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基幹統計として初めて把握したフリーランスの働き方 
～令和４年就業構造基本調査の結果から～ 

総務省統計局統計調査部労働力人口統計室長   奥野  重徳  

令和４年（2022年）10月１日を調査期日として実施した就業構造基本調査の結果を
令和５年（2023年）７月21日に公表しました。 

就業構造基本調査は、日本の就業及び不就業の状態を明らかにし、全国及び地域別の
就業構造を把握する統計調査です。この調査は、昭和31年（1956年）の第１回調査以
来ほぼ３年ごと、昭和57年（1982年）以降は５年ごとに実施しており、今回の令和４
年（2022年）調査は18回目に当たります。 

令和４年調査では、働き方改革の一連の動きを踏まえ、次の点を新たに取り組みまし
た。 
【令和４年調査の新たな主な取組】 

・ フリーランスを新たに把握 
・ テレワークの実施状況を新たに把握 
・ 副業の詳細把握 
今回は、令和４年調査で初めて把握したフリーランスの働き方について紹介します。 
※今回紹介する内容以外にも、以下の「結果の概要」（19～21ページ）でフリーラ

ンスの数について記載しています。 
https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kgaiyou.pdf 

フリーランスの定義 
本調査での「フリーランス」の定義については、「フリーランスとして安心して働け

る環境を整備するためのガイドライン」（以下「フリーランスガイドライン」といいま
す。）（最終ページの【参考】を参照）で設けられている定義に準拠し、以下のとおり
としています。 

 
ｉ）本調査でのフリーランスの定義は、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主又は一人社長であ

って、その仕事で収入を得る者」としています。なお、産業・職業分類が農林漁業の者などは含
めていません。 

具体的には、本調査におけるフリーランスは、以下の者を集計対象としています。 
・従業上の地位が「会社などの役員-役員・職員が他にいない-実店舗なし」、「自営業主-

雇人がいない-実店舗なし」又は「内職」かつ、産業大分類「Ａ農業，林業」、「Ｂ漁業」、
「Ｓ公務（他に分類されるものを除く）」又は「Ｔ分類不能の産業」でないものかつ、
職業大分類「Ｇ農林漁業従事者」又は「Ｌ分類不能の職業」でないもの 

《次ページに続く》 

https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kgaiyou.pdf
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ii）フリーランスガイドラインでは、「自身の経験や知識、スキルを活用して」についても定義と
して含まれていますが、全ての職業について、その経験や知識、スキルを保有して行っていると
考えられることから、本調査上は特段の制約をしていません。 

iii) 本調査における“雇人がいない”についても、次のとおり、フリーランスガイドラインと異なり
ます。 

◆本調査  
“雇人がいない”とは、家族の手伝い（無給）のみで他の人を雇っていない場合 

◆フリーランスガイドライン  
“雇人がいない”とは、従業員を雇わず自分だけで、又は自分と同居の親族だけで個人経
営の事業を営んでいる者としています。つまり、同居の親族について、無給のみならず
有給も含まれます。 

※本調査においては、従前から、自営業主について“雇人がいない”には同居の親族が有給で働
いている場合を含めずに調査を行ってきているところであり、今回、“雇人がいない”の定義
をフリーランスガイドラインと一致させると、本調査における従来からの統計表との時系列
比較が困難となります。このため、当該部分においてフリーランスガイドラインの定義と若
干の差異は生じますが、本調査における従来からの統計の継続性を重視することとしました。 
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フリーランスの基本属性 
有業者のうち本業がフリーランスの数は209万人となっており、有業者に占める割合

は3.1％となっています。男女別にみると、男性が146万人、女性が63万人となってい
ます。 

総数（男女計）を年齢階級別にみると、「45～49歳」が24.5万人で最も多く、次い
で「50～54歳」が24.4万人などとなっています。フリーランスの約７割を占めている
男性についてみると、「50～54歳」が最も多く、次いで「45～49歳」などとなってい
ます。 

年齢階級ごとに有業者数は異なるため、年齢階級別に有業者に占める割合をみると、
本業がフリーランスの割合は、年齢階級が高くなるにつれ高くなっており、これは男性
も同じ状況です。女性は、男女計と同じく年齢階級が高くなるにつれ割合が高くなるほ
か、「35～39歳」周辺の年齢階級でも割合が高くなっています。 

一方、副業のみフリーランスの割合は、「35～39歳」が最も高く、次いで「65～69
歳」、「40～44歳」などとなっています。男性は男女計とほぼ同じ年齢階級で割合が
高くなっているものの、女性は「30～34歳」、「35～39歳」及び「40～44歳」の各年
齢階級が最も高くなっています。 

 
表１ 男女、年齢階級別 有業者数 並びに 男女、年齢階級、フリーランスの 

本業・副業の別 別フリーランスの数及び有業者に占める割合‐ 全国 

 

就業状態

フリーランスの本業

・副業の別
男女
年齢

本業のみ
本業及び

副業
本業のみ

本業及び
副業

総数 67,060,400 2,574,000 2,093,700 2,029,400 64,300 480,300 100.0 3.8 3.1 3.0 0.1 0.7

20～24歳 4,288,700 46,400 31,400 30,500 900 14,900 100.0 1.1 0.7 0.7 0.0 0.3

25～29歳 5,565,700 112,000 76,500 74,900 1,600 35,500 100.0 2.0 1.4 1.3 0.0 0.6

30～34歳 5,547,400 164,500 118,400 112,900 5,500 46,100 100.0 3.0 2.1 2.0 0.1 0.8

35～39歳 6,186,500 234,500 171,400 163,700 7,700 63,200 100.0 3.8 2.8 2.6 0.1 1.0

40～44歳 6,888,700 254,500 193,800 188,300 5,500 60,700 100.0 3.7 2.8 2.7 0.1 0.9

45～49歳 8,263,600 305,100 244,500 238,200 6,300 60,500 100.0 3.7 3.0 2.9 0.1 0.7

50～54歳 8,090,700 293,300 243,500 237,300 6,200 49,800 100.0 3.6 3.0 2.9 0.1 0.6

55～59歳 6,670,600 264,900 224,800 217,800 7,000 40,200 100.0 4.0 3.4 3.3 0.1 0.6

60～64歳 5,393,300 237,700 199,200 194,000 5,200 38,400 100.0 4.4 3.7 3.6 0.1 0.7

65～69歳 3,837,400 243,900 208,200 202,400 5,800 35,600 100.0 6.4 5.4 5.3 0.2 0.9

70～74歳 3,110,200 224,700 202,300 195,800 6,500 22,300 100.0 7.2 6.5 6.3 0.2 0.7

75歳以上 2,219,600 189,600 177,200 171,400 5,800 12,500 100.0 8.5 8.0 7.7 0.3 0.6

総数 36,706,200 1,741,500 1,460,100 1,415,200 44,900 281,400 100.0 4.7 4.0 3.9 0.1 0.8

20～24歳 2,131,800 25,700 18,400 18,100 300 7,300 100.0 1.2 0.9 0.8 0.0 0.3

25～29歳 2,928,900 67,400 47,800 46,800 1,000 19,600 100.0 2.3 1.6 1.6 0.0 0.7

30～34歳 3,007,300 92,300 68,700 66,000 2,700 23,600 100.0 3.1 2.3 2.2 0.1 0.8

35～39歳 3,398,400 140,100 101,400 95,300 6,100 38,700 100.0 4.1 3.0 2.8 0.2 1.1

40～44歳 3,750,200 164,100 130,500 127,500 3,000 33,600 100.0 4.4 3.5 3.4 0.1 0.9

45～49歳 4,470,700 207,200 173,000 169,000 4,000 34,200 100.0 4.6 3.9 3.8 0.1 0.8

50～54歳 4,406,100 201,000 173,200 168,800 4,400 27,700 100.0 4.6 3.9 3.8 0.1 0.6

55～59歳 3,659,600 184,300 161,200 156,400 4,800 23,000 100.0 5.0 4.4 4.3 0.1 0.6

60～64歳 3,054,000 167,700 143,600 139,500 4,100 24,100 100.0 5.5 4.7 4.6 0.1 0.8

65～69歳 2,236,800 188,500 163,400 158,000 5,400 25,100 100.0 8.4 7.3 7.1 0.2 1.1

70～74歳 1,862,300 173,500 157,400 152,400 5,000 16,200 100.0 9.3 8.5 8.2 0.3 0.9

75歳以上 1,325,800 127,100 119,200 115,300 3,900 8,000 100.0 9.6 9.0 8.7 0.3 0.6

総数 30,354,200 832,500 633,600 614,200 19,400 198,900 100.0 2.7 2.1 2.0 0.1 0.7

20～24歳 2,156,900 20,700 13,000 12,400 600 7,700 100.0 1.0 0.6 0.6 0.0 0.4

25～29歳 2,636,800 44,600 28,800 28,100 700 15,900 100.0 1.7 1.1 1.1 0.0 0.6

30～34歳 2,540,000 72,200 49,800 47,000 2,800 22,500 100.0 2.8 2.0 1.9 0.1 0.9

35～39歳 2,788,100 94,400 70,000 68,400 1,600 24,500 100.0 3.4 2.5 2.5 0.1 0.9

40～44歳 3,138,400 90,300 63,300 60,800 2,500 27,100 100.0 2.9 2.0 1.9 0.1 0.9

45～49歳 3,792,900 97,900 71,700 69,300 2,400 26,300 100.0 2.6 1.9 1.8 0.1 0.7

50～54歳 3,684,600 92,300 70,200 68,400 1,800 22,200 100.0 2.5 1.9 1.9 0.0 0.6

55～59歳 3,011,100 80,600 63,400 61,300 2,100 17,100 100.0 2.7 2.1 2.0 0.1 0.6

60～64歳 2,339,200 70,000 55,600 54,500 1,100 14,300 100.0 3.0 2.4 2.3 0.0 0.6

65～69歳 1,600,700 55,400 44,900 44,500 400 10,500 100.0 3.5 2.8 2.8 0.0 0.7

70～74歳 1,247,900 51,200 45,000 43,400 1,600 6,200 100.0 4.1 3.6 3.5 0.1 0.5

75歳以上 893,800 62,500 57,900 56,000 1,900 4,500 100.0 7.0 6.5 6.3 0.2 0.5

※　数値が10,000人未満の「15～19歳」は表章していない（ただし、総数には含む。）。

実数（人）

有業者 有業者

各年齢階級別有業者に占める割合（％）

女

本業が
フリー
ランス

副業のみ
フリー
ランス

総
数

男

本業が
フリー
ランス

副業のみ
フリー
ランス

フリー
ランス
総数

フリー
ランス
総数
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本業としてフリーランスを選んだ主な理由 

本業がフリーランスの者における現職の就業形態に就いている主な理由の割合をみ
ると、「05.専門的な技能等を生かせるから」及び「01.自分の都合のよい時間に働きた
いから」の割合が上位２位を占めていて、フリーランスに就いている主な理由としては、
自分の求める条件を満たす理由の割合が高いことが分かります。 

一方、「06.正規の職員・従業員の仕事がないから」という不本意な理由の割合は低
くなっています。 

男女別にみると、最も割合が高い理由は、男性は「05.専門的な技能等を生かせるか
ら」、女性は「01.自分の都合のよい時間に働きたいから」となっています。 

図１ 男女､現職の就業形態に就いている主な理由別 本業がフリーランスの割合‐ 全国 
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年齢階級別にみると、男女共に75歳以上は「07.その他」の割合が最も高いほか、男
性は、34歳以下では「01.自分の都合のよい時間に働きたいから」、35歳以上74歳以下
では「05.専門的な技能等を生かせるから」の割合が最も高くなっています。女性は、
74歳以下の全ての年齢階級で「01.自分の都合のよい時間に働きたいから」の割合が最
も高くなっています。 

また、男性の34歳以下の年齢階級について、年齢が若いほど「01.自分の都合のよい
時間に働きたいから」の割合は高くなっています。女性の「01.自分の都合のよい時間
に働きたいから」の割合は「25～29歳」が最も高く、この年齢階級を境に割合はおお
むね低くなっています。 
 

表２ 男女、年齢階級、現職の就業形態に就いている主な理由別 
本業がフリーランスの数及び割合‐ 全国 

 

総数

01.
自分の都
合のよい
時間に働
きたいか

ら

02.
家計の補
助・学費
等を得た
いから

03.
家事・育
児・介護
等と両立
しやすい

から

04.
通勤時間
が短いか

ら

05.
専門的な
技能等を
生かせる

から

06.
正規の職
員・従業
員の仕事
がないか

ら

07.
その他

総数

01.
自分の都
合のよい
時間に働
きたいか

ら

02.
家計の補
助・学費
等を得た
いから

03.
家事・育
児・介護
等と両立
しやすい

から

04.
通勤時間
が短いか

ら

05.
専門的な
技能等を
生かせる

から

06.
正規の職
員・従業
員の仕事
がないか

ら

07.
その他

総数 2,093,700 570,900 109,400 109,300 15,600 628,800 68,500 433,700 100.0 29.5 5.7 5.6 0.8 32.5 3.5 22.4

20～24歳 31,400 13,800 2,300 100 300 5,500 3,100 4,900 100.0 46.0 7.7 0.3 1.0 18.3 10.3 16.3

25～29歳 76,500 31,800 2,400 3,900 200 21,300 1,100 12,100 100.0 43.7 3.3 5.4 0.3 29.3 1.5 16.6

30～34歳 118,400 47,600 6,300 7,600 900 29,900 1,200 20,100 100.0 41.9 5.5 6.7 0.8 26.3 1.1 17.7

35～39歳 171,300 55,000 5,600 18,200 1,000 54,500 3,900 25,100 100.0 33.7 3.4 11.1 0.6 33.4 2.4 15.4

40～44歳 193,800 59,200 5,300 14,900 2,000 59,200 6,500 34,400 100.0 32.6 2.9 8.2 1.1 32.6 3.6 19.0

45～49歳 244,600 67,600 8,700 18,200 700 75,400 6,400 49,500 100.0 29.8 3.8 8.0 0.3 33.3 2.8 21.9

50～54歳 243,500 59,400 8,200 14,200 2,300 78,900 10,900 50,900 100.0 26.4 3.6 6.3 1.0 35.1 4.8 22.6

55～59歳 224,700 50,400 8,000 10,600 1,200 77,500 10,900 53,600 100.0 23.8 3.8 5.0 0.6 36.5 5.1 25.3

60～64歳 199,300 48,900 8,300 10,000 2,000 63,600 8,900 43,200 100.0 26.4 4.5 5.4 1.1 34.4 4.8 23.4

65～69歳 208,300 50,800 14,500 5,900 2,200 68,900 4,800 42,300 100.0 26.8 7.7 3.1 1.2 36.4 2.5 22.3

70～74歳 202,400 49,000 21,300 2,100 1,700 57,500 5,800 44,900 100.0 26.9 11.7 1.2 0.9 31.5 3.2 24.6

75歳以上 177,100 37,200 18,200 3,600 1,100 36,100 4,600 52,200 100.0 24.3 11.9 2.4 0.7 23.6 3.0 34.1

総数 1,460,100 371,400 64,300 24,600 13,100 478,900 55,600 332,700 100.0 27.7 4.8 1.8 1.0 35.7 4.1 24.8

20～24歳 18,400 9,600 2,000 - 300 2,200 1,200 2,500 100.0 53.9 11.2 - 1.7 12.4 6.7 14.0

25～29歳 47,800 18,900 1,600 900 - 12,800 1,000 9,900 100.0 41.9 3.5 2.0 - 28.4 2.2 22.0

30～34歳 68,700 27,000 3,400 700 800 19,200 700 13,300 100.0 41.5 5.2 1.1 1.2 29.5 1.1 20.4

35～39歳 101,400 30,000 2,500 2,800 800 38,000 3,500 18,700 100.0 31.2 2.6 2.9 0.8 39.5 3.6 19.4

40～44歳 130,500 37,200 2,900 2,800 1,900 43,100 5,000 27,900 100.0 30.8 2.4 2.3 1.6 35.7 4.1 23.1

45～49歳 172,900 42,700 5,300 3,700 700 56,500 5,500 43,200 100.0 27.1 3.4 2.3 0.4 35.9 3.5 27.4

50～54歳 173,300 37,900 3,600 4,900 2,000 59,500 8,400 41,100 100.0 24.1 2.3 3.1 1.3 37.8 5.3 26.1

55～59歳 161,300 30,500 3,900 3,600 1,200 59,200 9,900 43,700 100.0 20.1 2.6 2.4 0.8 38.9 6.5 28.8

60～64歳 143,600 34,700 3,900 1,600 1,100 50,200 8,200 33,400 100.0 26.1 2.9 1.2 0.8 37.7 6.2 25.1

65～69歳 163,400 38,500 9,900 2,200 1,800 59,300 4,100 32,800 100.0 25.9 6.7 1.5 1.2 39.9 2.8 22.1

70～74歳 157,400 37,600 14,300 600 1,300 50,000 4,700 33,900 100.0 26.4 10.0 0.4 0.9 35.1 3.3 23.8

75歳以上 119,200 26,600 10,600 900 1,000 28,600 3,300 31,800 100.0 25.9 10.3 0.9 1.0 27.8 3.2 30.9

総数 633,600 199,500 45,100 84,700 2,500 149,900 12,900 101,100 100.0 33.5 7.6 14.2 0.4 25.2 2.2 17.0

20～24歳 13,000 4,200 300 100 - 3,300 1,900 2,400 100.0 34.4 2.5 0.8 - 27.0 15.6 19.7

25～29歳 28,700 12,900 800 3,000 200 8,500 200 2,200 100.0 46.4 2.9 10.8 0.7 30.6 0.7 7.9

30～34歳 49,700 20,600 2,900 6,900 100 10,800 500 6,800 100.0 42.4 6.0 14.2 0.2 22.2 1.0 14.0

35～39歳 69,900 25,000 3,100 15,400 200 16,500 500 6,500 100.0 37.2 4.6 22.9 0.3 24.6 0.7 9.7

40～44歳 63,300 22,000 2,400 12,100 100 16,100 1,500 6,500 100.0 36.2 4.0 19.9 0.2 26.5 2.5 10.7

45～49歳 71,600 24,900 3,300 14,600 - 18,900 900 6,300 100.0 36.1 4.8 21.2 - 27.4 1.3 9.1

50～54歳 70,200 21,500 4,600 9,300 200 19,400 2,500 9,800 100.0 31.9 6.8 13.8 0.3 28.8 3.7 14.6

55～59歳 63,500 19,900 4,100 7,000 - 18,300 1,000 9,900 100.0 33.1 6.8 11.6 - 30.4 1.7 16.4

60～64歳 55,600 14,200 4,400 8,400 900 13,400 700 9,800 100.0 27.4 8.5 16.2 1.7 25.9 1.4 18.9

65～69歳 44,900 12,300 4,600 3,700 300 9,600 700 9,500 100.0 30.2 11.3 9.1 0.7 23.6 1.7 23.3

70～74歳 45,000 11,300 6,900 1,500 400 7,500 1,200 11,000 100.0 28.4 17.3 3.8 1.0 18.8 3.0 27.6

75歳以上 58,000 10,600 7,500 2,700 100 7,500 1,300 20,500 100.0 21.1 14.9 5.4 0.2 14.9 2.6 40.8

※　数値が5,000人未満の「15～19歳」は表章していない（ただし、総数には含む。）。

※　割合は、内訳の計に対する割合

総
数

男

女

実数（人） 割合（％）
現職の就業形態に

就いている主な理由

男女
年齢
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就業日数と就業時間の状況 

本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間について、本業がフリーランスの
者の割合をみると、年間就業日数が200日以上のうち、週間就業時間が「40～49時間」
の割合が22.5％と最も高く、次いで「20時間未満」の割合が9.1％などとなっていて、
年間就業日数が200日以上では、週間就業時間が「40～49時間」をピークとして、割合
はおおむね低くなっています。 

これを男女別にみると、男性は男女計とおおむね同じ状況で、年間就業日数が200日
以上では「50～59時間」の割合も高くなっています。 

女性は年間就業日数が200日未満のうち、週間就業時間が「20時間未満」の割合が最
も高く、次いで年間就業日数が200日以上のうち、「40～49時間」などとなっていま
す。女性の年間就業日数が200日未満では、週間就業時間が少なくなるにつれ割合が高
くなっています。 

 
表３ 男女、本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間別 

本業がフリーランスの数及び割合‐ 全国 

副業がフリーランスの者における就業の規則性等 
副業がフリーランスの者について、副業の就業の規則性・週間就業時間別にみると、

「不規則的就業」（仕事があるとき又は仕事が忙しいときのみ仕事をしている場合）の
割合が高くなっています。 
 
表４ 副業の就業の規則性・週間就業時間別 副業がフリーランスの数及び割合‐ 全国 

男女

本業の年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間 総数 男 女 総数 男 女

総数 2,093,700 1,460,100 633,600 100.0 100.0 100.0

200日未満 860,400 508,800 351,600 42.0 35.5 57.2

規則的就業 230,400 120,500 109,900 11.2 8.4 17.9

20時間未満 116,700 45,800 70,900 5.7 3.2 11.5

20～29時間 50,800 30,900 19,900 2.5 2.2 3.2

30～39時間 29,500 19,600 9,800 1.4 1.4 1.6

40～49時間 22,900 17,500 5,400 1.1 1.2 0.9

50時間以上 7,500 5,000 2,400 0.4 0.3 0.4

200日以上 1,189,300 925,800 263,500 58.0 64.5 42.8

20時間未満 185,500 124,200 61,400 9.1 8.7 10.0

20～29時間 79,100 37,600 41,500 3.9 2.6 6.7

30～39時間 159,100 105,500 53,600 7.8 7.4 8.7

40～49時間 461,100 393,900 67,300 22.5 27.5 10.9

50～59時間 143,000 124,300 18,600 7.0 8.7 3.0

60～69時間 67,600 61,400 6,200 3.3 4.3 1.0

70時間以上 60,600 52,700 7,800 3.0 3.7 1.3

※　割合は、内訳の計に対する割合

実数（人） 割合（％）

総数 544,600 100.0
不規則的就業 419,100 78.2
規則的就業 116,900 21.8

５時間未満 28,300 5.3
５～９時間 28,100 5.2
10～14時間 17,500 3.3
15～19時間 10,300 1.9
20～24時間 7,200 1.3
25時間以上 22,100 4.1

※　 割合は、 内訳の計に対する割合

副業の就業の規則性・週間就業時間
実数（人） 割合（％）
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知識等を得るための取組状況 

「職業訓練・自己啓発の有無」・「職業訓練・自己啓発の内容」について、男女、フ
リーランスの本業・副業の別の割合でみると、本業のみフリーランスの場合、「職業訓
練・自己啓発をしなかった」の割合が５割以上であり、この割合は男性の方が高くなっ
ています。 

一方、フリーランスを副業としている者は「職業訓練・自己啓発をした」の割合がお
おむね５割以上であり、この割合は女性の方が高くなっています。 

また、フリーランスを副業としている者の「職業訓練・自己啓発をした」の内訳をみ
ると、「自発的に行ったもの」のうち「自学・自習」の割合が高くなっています。 
 

表５ 男女、フリーランスの本業・副業の別、「職業訓練・自己啓発の有無」・ 
「職業訓練・自己啓発の内容」別 フリーランスの数及び割合‐ 全国 

  

  

結果からみえてきたこと 
今回の令和４年就業構造基本調査において、初めてフリーランスの数を把握し、本業

がフリーランスの数は209万人、有業者に占める割合は3.1％という結果を得ました。
属性別にみると、本業がフリーランスの者の特徴が次のとおりみえてきます。 

・【男女別】 
男性が4.0％、女性が2.1％と、本業がフリーランスの割合は男性が高い。 

※上記のとおり、男性の割合が高いことから、以後の属性について、男性の数値が寄与してい
る傾向にあります。 

・【年齢階級別】 
年齢階級が高くなるにつれ、本業がフリーランスの割合は高くなる。 

  

  

自学・
自習

公的助成
を受けた
もの

自学・
自習

公的助成
を受けた
もの

総数 2,574,000 950,600 505,600 838,500 601,800 68,200 1,582,400 100.0 37.5 20.0 33.1 23.8 2.7 62.5

本業のみ 2,029,400 655,600 316,100 586,200 419,600 44,400 1,338,600 100.0 32.9 15.9 29.4 21.0 2.2 67.1

副業のみ 480,300 261,800 174,400 223,000 158,900 22,100 214,000 100.0 55.0 36.7 46.9 33.4 4.6 45.0

本業及び副業 64,300 33,200 15,100 29,300 23,300 1,600 29,700 100.0 52.8 24.0 46.6 37.0 2.5 47.2

総数 1,741,500 567,700 309,600 496,400 355,700 40,600 1,144,800 100.0 33.2 18.1 29.0 20.8 2.4 66.8

本業のみ 1,415,200 396,200 193,400 351,100 248,000 28,500 993,800 100.0 28.5 13.9 25.3 17.8 2.1 71.5

副業のみ 281,400 150,400 106,500 127,000 93,000 10,900 128,200 100.0 54.0 38.2 45.6 33.4 3.9 46.0

本業及び副業 44,900 21,100 9,700 18,200 14,700 1,200 22,800 100.0 48.1 22.1 41.5 33.5 2.7 51.9

総数 832,500 382,800 196,000 342,200 246,100 27,500 437,600 100.0 46.7 23.9 41.7 30.0 3.4 53.3

本業のみ 614,200 259,400 122,700 235,100 171,700 15,900 344,800 100.0 42.9 20.3 38.9 28.4 2.6 57.1

副業のみ 198,900 111,400 67,900 96,000 65,900 11,200 85,900 100.0 56.5 34.4 48.7 33.4 5.7 43.5

本業及び副業 19,400 12,100 5,400 11,000 8,600 400 6,900 100.0 63.7 28.4 57.9 45.3 2.1 36.3

※　割合は、内訳の計に対する割合

「職業訓練・自己啓発の有無」・
「職業訓練・自己啓発の内容」

総
数

男

女

割合（％）

職業訓練・
自己啓発を
しなかった

実数（人）

勤め先
が実施
したも
の

職業訓
練・自己
啓発をし
なかった

勤め先が
実施した
もの男女

フリーランスの本業・副業の別

総数 職業訓
練・自己
啓発をし
た

自発的に
行った
もの

総数 職業訓
練・自己
啓発をし
た

自発的
に行っ
た
もの
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・【現職の就業形態に就いている主な理由】 
「05.専門的な技能等を生かせるから」及び「01.自分の都合のよい時間に働き
たいから」が上位２位を占めている。一方、「06.正規の職員・従業員の仕事
がないから」という不本意な理由の割合は低い。 

  ・【年間就業日数・就業の規則性・週間就業時間】 
男性は年間就業日数が200日以上のうち週間就業時間が「40～49時間」、女性
は年間就業日数が200日未満のうち週間就業時間が「20時間未満」の割合が最
も高い。 

・【職業訓練・自己啓発】 
本業のみフリーランスの場合、「職業訓練・自己啓発をしなかった」割合が５
割以上であり、この割合は女性に比べ男性の方が高くなっている。 
なお、フリーランスを副業としている者は「職業訓練・自己啓発をした」割合
がおおむね５割以上であり、この割合は男性に比べ女性の方が高くなっている。 

【参考】 
 
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン  

（令和３年３月26日内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省）- 抜粋 - 
 
フリーランスの定義について  

定義：実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知
識、スキルを活用して収入を得る者  

 
○ 例えば、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身

の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」が他に雇用契約の下で働く
場合に、当該雇用契約における業務を行うときの雇用主との関係では、本ガ
イドラインにおける「フリーランス」とはしない。一方で事業者との業務委
託契約（請負契約や準委任契約）だけでなく、消費者を相手に物品やサービ
スを販売する者については、本ガイドラインにおける「フリーランス」とし
ている。  

 
○ 「実店舗」については、専用の事務所・店舗を設けず、自宅の一部で小規模

に事業を行う場合は「実店舗」に区分しないこととし、共有型のオープンス
ペースであるコワーキングスペースやネット上の店舗も実店舗としない。耕
地や漁船を有して、耕作や漁業をする農林漁業従事者は「フリーランス」と
はしない。  

  
○ 「雇人なし」については、従業員を雇わず自分だけで又は自分と同居の親族

だけで個人経営の事業を営んでいる者とする。 

（令和５年９月14日） 


