
 

 

 

 

 

 

 

  

【正社員
せいしゃいん

】 

直 接
ちょくせつ

雇用
こよう

で、雇用
こよう

期間
きかん

の定
さだ

めがなく、一般
いっぱん

に他
た

の雇用
こよう

形態
けいたい

の労働者
ろうどうしゃ

より責任
せきにん

のある役割
やくわり

を担
にな

います。 

【非正規
ひ せ い き

社員
しゃいん

】 

正社員
せいしゃいん

でない労働者
ろうどうしゃ

を言
い

います。雇用
こよう

期間
きかん

に定
さだ

めがある契約
けいやく

社員
しゃいん

、派遣
はけん

契約
けいやく

により派遣先
はけんさき

の企業
きぎょう

で

働
はたら

く派遣
はけん

社員
しゃいん

、正社員
せいしゃいん

より労働
ろうどう

時間
じかん

が 短
みじか

いパートタイマー
ぱ ー と た い ま ー

、一般
いっぱん

に学生
がくせい

など仕事
しごと

が主
おも

でない人
ひと

が

働
はたら

く場合
ばあい

のアル
あ る

バイト
ば い と

、などがあります。 

【フリーター
ふ り ー た ー

】 

概
おおむ

ね 15～34歳
さい

で、非正規
ひせいき

社員
しゃいん

で 働
はたら

いている期間
きかん

が長
なが

い人
ひと

や、非正規
ひせいき

社員
しゃいん

で 働
はたら

くことのみを希望
きぼう

して

いる人
ひと

（学生
がくせい

や家事
か じ

に専念
せんねん

している人
ひと

を除
のぞ

く）を言
い

います。 

正社員
せいしゃいん

やパートタイマ
ぱ ー と た い ま

ー
ー

、アルバイト
あ る ば い と

といった言葉
ことば

は、

労働者
ろうどうしゃ

を区分
くぶん

する（違
ちが

いで分
わ

ける）のに便利
べんり

が良
よ

いため、 

広
ひろ

く使
つか

われています。 

＊同
おな

じように呼
よ

ばれていても、会社
かいしゃ

によって内容
ないよう

が違
ちが

うこともあります。 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状②―平成 24 年版『就業構造基本調査』より―」 

■男女
だんじょ

別
べつ

、学歴
がくれき

、雇用
こ よ う

形態
けいたい

別
べつ

の 年齢
ねんれい

と年収
ねんしゅう

 の関係
かんけい

 （主
おも

な仕事
し ご と

から） 

正社員
せいしゃいん

の場合
ば あ い

は、年齢
ねんれい

が上
あ

がるにつれて年収
ねんしゅう

（一年間
いちねんかん

でもらえる給 料
きゅうりょう

などの収 入
しゅうにゅう

）も、

１時間
じ か ん

当
あ

たりの収 入
しゅうにゅう

（時間給
じかんきゅう

）も、高
たか

くなる傾向
けいこう

があります。 

でも、パート
ぱ ー と

やアルバイト
あ る ば い と

では、10代
だい

の人
ひと

も 40代
だい

の人
ひと

も、年収
ねんしゅう

と時間
じ か ん

当
あ

たりの収 入
しゅうにゅう

も

ほとんど変
か

わらず、年齢
ねんれい

が上
あ

がっても賃金
ちんぎん

は正社員
せいしゃいん

に比
くら

べて上
あ

がらない傾向
けいこう

があります。 

【高校
こうこう

を卒業
そつぎょう

した人
ひと

の年収
ねんしゅう

】 【大学
だいがく

を卒業
そつぎょう

した人
ひと

の年収
ねんしゅう
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●非正規
ひ せ い き

雇用
こ よ う

労働者
ろうどうしゃ

に適用
てきよう

される制度
せ い ど

 

正社員
せいしゃいん

と比
くら

べて正社員
せいしゃいん

以外
い が い

の労働者
ろうどうしゃ

は、「退職
たいしょく

金
きん

制度
せ い ど

」などが適用
てきよう

されにくい（制度
せ い ど

の対象
たいしょう

に当
あ

てはまらない）

傾向
けいこう

があります。 

■就 業
しゅうぎょう

形態
けいたい

、現在
げんざい

の会社
かいしゃ

における各種
かくしゅ

制度
せ い ど

等
など

の適用
てきよう

状 況
じょうきょう

別
べつ

労働者
ろうどうしゃ

割合
わりあい

 

複数
ふくすう

回答
かいとう

（単位
た ん い

：％）2014年
ねん

   

 

就業
しゅうぎょう

形態
け い た い

 

雇用
こ よ う

保険
ほ け ん

 健康
けんこう

保険
ほ け ん

 厚生
こうせい

年金
ねんきん

 退職
たいしょく

金
きん

制度
せ い ど

 賞与
しょうよ

支給
しきゅう

制度
せ い ど

 福利
ふ く り

厚生
こうせい

施設
し せ つ

等
とう

の利用
り よ う

 

自己
じ こ

啓発
けいはつ

援助
えんじょ

制度
せ い ど

 

正社員
せ い し ゃ い ん

 92.5 99.3 99.1 80.6 86.1 54.2 36.8 

正社員
せ い し ゃ い ん

以外
い が い

の労働者
ろ う ど う し ゃ

 67.7 54.7 52.0 9.6 31.0 23.8 10.1 

派遣
は け ん

労働者
ろ う ど う し ゃ

 83.8 81.1 76.5 10.9 15.8 26.6 13.2 

契約
け い や く

社員
し ゃ い ん

（専門
せ ん も ん

職
しょく

） 83.0 87.6 83.5 14.2 42.8 34.0 12.7 

パートタイム
ぱ ー と た い む

労働者
ろ う ど う し ゃ

 60.6 37.6 35.3 4.3 23.9 17.6 7.3 

臨時
り ん じ

労働者
ろ う ど う し ゃ

 19.4 14.5 14.8 7.4 11.4 8.5 1.9 

厚生労働省「平成 26 年就業形態の多様化に関する総合実態調査」より一部抜粋   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

この資料は、『正社員？フリーター？何が違うの??』（発行 厚生労働省）を参考に 
「公益財団法人 滋賀県国際協会」が編集しました。 

●企業
きぎょう

がフリーター
ふ り ー た ー

経験
けいけん

を評
ひょう

価
か

しない理由
り ゆ う

 

「根気
こ ん き

がなくいつ辞
や

めるかわからない」（約
やく

７割
  わり

）が一番
いちばん

多
おお

く、その次
つぎ

に多
おお

いのは「年齢
ねんれい

相応
そうおう

の技能
ぎ の う

・知識
ち し き

がない」、

「職 業
しょくぎょう

に対
たい

する意識
い し き

などの教育
きょういく

が必要
ひつよう

」という回答
かいとう

です。 

フリーター
ふ り ー た ー

経験者
けいけんしゃ

は、企業
きぎょう

によっては職 業
しょくぎょう

意識
い し き

が不足
ふ そ く

していると評価
ひょうか

される場合
ば あ い

があります。 

フリーター
ふ り ー た ー

であったことをマイナス
ま い な す

に評
ひょう

価する
か す る

理由
り ゆ う

（複数
ふくすう

回答
かいとう

、％） 

 
根気
こ ん き

がなくいつ

辞
や

めるかわから

ない 

年齢
ねんれい

相応
そうおう

の

技能
ぎ の う

、知識
ち し き

がな

い 

職 業
しょくぎょう

に対
たい

する

意識
い し き

などの

教育
きょういく

が必要
ひつよう

 

責任感
せきにんかん

がない 組織
そ し き

になじみに

くい 

人物像
じんぶつぞう

がつかみ

にくい 

入社
にゅうしゃ

時
じ

の格付
か く づ

け、配置
は い ち

が難
むずか

しい 

その他
ほか

 無回答
むかいとう

 

企業
きぎょう

全体
ぜんたい

 

(1288 社) 

７１．７ ４７．５ ４４．９ ４３．５ ３８．１ ２５．９ ２０．０ １．８ ０．１ 

＜フリーター
ふ り ー た ー

採用
さいよう

の有無
う む

＞ 

採用
さいよう

した 

(152 社) 

７７．０ ４４．７ ４２．１ ５４．６ ３６．８ ２５．７ ７．９ ２．０ ０．０ 

採用
さいよう

していない 

(1123 社) 

７１．１ ４７．８ ４５．３ ４１．６ ３８．５ ２５．８ ２１．９ １．８ ０．１ 

注
ちゅう

）フリーター
ふ り ー た ー

の採用
さいよう

にあたって、フリーター
ふ り ー た ー

であったことを「マイナス
ま い な す

に評
ひょう

価
か

する」と回答
かいとう

した企業
きぎょう

を対象
たいしょう

に集計
しゅうけい

。 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構「企業における若年層の募集・採用等に関する実態調査」より一部抜粋 


