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【労働者、管理職者の男女の割合】 

（１）正規社員の男女の割合 【設問０２】 

正規社員における男女の割合は、男性が 72.1％、女性が 27.9％となっている。正規社員のう

ち、事務職における男女の割合は、男性が 72.4％、女性が 27.6％となっており、事務職以外に

おける男女の割合は、男性が 72.0％、女性が 28.0％となっている。 

 

表 1 正規社員における男女の割合 

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計

72.1% 27.9% 100.0% 72.4% 27.6% 100.0% 72.0% 28.0% 100.0%

(14,181) (5,483) (19,664) (5,206) (1,986) (7,192) (8,975) (3,497) (12,472)

72.6% 27.4% 100.0% 74.3% 25.7% 100.0% 71.7% 28.3% 100.0%

(13,315) (5,015) (18,330) (5,090) (1,764) (6,854) (8,225) (3,251) (11,476)

65.7% 34.3% 100.0% 34.8% 65.2% 100.0% 76.2% 23.8% 100.0%

(845) (442) (1,287) (114) (214) (328) (731) (228) (959)

58.9% 41.1% 100.0% 45.4% 54.6% 100.0% 61.9% 38.1% 100.0%

(646) (450) (1,096) (89) (107) (196) (557) (343) (900)

68.7% 31.3% 100.0% 57.7% 42.3% 100.0% 71.8% 28.2% 100.0%

(1,101) (501) (1,602) (199) (146) (345) (902) (355) (1,257)

71.0% 29.0% 100.0% 55.3% 44.7% 100.0% 76.1% 23.9% 100.0%

(2,664) (1,090) (3,754) (512) (414) (926) (2,152) (676) (2,828)

59.1% 40.9% 100.0% 64.2% 35.8% 100.0% 58.0% 42.0% 100.0%

(2,286) (1,582) (3,868) (431) (240) (671) (1,855) (1,342) (3,197)

82.6% 17.4% 100.0% 81.8% 18.2% 100.0% 83.8% 16.2% 100.0%

(6,618) (1,392) (8,010) (3,859) (857) (4,716) (2,759) (535) (3,294)

87.6% 12.4% 100.0% 41.1% 58.9% 100.0% 97.6% 2.4% 100.0%

(528) (75) (603) (44) (63) (107) (484) (12) (496)

82.1% 17.9% 100.0% 79.4% 20.6% 100.0% 84.6% 15.4% 100.0%

(9,294) (2,027) (11,321) (4,393) (1,138) (5,531) (4,901) (889) (5,790)

88.2% 11.8% 100.0% 69.0% 31.0% 100.0% 92.5% 7.5% 100.0%

(1,221) (163) (1,384) (174) (78) (252) (1,047) (85) (1,132)

71.3% 28.7% 100.0% 46.2% 53.8% 100.0% 80.9% 19.1% 100.0%

(788) (317) (1,105) (141) (164) (305) (647) (153) (800)

55.9% 44.1% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0% 49.2% 50.8% 100.0%

(180) (142) (322) (120) (80) (200) (60) (62) (122)

72.2% 27.8% 100.0% 67.3% 32.7% 100.0% 73.1% 26.9% 100.0%

(234) (90) (324) (33) (16) (49) (201) (74) (275)

28.7% 71.3% 100.0% 26.9% 73.1% 100.0% 28.9% 71.1% 100.0%

(861) (2,139) (3,000) (80) (217) (297) (781) (1,922) (2,703)

61.3% 38.7% 100.0% 59.6% 40.4% 100.0% 61.9% 38.1% 100.0%

(242) (153) (395) (65) (44) (109) (177) (109) (286)

68.8% 31.2% 100.0% 45.6% 54.4% 100.0% 78.0% 22.0% 100.0%

(833) (377) (1,210) (156) (186) (342) (677) (191) (868)

正規社員における
男女の割合

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

1,000人以上

事務職 事務職以外

全体

30人以上*

建設業

製造業

運輸・
通信業

卸売・
小売業

金融・
保険業

飲食店、
宿泊業

医療、
福祉

教育、
学習支援業

サービス業
 

※（）内は人数 

＊企業規模 30人以上 
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（２）非正規社員および派遣労働者の男女の割合 【設問０２】 

非正規社員では、男性が 38.2％、女性が 61.8％となっている。また、派遣労働者においては、

男性が 57.5％、女性が 42.5％となっている。 

 

表 2 非正規社員と派遣労働者における男女の割合 

    

男性 女性 計 男性 女性 計
38.2% 61.8% 100.0% 57.5% 42.5% 100.0%

(3,202) (5,171) (8,373) (1,481) (1,094) (2,575)

39.0% 61.0% 100.0% 57.3% 42.7% 100.0%

(2,875) (4,492) (7,367) (1,454) (1,082) (2,536)

32.4% 67.6% 100.0% 69.2% 30.8% 100.0%

(310) (646) (956) (27) (12) (39)

41.1% 58.9% 100.0% 69.9% 30.1% 100.0%

(264) (378) (642) (72) (31) (103)

36.1% 63.9% 100.0% 58.7% 41.3% 100.0%

(437) (774) (1,211) (121) (85) (206)

39.4% 60.6% 100.0% 48.8% 51.2% 100.0%

(720) (1,106) (1,826) (178) (187) (365)

36.8% 63.2% 100.0% 63.1% 36.9% 100.0%

(714) (1,226) (1,940) (159) (93) (252)

42.3% 57.7% 100.0% 57.4% 42.6% 100.0%

(740) (1,008) (1,748) (924) (686) (1,610)

61.4% 38.6% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

(35) (22) (57) (0) (1) (1)

51.1% 48.9% 100.0% 57.8% 42.2% 100.0%

(1,081) (1,034) (2,115) (1,345) (983) (2,328)

44.2% 55.8% 100.0% 44.6% 55.4% 100.0%

(338) (426) (764) (33) (41) (74)

31.9% 68.1% 100.0% 23.5% 76.5% 100.0%

(409) (874) (1,283) (4) (13) (17)

42.6% 57.4% 100.0% 12.5% 87.5% 100.0%

(29) (39) (68) (1) (7) (8)

29.7% 70.3% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0%

(177) (419) (596) (5) (0) (5)

21.1% 78.9% 100.0% 48.9% 51.1% 100.0%

(411) (1,541) (1,952) (23) (24) (47)

51.6% 48.4% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0%

(273) (256) (529) (0) (3) (3)

44.5% 55.5% 100.0% 76.1% 23.9% 100.0%

(449) (560) (1,009) (70) (22) (92)

卸売・

小売業

金融・

保険業

飲食店、

宿泊業

医療、

福祉

教育、

学習支援業

サービス業

全体

30人以上*

1,000人以上

建設業

運輸・

通信業

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

300～999人

製造業

非正規社員
における男女の割合

派遣労働者
における男女の割合

 

                               ※（）内は人数 

＊企業規模 30人以上 
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（３）管理職者の男女の割合 【設問０３】 

    管理職者の男女の割合は、男性が 87.3％、女性が 12.7％となっている。企業規模 30人以上の

事業所においては、男性が 88.8％、女性が 11.2％となっている。 

 

表 3 管理職者の男女の割合 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

87.3% 12.7% 80.2% 19.8% 91.0% 9.0% 89.1% 10.9% 80.8% 19.2%

(2,935) (426) (665) (164) (690) (68) (1,580) (194) (1,323) (314)

88.8% 11.2% 83.1% 16.9% 91.3% 8.7% 89.7% 10.3% 81.6% 18.4%

(2,535) (321) (463) (94) (595) (57) (1,477) (170) (1,249) (281)

81.0% 19.0% 74.5% 25.5% 90.9% 9.1% 86.3% 13.7% 69.9% 30.1%

(375) (88) (184) (63) (90) (9) (101) (16) (72) (31)

74.1% 25.9% 75.7% 24.3% 80.9% 19.1% 67.6% 32.4% 75.8% 24.2%

(235) (82) (109) (35) (55) (13) (71) (34) (72) (23)

85.6% 14.4% 84.7% 15.3% 87.9% 12.1% 85.0% 15.0% 77.9% 22.1%

(327) (55) (122) (22) (80) (11) (125) (22) (155) (44)

89.3% 10.7% 82.9% 17.1% 92.6% 7.4% 90.9% 9.1% 76.3% 23.7%

(602) (72) (136) (28) (137) (11) (329) (33) (290) (90)

81.7% 18.3% 89.3% 10.7% 87.2% 12.8% 77.5% 22.5% 73.1% 26.9%

(366) (82) (50) (6) (109) (16) (207) (60) (198) (73)

97.1% 2.9% 93.9% 6.1% 97.3% 2.7% 97.3% 2.7% 91.3% 8.7%

(1,005) (30) (46) (3) (214) (6) (745) (21) (534) (51)

90.2% 9.8% 85.9% 14.1% 92.7% 7.3% 93.8% 6.3% 92.6% 7.4%

(165) (18) (67) (11) (38) (3) (60) (4) (50) (4)

95.5% 4.5% 87.3% 12.7% 96.5% 3.5% 96.8% 3.2% 92.2% 7.8%

(1,616) (77) (200) (29) (383) (14) (1,033) (34) (690) (58)

96.5% 3.5% 87.5% 12.5% 100.0% 0.0% 99.0% 1.0% 89.1% 10.9%

(165) (6) (35) (5) (34) (0) (96) (1) (98) (12)

84.6% 15.4% 67.5% 32.5% 93.9% 6.1% 93.5% 6.5% 83.5% 16.5%

(203) (37) (56) (27) (46) (3) (101) (7) (147) (29)

94.0% 6.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 89.4% 10.6% 75.0% 25.0%

(79) (5) (14) (0) (23) (0) (42) (5) (21) (7)

76.5% 23.5% 53.8% 46.2% 100.0% 0.0% 79.5% 20.5% 84.9% 15.1%

(65) (20) (14) (12) (20) (0) (31) (8) (90) (16)

57.0% 43.0% 68.6% 31.4% 60.4% 39.6% 42.4% 57.6% 42.0% 58.0%

(254) (192) (127) (58) (55) (36) (72) (98) (92) (127)

79.5% 20.5% 90.9% 9.1% 91.4% 8.6% 67.3% 32.7% 56.4% 43.6%

(89) (23) (20) (2) (32) (3) (37) (18) (22) (17)

86.2% 13.8% 86.8% 13.2% 86.8% 13.2% 85.0% 15.0% 72.0% 28.0%

(299) (48) (132) (20) (59) (9) (108) (19) (113) (44)

係長相当職における
男女の割合

金融・
保険業

飲食店、
宿泊業

医療、
福祉

教育、
学習支援業

全体

30人以上*

10～29人

30～49人

50～99人

100～299人

管理職全体における
男女の割合

役員における
男女の割合

部長相当職における
男女の割合

課長相当職における
男女の割合

サービス業

300～999人

1,000人以上

建設業

製造業

運輸・
通信業

卸売・
小売業

 

※ここでは、管理職は課長相当職以上のことをいう 

                      ※（）内は人数 

＊企業規模 30人以上 
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24.1% 75.9%

0% 100%

加入している 加入していない

18.3%

36.8%

11.7%

22.2%

53.3%

36.0%

54.5%

33.3%

9.4%

72.5%

49.3%

32.7%

18.8%

13.6%

5.2%

28.1%

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

サービス業
(N=71)

教育、学習支援業
(N=19)

医療、福祉
(N=94)

飲食店、宿泊業
(N=36)

金融・保険業
(N=15)

卸売･小売業
(N=89)

運輸業・通信業
(N=44)

製造業
(N=120)

建設業
(N=32)

1,000人以上
(N=69)

300～999人
(N=71)

100～299人
(N=101)

50～99人
(N=69)

30～49人
(N=59)

10～29人
(N=134)

全体
(N=520)

【労働組合】 

（４）労働組合の有無 【設問０４】 

    労働組合がある事業所の割合は 28.1％で、前年の 26.4％に対し、1.7 ポイント上回っている。 

 

図 1 労働組合がある事業所の割合（全体・企業規模別・産業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

（５）労働組合への非正規社員の加入状況 【設問０５】 

（４）で労働組合が「ある」と回答した事業所の中で、非正規社員も労働組合へ加入している

事業所の割合は 24.1％であり、前年の 27.8％に対し、3.7 ポイント下回っている。 

 

図 2 労働組合への非正規社員の加入状況（全体 N=145） 
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4.8% 3.4%

43.0% 41.8% 7.0%

0% 100%

週休1日制 週休1日半制 完全週休2日制 その他の週休2日制 その他

【休日・休暇制度】 

（６）週休制の形態 【設問０６】 

    週休制の形態については、「完全週休２日制」を採用している事業所が 43.0％と最も高く、次

いで「その他の週休２日制」が 41.8％となっている。 

 

図 3 週休制の形態（全体 N=498） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 週休制の形態 

有効回答
事業所数

週休
1日制

週休
1日半制

完全週休
2日制

その他の
週休2日制

その他 計

全体 498 4.8% 3.4% 43.0% 41.8% 7.0% 100.0%
10～29人 122 10.7% 7.4% 32.0% 46.7% 3.3% 100.0%
30～49人 59 5.1% 1.7% 54.2% 30.5% 8.5% 100.0%
50～99人 68 2.9% 1.5% 39.7% 54.4% 1.5% 100.0%
100～299人 96 1.0% 3.1% 43.8% 42.7% 9.4% 100.0%
300～999人 69 1.4% 0.0% 39.1% 49.3% 10.1% 100.0%
1,000人以上 69 2.9% 1.4% 59.4% 26.1% 10.1% 100.0%
建設業 32 3.1% 3.1% 25.0% 68.8% 0.0% 100.0%
製造業 120 2.5% 0.8% 51.7% 40.0% 5.0% 100.0%

 運輸業・通信業 44 2.3% 4.5% 29.5% 54.5% 9.1% 100.0%
 卸売･小売業 84 9.5% 6.0% 31.0% 48.8% 4.8% 100.0%
 金融・保険業 15 0.0% 0.0% 93.3% 6.7% 0.0% 100.0%

 飲食店、宿泊業 28 21.4% 10.7% 21.4% 35.7% 10.7% 100.0%
 医療、福祉 91 2.2% 2.2% 50.5% 33.0% 12.1% 100.0%
 教育、学習支援業 18 0.0% 0.0% 61.1% 27.8% 11.1% 100.0%

サービス業 66 4.5% 4.5% 42.4% 40.9% 7.6% 100.0%
労働組合がある 144 1.4% 1.4% 46.5% 43.8% 6.9% 100.0%
労働組合がない 351 6.0% 4.3% 41.9% 40.7% 7.1% 100.0%  
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3.0%

3.0%

3.9%

5.3% 24.6% 29.1% 28.9%

2.2%

0% 100%

69日以下 70日～ 79日 80日～ 89日 90日～ 99日
100日～109日 110日～119日 120日～129日 130日以上

（７）年間休日総数 【設問０７】 

    年間休日総数についてみると、「110 日～119 日」が 29.1％と最も高く、次いで「120 日～129

日」が 28.9％、「100 日～109 日」が 24.6％となっている。 

 

図 4 年間休日総数（全体 N=492） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 年間休日総数 

有効回答
事業所数

69日
以下

70日
～

　79日

80日
～

　89日

90日
～

　99日

100日
～

109日

110日
～

119日

120日
～

129日

130日
以上

計

全体 492 3.0% 3.0% 3.9% 5.3% 24.6% 29.1% 28.9% 2.2% 100.0%
10～29人 117 6.0% 7.7% 7.7% 9.4% 29.1% 16.2% 20.5% 3.4% 100.0%
30～49人 59 5.1% 3.4% 3.4% 1.7% 25.4% 23.7% 35.6% 1.7% 100.0%
50～99人 68 4.4% 1.5% 1.5% 5.9% 32.4% 23.5% 30.9% 0.0% 100.0%
100～299人 96 0.0% 0.0% 3.1% 3.1% 22.9% 41.7% 28.1% 1.0% 100.0%
300～999人 69 1.4% 1.4% 1.4% 4.3% 23.2% 40.6% 27.5% 0.0% 100.0%
1,000人以上 69 0.0% 0.0% 1.4% 4.3% 15.9% 34.8% 37.7% 5.8% 100.0%
建設業 31 0.0% 3.2% 9.7% 9.7% 32.3% 19.4% 25.8% 0.0% 100.0%
製造業 117 1.7% 1.7% 2.6% 3.4% 17.9% 32.5% 35.9% 4.3% 100.0%

 運輸業・通信業 44 2.3% 2.3% 6.8% 4.5% 25.0% 40.9% 15.9% 2.3% 100.0%
 卸売･小売業 84 8.3% 4.8% 3.6% 4.8% 34.5% 31.0% 13.1% 0.0% 100.0%
 金融・保険業 14 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%

 飲食店、宿泊業 29 10.3% 3.4% 6.9% 17.2% 27.6% 17.2% 17.2% 0.0% 100.0%
 医療、福祉 89 1.1% 2.2% 0.0% 3.4% 25.8% 30.3% 36.0% 1.1% 100.0%
 教育、学習支援業 18 0.0% 0.0% 5.6% 5.6% 16.7% 16.7% 38.9% 16.7% 100.0%

サービス業 66 1.5% 6.1% 6.1% 6.1% 24.2% 19.7% 34.8% 1.5% 100.0%
労働組合がある 145 0.7% 1.4% 2.1% 2.1% 17.9% 42.8% 29.7% 3.4% 100.0%
労働組合がない 344 3.8% 3.8% 4.7% 6.1% 27.6% 23.5% 28.8% 1.7% 100.0%  
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有効回答
事業所数

労働者1人あたりの
平均付与日数
（繰越分除く）

労働者1人あたりの
平均取得日数

労働者1人あたりの
平均取得率

全体 477 17.8 10.2 57.3%

30人以上＊ 346 18.0 10.4 57.5%

10～29人 118 15.2 8.1 53.3%

30～49人 57 16.7 9.0 53.9%

50～99人 66 15.4 8.5 54.8%

100～299人 95 16.4 8.1 49.5%

300～999人 66 17.6 9.1 52.0%

1,000人以上 62 19.7 12.6 63.9%

建設業 31 15.8 8.9 56.3%

製造業 119 18.7 12.1 64.8%

 運輸業・通信業 44 16.0 6.9 43.0%

 卸売･小売業 80 17.1 6.0 35.0%

 金融・保険業 15 21.7 9.7 44.6%

 飲食店、宿泊業 21 18.5 10.0 54.0%

 医療、福祉 89 16.3 8.1 49.4%

 教育、学習支援業 17 17.9 6.5 36.5%

サービス業 61 16.1 7.5 46.8%

労働組合がある 139 19.0 11.3 59.1%

労働組合がない 335 15.9 8.5 53.6%

（８）年次有給休暇の付与および取得の状況 【設問０８】 

    年次有給休暇の「平均付与日数（繰越分除く）」、「平均取得日数」および「平均取得率」すべ

てにおいて、前年を上回っている（H30 全体：平均付与日数 17.5 日、平均取得日数 9.4 日、平

均取得率 53.9％）。 

 
表 6 労働者１人あたりの年次有給休暇の付与日数および取得日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平均付与日数と平均取得日数は労働者数で加重平均している 

※「平均取得率」は端数処理前の「平均取得日数」を「平均付与日数」で除したものである 

 ＊企業規模 30人以上 

 



− 13 −

- 13 - 
 

18 18.0
17.5 17.2

18.7
17.3 17.9 17.7 17.7 18.0 

8.9 9.3
10.1

8.9 9.4 9.1 9.3 9.7 9.6 
10.4 

0

5

10

15

20

平成22年 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

（日）
平均付与日数 平均取得日数

49.3% 49.9%

57.5%

51.6% 50.5%
52.3% 52.0%

54.8% 54.4%
57.5%

47.1% 48.1% 49.3%
47.1% 48.8% 47.6% 48.7% 49.4% 51.1% 52.4%

30%

40%

50%

60%

70%

平成22年 23 24 25 26 27 28 29 30 31（R1）

滋賀県(30人以上＊) 全国(30人以上＊)

＝

 

図 5 年次有給休暇の平均取得日数および平均付与日数の推移（滋賀県・企業規模 30 人以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）年次有給休暇取得率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全国の数値は厚生労働省「就労条件総合調査」 平成 27 年調査から「複合サービス事業」を調査

対象に含む 

 ＊企業規模 30 人以上 
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6.9% 54.7% 18.0% 20.4%

0% 100%

時間単位の取得を認めている

半日単位の取得を認めている

時間単位・半日単位の両方の取得を認めている

いずれも認めていない

（９）年次有給休暇の取得単位 【設問０９】 

    年次有給休暇の取得単位については、「半日単位の取得を認めている」とした事業所の割合が

54.7％と最も高くなっている。 

 

図 6 年次有給休暇の取得単位（全体 N=495） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 7 年次有給休暇の取得単位 

有効回答
事業所数

時間単位の
取得を認め

ている

半日単位の
取得を認め

ている

時間単位・
半日単位の
両方の取得
を認めている

いずれも
認めていない

計

全体 495 6.9% 54.7% 18.0% 20.4% 100.0%

10～29人 123 8.1% 45.5% 17.9% 28.5% 100.0%

30～49人 59 6.8% 57.6% 20.3% 15.3% 100.0%

50～99人 68 10.3% 52.9% 22.1% 14.7% 100.0%

100～299人 97 4.1% 63.9% 17.5% 14.4% 100.0%

300～999人 68 2.9% 63.2% 16.2% 17.6% 100.0%

1,000人以上 68 10.3% 50.0% 13.2% 26.5% 100.0%

建設業 32 6.3% 53.1% 18.8% 21.9% 100.0%

製造業 119 5.0% 60.5% 15.1% 19.3% 100.0%

 運輸業・通信業 44 2.3% 45.5% 6.8% 45.5% 100.0%

 卸売･小売業 85 5.9% 55.3% 14.1% 24.7% 100.0%

 金融・保険業 15 26.7% 66.7% 6.7% 0.0% 100.0%

 飲食店、宿泊業 27 0.0% 44.4% 7.4% 48.1% 100.0%

 医療、福祉 91 11.0% 49.5% 34.1% 5.5% 100.0%

 教育、学習支援業 16 18.8% 50.0% 25.0% 6.3% 100.0%

サービス業 66 4.5% 60.6% 18.2% 16.7% 100.0%

労働組合がある 144 6.9% 56.9% 18.1% 18.1% 100.0%

労働組合がない 348 6.9% 54.0% 18.1% 21.0% 100.0%
    



− 15 −
- 15 - 

 

80.6%

43.1%

39.5%

28.5%

15.2%

6.4%

5.6%

5.4%

4.2%

3.2%

0.8%

19.6%

13.2%

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

慶弔休暇

配偶者出産休暇

夏季休暇

裁判員休暇

リフレッシュ休暇

メモリアル休暇

学校等行事休暇

ボランティア休暇

ドナー休暇

教育訓練休暇

犯罪被害者のための休暇

その他

特にない

（10）年次有給休暇以外の有給休暇制度 【設問１０】 

    年次有給休暇以外の有給休暇制度については「慶弔休暇」がある事業所の割合が 80.6％と最も

高く、次いで「配偶者出産休暇」が 43.1％、「夏季休暇」が 39.5％となっている。 

 

図 7 年次有給休暇以外の有給休暇制度（複数回答・全体 N=499） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8 年次有給休暇以外の有給休暇制度（複数回答） 

有効回答
事業所数

リフレッシュ
休暇

ボランティア
休暇

メモリアル
休暇

夏季休暇
教育訓練
休暇

学校等
行事休暇

配偶者出産
休暇

慶弔休暇
裁判員
休暇

ドナー
休暇

犯罪被害
者のための

休暇
その他 特にない

全体 499 15.2% 5.4% 6.4% 39.5% 3.2% 5.6% 43.1% 80.6% 28.5% 4.2% 0.8% 19.6% 13.2%
10～29人 124 7.3% 3.2% 4.8% 41.1% 6.5% 8.1% 26.6% 68.5% 11.3% 3.2% 1.6% 16.9% 21.8%
30～49人 58 12.1% 6.9% 3.4% 32.8% 5.2% 10.3% 46.6% 65.5% 20.7% 5.2% 1.7% 15.5% 29.3%
50～99人 68 5.9% 4.4% 4.4% 47.1% 2.9% 4.4% 39.7% 83.8% 27.9% 4.4% 0.0% 10.3% 8.8%
100～299人 98 9.2% 4.1% 6.1% 38.8% 2.0% 5.1% 58.2% 90.8% 29.6% 2.0% 0.0% 28.6% 4.1%
300～999人 69 18.8% 5.8% 4.3% 42.0% 0.0% 2.9% 44.9% 88.4% 40.6% 7.2% 0.0% 20.3% 7.2%
1,000人以上 68 50.0% 11.8% 17.6% 32.4% 0.0% 1.5% 58.8% 95.6% 57.4% 5.9% 1.5% 25.0% 1.5%
建設業 32 12.5% 3.1% 6.3% 56.3% 9.4% 12.5% 37.5% 84.4% 15.6% 6.3% 3.1% 25.0% 9.4%
製造業 120 18.3% 3.3% 9.2% 45.8% 2.5% 4.2% 61.7% 86.7% 27.5% 5.0% 0.0% 14.2% 10.8%

 運輸業・通信業 44 18.2% 4.5% 11.4% 34.1% 0.0% 6.8% 47.7% 84.1% 40.9% 0.0% 0.0% 22.7% 2.3%
 卸売･小売業 86 15.1% 1.2% 4.7% 38.4% 4.7% 3.5% 34.9% 72.1% 22.1% 1.2% 0.0% 15.1% 20.9%
 金融・保険業 15 46.7% 13.3% 6.7% 53.3% 0.0% 0.0% 60.0% 100.0% 46.7% 0.0% 0.0% 46.7% 0.0%

 飲食店、宿泊業 28 25.0% 0.0% 3.6% 14.3% 0.0% 3.6% 25.0% 60.7% 28.6% 0.0% 3.6% 14.3% 35.7%
 医療、福祉 91 5.5% 7.7% 4.4% 33.0% 5.5% 4.4% 38.5% 81.3% 28.6% 5.5% 1.1% 22.0% 12.1%
 教育、学習支援業 16 18.8% 25.0% 6.3% 68.8% 0.0% 18.8% 50.0% 87.5% 62.5% 18.8% 0.0% 25.0% 6.3%

サービス業 67 10.4% 9.0% 4.5% 34.3% 1.5% 7.5% 28.4% 77.6% 23.9% 6.0% 1.5% 22.4% 13.4%
労働組合がある 145 30.3% 10.3% 11.7% 42.8% 0.7% 4.1% 62.8% 93.1% 51.7% 7.6% 0.7% 27.6% 2.8%
労働組合がない 350 9.1% 3.4% 4.3% 38.3% 4.0% 6.3% 35.1% 76.0% 19.1% 2.9% 0.9% 16.3% 17.1%  
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67.8%

48.7%

34.3%

33.3%

31.2%

22.9%

7.1%

5.8%

5.2%

2.7%

4.0%

7.1%

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

年次有給休暇の取得促進

半日単位や時間単位の年次有給休暇の導入

業務の計画・内容、要員計画の見直し

変形労働時間制の導入・活用

長時間労働抑制について経営トップがメッセージを発信

ノー残業デー・ノー残業ウィークの設定

連続休暇制度の導入・拡大

週休制の改善

年次有給休暇の付与日数の増加

朝型勤務の導入

その他

いずれも実施していない

【労働時間】 

（11）労働時間短縮のための取組み 【設問１１】 

労働時間短縮のための取組みについては、「年次有給休暇の取得促進」に取り組んでいると回

答した事業所の割合が 67.8％と最も高くなっている。次いで「半日単位や時間単位の年次有給休

暇の導入」が 48.7％、「業務の計画・内容、要員計画の見直し」が 34.3％となっている。 

 

図 8 労働時間短縮のための取組（複数回答・全体 N=519） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9 労働時間短縮のための取組み（複数回答） 

有効回答
事業所数

年次有給休暇
の取得促進

年次有給
休暇の付与
日数の増加

半日単位や
時間単位の
年次有給休
暇の導入

連続休暇
制度の

導入・拡大

変形労働
時間制の
導入・活用

週休制の
改善

朝型勤務の
導入

長時間労働
抑制について
経営トップが
メッセージを発

信

ノー残業
デー・

ノー残業
ウィーク
の設定

業務の計
画・内容、
要員計画の

見直し

その他
いずれも

実施してい
ない

全体 519 67.8% 5.2% 48.7% 7.1% 33.3% 5.8% 2.7% 31.2% 22.9% 34.3% 4.0% 7.1%
10～29人 135 51.9% 6.7% 37.8% 5.2% 20.7% 5.9% 2.2% 19.3% 9.6% 29.6% 3.7% 15.6%
30～49人 59 67.8% 1.7% 54.2% 1.7% 22.0% 3.4% 3.4% 32.2% 13.6% 40.7% 3.4% 8.5%
50～99人 69 60.9% 5.8% 56.5% 8.7% 29.0% 5.8% 5.8% 34.8% 21.7% 30.4% 7.2% 4.3%
100～299人 100 77.0% 1.0% 61.0% 7.0% 36.0% 6.0% 2.0% 31.0% 28.0% 37.0% 3.0% 3.0%
300～999人 71 78.9% 9.9% 47.9% 7.0% 47.9% 9.9% 1.4% 35.2% 31.0% 39.4% 4.2% 0.0%
1,000人以上 68 92.6% 7.4% 48.5% 13.2% 57.4% 4.4% 1.5% 50.0% 42.6% 33.8% 2.9% 1.5%
建設業 32 68.8% 9.4% 56.3% 6.3% 21.9% 15.6% 0.0% 31.3% 31.3% 15.6% 0.0% 9.4%
製造業 120 72.5% 4.2% 52.5% 5.8% 29.2% 3.3% 5.0% 33.3% 36.7% 37.5% 5.8% 4.2%

 運輸業・通信業 44 75.0% 4.5% 45.5% 9.1% 45.5% 9.1% 2.3% 34.1% 13.6% 50.0% 0.0% 6.8%
 卸売･小売業 90 60.0% 5.6% 34.4% 5.6% 40.0% 5.6% 1.1% 33.3% 26.7% 31.1% 1.1% 10.0%
 金融・保険業 15 86.7% 6.7% 73.3% 46.7% 26.7% 6.7% 0.0% 66.7% 80.0% 26.7% 0.0% 0.0%

 飲食店、宿泊業 36 47.2% 2.8% 22.2% 2.8% 36.1% 11.1% 2.8% 27.8% 5.6% 33.3% 5.6% 19.4%
 医療、福祉 94 73.4% 7.4% 63.8% 7.4% 30.9% 1.1% 2.1% 26.6% 8.5% 38.3% 5.3% 4.3%
 教育、学習支援業 18 66.7% 0.0% 55.6% 11.1% 38.9% 5.6% 0.0% 33.3% 27.8% 27.8% 5.6% 0.0%

サービス業 70 64.3% 4.3% 45.7% 2.9% 31.4% 7.1% 4.3% 22.9% 11.4% 30.0% 7.1% 8.6%
労働組合がある 146 84.9% 5.5% 56.2% 10.3% 49.3% 7.5% 2.7% 41.8% 41.1% 39.0% 5.5% 0.7%
労働組合がない 370 61.1% 5.1% 46.2% 5.9% 27.3% 5.1% 2.7% 27.3% 15.9% 32.7% 3.2% 9.7%  
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53.3%

47.7%

41.1%

15.5%

14.5%

13.2%

4.1%

12.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

年次有給休暇の残日数を社員に通知

年次有給休暇の取得促進について

経営トップがメッセージを発信

年次有給休暇の計画的付与の実施

使用者からの、年次有給休暇の取得時季指定

をするための意見聴取および就業規則の改定

年次有給休暇を利用した

連続休暇制度の導入・拡大

休暇・休業時の業務フォローアップ体制の構築

その他

特にない

（12）年５日の年次有給休暇の確実な取得のための取組み 【設問１２】 

    年５日の年次有給休暇の確実な取得のための取組みについては、「年次有給休暇の残日数を社

員に通知」が 53.3％で最も高く、次いで「年次有給休暇の取得促進について経営トップがメッセ

ージ発信」が 47.7％となっている。 

 

図 9 年５日の年次有給休暇の確実な取得のための取組み（複数回答・全体 N=516） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）変形労働時間制の内容 【設問１３】 

    (11)で「変形労働時間制の導入・活用」を選んだ事業所で導入している変形労働時間制では「１

か月単位の変形労働時間制」が 53.5％で最も高くなっている。  

 

 図 10 変形労働時間制の内容（複数回答・全体 N=159） 

3.1%

19.5%

35.2%

53.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

１週間単位の非定型的労働時間制

フレックスタイム制

１年単位の変形労働時間制

１か月単位の変形労働時間制
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43.7%

26.2%

39.3%

43.9%
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71.4%

26.5%

35.2%

42.1%

36.2%

82.4%

28.5%
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(N=504)

10～29人
(N=130)
30～49人
(N=56)

50～99人
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100～299人
(N=99)

300～999人
(N=69)

1,000人以上
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建設業
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製造業
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サービス業
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(N=142)
労働組合がない

(N=361)

（14）労使間の話し合いの機会の有無 【設問１４】 

労働時間や休日などについて、労使間で話し合いの機会を設けている事業所の割合は 43.7％と

なり、前年の 39.4％に対し、4.3 ポイント上回っている。 

 

図 11 労使間の話し合いの機会を設けている事業所の割合（全体、企業規模別、産業別、労働組合の

有無別） 
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【育児・介護休業制度】 

（15）過去 1 年間（平成 30 年４月 1 日～平成 31年 3月 31 日）の出産における育児休業取得率 

 【設問１５】 

    調査対象事業所における常用労働者の育児休業取得率は、女性においては 97.2％となり、前年

の 96.3％に対し、0.9 ポイント上回っている。男性においては 3.8％となり、前年の 4.1％に対

し、0.3 ポイント下回っている。 

 

表 10 育児休業取得率 

出産した
女性労働者数

育休取得者の
割合

配偶者が
出産した

男性労働者数

育休取得者
の割合

全体 289 97.2% 342 3.8%
30人以上* 209 97.1% 268 4.1%
10～29人 14 100.0% 19 0.0%
30～49人 19 100.0% 14 7.1%
50～99人 37 100.0% 27 7.4%
100～299人 76 92.1% 81 2.5%
300～999人 99 99.0% 105 4.8%
1,000人以上 42 97.6% 96 3.1%
建設業 3 100.0% 9 0.0%
製造業 67 100.0% 164 3.7%

 運輸業・通信業 9 77.8% 40 2.5%
 卸売･小売業 23 100.0% 41 0.0%
 金融・保険業 15 100.0% 9 11.1%

 飲食店、宿泊業 5 100.0% 2 0.0%
 医療、福祉 134 95.5% 48 4.2%
 教育、学習支援業 8 100.0% 11 0.0%

サービス業 25 100.0% 18 16.7%
労働組合がある 112 99.1% 186 2.2%
労働組合がない 177 96.0% 156 5.8%

女性 男性

 

*事業所規模 30人以上     
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3.1%
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1.6%

2.3%

3.4%

4.6%

5.7%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

平成22年 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

滋賀県（全体） 滋賀県（30人以上＊） 全国（30人以上＊）

図 12-1 育児休業取得率の推移（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12-2 育児休業取得率の推移（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※男性、女性とも全国の数値は厚生労働省「雇用均等基本調査」 

＊事業所規模 30 人以上 
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85.8%

93.7%

66.9%

89.7%

92.8%

95.0%

98.6%

97.1%

81.3%

88.2%

95.5%

77.2%

100.0%

63.9%

94.6%

84.2%

85.9%

97.3%

81.9%

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

全体
(N=521)

30人以上*
(N=189)

10～29人
(N=136)

30～49人
(N=58)

50～99人
(N=69)

100～299人
(N=101)

300～999人
(N=71)

1,000人以上
(N=68)

建設業(N=32)

製造業(N=119)

運輸業・通信業
(N=44)

卸売･小売業
(N=92)

金融・保険業(N=15)

飲食店、宿泊業
(N=36)

医療、福祉
(N=93)

教育、学習支援業
(N=19)

サービス業
(N=71)

労働組合がある
(N=146)

労働組合がない
(N=371)

（16）育児休業制度の有無 【設問１６】 

  就業規則等に育児休業制度の定めが「ある」事業所の割合は全体で85.8％となり、前年の88.1％

に対し、2.3 ポイント下回っている。 

 

図 13-1 育児休業制度の定めがある事業所の割合（全体・事業所規模 30人以上の事業所・ 

企業規模別・産業別・労働組合の有無別） 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*事業所規模 30人以上     
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79.8% 81.2%
84.2%

81.6%
83.3%

87.8%

84.0%
87.6% 88.1%

85.8%

94.6%
93.0% 94.2%

92.6%

93.1%

96.1%

94.5%

95.8% 95.3%
93.7%

90.0%
94.2%

94.7%

91.9%

95.3%

93.2%

70%

80%

90%

100%

平成22年 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

滋賀県（全体） 滋賀県（30人以上*） 全国（30人以上*）

72.0%

63.6%

41.5%

17.7%

15.6%

9.3%

8.6%

3.0%

2.5%

1.9%

4.4%

11.4%

12.8%

19.2%

30.9%

22.1%

20.6%

10.1%

6.5%

11.6%

9.7%

6.3%

13.5%

17.3%

31.6%

40.6%

50.7%

58.7%

69.3%

78.3%

73.9%

75.6%

65.3%

3.0%

6.3%

7.6%

10.9%

11.6%

11.4%

12.0%

12.2%

12.0%

12.8%

24.0%

0% 100%

育児のための短時間勤務制度

所定外労働の免除

始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

休業後の復帰に備えた業務等に関する情報提供

育児のためのフレックスタイム制

育児休業中または復帰前後の講習等の実施

育児休業中の給与等の全部または一部を支給

事業所内託児施設

在宅勤務

育児休業期間中の生活資金等の貸付制度

その他

定めがある 今後取組みたい 今のところ考えていない 無回答

図 13-2 育児休業制度の定めがある事業所の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全国の数値は厚生労働省「雇用均等基本調査」 

＊事業所規模 30 人以上 

 

（17）育児のために就業規則等で定めている制度 【設問１７】 

    育児休業制度以外で育児のために就業規則等で定めている制度については、「育児のための短

時間勤務制度」が 72.0％と最も高く、次いで「所定外労働の免除」が 63.6％となっている。現

在就業規則等に定めがなく、今後取組みたい制度については、「休業後の復帰に備えた業務等に

関する情報提供」が 30.9％と最も高く、次いで「育児のためのフレックスタイム制」が 22.1％

となっている。 

 

図 14 育児のために就業規則等で定めている、または今後取組みたい制度（全体） 
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表 11-1 育児のために就業規則等で定めている制度（複数回答） 

全事業所
数

育児のための
短時間勤務

制度

所定外
労働の免除

育児のための
フレックス
タイム制

始業・終業
時刻の
繰上げ、
繰下げ

在宅勤務
事業所内
託児施設

休業後の
復帰に備えた
業務等に
関する

情報提供

育児休業中
または復帰
前後の講習
等の実施

育児休業中
の給与等の
全部または
一部を支給

育児休業
期間中の

生活資金等
の貸付制度

その他

全体 525 72.0% 63.6% 15.6% 41.5% 2.5% 3.0% 17.7% 9.3% 8.6% 1.9% 4.4%

10～29人 138 44.9% 37.7% 9.4% 26.1% 1.4% 0.7% 10.1% 6.5% 5.1% 0.0% 2.2%

30～49人 59 78.0% 69.5% 16.9% 35.6% 3.4% 1.7% 15.3% 8.5% 8.5% 1.7% 8.5%

50～99人 69 81.2% 65.2% 18.8% 55.1% 2.9% 1.4% 10.1% 4.3% 8.7% 1.4% 1.4%

100～299人 101 83.2% 80.2% 18.8% 44.6% 0.0% 5.0% 25.7% 14.9% 6.9% 1.0% 7.9%

300～999人 71 90.1% 80.3% 15.5% 49.3% 1.4% 5.6% 21.1% 12.7% 9.9% 5.6% 2.8%

1,000人以上 69 89.9% 78.3% 23.2% 56.5% 8.7% 4.3% 29.0% 11.6% 17.4% 4.3% 5.8%

建設業 32 62.5% 50.0% 15.6% 34.4% 0.0% 0.0% 9.4% 9.4% 6.3% 3.1% 9.4%

製造業 121 76.9% 71.1% 19.0% 42.1% 3.3% 0.8% 14.0% 6.6% 9.1% 1.7% 3.3%

運輸業・通信業 44 72.7% 65.9% 11.4% 45.5% 2.3% 2.3% 13.6% 9.1% 4.5% 2.3% 6.8%

卸売･小売業 92 65.2% 58.7% 10.9% 44.6% 2.2% 3.3% 17.4% 8.7% 5.4% 0.0% 1.1%

金融・保険業 15 93.3% 66.7% 13.3% 66.7% 0.0% 0.0% 46.7% 33.3% 46.7% 6.7% 13.3%

飲食店、宿泊業 36 50.0% 52.8% 19.4% 30.6% 0.0% 0.0% 25.0% 11.1% 5.6% 2.8% 0.0%

医療、福祉 94 79.8% 67.0% 18.1% 36.2% 1.1% 10.6% 28.7% 9.6% 6.4% 1.1% 5.3%

教育、学習支援業 20 65.0% 55.0% 5.0% 55.0% 5.0% 5.0% 5.0% 15.0% 30.0% 0.0% 5.0%

サービス業 71 74.6% 64.8% 16.9% 40.8% 5.6% 0.0% 9.9% 7.0% 5.6% 4.2% 5.6%

労働組合がある 146 89.0% 77.4% 16.4% 54.1% 4.1% 4.1% 22.6% 13.7% 13.0% 4.1% 8.9%

労働組合がない 374 66.0% 58.8% 15.5% 36.9% 1.9% 2.7% 16.0% 7.8% 7.0% 1.1% 2.7%  

 

 

表 11-2 育児のために今後取組みたい制度（複数回答） 

全事業所
数

育児のための
短時間勤務

制度

所定外
労働の免除

育児のための
フレックス
タイム制

始業・終業
時刻の
繰上げ、
繰下げ

在宅勤務
事業所内
託児施設

休業後の
復帰に備えた
業務等に
関する

情報提供

育児休業中
または復帰
前後の講習
等の実施

育児休業中
の給与等の
全部または
一部を支給

育児休業
期間中の

生活資金等
の貸付制度

その他

全体 525 11.4% 12.8% 22.1% 19.2% 11.6% 6.5% 30.9% 20.6% 10.1% 9.7% 6.3%

10～29人 138 25.4% 23.2% 27.5% 29.7% 10.9% 5.1% 26.1% 15.9% 15.9% 10.1% 8.7%

30～49人 59 5.1% 10.2% 20.3% 20.3% 11.9% 5.1% 35.6% 22.0% 10.2% 15.3% 8.5%

50～99人 69 5.8% 7.2% 18.8% 17.4% 10.1% 4.3% 37.7% 23.2% 10.1% 13.0% 5.8%

100～299人 101 6.9% 5.9% 20.8% 13.9% 5.9% 6.9% 25.7% 17.8% 4.0% 3.0% 2.0%

300～999人 71 7.0% 9.9% 22.5% 16.9% 11.3% 5.6% 40.8% 26.8% 7.0% 9.9% 4.2%

1,000人以上 69 0.0% 8.7% 15.9% 10.1% 21.7% 11.6% 29.0% 21.7% 8.7% 7.2% 7.2%

建設業 32 9.4% 9.4% 15.6% 25.0% 9.4% 3.1% 31.3% 12.5% 9.4% 3.1% 6.3%

製造業 121 9.1% 9.9% 16.5% 18.2% 14.0% 5.0% 25.6% 17.4% 8.3% 5.8% 5.8%

運輸業・通信業 44 13.6% 22.7% 36.4% 25.0% 20.5% 9.1% 40.9% 34.1% 20.5% 11.4% 9.1%

卸売･小売業 92 15.2% 15.2% 31.5% 21.7% 7.6% 7.6% 34.8% 19.6% 9.8% 15.2% 6.5%

金融・保険業 15 6.7% 13.3% 13.3% 0.0% 13.3% 6.7% 13.3% 20.0% 6.7% 20.0% 6.7%

飲食店、宿泊業 36 11.1% 11.1% 13.9% 13.9% 13.9% 11.1% 27.8% 16.7% 13.9% 13.9% 8.3%

医療、福祉 94 11.7% 9.6% 20.2% 18.1% 5.3% 6.4% 29.8% 24.5% 6.4% 6.4% 3.2%

教育、学習支援業 20 5.0% 10.0% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 35.0% 10.0% 0.0% 5.0% 0.0%

サービス業 71 12.7% 15.5% 25.4% 22.5% 16.9% 5.6% 33.8% 22.5% 14.1% 12.7% 9.9%

労働組合がある 146 4.8% 11.0% 24.7% 15.1% 14.4% 8.9% 36.3% 23.3% 11.0% 12.3% 6.2%

労働組合がない 374 14.2% 13.6% 21.4% 21.1% 10.7% 5.6% 29.1% 19.8% 9.9% 8.8% 6.4%  
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12.9%

11.3%

18.8%

13.0%

18.2%

8.3%

11.0%

8.4%

8.7%

9.7%

9.1%

25.0%

39.0%

41.2%

23.2%

28.6%

9.1%

8.3%

2.8%

2.3%

2.9%

4.3%

0.0%

0.0%

16.9%

26.4%

20.3%

23.2%

0.0%

50.0%

17.4%

10.6%

26.1%

21.1%

63.6%

8.3%

0% 100%

育児のための短時間勤務制度
(N=356)

所定外労働の免除
(N=311)

育児のためのフレックスタイム制
(N=69)

始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
(N=185)

在宅勤務
(N=11)

事業所内託児施設
(N=12)

満1歳に達するまで 満1歳を超え満3歳未満

満3歳に達するまで 満3歳を超え小学校就学前の一定年齢に達するまで

小学校就学の始期に達するまで 左記を超える期間

（18）育児のための短時間勤務制度等の最長取得期間 【設問１８】 

    (17)で育児のために就業規則等で定めている制度（下記の６つ）が「ある」とした事業所にお

いて、それぞれの最長取得期間は「育児のための短時間勤務制度」、「所定外労働の免除」および

「始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ」については、子どもが「満３歳に達するまで」と回答した

事業所の割合が最も高くなっている。また、「育児のためのフレックスタイム制」および「在宅

勤務」は「左記を超える期間」と回答した事業所の割合が最も高く、「事業所内託児施設」につ

いては「小学校就学の始期に達するまで」と回答した事業所の割合が高くなっている。 

 

 

図 15 育児のための短時間勤務制度等（勤務時間短縮等の措置）の最長取得期間（全体） 
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67.1%

78.4%

41.2%

75.4%

74.6%

81.8%

77.5%

82.1%

68.8%

71.6%

65.1%

57.1%

86.7%

42.9%

71.3%

77.8%

72.9%

80.4%

62.7%

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

全体
(N=514)

30人以上*
(N=185)
10～29人
(N=136)
30～49人
(N=57)

50～99人
(N=67)

100～299人
(N=99)

300～999人
(N=71)

1,000人以上
(N=67)

建設業
(N=32)
製造業
(N=116)

運輸業・通信業
(N=43)

卸売･小売業
(N=91)

金融・保険業
(N=15)

飲食店、宿泊業
(N=35)
医療、福祉
(N=94)

教育、学習支援業
(N=18)
サービス業

(N=70)
労働組合がある

(N=143)
労働組合がない

(N=367)

（19）子の看護休暇制度の有無 【設問１９】 

    就業規則等に子の看護休暇制度の定めが「ある」と回答した事業所の割合は全体で 67.1％とな

り、前年の 63.5％に対し、3.6 ポイント上回っている。事業所規模 30 人以上の事業所において

も 78.4％で、前年の 77.1％を 1.3 ポイント上回っている。 

 

図 16-1 子の看護休暇制度の定めがある事業所の割合（全体・事業所規模 30 人以上の事業所・ 

企業規模別・産業別・労働組合の有無別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊事業所規模 30 人以上  
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53.0%
56.6% 54.7%

57.2%

64.3%
60.7%

67.3%
63.5%

67.1%67.3%
70.3% 68.3%

71.2%
76.3% 75.4% 77.5%

77.1%

78.4%77.5%
81.2% 81.5%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

平成22年 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

滋賀県(全体) 滋賀県(30人以上＊) 全国(30人以上＊)

＝

図 16-2 子の看護休暇制度の定めがある事業所の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全国の数値は厚生労働省「雇用均等基本調査」 

※平成 22年においては本設問を取り扱っていない。 

＊事業所規模 30 人以上 
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79.8%

91.5%

55.9%

86.4%

85.5%

91.0%

94.4%

95.6%

75.0%

83.2%

83.7%

69.6%

93.3%

55.6%

87.2%

83.3%

85.9%

94.5%

74.6%

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

全体
(N=520)

30人以上*
(N=189)
10～29人
(N=136)
30～49人
(N=59)

50～99人
(N=69)

100～299人
(N=100)

300～999人
(N=71)

1,000人以上
(N=68)
建設業
(N=32)
製造業
(N=119)

運輸業・通信業
(N=43)

卸売･小売業
(N=92)

金融・保険業
(N=15)

飲食店、宿泊業
(N=36)
医療、福祉

(N=94)
教育、学習支援業

(N=18)
サービス業

(N=71)
労働組合がある

(N=146)
労働組合がない

(N=370)

（20）介護休業制度の有無 【設問２０】 

    就業規則等に介護休業制度の定めがある事業所の割合は全体で 79.8％となり、前年の 79.6％

に対し、0.2 ポイント上回っている。事業所規模 30 人以上の事業所においては 91.5％で、前年

の 89.5％に対し、2.0 ポイント上回っている。 

 

図 17-1 介護休業制度の定めがある事業所の割合（全体・事業所規模 30人以上の事業所・ 

企業規模別・産業別・労働組合の有無別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊事業所規模 30 人以上  
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有効回答
事業所数

利用実績
無し

女性のみ
利用実績あり

男性のみ
利用実績あり

男女とも
利用実績あり

計

全体 504 90.7% 6.5% 1.0% 1.8% 100.0%

10～29人 130 93.8% 3.1% 0.0% 3.1% 100.0%

30～49人 56 89.3% 7.1% 1.8% 1.8% 100.0%

50～99人 69 92.8% 5.8% 0.0% 1.4% 100.0%

100～299人 97 88.7% 8.2% 2.1% 1.0% 100.0%

300～999人 68 85.3% 14.7% 0.0% 0.0% 100.0%

1,000人以上 67 89.6% 4.5% 3.0% 3.0% 100.0%

建設業 31 93.5% 3.2% 0.0% 3.2% 100.0%

製造業 118 91.5% 5.1% 1.7% 1.7% 100.0%

 運輸業・通信業 42 92.9% 4.8% 0.0% 2.4% 100.0%

 卸売･小売業 88 90.9% 6.8% 0.0% 2.3% 100.0%

 金融・保険業 14 92.9% 7.1% 0.0% 0.0% 100.0%

 飲食店、宿泊業 34 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

 医療、福祉 90 82.2% 16.7% 0.0% 1.1% 100.0%

 教育、学習支援業 17 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

サービス業 70 90.0% 2.9% 4.3% 2.9% 100.0%

労働組合がある 139 88.5% 7.2% 2.2% 2.2% 100.0%

労働組合がない 361 91.4% 6.4% 0.6% 1.7% 100.0%

72.0% 70.8%
73.9% 72.8% 75.2%

79.3% 77.3% 79.0% 79.6% 79.8%

88.4%

83.6%
87.2% 86.7%

89.7% 90.6%

90.8% 89.5%

89.5% 91.5%
85.9% 89.5%

88.0%

91.8% 90.9%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成22年 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元年

滋賀県(全体) 滋賀県（30人以上*） 全国（30人以上*）

図 17-2 介護休業制度の定めがある事業所の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全国の数値は厚生労働省「雇用均等基本調査」 

＊事業所規模 30 人以上 

 

（21）過去 1 年間（平成 30 年４月１日～平成 31年３月 31 日）における介護休業制度の利用実績 

【設問２１】 

    介護休業制度の利用実績においては、「利用実績無し」と回答した事業所の割合が 90.7％とな

っている。利用実績があるとした事業所の中では、「男女とも利用実績あり」が 1.8％となってい

る。 

 

表 12 介護休業制度の男女別利用実績の有無 
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68.4%

60.4%

29.0%

10.4%

8.2%

4.5%

1.2%

0.8%

0.8%

0.4%

2.9%

25.3%

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

介護のための休暇制度

介護のための短時間勤務制度

始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ

介護のためのフレックスタイム制

介護休業後の復帰に備えた業務等に関する情報提供

介護に関する情報提供・相談

在宅勤務

介護費用の貸付・補助

介護休業中の生活資金等の貸付制度

介護要員の派遣・あっせん

その他

特にない

（22）介護のために就業規則等で定めている制度 【設問２２】 

    介護休業制度以外で介護のために就業規則等で定めている制度については、「介護のための休

暇制度」が 68.4％と最も高く、次いで「介護のための短時間勤務制度」が 60.4％、「始業・終業

時刻の繰上げ、繰下げ」が 29.0％となっている。 

 

図 18 介護のために就業規則等で定めている制度（複数回答・全体 N=510） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

表 13 介護のために就業規則等で定めている制度（複数回答） 

有効回答
事業所数

介護のため
の休暇制度

介護のための
短時間勤務

制度

介護のための
フレックス
タイム制

始業・終業
時刻の繰上
げ、繰下げ

在宅勤務
介護要員の
派遣・あっせん

介護休業後
の復帰に備え
た業務等に関
する情報提供

介護に関する
情報提供・

相談

介護費用の
貸付・補助

介護休業中
の生活資金等
の貸付制度

その他 特にない

全体 510 68.4% 60.4% 10.4% 29.0% 1.2% 0.4% 8.2% 4.5% 0.8% 0.8% 2.9% 25.3%
10～29人 132 41.7% 39.4% 6.8% 18.2% 0.8% 0.8% 1.5% 2.3% 0.0% 0.0% 1.5% 50.0%
30～49人 59 72.9% 66.1% 10.2% 25.4% 0.0% 0.0% 11.9% 3.4% 1.7% 0.0% 5.1% 18.6%
50～99人 68 77.9% 66.2% 8.8% 38.2% 1.5% 0.0% 7.4% 4.4% 0.0% 1.5% 0.0% 19.1%
100～299人 100 82.0% 64.0% 9.0% 29.0% 0.0% 0.0% 14.0% 5.0% 0.0% 1.0% 7.0% 16.0%
300～999人 71 83.1% 77.5% 15.5% 36.6% 0.0% 0.0% 8.5% 5.6% 1.4% 1.4% 0.0% 7.0%
1,000人以上 63 85.7% 81.0% 19.0% 41.3% 6.3% 1.6% 12.7% 9.5% 3.2% 1.6% 4.8% 7.9%
建設業 32 68.8% 43.8% 3.1% 21.9% 0.0% 3.1% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 25.0%
製造業 118 70.3% 72.9% 14.4% 30.5% 1.7% 0.0% 9.3% 4.2% 1.7% 1.7% 3.4% 22.0%

 運輸業・通信業 43 67.4% 58.1% 4.7% 34.9% 0.0% 2.3% 11.6% 4.7% 2.3% 2.3% 4.7% 23.3%
 卸売･小売業 89 64.0% 61.8% 10.1% 31.5% 1.1% 0.0% 7.9% 3.4% 0.0% 0.0% 1.1% 29.2%
 金融・保険業 14 92.9% 78.6% 14.3% 50.0% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1%

 飲食店、宿泊業 34 38.2% 35.3% 11.8% 17.6% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 58.8%
 医療、福祉 93 68.8% 57.0% 9.7% 23.7% 0.0% 0.0% 10.8% 9.7% 0.0% 0.0% 2.2% 21.5%
 教育、学習支援業 17 76.5% 52.9% 11.8% 41.2% 0.0% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 0.0% 5.9% 17.6%

サービス業 70 78.6% 61.4% 10.0% 28.6% 4.3% 0.0% 4.3% 1.4% 1.4% 1.4% 4.3% 21.4%
労働組合がある 140 86.4% 82.9% 12.1% 40.7% 2.1% 0.7% 13.6% 8.6% 1.4% 2.1% 5.7% 5.7%
労働組合がない 368 62.0% 52.2% 9.8% 24.7% 0.8% 0.3% 6.3% 3.0% 0.5% 0.3% 1.9% 32.3%  
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27.8%

21.0%

6.0%

18.8%

61.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

正規社員として退職した者を

正規社員として再雇用

正規社員として退職した者を

非正規社員として再雇用

非正規社員として退職した者を

正規社員として再雇用

非正規社員として退職した者を

非正規社員として再雇用

再雇用制度はない

（23）妊娠・出産・育児または介護を理由として退職した者に対する再雇用制度 【設問２３】 

    妊娠・出産・育児または介護を理由として退職した者に対する再雇用制度については、「再雇

用制度はない」と回答した事業所の割合が 61.1％となっている。再雇用制度がある事業所の中で

は、「正規社員として退職したものを正規社員として再雇用」の割合が 27.8％と最も高くなって

いる。 

 

図 19 再雇用制度の有無（複数回答・全体 N=496） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 14 再雇用制度の有無（複数回答） 

   

有効回答
事業所数

正規社員として
退職した者を
正規社員として

再雇用

正規社員として
退職した者を

非正規社員として
再雇用

非正規社員として
退職した者を
正規社員として

再雇用

非正規社員として
退職した者を

非正規社員として
再雇用

再雇用制度
はない

全体 496 27.8% 21.0% 6.0% 18.8% 61.1%
10～29人 128 28.9% 18.0% 3.1% 19.5% 53.9%
30～49人 58 25.9% 17.2% 1.7% 13.8% 67.2%
50～99人 67 20.9% 22.4% 6.0% 13.4% 67.2%
100～299人 93 21.5% 18.3% 6.5% 18.3% 68.8%
300～999人 70 28.6% 28.6% 14.3% 22.9% 65.7%
1,000人以上 63 42.9% 27.0% 4.8% 25.4% 44.4%
建設業 32 31.3% 15.6% 0.0% 0.0% 59.4%
製造業 115 15.7% 10.4% 0.9% 10.4% 72.2%

 運輸業・通信業 43 37.2% 20.9% 14.0% 25.6% 55.8%
 卸売･小売業 87 29.9% 18.4% 3.4% 19.5% 54.0%
 金融・保険業 12 25.0% 16.7% 0.0% 8.3% 66.7%

 飲食店、宿泊業 35 37.1% 22.9% 11.4% 28.6% 60.0%
 医療、福祉 87 32.2% 35.6% 13.8% 34.5% 55.2%
 教育、学習支援業 18 22.2% 16.7% 5.6% 11.1% 77.8%

サービス業 67 29.9% 26.9% 4.5% 14.9% 58.2%
労働組合がある 138 27.5% 24.6% 7.2% 20.3% 60.9%
労働組合がない 355 28.2% 19.4% 5.6% 18.3% 61.1%  



− 31 −

- 31 - 
 

74.3%

3.6%

7.7%

2.1%

12.3%

0% 100%

男女の別なく能力、適性、希望などに応じて配置

定型的な業務や補助的な業務を中心に配置

女性の特質や感性を生かせる職場を中心に配置

その他

特にない

【女性が活躍するための取組み（ポジティブ・アクション）】 

（24）女性従業員の配置方針 【設問２４】 

    女性従業員の配置方針については、「男女の別なく能力、適性、希望などに応じて配置をする」

と回答した事業所の割合が 74.3％と最も高くなっている。 

 

図 20 女性従業員の配置方針（全体 N=521） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 15 女性従業員の配置方針 

有効回答
事業所数

男女の別なく能
力、適性、希望
などに応じて配置

定型的な
業務や補助的な
業務を中心に配置

女性の特質や感
性を生かせる職場
を中心に配置

その他 特にない 計

全体 521 74.3% 3.6% 7.7% 2.1% 12.3% 100.0%

10～29人 136 62.5% 2.9% 12.5% 2.2% 19.9% 100.0%

30～49人 59 74.6% 6.8% 5.1% 0.0% 13.6% 100.0%

50～99人 69 76.8% 4.3% 8.7% 0.0% 10.1% 100.0%

100～299人 101 79.2% 4.0% 5.9% 2.0% 8.9% 100.0%

300～999人 70 72.9% 2.9% 7.1% 8.6% 8.6% 100.0%

1,000人以上 68 94.1% 2.9% 1.5% 0.0% 1.5% 100.0%

建設業 32 59.4% 9.4% 12.5% 0.0% 18.8% 100.0%

製造業 119 69.7% 4.2% 12.6% 1.7% 11.8% 100.0%

 運輸業・通信業 44 70.5% 9.1% 4.5% 6.8% 9.1% 100.0%

 卸売･小売業 92 73.9% 2.2% 7.6% 0.0% 16.3% 100.0%

 金融・保険業 14 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

 飲食店、宿泊業 36 69.4% 0.0% 5.6% 2.8% 22.2% 100.0%

 医療、福祉 94 84.0% 0.0% 5.3% 3.2% 7.4% 100.0%

 教育、学習支援業 19 78.9% 0.0% 5.3% 5.3% 10.5% 100.0%

サービス業 71 74.6% 7.0% 5.6% 1.4% 11.3% 100.0%

労働組合がある 145 82.8% 4.1% 4.1% 4.1% 4.8% 100.0%

労働組合がない 372 71.2% 3.5% 9.1% 1.3% 14.8% 100.0%  
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64.2%

61.0%

54.7%

53.7%

40.4%

39.8%

39.2%

28.6%

26.3%

25.1%

17.7%

14.7%

14.7%

14.3%

13.5%

4.8%

17.9%

17.9%

27.6%

21.0%

34.7%

30.3%

10.9%

21.5%

33.0%

34.3%

26.5%

32.6%

30.3%

24.8%

29.7%

11.0%

14.9%

17.0%

13.9%

19.2%

19.6%

24.4%

40.8%

42.5%

34.5%

34.1%

47.0%

44.6%

47.8%

53.1%

49.1%

60.0%

3.0%

4.2%

3.8%

6.1%

5.3%

5.5%

9.1%

7.4%

6.3%

6.5%

8.8%

8.2%

7.2%

7.8%

7.6%

24.2%

0% 100%

セクシュアルハラスメント防止など

職場環境の整備

性別に左右されない公正・透明な

人事管理制度、評価制度の構築

働きやすい社内制度・設備の整備

スキルアップの機会を男女同様に与えること

ワーク・ライフ・バランス(仕事と家庭の調和）

を促進させる取組み

女性の継続就業に関する支援

転勤時の配慮

職種に必要とする要件の緩和

女性のモチベーションや職業意識を

高めるための研修などの実施

女性の活躍の必要性についての理解促進

女性従業員の割合が低い職務への

積極的登用・採用

男性従業員の意識改革のための研修などの実施

女性幹部候補者の育成のための研修等の実施

女性管理職に関する数値目標の設定

メンター制度の導入およびロールモデルの育成

その他

実施している 今後実施したい 今のところ考えていない 無回答

（25）女性が活躍するための取組み 【設問２５】 

    女性が活躍するために実施している取組みについては、「セクシュアルハラスメント防止など

職場環境の整備」が 64.2％と最も高く、次いで「性別に左右されない公正・透明な人事管理制度、

評価制度の構築」が 61.0％となっている。現在は実施していないが、今後実施したい取組みにつ

いては、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）を促進させる取組み」が 34.7％と最

も高く、次いで「女性の活躍の必要性についての理解促進」が 34.3％となっている。 

 

図 21 女性が活躍するために実施している取組や今後実施したい取組み（全体） 
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表 16-1 女性が活躍するために実施している取組み（複数回答） 

 

実施している 全事業所数

働きやす
い社内制
度・設備
の整備

セクシュアル
ハラスメント
防止など職
場環境の整

備

ワーク・ライ
フ・バランス
(仕事と家庭
の調和）を
促進させる
取組み

性別に左右
されない公
正・透明な
人事管理制
度、評価制
度の構築

職種に必要
とする要件の

緩和

転勤時の配
慮

女性のモチ
ベーションや
職業意識を
高めるための
研修などの

実施

女性の活躍
の必要性に
ついての理
解促進

男性従業員
の意識改革
のための研
修などの実

施

女性の継続
就業に関す
る支援

メンター制度
の導入およ
びロールモデ
ルの育成

女性従業員
の割合が

低い職務へ
の積極的
登用・採用

スキルアップ
の機会を男
女同様に与
えること

女性管理職
に関する

数値目標の
設定

女性幹部候
補者の育成
のための研
修等の実施

その他

全体 525 54.7% 64.2% 40.4% 61.0% 28.6% 39.2% 26.3% 25.1% 14.7% 39.8% 13.5% 17.7% 53.7% 14.3% 14.7% 4.8%

10～29人 138 42.8% 37.7% 26.8% 39.1% 25.4% 15.9% 17.4% 21.7% 10.1% 26.8% 5.1% 17.4% 34.8% 5.1% 8.0% 2.9%

30～49人 59 42.4% 55.9% 32.2% 52.5% 20.3% 25.4% 25.4% 20.3% 11.9% 44.1% 10.2% 13.6% 47.5% 8.5% 15.3% 3.4%

50～99人 69 58.0% 68.1% 44.9% 62.3% 27.5% 40.6% 20.3% 24.6% 14.5% 42.0% 15.9% 15.9% 50.7% 11.6% 15.9% 2.9%

100～299人 101 56.4% 77.2% 40.6% 72.3% 29.7% 54.5% 25.7% 24.8% 19.8% 44.6% 15.8% 17.8% 63.4% 12.9% 20.8% 5.0%

300～999人 71 66.2% 83.1% 52.1% 80.3% 36.6% 57.7% 32.4% 23.9% 8.5% 47.9% 18.3% 14.1% 64.8% 23.9% 9.9% 5.6%

1,000人以上 69 75.4% 89.9% 60.9% 82.6% 36.2% 62.3% 47.8% 37.7% 27.5% 46.4% 24.6% 29.0% 76.8% 30.4% 21.7% 10.1%

建設業 32 46.9% 56.3% 46.9% 43.8% 25.0% 25.0% 21.9% 21.9% 15.6% 34.4% 6.3% 12.5% 37.5% 9.4% 3.1% 0.0%

製造業 121 50.4% 62.8% 32.2% 53.7% 22.3% 36.4% 19.8% 20.7% 16.5% 35.5% 10.7% 14.0% 49.6% 10.7% 11.6% 4.1%

 運輸業・通信業 44 63.6% 77.3% 52.3% 59.1% 27.3% 36.4% 31.8% 27.3% 15.9% 43.2% 9.1% 20.5% 50.0% 9.1% 11.4% 9.1%

 卸売･小売業 92 46.7% 63.0% 37.0% 62.0% 34.8% 42.4% 23.9% 23.9% 12.0% 28.3% 6.5% 22.8% 50.0% 15.2% 12.0% 1.1%

 金融・保険業 15 80.0% 93.3% 60.0% 80.0% 33.3% 60.0% 73.3% 60.0% 40.0% 73.3% 53.3% 53.3% 80.0% 40.0% 46.7% 20.0%

 飲食店、宿泊業 36 41.7% 52.8% 33.3% 52.8% 30.6% 38.9% 22.2% 22.2% 13.9% 36.1% 13.9% 13.9% 44.4% 13.9% 5.6% 5.6%

 医療、福祉 94 62.8% 63.8% 44.7% 72.3% 28.7% 43.6% 26.6% 24.5% 10.6% 55.3% 21.3% 14.9% 69.1% 16.0% 24.5% 9.6%

 教育、学習支援業 20 35.0% 60.0% 40.0% 70.0% 15.0% 35.0% 30.0% 30.0% 10.0% 40.0% 15.0% 15.0% 70.0% 15.0% 10.0% 0.0%

サービス業 71 66.2% 64.8% 42.3% 63.4% 35.2% 39.4% 29.6% 28.2% 15.5% 36.6% 14.1% 16.9% 49.3% 16.9% 16.9% 1.4%

労働組合がある 146 71.2% 88.4% 52.7% 82.9% 39.0% 55.5% 38.4% 31.5% 23.3% 46.6% 19.9% 21.9% 67.8% 22.6% 19.9% 9.6%

労働組合がない 374 48.9% 55.6% 36.1% 52.7% 24.6% 33.2% 21.9% 22.7% 11.2% 37.4% 11.2% 16.3% 48.7% 11.2% 12.8% 2.9%  

 

 

表 16-2 女性が活躍するために今後実施したい取組み（複数回答） 

 

今後実施したい 全事業所数

働きやす
い社内制
度・設備
の整備

セクシュアル
ハラスメント
防止など職
場環境の整

備

ワーク・ライ
フ・バランス
(仕事と家庭
の調和）を
促進させる
取組み

性別に左右
されない公
正・透明な
人事管理制
度、評価制
度の構築

職種に必要
とする要件の

緩和

転勤時の配
慮

女性のモチ
ベーションや
職業意識を
高めるための
研修などの

実施

女性の活躍
の必要性に
ついての理
解促進

男性従業員
の意識改革
のための研
修などの実

施

女性の継続
就業に関す
る支援

メンター制度
の導入およ
びロールモデ
ルの育成

女性従業員
の割合が

低い職務へ
の積極的
登用・採用

スキルアップ
の機会を男
女同様に与
えること

女性管理職
に関する

数値目標の
設定

女性幹部候
補者の育成
のための研
修等の実施

その他

全体 525 27.6% 17.9% 34.7% 17.9% 21.5% 10.9% 33.0% 34.3% 32.6% 30.3% 29.7% 26.5% 21.0% 24.8% 30.3% 11.0%

10～29人 138 30.4% 23.9% 34.1% 23.9% 19.6% 9.4% 29.7% 24.6% 26.1% 33.3% 23.2% 18.8% 24.6% 20.3% 22.5% 11.6%

30～49人 59 33.9% 25.4% 40.7% 22.0% 18.6% 10.2% 30.5% 30.5% 30.5% 23.7% 27.1% 20.3% 20.3% 22.0% 27.1% 15.3%

50～99人 69 24.6% 18.8% 34.8% 15.9% 26.1% 13.0% 37.7% 36.2% 31.9% 29.0% 34.8% 26.1% 20.3% 24.6% 27.5% 14.5%

100～299人 101 30.7% 15.8% 40.6% 20.8% 23.8% 8.9% 45.5% 43.6% 35.6% 31.7% 35.6% 28.7% 21.8% 31.7% 31.7% 6.9%

300～999人 71 23.9% 14.1% 35.2% 9.9% 21.1% 15.5% 32.4% 46.5% 49.3% 38.0% 39.4% 47.9% 23.9% 29.6% 53.5% 11.3%

1,000人以上 69 18.8% 5.8% 23.2% 5.8% 20.3% 11.6% 21.7% 30.4% 29.0% 24.6% 26.1% 26.1% 10.1% 24.6% 29.0% 10.1%

建設業 32 31.3% 18.8% 28.1% 21.9% 21.9% 12.5% 31.3% 28.1% 28.1% 31.3% 21.9% 21.9% 21.9% 12.5% 28.1% 9.4%

製造業 121 28.1% 19.0% 35.5% 20.7% 24.8% 8.3% 37.2% 38.0% 28.1% 28.1% 24.0% 31.4% 26.4% 22.3% 25.6% 11.6%

 運輸業・通信業 44 22.7% 11.4% 25.0% 20.5% 27.3% 15.9% 34.1% 38.6% 43.2% 25.0% 38.6% 40.9% 22.7% 36.4% 40.9% 9.1%

 卸売･小売業 92 38.0% 18.5% 40.2% 20.7% 27.2% 15.2% 38.0% 43.5% 39.1% 43.5% 43.5% 29.3% 29.3% 32.6% 35.9% 17.4%

 金融・保険業 15 6.7% 6.7% 20.0% 13.3% 0.0% 0.0% 6.7% 13.3% 26.7% 13.3% 6.7% 13.3% 0.0% 26.7% 13.3% 0.0%

 飲食店、宿泊業 36 27.8% 22.2% 36.1% 16.7% 16.7% 19.4% 25.0% 25.0% 27.8% 27.8% 25.0% 30.6% 16.7% 30.6% 38.9% 13.9%

 医療、福祉 94 26.6% 21.3% 37.2% 14.9% 19.1% 4.3% 37.2% 31.9% 31.9% 22.3% 29.8% 16.0% 9.6% 22.3% 27.7% 10.6%

 教育、学習支援業 20 30.0% 5.0% 30.0% 5.0% 10.0% 10.0% 20.0% 25.0% 25.0% 20.0% 30.0% 20.0% 0.0% 10.0% 30.0% 0.0%

サービス業 71 19.7% 18.3% 35.2% 15.5% 18.3% 12.7% 26.8% 31.0% 33.8% 38.0% 26.8% 23.9% 26.8% 21.1% 28.2% 8.5%

労働組合がある 146 19.9% 6.8% 34.2% 9.6% 19.2% 11.0% 35.6% 41.1% 39.7% 33.6% 32.9% 37.0% 19.9% 32.2% 39.0% 11.6%

労働組合がない 374 30.2% 22.2% 35.0% 21.4% 22.7% 11.0% 31.8% 32.1% 30.2% 29.4% 28.6% 22.5% 21.4% 22.2% 27.3% 11.0%  
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50.7%

34.8%

28.9%

27.6%

26.4%

18.7%

15.9%

14.2%

5.0%

19.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

男女ともに職務遂行能力によって評価

されるという意識が高まった

女性の勤続年数が伸びた

男性が女性を対等な存在として

見るようになった

男女従業員の能力発揮により、生産性向上

や競争力強化につながった

女性の従業員数が増えた

顧客や取引先からの評判がよい

女性の管理職の人数が増えた

採用にあたって、優秀な人材を確保できた

その他

いまのところ、目立った成果は出ていない

（26）女性が活躍するための取組みの効果 【設問２６】 

    （25）で何らかの取組みをしていると回答した事業所での、女性が活躍するための取組みによ

る効果としては、「男女ともに職務遂行能力によって評価されるという意識が高まった」と回答

した事業所の割合が 50.7％と最も高く、次いで「女性の勤続年数が伸びた」が 34.8％となって

いる。 

 

図 22 女性が活躍するための取組みの効果（複数回答・全体 N= 402） 
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16.6%

15.4%

21.4%

21.2%

14.7%

12.9%

14.9%

15.6%
9.6%

0.0%

9.9%

26.7%

14.3%

40.7%

17.6%

13.0%

11.3%

18.9%

26.6%

20.3%

23.2%

24.2%

27.4%

38.6%

35.8%

9.4%

13.2%

25.6%

30.9%

40.0%

25.7%

40.7%

29.4%

30.4%

28.9%

25.7%

23.5%

22.0%

21.4%

19.7%

31.6%

21.4%

26.9%

21.9%

31.6%

15.4%

29.6%

26.7%

22.9%

9.9%

23.5%

26.1%

26.8%

22.0%

33.3%

42.3%

33.9%

34.8%

26.3%

27.1%

22.4%

53.1%

45.6%

59.0%

29.6%
6.7%

37.1%
8.8%

29.4%

30.4%

33.1%

33.4%

0% 100%

全体
(N=493)

10～29人
(N=123)

30～49人
(N=56)

50～99人
(N=66)

100～299人
(N=95)

300～999人
(N=70)

1,000人以上
(N=67)

建設業
(N=32)

製造業
(N=114)

運輸業・通信業
(N=39)

卸売･小売業
(N=81)

金融・保険業
(N=15)

飲食店、宿泊業
(N=35)

医療、福祉
(N=91)

教育、学習支援業

(N=17)

サービス業
(N=69)

労働組合がある

(N=142)

労働組合がない
(N=350)

進んでいる ある程度進んでいる あまり進んでいない 進んでいない

（27）女性の管理職登用の状況 【設問２７】 

    女性の管理職登用の状況については、「進んでいる」または「ある程度進んでいる」と回答し

た事業所が 43.2％となっている一方、「進んでいない」または「あまり進んでいない」と回答し

た事業所が 56.8％となっている。 

 

図 23 女性の管理職登用の状況（全体、企業規模別、産業別、労働組合の有無別） 
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44.8%

28.6%

8.5%

8.3%

25.9%

23.4%

20.8%

39.7%

0% 100%

非正規社員から正規社員へ

（N=505)

正規社員から非正規社員へ

(N=496）

制度があり、実際例もある 制度はあるが、実際例はない

制度はないが、実際例はある 制度も実際例もない

41.2%

35.5%

31.9%

28.7%

23.7%

20.4%

16.1%

10.8%

9.7%

3.9%

12.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

女性が少ない、いない

従業員が少なく、性別に関係なく管理職のポストが少ない

女性自身が管理職となることを希望しない

必要な知識、経験、判断力等を有する女性がいない

ロールモデルとなる先輩女性社員がいない

女性管理職の育成ノウハウが足りない

家庭責任を多く負っているため、管理職との両立が難しい

結婚や育児を理由に退職する女性が多い

時間外労働が多い、深夜業がある、全国勤務があるなど

勤務形態に無理がある

男性管理職・男性従業員の女性管理職に対する理解が足りない

その他

（28）女性の管理職登用が進まない理由 【設問２８】 

    （27）で「進んでいない」または「あまり進んでいない」と回答した事業所での、女性の管理

職登用が進まない理由としては、「女性が少ない、いない」が 41.2％と最も高く、次いで「従業

員が少なく、性別に関係なく管理職のポストが少ない」が 35.5％、「女性自身が管理職となるこ

とを希望しない」が 31.9％となっている。 

 

図 24 女性の管理職登用が進まない理由（複数回答・全体 N= 279） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【多様な働き方】 

（29）雇用形態の転換制度 【設問２９】 

    非正規社員から正規社員への転換について、制度がある事業所の割合は 53.3％、実際例がある

のは 70.7％であるのに対し、正規社員から非正規社員への転換では、制度がある事業所の割合は

36.9％、実際例があるのは 52.0％となっている。 

 

図 25 雇用形態の転換制度と実際例の有無（全体） 
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非正規から正規へ
有効回答
事業所数

制度があり、
実際例もある

制度はあるが、
実際例はない

制度はないが、
実際例はある

制度も実際例も
ない

計

全体 505 44.8% 8.5% 25.9% 20.8% 100.0%

10～29人 129 28.7% 7.0% 24.0% 40.3% 100.0%

30～49人 59 30.5% 6.8% 39.0% 23.7% 100.0%

50～99人 66 40.9% 7.6% 34.8% 16.7% 100.0%

100～299人 97 49.5% 9.3% 26.8% 14.4% 100.0%

300～999人 70 68.6% 10.0% 17.1% 4.3% 100.0%

1,000人以上 67 67.2% 11.9% 14.9% 6.0% 100.0%

建設業 30 26.7% 13.3% 20.0% 40.0% 100.0%

製造業 117 38.5% 12.0% 25.6% 23.9% 100.0%

 運輸業・通信業 44 63.6% 9.1% 13.6% 13.6% 100.0%

 卸売･小売業 87 46.0% 10.3% 21.8% 21.8% 100.0%

 金融・保険業 15 40.0% 13.3% 33.3% 13.3% 100.0%

 飲食店、宿泊業 33 36.4% 9.1% 15.2% 39.4% 100.0%

 医療、福祉 91 54.9% 3.3% 34.1% 7.7% 100.0%

 教育、学習支援業 18 38.9% 0.0% 33.3% 27.8% 100.0%

サービス業 70 42.9% 5.7% 32.9% 18.6% 100.0%

労働組合がある 144 63.9% 9.0% 15.3% 11.8% 100.0%

労働組合がない 360 36.9% 8.3% 30.3% 24.4% 100.0%

正規から非正規へ
有効回答
事業所数

制度があり、
実際例もある

制度はあるが、
実際例はない

制度はないが、
実際例はある

制度も実際例も
ない

計

全体 496 28.6% 8.3% 23.4% 39.7% 100.0%

10～29人 127 16.5% 9.4% 16.5% 57.5% 100.0%

30～49人 59 22.0% 10.2% 25.4% 42.4% 100.0%

50～99人 66 27.3% 10.6% 24.2% 37.9% 100.0%

100～299人 93 36.6% 3.2% 24.7% 35.5% 100.0%

300～999人 68 42.6% 8.8% 29.4% 19.1% 100.0%

1,000人以上 66 36.4% 7.6% 27.3% 28.8% 100.0%

建設業 30 6.7% 10.0% 10.0% 73.3% 100.0%

製造業 116 24.1% 6.9% 14.7% 54.3% 100.0%

 運輸業・通信業 43 46.5% 2.3% 16.3% 34.9% 100.0%

 卸売･小売業 84 23.8% 11.9% 27.4% 36.9% 100.0%

 金融・保険業 15 20.0% 13.3% 13.3% 53.3% 100.0%

 飲食店、宿泊業 33 27.3% 12.1% 12.1% 48.5% 100.0%

 医療、福祉 88 35.2% 10.2% 42.0% 12.5% 100.0%

 教育、学習支援業 18 33.3% 0.0% 38.9% 27.8% 100.0%

サービス業 69 33.3% 5.8% 23.2% 37.7% 100.0%

労働組合がある 143 44.8% 5.6% 21.7% 28.0% 100.0%

労働組合がない 352 22.2% 9.4% 24.1% 44.3% 100.0%

表 17-1 雇用形態の転換制度と実際例の有無（非正規社員から正規社員へ） 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 17-2 雇用形態の転換制度と実際例の有無（正規社員から非正規社員へ） 
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有効回答
事業所数

勤務地限定の正規
社員制度がある

職務限定の正規社
員制度がある

勤務時間限定の正
規社員制度（短時
間正規社員制度）

がある

あてはまる
制度はない

全体 513 16.8% 7.0% 8.6% 75.2%

10～29人 133 5.3% 4.5% 5.3% 87.2%

30～49人 58 6.9% 3.4% 13.8% 79.3%

50～99人 69 7.2% 1.4% 8.7% 87.0%

100～299人 98 16.3% 9.2% 8.2% 76.5%

300～999人 70 17.1% 7.1% 10.0% 74.3%

1,000人以上 67 62.7% 19.4% 11.9% 28.4%

建設業 31 9.7% 6.5% 3.2% 87.1%

製造業 120 14.2% 5.8% 4.2% 81.7%

 運輸業・通信業 43 27.9% 2.3% 9.3% 69.8%

 卸売･小売業 89 18.0% 9.0% 4.5% 74.2%

 金融・保険業 15 26.7% 26.7% 13.3% 53.3%

 飲食店、宿泊業 35 31.4% 5.7% 14.3% 65.7%

 医療、福祉 92 5.4% 5.4% 16.3% 76.1%

 教育、学習支援業 19 5.3% 10.5% 5.3% 84.2%

サービス業 69 24.6% 7.2% 10.1% 69.6%

労働組合がある 144 31.9% 11.1% 7.6% 61.1%

労働組合がない 364 11.0% 5.5% 9.1% 80.5%

16.8%

8.6%

7.0%

75.2%

0% 30% 60% 90%

勤務地限定の正規社員制度がある

勤務時間限定の正規社員制度

（短時間正規社員制度）がある

職務限定の正規社員制度がある

あてはまる制度はない

（30）「多様な正規社員」制度 【設問３０】 

    従来の正規社員に比べて配置転換や転勤、仕事内容、勤務時間などの範囲が限定されている「多

様な正規社員」制度について、「あてはまる制度はない」と回答した事業所の割合が 75.2％と最

も高い。「多様な正規社員」制度を設けている事業所の中では、「勤務地限定の正規社員」制度が

ある事業所の割合が 16.8％で最も高い。 

  

図 26 「多様な正規社員」制度について（複数回答・全体 N=513） 

 

    

 

 

 

 

表 18 「多様な正規社員」制度について（複数回答） 
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79.4%

66.7%

50.8%

23.0%

6.3%

5.6%

4.8%

2.4%

2.4%

0.0%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80%

従業員の定着を図るため

優秀な人材を確保するため

仕事と育児や介護の両立支援のため

非正規社員からの転換を円滑化させるため

賃金の節約のため

従業員や労働組合等からの要望があったため

賃金以外の労務コストの節約のため

臨時・季節的業務量の変化に対応するため

1日や週の中の 閑に対応するため

同業他社が正規社員に複数の雇用区分を

設けているため

その他

（31）「多様な正規社員」制度の導入理由 【設問３１】 

    (30)で「多様な正規社員」制度を導入していると回答した事業所での、導入理由については、

「従業員の定着を図るため」が79.4％で最も高く、次いで「優秀な人材を確保するため」が66.7％、

「仕事と育児や介護の両立支援のため」が 50.8％となっている。 

 

図 27 「多様な正規社員」制度の導入理由（複数回答・全体 N= 126） 
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有効回答
事業所数

在宅勤務を導入し
ている

モバイルワークを導
入している

サテライトオフィス勤
務（施設利用型勤
務）を導入している

あてはまる
制度はない

全体 513 3.7% 1.6% 0.2% 95.3%

10～29人 134 4.5% 0.7% 0.0% 94.8%

30～49人 57 3.5% 0.0% 0.0% 96.5%

50～99人 68 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

100～299人 99 1.0% 1.0% 0.0% 98.0%

300～999人 71 1.4% 1.4% 0.0% 97.2%

1,000人以上 67 13.4% 7.5% 1.5% 83.6%

建設業 31 3.2% 0.0% 0.0% 96.8%

製造業 118 4.2% 1.7% 0.8% 94.9%

 運輸業・通信業 43 4.7% 2.3% 0.0% 95.3%

 卸売･小売業 90 3.3% 2.2% 0.0% 94.4%

 金融・保険業 15 6.7% 6.7% 0.0% 93.3%

 飲食店、宿泊業 34 2.9% 0.0% 0.0% 97.1%

 医療、福祉 93 1.1% 0.0% 0.0% 98.9%

 教育、学習支援業 19 5.3% 0.0% 0.0% 94.7%

サービス業 70 5.7% 2.9% 0.0% 91.4%

労働組合がある 144 5.6% 3.5% 0.7% 92.4%

労働組合がない 364 3.0% 0.8% 0.0% 96.4%

3.7%

1.6%

0.2%

95.3%

0% 50% 100%

在宅勤務を導入している

モバイルワークを導入している

サテライトオフィス勤務（施設利用型勤務）を

導入している

あてはまる制度はない

（32）テレワークの導入 【設問３２】 

    在宅勤務やサテライトオフィス勤務等のテレワーク（情報通信技術を活用した場所にとらわれ

ない柔軟な働き方）の導入について、「あてはまる制度はない」と回答した事業所の割合が 95.3％

と最も高い。テレワークを導入している事業所の中では、「在宅勤務を導入している」と回答し

た事業所の割合が 3.7％で最も高い。 

  

図 28 テレワークの導入について（複数回答・全体 N=513） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

表 19 テレワークの導入について（複数回答） 
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70.8%

54.2%

54.2%

41.7%

25.0%

20.8%

16.7%

12.5%

4.2%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

定期的業務の効率性（生産性）の向上のため

勤務者の移動時間の短縮のため

従業員のゆとりや健康的な生活の実現を図るため

通勤弱者（身障者、高齢者、育児中の女性等）

への対応のため

優秀な人材の雇用確保のため

非常時（地震・新型インフルエンザ等）の

事業継続に備えるため

顧客満足度の向上のため

環境負荷の軽減のため

オフィスコストの削減のため

その他

（33）テレワークの導入理由 【設問３３】 

    (32)でテレワークを導入していると回答した事業所での、導入理由については、「定期的業務

の効率性（生産性）の向上のため」が 70.8％で最も高く、次いで「勤務者の移動時間の短縮のた

め」および「従業員のゆとりや健康的な生活の実現を図るため」が 54.2％となっている。 

 

図 29 テレワークの導入理由（複数回答・全体 N=24） 
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69.5%

55.8%

54.7%

49.3%

42.5%

41.0%

14.3%

12.2%

5.3%

2.9%

18.1%

20.6%

29.1%

25.0%

31.2%

32.0%

27.8%

22.9%

17.1%

7.6%

10.5%

20.8%

12.4%

22.7%

21.9%

23.0%

52.6%

60.2%

72.6%

66.9%

1.9%

2.9%

3.8%

3.0%

4.4%

4.0%

5.3%

4.8%

5.0%

22.7%

0% 100%

年次有給休暇取得推進

労働時間削減の取組み

従業員の心身の健康支援

出産・育児支援

従業員の自己啓発支援

介護支援

従業員の地域活動支援

家族への職場紹介・参加等

在宅勤務などの多様な働き方支援

その他

実施している 今後実施したい 今のところ考えていない 無回答

【ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）経営】 

（34）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に関する取組み 【設問３４】 

    ワーク･ライフ･バランスに関して実施している取組みについては、「年次有給休暇取得促進」

が 69.5％と最も高く、次いで「労働時間削減の取組み」が 55.8％となっている。現在は実施し

ていないが、今後実施したい取組については、「介護支援」が 32.0％と最も高く、次いで「従業

員の自己啓発支援」が 31.2％となっている。 

 

図 30 ワーク・ライフ・バランスに関して実施している取組みや今後実施したい取組み（全体） 
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実施している 全事業所数
労働時間
削減の
取組み

年次有給
休暇取得
推進

従業員の
心身の

健康支援

従業員の
自己啓発
支援

出産・
育児支援

介護支援

在宅勤務
などの多様
な働き方
支援

従業員の
地域活動
支援

家族への
職場紹介・
参加等

その他

全体 525 55.8% 69.5% 54.7% 42.5% 49.3% 41.0% 5.3% 14.3% 12.2% 2.9%

10～29人 138 32.6% 48.6% 36.2% 24.6% 30.4% 23.9% 2.2% 13.0% 7.2% 0.0%

30～49人 59 44.1% 71.2% 54.2% 37.3% 49.2% 40.7% 6.8% 18.6% 13.6% 6.8%

50～99人 69 58.0% 71.0% 52.2% 40.6% 52.2% 39.1% 2.9% 10.1% 8.7% 5.8%

100～299人 101 64.4% 80.2% 64.4% 53.5% 58.4% 49.5% 2.0% 14.9% 9.9% 2.0%

300～999人 71 76.1% 81.7% 63.4% 57.7% 62.0% 50.7% 4.2% 19.7% 12.7% 4.2%

1,000人以上 69 85.5% 91.3% 75.4% 60.9% 65.2% 60.9% 20.3% 11.6% 27.5% 1.4%

建設業 32 40.6% 62.5% 50.0% 40.6% 43.8% 43.8% 3.1% 21.9% 9.4% 3.1%

製造業 121 62.0% 74.4% 58.7% 43.0% 47.1% 38.8% 6.6% 13.2% 14.9% 3.3%

 運輸業・通信業 44 68.2% 72.7% 59.1% 38.6% 47.7% 45.5% 2.3% 4.5% 9.1% 2.3%

 卸売･小売業 92 59.8% 64.1% 50.0% 39.1% 40.2% 28.3% 2.2% 10.9% 10.9% 1.1%

 金融・保険業 15 66.7% 86.7% 73.3% 80.0% 80.0% 80.0% 13.3% 60.0% 20.0% 0.0%

 飲食店、宿泊業 36 47.2% 50.0% 38.9% 27.8% 33.3% 22.2% 8.3% 8.3% 11.1% 2.8%

 医療、福祉 94 51.1% 76.6% 56.4% 50.0% 68.1% 55.3% 3.2% 16.0% 9.6% 7.4%

 教育、学習支援業 20 40.0% 70.0% 40.0% 40.0% 40.0% 35.0% 5.0% 5.0% 10.0% 0.0%

サービス業 71 52.1% 66.2% 59.2% 39.4% 47.9% 40.8% 9.9% 16.9% 15.5% 0.0%

労働組合がある 146 82.2% 84.9% 72.6% 60.3% 62.3% 57.5% 8.2% 13.7% 19.2% 4.8%

労働組合がない 374 46.0% 63.6% 47.6% 36.1% 44.7% 35.0% 4.3% 14.4% 9.6% 2.1%

今後実施したい 全事業所数
労働時間
削減の
取組み

年次有給
休暇取得
推進

従業員の
心身の

健康支援

従業員の
自己啓発
支援

出産・
育児支援

介護支援

在宅勤務
などの多様
な働き方
支援

従業員の
地域活動
支援

家族への
職場紹介・
参加等

その他

全体 525 20.6% 18.1% 29.1% 31.2% 25.0% 32.0% 17.1% 27.8% 22.9% 7.6%

10～29人 138 26.8% 29.7% 35.5% 34.8% 29.7% 33.3% 13.8% 24.6% 19.6% 10.9%

30～49人 59 27.1% 16.9% 28.8% 33.9% 23.7% 27.1% 13.6% 27.1% 13.6% 3.4%

50～99人 69 24.6% 15.9% 31.9% 39.1% 24.6% 34.8% 20.3% 39.1% 33.3% 10.1%

100～299人 101 19.8% 12.9% 28.7% 29.7% 29.7% 34.7% 14.9% 25.7% 20.8% 5.9%

300～999人 71 14.1% 16.9% 32.4% 26.8% 23.9% 35.2% 26.8% 29.6% 33.8% 5.6%

1,000人以上 69 4.3% 2.9% 11.6% 23.2% 13.0% 20.3% 18.8% 26.1% 21.7% 8.7%

建設業 32 37.5% 21.9% 37.5% 37.5% 28.1% 21.9% 21.9% 34.4% 18.8% 6.3%

製造業 121 20.7% 14.9% 28.9% 35.5% 28.9% 36.4% 22.3% 25.6% 21.5% 7.4%

 運輸業・通信業 44 22.7% 20.5% 34.1% 43.2% 27.3% 34.1% 27.3% 40.9% 36.4% 13.6%

 卸売･小売業 92 18.5% 25.0% 31.5% 32.6% 32.6% 46.7% 12.0% 29.3% 27.2% 8.7%

 金融・保険業 15 26.7% 13.3% 20.0% 20.0% 13.3% 20.0% 13.3% 20.0% 26.7% 20.0%

 飲食店、宿泊業 36 19.4% 19.4% 25.0% 22.2% 16.7% 27.8% 16.7% 19.4% 19.4% 8.3%

 医療、福祉 94 21.3% 13.8% 30.9% 28.7% 21.3% 25.5% 8.5% 30.9% 21.3% 6.4%

 教育、学習支援業 20 20.0% 5.0% 15.0% 20.0% 15.0% 20.0% 20.0% 30.0% 15.0% 0.0%

サービス業 71 12.7% 21.1% 25.4% 25.4% 19.7% 25.4% 18.3% 19.7% 18.3% 4.2%

労働組合がある 146 9.6% 11.0% 18.5% 26.7% 24.0% 28.8% 21.2% 26.7% 26.7% 8.2%

労働組合がない 374 24.9% 21.1% 33.7% 33.2% 25.7% 33.4% 15.8% 28.6% 21.7% 7.5%

表 20-1 ワーク･ライフ･バランスに関して実施している取組み（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 20-2 ワーク･ライフ･バランスに関して今後実施したい取組み（複数回答） 
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28.3%

27.3%

26.8%

26.1%

24.2%

23.7%

18.4%

12.8%

12.8%

8.7%

2.7%

23.2%

0% 10% 20% 30% 40%

従業員の時間管理能力が向上した

従業員の仕事への意欲が向上した

仕事の生産性が向上した

従業員の心身の健康が向上した

女性従業員の定着率を高めた

会社に対する満足度が向上した

コストが削減できた

会社のイメージが向上した

従業員の採用に効果があった

男性従業員の定着率を高めた

その他

今のところ目立った成果は出ていない

6.8%

61.1% 9.3%

0.6%

22.2%

0% 100%

大いにメリットがあった メリットがあった

あまりメリットがなかった メリットがなかった

わからない

（35）ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）に関する取組みの効果 【設問３５】 

    （34）でワーク・ライフ・バランスの実現に向けて何らかの取組みを実施していると回答した

事業所での取組みの効果としては、「従業員の時間管理能力が向上した」が 28.3％と最も高く、

次いで「従業員の仕事への意欲が向上した」が 27.3％となっている。 

 

図 31 ワーク･ライフ･バランスに関する取組みの効果（複数回答・全体 N=414） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（36）ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）に関する取組みのメリット 【設問３６】 

（34）でワーク・ライフ・バランスの実現に向けての取組みを５項目以上実施していると回答

した事業所での、ワーク･ライフ･バランスの取組みが事業所の経営に関してメリットがあったか

については、「大いにメリットがあった」または「メリットがあった」と回答した事業所の割合

が 67.9％となっている。 

 

図 32 ワーク･ライフ･バランスに関する取組のメリット（全体 N=162） 
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17.6%

13.6%

13.6%

18.2%

22.9%

24.6%

16.4%

32.3%

18.1%

16.3%

16.3%

21.4%
0.0%

21.5%

10.5%

17.4%

26.2%

14.4%

31.8%

26.5%

30.5%

40.9%

31.3%

37.7%

28.4%

29.0%

35.3%

25.6%

34.9%

35.7%

22.9%

33.3%

36.8%

27.5%

30.5%

32.1%

50.6%

59.8%

55.9%

40.9%

45.8%

37.7%

55.2%

38.7%

46.6%

58.1%

48.8%

42.9%

77.1%

45.2%

52.6%

55.1%

43.3%

53.5%

0% 100%

全体

(N=506)
10～29人
(N=132)
30～49人
(N=59)

50～99人
(N=66)

100～299人
(N=96)

300～999人
(N=69)

1,000人以上
(N=67)

建設業
(N=31)
製造業
(N=116)

運輸業・通信業
(N=43)

卸売･小売業
(N=86)

金融・保険業
(N=14)

飲食店、宿泊業

(N=35)
医療、福祉

(N=93)
教育、学習支援業

(N=19)
サービス業

(N=69)
労働組合がある

(N=141)
労働組合がない

(N=361)

知っている 聞いたことはあるが内容はよく知らない 知らない

（37）「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」登録制度の認知 【設問３９】 

    滋賀県が行っている「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」登録制度について、「知っ

ている」と回答した事業所の割合は 17.6％であったのに対し、「聞いたことはあるが内容はよく

知らない」が 31.8％、「知らない」が 50.6％となっている。 

 

図 33 「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」登録制度の認知（全体、企業規模別、産業別、

労働組合の有無別） 
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53.9%

24.1%

28.8%

64.7%

71.4%

80.3%

82.4%

43.8%

56.7%

65.9%

57.8%

80.0%

37.1%

49.5%

52.6%

50.0%

83.6%

42.5%

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

全体

(N=518)
10～29人
(N=137)
30～49人
(N=59)

50～99人
(N=68)

100～299人
(N=98)

300～999人
(N=71)

1,000人以上

(N=68)
建設業

(N=32)
製造業

(N=120)
運輸業・通信業

(N=44)
卸売･小売業

(N=90)
金融・保険業

(N=15)
飲食店、宿泊業

(N=35)
医療、福祉

(N=93)
教育、学習支援業

(N=19)
サービス業

(N=70)
労働組合がある

(N=146)
労働組合がない

(N=367)

【メンタルヘルスケア（心の健康対策）】 

（38）メンタルヘルスケア（心の健康対策）の実施の有無 【設問４０】 

    メンタルヘルスケアを実施している事業所の割合は全体では 53.9％となり、前年の 55.4％に

対し、1.5 ポイント下回っている。 

 

図 34 メンタルヘルスケアを実施している事業所の割合（全体、企業規模別、産業別、労働組合の 

有無別） 
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78.3%

57.8%

37.5%

32.1%

30.3%

20.9%

19.9%

5.4%

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

ストレスチェックの実施

定期健康診断における問診

専門家によるカウンセリング

職場環境の改善

従業員に対する教育研修、情報提供

事業所内の産業保健スタッフ、人事労務

担当者に対する教育研修、情報提供

従業員が日常的に接する管理監督者に

対する教育研修、情報提供

その他

（39）メンタルヘルスケア（心の健康対策）の実施方法 【設問４１】

 （38）でメンタルヘルスケアを「実施している」と回答した事業所での、メンタルヘルスケア

の実施方法としては、「ストレスチェックの実施」と回答した事業所の割合が 78.3％と最も高く、

次いで「定期健康診断における問診」が 57.8％、「専門家によるカウンセリング」が 37.5％とな

っている。 

図 35 メンタルヘルスケアの実施方法（複数回答・全体 N=277） 




