品製造

冷凍加工食品製造

惣菜製造

清酒製造

みそ製造

しょうゆ製造

ハム・ソーセージ・ベーコン製造

ワイン製造

ビール製造

かん詰・びん詰・レトルト食品製造

野菜つけ物製造

陶磁器製造

ガラス食器製造

プラスチック成形

鋳造工/鋳造設備オペレーター

鍛造工/鍛造設備オペレーター

金型工

金属プレス工

溶接工

NC工作機械オペレーター

めっき工

非鉄金属製錬技術者

鉄鋼製造オペレーター

QS2

あなたの現在の職業を選択してください。
見つからない場合はこの画面の一番下にある注意書きを参考に、他のカテゴリーも探してみ
てください。
なお、調査対象となる職業は毎年異なります。
もしどのカテゴリーにも自分の職業が見つからない場合は、「この中に自分の職業は無い」を
選択してください。 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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非破壊検査技術者

電子機器組立

機械設計技術者

光学機器組立

自動車組立

生産用機械組立

計器組立

半導体技術者

半導体製造

物流設備管理・保全

自動車技術者

精密機器技術者

電気技術者

電子機器技術者

電気通信技術者

家電修理

プラント設計技術者

医療用画像機器組立

織布工/織機オペレーター

染色工/染色設備オペレーター

ミシン縫製

木材製造

合板製造

家具製造

紡織設備管理・保全

紙器製造

紡績機械オペレーター

建具製造

食品技術者

靴製造

かばん・袋物製造

漆器製造

貴金属装身具製作

玩具(おもちゃ)製作:主に企画開発、個人制作

玩具(おもちゃ)製作:主に工場での製造

医薬品製造

生産・品質管理技術者

タイヤ製造

化粧品製造

石油精製オペレーター

化学製品製造オペレーター

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69
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原子力技術者

発電所運転管理

分析化学技術者

陶磁器技術者

ファインセラミックス製造技術者

石工

花火師

高分子化学技術者

バイオテクノロジー技術者

宇宙開発技術者

航空機開発エンジニア(ジェットエンジン)

建築設計技術者

建築施工管理技術者

土木設計技術者

土木施工管理技術者

測量士

CADオペレーター

大工

型枠大工

鉄筋工

鉄骨工

とび

建設機械オペレーター

建設・土木作業員

潜水士

さく井工/ボーリング工

舗装工

ブロック積み

タイル工

左官

建築板金

サッシ取付

内装工

建築塗装工

防水工

保温工事

電気工事士

配管工

エレベーター据付

鉄道線路管理

送電線工事

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110
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解体工

フォークリフト運転作業員

倉庫作業員

ピッキング作業員

ハウスクリーニング

ペストコントロール従事者(害虫等防除・駆除従事者)

製品包装作業員

工場労務作業員

バックヤード作業員(スーパー食品部門)

調理補助

給食調理員

ごみ収集作業員

産業廃棄物処理技術者

産業廃棄物収集運搬作業員

積卸作業員

こん包作業員

港湾荷役作業員

路線バス運転手

観光バス運転手

タクシー運転手

パイロット

航海士

船舶機関士

電車運転士

鉄道車掌

空港グランドスタッフ

駅務員

鉄道運転計画・運行管理

鉄道車両清掃

自動車整備士

ガソリンスタンド・スタッフ

道路パトロール隊員

タクシー配車オペレーター

引越作業員

通関士

航空管制官

ディスパッチャー(航空機運航管理者)

客室乗務員

航空整備士

船員

トラック運転手

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151
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トレーラートラック運転手

ダンプカー運転手

タンクローリー乗務員

送迎バス等運転手

介護タクシー運転手

ルート配送ドライバー

宅配便配達員

新聞配達員

駐車場管理

マンション管理員

マンション管理フロント

ビル施設管理

ビル清掃

施設警備員

雑踏・交通誘導警備員

ボイラーオペレーター

医薬品販売/登録販売者

リサイクルショップ店員

携帯電話販売

CDショップ店員

ビデオレンタル店店員

営業(IT)

保険営業(生命保険、損害保険)

銀行・信用金庫渉外担当

デパート仕入担当

デパート外商

商品企画開発(チェーンストア)

OA機器営業

化粧品販売/美容部員

化粧品訪問販売

清涼飲料ルートセールス

自転車販売

レンタカー店舗スタッフ

代理店営業(保険会社)

デパート店員

スーパー店長

スーパーレジ係

スーパー店員

商社営業

住宅・不動産営業

自動車営業

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192
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広告営業

印刷営業

医薬情報担当者(MR)

コールセンターオペレーター

せり人

フラワーショップ店員

電器店店員

書店員

メガネ販売

スポーツ用品販売

ホームセンター店員

ペットショップ店員

衣料品販売

検針員

フランチャイズチェーン・スーパーバイザー

シューフィッター

駅構内売店店員

コンビニエンスストア店員

ベーカリーショップ店員

銀行支店長

ディーラー

マーケティング・リサーチャー

証券アナリスト

証券外務員

内部監査人

ファンドマネージャー

M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー

独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)

中小企業診断士

経営コンサルタント

アクチュアリー

ITコンサルタント

広報コンサルタント

人事コンサルタント

知的財産コーディネーター

知的財産サーチャー

社会保険労務士

司法書士

行政書士

土地家屋調査士

弁護士

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204
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209

210

211
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215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233
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公認会計士

弁理士

税理士

ファイナンシャル・プランナー

不動産鑑定士

パラリーガル(弁護士補助職)

秘書

受付事務

一般事務

データ入力

経理事務

営業事務

人事事務

総務事務

企画・調査担当

NPO法人職員(企画・運営)

調剤薬局事務

介護事務

生産・工程管理事務

銀行等窓口事務

貿易事務

損害保険事務

通信販売受付事務

学校事務

医療事務

広報・PR担当

IR広報担当

企業法務担当

コンプライアンス推進担当

新聞記者

雑誌記者

図書編集者

雑誌編集者

テレビ・ラジオ放送技術者

録音エンジニア

映像編集者

放送記者

アナウンサー

放送ディレクター

商業カメラマン

テレビカメラマン

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243
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252
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257

258
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－189－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



報道カメラマン

テクニカルライター

製版オペレーター、DTPオペレーター

印刷オペレーター

製本オペレーター

動画制作

CG制作

ゲームクリエーター

アートディレクター

広告デザイナー

広告ディレクター

グラフィックデザイナー

コピーライター

ディスプレイデザイナー

インテリアデザイナー

インテリアコーディネーター

カラーコーディネーター

ファッションデザイナー

パタンナー

イラストレーター

アニメーター

看板制作

テクニカルイラストレーター

インダストリアルデザイナー

スタイリスト

ブックデザイナー

テキスタイルデザイナー

フラワーデザイナー

ジュエリーデザイナー

フードコーディネーター

舞台美術スタッフ

舞台照明スタッフ

システムエンジニア(業務用システム)

プログラマー

システムエンジニア(Webサイト開発)

システムエンジニア(組込み、IoT)

ソフトウェア開発(パッケージソフト)

ソフトウェア開発(スマホアプリ)

システムエンジニア(基盤システム)

セキュリティエキスパート(脆弱性診断)

データエンジニア

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284
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288
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－190－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



運用・管理(IT)

ヘルプデスク(IT)

セキュリティエキスパート(オペレーション)

プロジェクトマネージャ(IT)

データサイエンティスト

デジタルビジネスイノベーター

AIエンジニア

Webデザイナー

Webディレクター

ネット通販の企画開発

ネット通販の運営

Webマーケティング(ネット広告・販売促進)

外科医

小児科医

内科医

精神科医

産婦人科医

看護師

看護助手

救急救命士

助産師

薬剤師

歯科医師

保健師

臨床検査技師

細胞検査士

診療放射線技師

臨床工学技士

歯科技工士

歯科衛生士

理学療法士(PT)

作業療法士(OT)

言語聴覚士

視能訓練士

栄養士

あんまマッサージ指圧師

柔道整復師

診療情報管理士

はり師・きゅう師

義肢装具士

治験コーディネーター

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335
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343

344

345
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350

351

352

353

354

355

356
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医療ソーシャルワーカー

福祉ソーシャルワーカー

施設管理者(介護施設)

カウンセラー(医療福祉分野)

スクールカウンセラー

学童保育指導員

児童指導員

障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)

老人福祉施設生活相談員

児童相談所相談員

福祉事務所ケースワーカー

保育士

介護支援専門員/ケアマネジャー

訪問介護員/ホームヘルパー

施設介護員

手話通訳者

キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント

福祉用具専門相談員

幼稚園教員

小学校教員

中学校教員

専門学校教員

図書館司書

高等学校教員

学芸員

歴史学・考古学研究者

経済学研究者

数学研究者

化学研究者

工学研究者

土木・建築工学研究者

情報工学研究者

医学研究者

薬学研究者

バイオテクノロジー研究者

エコノミスト

特別支援学校教員、特別支援学級教員

学習塾教師

日本語教師

英会話教師

職業訓練指導員

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397
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社会教育主事

自動車教習指導員

音楽教室講師

西洋料理調理人(コック)

日本料理調理人(板前)

すし職人

そば・うどん調理人

中華料理調理人

ラーメン調理人

ハンバーガーショップ店長

カフェ店員

飲食チェーン店店員

ソムリエ

バーテンダー

ホールスタッフ(レストラン)

ホテル・旅館支配人

フロント(ホテル・旅館)

客室清掃・整備担当(ホテル・旅館)

接客担当(ホテル・旅館)

旅行会社カウンター係

ツアーコンダクター

観光バスガイド

遊園地スタッフ

キャディ

通訳ガイド

翻訳者

通訳者

速記者、音声反訳者

理容師

美容師

エステティシャン

メイクアップアーティスト

ネイリスト

クリーニング師

スポーツインストラクター

ピアノ調律師

ブライダルコーディネーター

家政婦(夫)

ベビーシッター

調香師

アロマセラピスト

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408
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410

411
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414
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431
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438
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リフレクソロジスト

葬祭ディレクター

きもの着付指導員

国会議員

国家公務員(行政事務)

地方公務員(行政事務)

警察官(都道府県警察)

科学捜査研究所鑑定技術職員

消防官

海上保安官

麻薬取締官

入国警備官

入国審査官

裁判官

検察官

検察事務官

家庭裁判所調査官

法務教官

法務技官(心理)(矯正心理専門職)

刑務官

税務事務官

外交官

国際公務員

国際協力専門家

労働基準監督官

特許審査官

陸上自衛官

海上自衛官

航空自衛官

気象予報士

自然保護官(レンジャー)

アウトドアインストラクター

動物園飼育員

獣医師

動物看護

水族館飼育員

調教師

厩舎スタッフ

犬訓練士

トリマー

ブリーダー

439

440

441

442

443

444

445
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447

448
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476
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酪農従事者

畜産技術者

農業技術者

造園工

稲作農業者

ハウス野菜栽培者

果樹栽培者

花き栽培者

水産養殖従事者

沿岸漁業従事者

水産技術者

林業作業

林業技術者

起業、創業

会社経営者

産業用ロボット開発技術者

産業用ロボットの設置・設定

産業用ロボットの保守・メンテナンス

太陽光発電の企画・調査

太陽光発電の設計・施工

太陽光発電のメンテナンス

植物工場の研究開発

植物工場の設計、施工

植物工場の栽培管理

ドローンパイロット

この中に自分の職業は無い(調査への協力を終了する)

*1     
生産・工程管理事務は「10:事務系の仕事」へ
*2     
システムエンジニア、ソフトウェア開発等は「13:IT・Web系の仕事」へ
*3     
産業用ロボット、太陽光発電、植物工場は「21:比較的新しい仕事」へ

*1    
 ダンプカー運転手、タンクローリー乗務員は「4:物流、運転、交通関係の仕事」へ
*2    
 土地家屋調査士は「9:法、税、不動産関係の仕事」へ

*1    
 引越作業員は「4:物流、運転、交通関係の仕事」へ

*1    
 自動車技術者、航空機開発エンジニア等は「1:モノづくり・製造技術系の仕事」へ
*2    
 警察官(都道府県警察)、自衛官(陸上・海上・航空)は「18:公務、国際協力の仕事」へ
*3    
 ドローンパイロットは「21:比較的新しい仕事」へ
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*1    
 道路パトロール隊員は「4:物流、運転、交通関係の仕事」へ
*2    
 施設管理者(介護施設)は「15:福祉・カウンセリングの仕事」へ
*3    
 警察官(都道府県警察)、自衛官(陸上・海上・航空)は「18:公務、国際協力の仕事」へ

*1    
 通信販売受付事務は「10:事務系の仕事」へ
*2    
 ネット通販関係は「13:IT・Web系の仕事」へ
*3    
 レストラン、カフェ、ハンバーガーショップ等の外食系は「17:その他のサービスの仕事」へ

*1    
 銀行・信用金庫渉外担当は「6:販売・営業・レンタル業の仕事」へ
*2    
 銀行等窓口業務は「10:事務系の仕事」へ

*1    
 M&Aコンサルタントは「7:金融系の仕事」へ
*2    
 公認会計士、弁理士等は「9:法、税、不動産関係の仕事」へ
*3    
 キャリアコンサルタントは「15:福祉・カウンセリングの仕事」へ

*1    
 測量士は「2:建設・建築の仕事」へ
*2    
 住宅・不動産営業は「6:販売・営業・レンタル業の仕事」へ
*3    
 知的財産のコーディネーター、リサーチャーは「8:コンサルタント、企業資産関係の仕事」へ
*4    
 企業法務担当、コンプライアンス推進担当、パラリーガル(弁護士補助職)は

「10:事務系の仕事」へ
*5    
 警察官、裁判官、検察官等の公務は「18:公務、国際協力の仕事」へ

*1    
 空港グランドスタッフは「4:物流、運転、交通関係の仕事」へ
*2    
 速記者、音声反訳者は「17:その他の対人サービスの仕事」へ
*3    
 検察事務官は「18:公務、国際協力の仕事」へ

*1    
 新聞配達員は「4:物流、運転、交通関係の仕事」へ
*2    
 書店員は「6:販売・営業・レンタル業の仕事」へ
*3    
 テクニカルイラストレーターは「12:印刷・放送・報道の仕事」へ
*4    
 気象予報士は「19:自然・動植物を対象とする仕事」へ

*1    
 広告営業は「6:販売・営業・レンタル業の仕事」へ
*2    
 広報コンサルタントは「8:コンサルタント、企業資産関連の仕事」へ
*3    
 企業内の広報・PR担当は「10:事務系の仕事」へ
*4    

－196－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



 テクニカルライター、録音エンジニアは「11:印刷・放送・報道の仕事」へ
*5    
 Webデザイナー、Webマーケティング(ネット広告・販売促進)は「13:IT・Web系の仕事」へ
*6    
 美容師、理容師、メイクアップアーティスト、ネイリストは「17:その他のサービスの仕事」へ

*1    
 ITコンサルタントは「8:コンサルタント、企業資産関連の仕事」へ
*2    
 データ入力は「10:事務系の仕事」へ

*1    
 医薬情報担当者(MR)、医薬品販売/登録販売者は「6:販売・営業・レンタル業の仕事」へ
*2    
 医療事務、調剤薬局事務は「10:事務系の仕事」へ
*3    
 獣医師、動物看護は「19:自然・動植物を対象とする仕事」へ

*1    
 介護タクシー運転手は「4:物流、運転、交通関係の仕事」へ
*2    
 介護事務、NPO法人職員(企画・運営)は「10:事務系の仕事」へ
*3    
 特別支援学校教員、特別支援学級教員、職業訓練指導員は

「16:教育・研究、学習支援の仕事」へ
*4    
 家政婦(夫)、ベビーシッターは「17:その他の対人サービス」へ

*1    
 高分子化学技術者、バイオテクノロジー技術者、宇宙開発技術者等は

「1:モノづくり・製造技術系の仕事」へ
*2    
 アクチュアリーは「8:コンサルタント、企業資産関連の仕事」へ
*3    
 学校事務は「10:事務系の仕事」へ
*4    
 保育士、学童保育指導員は「15:福祉・カウンセリングの仕事」へ
*5    
 キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント、スクールカウンセラーは

「15:福祉・カウンセリングの仕事」へ
*6    
 スポーツインストラクター、きもの着付指導員は「17:その他の対人サービス」へ
*7    
 法務教官は「18:公務、国際協力の仕事」へ
*8    
 アウトドアインストラクターは「19:自然・動植物を対象とする仕事」へ
*9    
 産業用ロボット、太陽光発電、植物工場の研究開発は「21:比較的新しい仕事」へ

*1    
 ハウスクリーニング、調理補助、給食調理員は「3:作業系の仕事」へ
*2    
 ガソリンスタンド・スタッフは「4:物流、運転、交通関係の仕事」へ
*3    
 ベーカリーショップ店員は「6:販売・営業・レンタル業の仕事」へ
*4    
 ファッションデザイナー、スタイリストは「12:広告・デザイン・芸術系の仕事」へ
*5    
 栄養士、あんまマッサージ指圧師、はり師・きゅう師は「14:医療・保健の仕事」へ
*6    
 音楽教室講師、自動車教習指導員は「16:教育・研究、学習支援の仕事」へ
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*1    
 救急救命士は「14:医療・保健の仕事」へ
*2    
 各種学校の教員は「16:教育・研究、学習支援の仕事」へ
*3    
 翻訳者、通訳者等は「17:その他の対人サービス」へ
*4    
 自然保護官(レンジャー)は「19:自然・動植物を対象とする仕事」へ

*1    
 ペットショップ店員、フラワーショップ店員は「6:販売・営業・レンタル業の仕事」へ

*1    
 スーパー店長は「6:販売・営業・レンタル業の仕事」へ
*2    
 銀行支店長は「7:金融系の仕事」へ
*3    
 施設管理者(介護施設)は「15:福祉・カウンセリングの仕事」へ
*4    
 ホテル・旅館支配人、ハンバーガーショップ店長は「17:その他のサービスの仕事」へ

カテゴリーの選択画⾯に戻る 次へ

0 50 100(%)
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Page 8

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

◆調査対象職業名

○○○(QS2回答テキスト再掲)

◆仕事の概要
○○○(ITEM_SQ2回答再掲)

職業の選択画⾯に戻る 回答を始める

0 50 100(%)

職業に間違いが無いことを確認の上、次ページにお進みください。
自分の職業とは異なる場合は、「職業の選択画面に戻る」を選択してください。
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Page 2

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

<大問2:仕事の内容と経験年数>

※ご回答中の職業は【○○○(DUMMY1回答テキスト再掲)】

1年未満

1年以上3年未満

3年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上20年未満

20年以上30年未満

30年以上40年未満

40年以上

次へ

0 50 100(%)

Q3

あなたの現在の職業の経験年数を教えてください。
企業・組織等の勤続年数ではなく、選択した職業として働いた年数をご回答ください。
途中に中断がある場合は通算してお答えください。 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Page 3

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

正規の職員、従業員

パートタイマー

派遣社員

契約社員、期間従業員

自営、フリーランス

経営層(役員等)

アルバイト(学生以外)

アルバイト(学生)

わからない

その他 ⇒その他の具体的な内容 

次へ

0 50 100(%)

Q4

あなたの現在の職業で一般的と思われる就業形態を全て選択してください。
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。（いくつでも）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Page 4

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

正規の職員、従業員

パートタイマー

派遣社員

契約社員、期間従業員

自営、フリーランス

経営層(役員等)

アルバイト(学生以外)

アルバイト(学生)

わからない

その他(○○○(Q4_SNT10_1回答再掲))

次へ

0 50 100(%)

Q5

次に、あなたの現在の職業で最も一般的と思われる就業形態を1つ選択してください。
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Page 5

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

フレーズ1

フレーズ2

フレーズ3

フレーズ4

フレーズ5

フレーズ6

フレーズ7

フレーズ8

フレーズ9

フレーズ10

フレーズ11

フレーズ12

フレーズ13

フレーズ14

フレーズ15

フレーズ16

フレーズ17

フレーズ18

フレーズ19

フレーズ20

フレーズ21

フレーズ22

フレーズ23

この中に実際行っている仕事(タスク)はない

�

�

Q6

あなたの職業で、実際にあなた自身が行っているタスク(課業)をすべて選択してください。
（いくつでも）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Q6_1

上記以外に、何か重要と考えられるタスクがあれば、
3つまでご自由にお書きください(それぞれ100文字以内)。
特に無い場合は、そのまま次へお進みください。 

－203－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



�

�

�

�

次へ

0 50 100(%)
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Page 6

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

<大問3:仕事活動>

※ご回答中の職業は【○○○(DUMMY1回答テキスト再掲)】

重

要

で

な

い

あ

る

程

度

重

要

重

要

と

て

も

重

要

き

わ

め

て

重

要

1 

「情報を取得する」
情報を取得するための活動を行う。自分自身で直接観察・観測するほか、
他者から情報を引き出す・受け取る、あるいはマスコミやSNS、インターネット等、
あらゆる情報源を用いて情報を調べることも含まれる。

2 

「継続的に状況を把握する」
特定の対象(材料、出来事、環境など)について、
問題の発見や評価のために状況の推移をリアルタイムに監視する、
あるいは後からチェックする。

例:ボイラーの計器の数値、道路の渋滞状況、工場機器の稼働状況、
患者のバイタルサイン、Webサーバのアクセスログなど。

3 

「情報の整理と検知を行う」
単に観測したりモニタリングするだけでは分かりにくいモノや行為、
出来事などから、意味のある情報を整理し、検知する。
検知のための情報整理には、分類、推定、類似点・相違点の認識、
状況・事象の変化の把握などが含まれる。

例:食品の成分表からアレルギー物質の有無を知る、
地質調査の結果から地盤の安定性を確認する、
店舗の売り上げと天候の関係を特定する、
過去と現在の診断結果を見比べ病気の進行状況を把握する、など。

4 
「設備、構造物、材料を検査する」
不具合の原因やその他の問題、欠陥を突き止めるために、
設備や構造物、材料を検査する。

5 

「数値の算出・推計を行う」
直接測定できない、もしくは測定しづらい大きさや距離、
量を計算によって見積もったり、ある仕事の実施に必要な時間、
費用、資源、材料などを計算によって算出・推計する。

6 

「クオリティを判断する」
人、モノ、サービスの価値、重要性、クオリティを評価する。

例:人事評価を行う、資産価値を評価する、古い絵画の芸術的価値を見積もる、など。

7 

Q7

以下の仕事内容について、あなたの現在の仕事での重要度を当てはまるものを1つ回答して
ください。あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向
について一般論として回答してください。あなたの仕事と関係ない場合は「重要でない」を選
択してください。(それぞれひとつずつ)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

－205－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



重

要

で

な

い

あ

る

程

度

重

要

重

要

と

て

も

重

要

き

わ

め

て

重

要

「法律や規定、基準を適用する」
出来事やプロセスが法律、規定、基準などに従っているかどうか判定するため、
関連情報を活用したり、自分の経験や知識から判断する。

8 
「情報やデータを処理する」
情報やデータの編集、コード化、分類、計算、作表、監査、検証を行う。

9 
「情報やデータを分析する」
情報やデータを分解して細分化することで、
それらの背景にある原理や原因、事実を明らかにする。

10 
「意思決定と問題解決を行う」
情報を分析し、結果を評価して最善の解決策を選択し、問題を解決する。

重

要

で

な

い

あ

る

程

度

重

要

重

要

と

て

も

重

要

き

わ

め

て

重

要

11 

「創造的に考える」
既存のものにとらわれず、新しく何かを開発、設計、創造する。
これには芸術的な観点での関与・貢献を含む。

例:アイデア、広報、システム、ソフトウェア、製品、芸術作品など。

12 

「仕事に関連する知識を更新し、活用する」
最新の技術や状況の変化に遅れずについていき、新しい知識を職務に応用する。

例:法律の改訂内容を調べて事業に及ぼす影響を検討する、
新しい医療機器の使い方と注意点を学び患者に適用する、
新しい情報技術の仕組みを理解しソフトウェアを開発する、など。

13 
「目標と戦略を策定する」
長期目標を設定し、それを達成するための戦略と措置を具体的に示す。

14 
「スケジュールを作成する」
イベント、プログラム、活動、
および他者の作業のスケジュール(日程表)を作成する。

15 
「仕事を整理、計画する、優先順序を決める」
仕事に優先順位をつけ、整理し、
遂行するために、具体的な目標と計画を策定する。

16 

「全身を使って身体的な活動を行う」
登る、持ち上げる、バランスをとる、歩く、
かがむ、資材を運搬するなど、
手足をかなり使って全身を動かす必要がある身体的な活動を行う。

17 

「手と腕を使って物を取り扱い動かす」
全身を使わずに持ち上げられる程度の大きさ・重さのモノの運搬、
据え付け、設置、移動のため、
もしくはそれらの物を扱うために、手と腕を用いる。

18 「機械、および機械製造のプロセスをコントロールする」
機械や、機械製造のプロセスを直接身体を使ってコントロールする、
または制御装置を使用して間接的にコントロールする。
ただし、コンピュータと乗り物は含まない。

例:レジを打つ、電動ドリルを使う、NC旋盤を操作する、など。

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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い

あ
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程

度

重

要

重

要

と

て

も

重

要

き

わ

め

て

重

要

19 
「乗り物を運転・操縦する」
フォークリフト、乗用車、航空機、
船舶などの乗り物を操縦、航行、運転する。

20 

「コンピュータを用いて作業を行う」
コンピュータとコンピュータ・システム
(ハードウェアとソフトウェアを含む)を利用して
プログラミングを行ったり、ソフトウェアを作成したり、
機能を設定したり、データを入力したり、情報を処理したりする。

重

要

で

な

い

あ

る

程

度

重

要

重

要

と

て

も

重

要

き

わ

め

て

重

要

21 

「装置、部品、機器の図面を作成する、配列や仕様を設定する」
装置、部品、機器、もしくは構造物の製造、
構成、組み立て、改変、保守、使用について他者に説明するために、
文書、詳細な指示、図面、仕様を提供する。

22 
「機械装置の修理と保守を行う」
主に機械的な原理(電子的ではない)で作動する機械、
装置、可動部や機器の保守、修理、調整、テストを行う。

23 

「電子機器の修理と保守を行う」
主に電気的もしくは電子的な原理
(機械的ではない)で作動する機械、
装置や機器の保守、修理、キャリブレーション、
調節、微調整、テストを行う。

24 
「情報の文書化と記録を行う」
文書または電子・磁気記録で情報を入力、
転記、記録、保存、保持する。

25 

「情報の意味を他者に説明する」
情報の意味を解釈し何を意味しているのか、
またどのように活用できるのかについて、他者のために説明する。

例:血圧の数値の解釈方法を説明する、
輸出製品にかかる他国の税金のシステムを説明する、
物理学の論文の内容を噛み砕いて説明する、など。

26 
「上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る」
電話、書面、電子メール、対面で上司、
同僚、部下に情報を提供する。

27 

「組織外の人々とコミュニケーションを取る」
自分の所属する組織を代表して、
顧客、一般の人々、政府、
その他の外部の人々とコミュニケーションを取る。
対面のほか、書面や電話、メールで情報交換を行う。

28 
「人間関係を構築し、維持する」
他者との間に建設的な協働関係を発展させ、
長期にわたってその関係を維持する。

29 「他者に対する支援とケアを行う」
同僚、顧客、患者などの他者に対して、

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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要

重

要

と

て

も

重

要

き

わ

め

て

重

要

個別支援を行ったり、医療上の注意を払ったり、
情緒面でのサポートをしたり、その他の個別のケアを行う。

30 
「他者に対して売り込む、または他者の思考・行動が変容するよう働きかける」
製品や商品を購入するよう、説得する。
または、他者に考えや行動を変えるよう働きかける。

重

要

で

な

い

あ

る

程

度

重

要

重

要

と

て

も

重

要

き

わ

め

て

重

要

31 
「対立を解消させる、他者と交渉する」
苦情を処理し、争いを収め、
不満や対立を解消する、または他者と交渉する。

32 

「公共の場で一般の人々のために働いたり、直接応対する」
公共の場で一般の人々のために働いたり、
人々と直接応対して働く。
これにはレストランや商店での顧客への応対、
クライアントやゲストの受け入れなどが含まれる。

33 
「メンバーの仕事量や活動内容を調整する」
グループのメンバーが、
仕事の完遂に向けて一緒に働けるように仕事量や活動内容を調整する。

34 
「チームを構築する」
チームのメンバー同士の相互の信頼、尊重、協力を促し、チームを構築する。

35 
「他者の訓練と教育を行う」
教育の必要性を明らかにし、
正規の訓練プログラムや授業を開発し、他者に教える、または指導する。

36 

「部下への指導、指示、動機づけを行う」
部下を指導し、指示を与え、動機づける。
これには職務遂行にあたって求められる水準の設定や、
職務の進捗管理が含まれる。

37 

「他者をコーチし、能力開発を行う」
他者の能力開発の必要性を明らかにし、
知識やスキルを向上させるためにコーチング、
メンタリング、助言、支援を行う。

38 
「コンサルティングと他者へのアドバイスを行う」
技術、システム、プロセスに関するトピックについて、
経営陣やその他のグループに指導と専門的助言を与える。

39 
「管理業務を遂行する」
情報をまとめたファイルの維持管理や、
書類事務の処理など、日常的な管理業務を実行する。

40 
「組織の人事管理を行う」
組織において従業員の募集、
面接、選定、雇用、昇進を行う。

41 「資源、資材、財源の監視と管理を行う」
仕事に関わる資源、資材など、様々なリソースの
監視と管理を行い、関連するお金の支出を監督する。

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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例:ホテルのシーツの管理、
厨房の食材の管理、大企業の年間予算の管理、など。

重

要

で

な

い

あ

る

程

度

重

要

重

要

と

て

も

重

要

き

わ

め

て

重

要

次へ

0 50 100(%)
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Page 7

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

<大問4:仕事の性質>

※ご回答中の職業は【○○○(DUMMY1回答テキスト再掲)】

頻度

年

に

1

度

未

満

あ

る

い

全

く

な

い

年

に

1

度

以

上

月

に

1

度

以

上

週

に

1

度

以

上

ほ

ぼ

毎

日

1 
「電子メール」
どれくらいの頻度で電子メールを使う必要があるか?
(私用メールは除く)

2 

「窮屈な仕事の場所、居心地が悪い姿勢」
どれくらいの頻度で、居心地が悪い姿勢にさせるよ
うな窮屈な場所で働くか?
(例:機械装置の隙間、配管工事の現場、飛行機内の狭い通路)

3 

「病気、感染症のリスク」
職務上、どれくらいの頻度で病気や感染症のリスクに晒されるか?
(例:患者の治療・看護、
研究施設での病原体の取り扱い、クラスター発生場所の消毒作業)

4 

「軽度の火傷、切り傷、噛まれ傷、刺し傷」
どれくらいの頻度で、職務上、軽度の火傷や切り傷、
噛まれ傷、刺し傷などを負うリスクがあるか?
(例:製造、建設、農林漁業、動物の飼育、調理、縫製)

5 

「一般的な保護・安全装備の着用」
どれくらいの頻度で、保護・安全のための一般的な装備
(専用の履物や特殊なメガネ、グローブ、
耳の保護、堅いヘルメット、ライフジャケットなど)を着用するか?

6 

「特殊な保護・安全装備の着用」
どれくらいの頻度で、保護・安全のための特殊な装備
(呼吸器、安全ハーネス、完全防護スーツ、耐放射線防護服など)
を着用するか?

7 「暴力的な人々への対応」
どれくらいの頻度で暴力的な人々による

Q8
あなたが従事している仕事の性質について、それぞれ当てはまるものを1つ選択してくださ
い。
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。(それぞれひとつずつ)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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身体的攻撃への対応が求められるか?
(例:暴動・テロ・犯罪等への対応、暴力を伴う客同士の喧嘩への介入、
認知症や精神疾患を背景とする暴力への対応)

就業時間に占める比率

全

く

な

い

就

業

時

間

の

半

分

未

満

就

業

時

間

の

ほ

ぼ

半

分

就

業

時

間

の

半

分

以

上

ほ

ぼ

常

に

1 
「歩行、走行」
就業時間のうち、歩いたり走ったりする時間はどの程度か?

2 
「モノ、道具、制御装置を扱う手作業」
モノや、道具、制御装置を、手で握ったり、
操作したり、感触で確かめたりしている時間はどの程度か?

身体的近接性

ま

た

は

3

0

メ

｜

ト

ル

以

上

離

れ

て

い

る

他

の

人

と

近

く

で

仕

事

は

し

な

い

5

メ

｜

ト

ル

以

上

離

れ

て

い

る

他

の

人

と

働

く

が

近

く

は

な

い

腕

を

伸

ば

し

て

も

届

か

な

い

距

離

5

メ

｜

ト

ル

未

満

だ

が

や

や

近

い

腕

を

伸

ば

せ

ば

届

く

距

離

あ

る

程

度

近

い

ほ

と

ん

ど

肩

が

触

れ

る

状

態

非

常

に

近

い

1 
「他者との身体的近接」
仕事中、他者と身体的にどの程度近接しているか?
(同僚、顧客、患者、通行人等)

自動化の程度

全

く

自

動

化

さ

れ

て

い

な

い

少

し

自

動

化

さ

れ

て

い

る

あ

る

程

度

自

動

化

さ

れ

て

い

る

非

常

に

自

動

化

さ

れ

て

い

る

完

全

に

自

動

化

さ

れ

て

い

る

1 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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自動化の程度

全

く

自

動

化

さ

れ

て

い

な

い

少

し

自

動

化

さ

れ

て

い

る

あ

る

程

度

自

動

化

さ

れ

て

い

る

非

常

に

自

動

化

さ

れ

て

い

る

完

全

に

自

動

化

さ

れ

て

い

る

「機械やコンピュータによる仕事の自動化」
仕事は機械やコンピュータによってどれくらい自動化されているか?

責任の程度

責

任

は

持

た

な

い

限

定

的

に

は

責

任

を

持

つ

あ

る

程

度

の

責

任

を

持

つ

大

き

な

責

任

を

持

つ

非

常

に

大

き

な

責

任

を

持

つ

1 
「他者の健康・安全への責任」
他者の健康や安全についてどの程度責任を持つことになるか?

意思決定の影響の程度

全

く

影

響

力

は

出

な

い

少

し

影

響

が

出

る

あ

る

程

度

影

響

が

出

る

重

大

な

影

響

が

出

る

非

常

に

重

大

な

影

響

が

出

る

1 
「意思決定が他者や企業に及ぼす影響力」
仕事上の意思決定が、他者や、
雇用主のイメージ・評判・資産に与える影響はどの程度重大か?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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競争水準

全

く

競

争

的

で

は

な

い

少

し

競

争

的

で

あ

る

あ

る

程

度

競

争

的

で

あ

る

か

な

り

競

争

的

で

あ

る

極

め

て

競

争

的

で

あ

る

1 
「競争水準」
競争することや、競争に勝たなければならないという
プレッシャーを自覚することがどの程度求められるか?

次へ

0 50 100(%)

1 2 3 4 5
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Page 8

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

<大問5:よく使用する仕事道具、情報技術>

※ご回答中の職業は【○○○(DUMMY1回答テキスト再掲)】

日

常

的

に

直

接

使

用

す

る

直

接

使

用

で

き

る

こ

と

が

必

須

い

ず

れ

も

あ

て

は

ま

ら

な

い

1 
文書作成ソフト
(Word、一太郎等) 

2 
表計算ソフト
(Excel、スプレッドシート等) 

3 
プレゼン資料作成ソフト
(PowerPoint、Keynote等) 

4 
イラスト、デザイン作成ソフト
(Illustrator、Clip  
Studio等) 

5 
画像等編集ソフト
(Photoshop、GIMP等) 

6 
Web画面作成のソフトウェア
(HTML、CSSを含む) 

7 
設計用ソフト
(CADのソフトウェア等) 

8 
統計用ソフト
(SAS、SPSS、STATA、R等) 

9 
設計段階等でコンピュータシミュレーションを行う解析ソフト
(CAEのソフトウェア等) 

10 
プログラミング言語
(C言語、JAVA、Python、Ruby等) 

11 

データベース
(Access、SQL  
Server、
MySQL、Oracle等) 

12 

Q9

以下の情報技術(ソフトウェア)について、あなたと同じ仕事、同じ職業の就業者が日常的に直
接使用するもの、直接使用できることが必須であるものにチェックをつけてください。
どちらにも当てはまる場合は、両方にチェックをつけてください。ただし、部下や同僚、他の職
業の就業者等を介した間接的な使用は含みません。(それぞれいくつでも)

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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日

常

的

に

直

接

使

用

す

る

直

接

使

用

で

き

る

こ

と

が

必

須

い

ず

れ

も

あ

て

は

ま

ら

な

い

事務自動化開発ツール
(マクロ、VBA、RPA等) 

13 

AI開発ツール
(AutoML、Labellio、
Neural  
Network Console、
Watson等) 

日

常

的

に

直

接

使

用

す

る

直

接

使

用

で

き

る

こ

と

が

必

須

い

ず

れ

も

あ

て

は

ま

ら

な

い

�

�

�

�

�

�

次へ

0 50 100(%)

1 2 3

Q9SQ

その他に、あなたの現在の仕事で日常的に使用する、もしくは必要不可欠な情報技術・ソフト
ウェアがあれば、3つまで自由にご回答下さい。 
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Page 9

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

日

常

的

に

直

接

使

用

す

る

直

接

使

用

で

き

る

こ

と

が

必

須

い

ず

れ

も

あ

て

は

ま

ら

な

い

1 パソコン 

2 スマートフォン 

3 タブレット端末 

4 
普通自動車
(普通免許(第一種、第二種)で運転可能なもの) 

5 
大型、中型、準中型、特殊自動車等
(普通免許だけでは運転できないもの) 

6 
事務用品
(ペン、のり、ハサミ、定規、ファイル等) 

7 プリンター、コピー機 

8 
レジ
(小売店、レストラン等) 

9 
調理道具
(包丁、ガスコンロ等) 

10 
工具
(かなづち、のこぎり等の手動工具、ドリル等の電動工具) 

11 
作業中の護身用品
(ヘルメット、ゴーグル、グローブ、安全靴等) 

12 
医療機器
(聴診器、注射器、CT、MRI等) 

日

常

的

に

直

直

接

使

用

で

い

ず

れ

も

あ

Q10

以下の道具や機材等について、あなたと同じ仕事、同じ職業の就業者が日常的に直接使用
するもの、直接使用できることが必須であるものにチェックをつけてください。
どちらにも当てはまる場合は、両方にチェックをつけてください。
ただし、部下や同僚、他の職業の就業者等を介した間接的な使用は含みません。
(それぞれいくつでも)

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3
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日

常

的

に

直

接

使

用

す

る

直

接

使

用

で

き

る

こ

と

が

必

須

い

ず

れ

も

あ

て

は

ま

ら

な

い

接

使

用

す

る

き

る

こ

と

が

必

須

て

は

ま

ら

な

い

�

�

�

�

�

�

次へ

0 50 100(%)

Q10SQ

その他に、あなたの現在の仕事で日常的に使用する、もしくは必要不可欠な道具や機材等
があれば、自由にご回答下さい。 
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Page 10

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

<大問6:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する特別調査>

※ご回答中の職業は【○○○(DUMMY1回答テキスト再掲)】

<仕事量の傾向>

増える傾向だった

やや増える傾向だった

横ばいの傾向だった

やや減る傾向だった

減る傾向だった

わからない

変化があった

変化がなかった

次へ

0 50 100(%)

Q11

新型コロナウイルス感染症が拡大する前(2019年まで)、あなたの現在の職業では仕事の量
(受注件数、取引件数、予算規模、製造量等)が増える傾向でしたか、減る傾向でしたか?
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 

1

2

3

4

5

6

Q12

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、
上の質問で回答した仕事の量の増減傾向に変化がありましたか? 

1

2
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Page 11

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

増える傾向である

やや増える傾向である

やや減る傾向である

減る傾向である

次へ

0 50 100(%)

Q13

「変化があった」と回答した方にお聞きします。新型コロナウイルス感染症が拡大した後(2020
年1月以降)、あなたの現在の職業では例年と比較して仕事の量が増える傾向ですか、減る
傾向ですか?
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 

1

2

3

4
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Page 12

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

さらに増えていくと思う

増えたまま横ばいだと思う

やや減るが、感染拡大前よりは多いと思う

減って、感染拡大前程度に戻ると思う

感染拡大前を下回るほど減ると思う

わからない

次へ

0 50 100(%)

Q14

「増える傾向である」、「やや増える傾向である」と回答した方にお聞きします。
今後、新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたの現在の職業では仕
事の量がどのように変化すると思いますか?
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 

1

2

3

4

5

6
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Page 13

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

さらに減っていくと思う

減ったまま横ばいだと思う

やや増えるが、感染拡大前には戻らないと思う

増えて、感染拡大前程度に戻ると思う

感染拡大前を上回るほど増えると思う

わからない

次へ

0 50 100(%)

Q15

「減る傾向である」、「やや減る傾向である」と回答した方にお聞きします。
今後、新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたの現在の職業では仕
事の量がどのように変化すると思いますか?
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 

1

2

3

4

5

6
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Page 14

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

増えていくと思う

やや増えていくと思う

横ばいだと思う

やや減っていくと思う

減っていくと思う

わからない

次へ

0 50 100(%)

Q16

「変化がなかった」と回答した方にお聞きします。
あなたの現在の職業では今後数年(3～5年程度)、仕事の量(受注件数、取引件数、予算規
模、製造量等)が増えていくと思いますか、減っていくと思いますか?
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 

1

2

3

4

5

6
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Page 15

※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

<テレワークの活用に関する特別調査>

テレワークはできないのが一般的だったと思う

テレワークはできたが、平均では勤務日の2割未満だったと思う

半分まではいかないが、2割以上4割未満の勤務日でテレワークができたと思
う

半分程度(4割以上6割未満)の勤務日でテレワークができたと思う

6割以上8割未満の勤務日でテレワークができたと思う

8割以上の勤務日で、もしくはほぼ完全にテレワークができたと思う

次へ

0 50 100(%)

Q17

新型コロナウイルス感染症が拡大する前(2019年まで)、あなたと同じ仕事、同じ職業の人た
ちは一般的にどの程度テレワーク(在宅勤務、モバイルワーク等)が可能だったと思いますか?
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 

1
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※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

テレワークはできないのが一般的だったと思う

テレワークはできたが、平均では勤務日の2割未満だったと思う

半分まではいかないが、2割以上4割未満の勤務日でテレワークができたと思
う

半分程度(4割以上6割未満)の勤務日でテレワークができたと思う

6割以上8割未満の勤務日でテレワークができたと思う

8割以上の勤務日で、もしくはほぼ完全にテレワークができたと思う

次へ

0 50 100(%)

Q18

新型コロナウイルス感染症の流行下(2020年4月～5月頃の緊急事態宣言下)、あなたと同じ
仕事、同じ職業の人たちは一般的にどの程度テレワーク(在宅勤務、モバイルワーク等)が可
能だったと思いますか?
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 
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※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

テレワークはできない、もしくはできなくなると思う

テレワークはできても、平均では勤務日の2割未満だと思う

半分まではいかないが、2割以上4割未満の勤務日でテレワークができると思
う

半分程度(4割以上6割未満)の勤務日でテレワークができると思う

6割以上8割未満の勤務日でテレワークができると思う

8割以上の勤務日で、もしくはほぼ完全にテレワークができると思う

次へ

0 50 100(%)

Q19

今後、新型コロナウイルス感染症の脅威が大きく和らいだ場合、あなたと同じ仕事、同じ職業
の人たちは一般的にどの程度テレワーク(在宅勤務、モバイルワーク等)が可能だと思います
か?あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向につ
いて一般論として回答してください。 
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※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

そもそもテレワークを導入できる仕事ではないと思う

テレワークを導入できるとしても、最大でも勤務日の2割未満だと思う

半分まではいかないが、2割以上4割未満の勤務日でテレワークができるはず
だと思う

半分程度(4割以上6割未満)の勤務日でテレワークができるはずだと思う

6割以上8割未満の勤務日でテレワークができるはずだと思う

8割以上の勤務日で、もしくはほぼ完全にテレワークができるはずだと思う

次へ

0 50 100(%)

Q20

最後に、新型コロナウイルス感染症の流行や過去・現在の状況とは無関係に、本来あなたと
同じ仕事、同じ職業では最大でどの程度テレワークを実施可能なはずだと思いますか?
あなた自身や所属する企業・組織の状況ではなく、同じ仕事、同じ職業の全体傾向について
一般論として回答してください。 
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※回答中にブラウザの「戻る」を使用しないでください。（それまでの回答が無効になりますのでご注意ください） 

0 50 100(%)

<ご意見、ご感想>

以上で、質問はすべて終了しました。
最後に、この調査について何かご意見、ご感想があればご自由にお書きください。

�

�

ご協力ありがとうございました。

送信

0 50 100(%)

－227－

資料シリーズNo.240資料シリーズNo.240

労働政策研究・研修機構（JILPT）



JILPT　資料シリーズ　No.240

　　　 職業情報提供サイト (日本版 O-NET) の

         インプットデータ開発に関する研究（2020 年度）

発行年月日  ２０２１年９月３０日

編集・発行  独立行政法人　労働政策研究・研修機構

〒 177-8502　東京都練馬区上石神井 4-8-23

（照会先） 研究調整部研究調整課 TEL：03-5991-5104

印刷・製本  有限会社　正陽印刷

© 2021 JILPT                                        Printed in Japan 

＊資料シリーズ全文はホームページで提供しております。（URL：https://www.jil.go.jp/）


	表紙
	ま え が き
	執筆担当者
	目次
	序章
	第１節 日本版O-NET に関連する政府方針等
	第２節 本書の構成と概要

	第１章 収録職業選定の考え方と2020 年度に選定した新規職業
	第1 節 収録職業選定の基本的な考え方
	第２節 選定した新規職業と選定理由
	第３節 収録職業決定のプロセス

	第２章 職業解説の作成
	第１節 2020 年度の新規職業解説の作成
	第２節 職業解説の更新
	第３節 職業解説案確定のプロセス

	第３章 職業に関する数値情報の作成方法
	第１節 目的
	第２節 方法
	第３節 結果の整理

	第４章 職業別数値情報の集計と検討
	第１節 仕事活動（ワーク・アクティビティ）
	第２節 仕事の性質
	第３節 一般的な就業形態
	第４節 使用する情報技術・ソフトウェア、道具・機材
	第５節 仕事量の変化に関する特別調査
	第６節 テレワークの実施に関する特別調査

	第５章 詳細版数値系ダウンロードデータの作成方法について
	第１節 目的
	第２節 平均値系と比率系の区分について
	第３節 詳細版DL データ作成方法１：推定対象が母集団平均値の場合
	第４節 詳細版DL データ作成方法２:推定対象が母集団比率の場合
	章末付録：Wilson スコア信頼区間への有限母集団修正の適用根拠

	第６章 有限母集団修正のための職業別就業者数推定
	第１節 目的
	第２節 方法
	第３節 結果
	第４節 今後の展望
	章末付録：就業者規模判定一覧

	付 録 １2020 年度作成の新規10 職業 職業解説
	付 録 ２職業分類別職業名一覧
	付 録 ３Web 調査画面サンプル


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MSMincho
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




