
利 用 上 の 注 意 

 

本編は、平成 21 年 11 月 1 日現在で実施した｢平成 21 年特定サービス産業実態調査｣のうち、機械修理業（日本標準産

業分類小分類項目 901）及び電気機械器具修理業（同 902）の調査結果について取りまとめたものである。 

 

Ⅰ．調査の概要 
 

1．調査の目的 

特定サービス産業実態調査は、サービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基礎資料を得ること

を目的とする。 

 

2．調査の根拠 

特定サービス産業実態調査は、我が国サービス産業の活動の実態と事業経営の現状を明らかにし、サービス産業に関

する施策の基礎資料を得ることを目的に、統計法（平成 19 年法律第 53 号）に基づく基幹統計調査として、特定サービス

産業実態調査規則（昭和 49 年通商産業省令第 67 号）によって実施される。 

なお、特定サービス産業実態調査規則、調査票様式及び同記入注意を参考として掲載している。 

 

3．調査の期日 

平成 21 年特定サービス産業実態調査は、平成 21 年 11 月 1 日現在で実施した。 

なお、年間売上高等調査事項の調査対象期間は、原則、平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年 10 月 31 日までの 1 年

間である。 

 

4．調査の範囲 

特定サービス産業実態調査の範囲は、日本標準産業分類（平成 21 年総務省告示第 175 号）に掲げる「大分類Ｈ－情

報通信業」、「大分類Ｋ－金融・保険業」、「大分類Ｏ－教育、学習支援業」及び「大分類Ｑ－サービス業（他に分類されな

いもの）」に属する小分類のうち、主として経済産業省所管の小分類である。平成 21 年は、次に掲げる 28 業種の小分類に

ついて当該業務（事業）を主業として営む事業所（一部業種は企業）を対象に調査を行った。 

 

平成 21 年 特定サービス産業実態調査の調査業種及び調査対象の範囲 

(1) 継続調査業種（21 業種） 
 

調 査 業 種 調 査 対 象 の 範 囲 

ソ フ ト ウ ェ ア 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 391－ソフトウェア業に属する業務を主業として営む

事業所 

情報処理・提供サービス業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 392－情報処理・提供サービス業に属する業務を主

業として営む事業所 

インターネット附随サービス業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 401－インターネット附随サービス業に属する業務を

主業として営む事業所 

映像情報制作・配給業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 411－映像情報制作・配給業に属する業務を主業と

して営む企業 

音 声 情 報 制 作 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 412－音声情報制作業に属する業務を主業として営

む企業 



新 聞 業  日本標準産業分類に掲げる小分類 413－新聞業に属する業務を主業として営む企業 

出 版 業  日本標準産業分類に掲げる小分類 414－出版業に属する業務を主業として営む企業 

映 像 ・音 声 ・文 字 情 報 

に附 帯 するサービス業 

日本標準産業分類に掲げる小分類 416－映像・音声・文字情報に附帯するサービス業

に属する業務を主業として営む企業 

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業， 

 割 賦 金 融 業 

日本標準産業分類に掲げる小分類 643－クレジットカード業，割賦金融業に属する業務

を主業として営む企業 

各 種 物 品 賃 貸 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 701－各種物品賃貸業に属する業務を主業として営

む事業所 

産業用機械器具賃貸業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 702－産業用機械器具賃貸業に属する業務を主業

として営む事業所 

事務用機械器具賃貸業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 703－事務用機械器具賃貸業に属する業務を主業

として営む事業所 

自 動 車 賃 貸 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 704－自動車賃貸業に属する業務を主業として営む

事業所 

スポーツ・娯楽用品賃貸業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 705－スポーツ・娯楽用品賃貸業に属する業務を主

業として営む事業所 

その他 の物 品 賃 貸 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 709－その他の物品賃貸業に属する業務を主業とし

て営む事業所 

デ ザ イ ン 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 726－デザイン業に属する業務を主業として営む事

業所 

広 告 業 日本標準産業分類に掲げる小分類 731－広告業に属する業務を主業として営む事業所

機 械 設 計 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 743－機械設計業に属する業務を主業として営む事

業所 

計 量 証 明 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 745－計量証明業に属する業務を主業として営む事

業所 

機 械 修 理 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 901－機械修理業（電気機械器具を除く）に属する

業務を主業として営む事業所 

電 気 機 械 器 具 修 理 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 902－電気機械修理業に属する業務を主業として営

む事業所 
 

(2) 平成 21 年新規調査業種（7 業種） 

調 査 業 種 調 査 対 象 の 範 囲 

冠 婚 葬 祭 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 796－冠婚葬祭業に属する業務を主業として営む事

業所 

映 画 館 日本標準産業分類に掲げる小分類 801－映画館に属する業務を主業として営む事業所

興 行 場 ， 興 行 団 
日本標準産業分類に掲げる小分類 802－興行場（別掲を除く），興行団に属する業務を

主業として営む事業所 

ス ポ ー ツ 施 設 提 供 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 804－スポーツ施設提供業に属する業務を主業とし

て営む事業所 

公園，遊園地・テーマパーク 
日本標準産業分類に掲げる小分類 805－公園，遊園地に属する業務を主業として営む

事業所 

学 習 塾 日本標準産業分類に掲げる小分類 823－学習塾に属する業務を主業として営む事業所

教 養 ・ 技 能 教 授 業 
日本標準産業分類に掲げる小分類 824－教養・技能教授業に属する業務を主業として

営む事業所 



5．調査方法 

(1) 都道府県知事が任命した特定サービス産業実態調査員又は郵送により、調査票の配布及び取集を行う方法。 

(2) 経済産業大臣が対象事業所を有する企業本社へ対象となった傘下事業所の調査票を郵送により配布及び取集を行

う「①経済産業省一括調査」及び経済産業省が調査を委託した特定サービス産業実態調査実施事務局が郵送により

配布及び取集を行う「②経済産業省直轄調査」による方法。 

 

6．調査経路 

(1) 都道府県経由の調査 

   
 

                                             郵   送 

 

(2) 経済産業省調査 

① 経済産業省一括調査 

 経済産業大臣       一括調査企業  

② 経済産業省直轄調査 

 経済産業大臣       直轄調査対象企業・事業所  

 

7．調査票の種類及び調査内容 

平成 21 年調査は、19 種類の調査票（①「ソフトウェア業，情報処理・提供サービス業，インターネット附随サービス業調

査票」、②「映像情報制作・配給業調査票」、③「音声情報制作業調査票」、④「新聞業調査票」、⑤「出版業調査票」、⑥

「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業調査票」、⑦「クレジットカード業，割賦金融業調査票」、⑧「各種物品

賃貸業，産業用機械器具賃貸業，事務用機械器具賃貸業，自動車賃貸業，スポーツ・娯楽用品賃貸業，その他の物品

賃貸業調査票」、⑨「デザイン業，機械設計業調査票」、⑩「広告業調査票」、⑪「計量証明業調査票」、⑫「機械修理業、

電気機械器具修理業調査票」、⑬「冠婚葬祭業調査票」、⑭「映画館調査票」、⑮「興行場（別掲を除く），興行団調査票」、

⑯「スポーツ施設提供業調査票」、⑰「公園，遊園地・テーマパーク調査票」、⑱「学習塾調査票」、⑲「教養・技能教授業

調査票」）を用いて、経営組織、従業者数、年間売上高及び営業費用等の調査を行った。 

また、標本調査業種（「８．標本設計及び抽出方法」の(2)を参照）については、事業従事者数（又は常用雇用者数）が 4

人以下の事業所は調査項目を簡素化した簡易票で調査を行った。 

 

８．標本設計及び抽出方法 

(1) 母集団名簿 

平成 18 年事業所・企業統計調査名簿を用いつつ、特定サービス産業実態調査から得られる 新情報を反映した

（廃業、主業変更等）。 

(2) 標本設計を行う業種の選定 

調査客体への負担軽減、調査資源の効率化の観点から、28 業種のすべてについて、標本設計を行うこととするが、

母集団数が 1,000 に満たない業種については、全数調査と設定する。 
 

【全数調査とする業種（７業種）】 

事務用機械器具賃貸業、クレジットカード業，割賦金融業、計量証明業、音声情報制作業、スポーツ・娯楽用品賃貸

業、映画館、公園，遊園地・テーマパーク 

(3) 抽出方法 

経済産業大臣 都道府県知事
特定サービス産業実態調査員 

調査対象事業所



①層化及び抽出の考え方 

業種別・事業従事者規模別・都道府県別に層化抽出する。なお、企業単位の業種については常用雇用者規模別と

する。 

基準変数は売上高又は事業従事者とする。なお、母集団名簿である平成１８年事業所・企業統計調査では売上高

が把握されていないことから、過去の特定サービス産業実態調査などを用いて設計を行う。 

②配分方法 

全国計の業種毎に基準変数に対する標準誤差率が 2.0％以下になるよう標本数を計算。この標本数を事業従事者

別にネイマン配分した後、都道府県別に比例配分する。 

層ごとに抽出率が 50％を超える層にあっては、悉皆層と設定する。この場合にあって、各業種の 100 人以上の層は

抽出率に依存することなく悉皆層と設定（中小企業基本法の考え方を踏まえて設定）。 

その後、抽出層の標本数を再計算する。 

セル毎の 低標本数を「2」と設定し、標本数を追加する。 

【層の区分】 

事業従事者規模別の層は以下の区分とする。 

1； 4 人以下、2； 5 人～9 人、3； 10 人～29 人、4； 30 人～49 人、5； 50 人～99 人、 

6； 100 人～299 人、7； 300 人～499 人、8； 500 人以上 

※業種によっては、300 人以上を１つの層と設定。 

(4) 都道府県別の標準誤差率の改善 

都道府県毎に基準変数に対する標準誤差率が 20％以内になるよう標本数を追加。業種別・事業従事者規模別・都

道府県別に、事業所数により比例配分する。 

(5) 回収率を勘案した標本数の設定 

過去の都道府県別・回収率を勘案し、抽出層における標本数とする。 

(6) 希望する都道府県には(5)に加えて標本数の追加を行った。 

(7) 標準誤差率は、次の式による。 
L 

標準誤差 2  = Σ ｛ 標準偏差 i2 ／ 標本数 i ｝×｛ （ 母集団数 i － 標本数 i ）／（ 母集団数 i － １ ） ｝ 
i=１ 

×｛ 母集団数 i2 ／ 母集団数 2 ｝ 

標準誤差率 = 標準誤差 ／ 平均 

標準偏差 i  : 第ｉ層の売上高（※）の標準偏差 平均       : 売上高（※）の平均 

抽出数 i    : 第ｉ層の標本数   母集団数 i  : 第ｉ層の母集団数 

Ｌ         : 層の総数  

※業種毎に平成 19 年特定サービス産業実態調査、平成 17 年同調査、平成 16 年サービス業基本調査のうち 新

の調査結果を利用。 

 

９．推計方法 

・標本調査業種 

標本調査業種の母集団推計は、調査結果を基に事業従事者規模別・都道府県別の層ごとに以下により行った。 

(1) 調査結果に基づく抽出率の設定 

① 母集団数は、抽出時の母集団に調査時の廃業、対象外等を反映した数による。 

② 有効回答数は、集計事業所数である。 

③ 各層（事前の層）の抽出率の計算 



各層の抽出率 = 当該層の有効回答数 ／ 当該層の母集団数 

(2) 個票の拡大推計（事前の層） 

個票の拡大推計は、各個票（有効回答）の標本抽出時の層による。 

したがって、調査の結果、業種毎、事業従事者模区分が移動した場合でも、標本抽出時の産業小分類・従業者規模

区分（事前の層）で拡大推計を行った。 

各個票の拡大推計値 = 1 ／ 当該層の抽出率 × 当該層の個票データ 

・全数調査業種 

全数調査業種の未回収事業所の補完は、各調査事項の事業従事者規模別・都道府県別の平均値（又は全国平均値）

により行った。 

 

１０．調査結果の概要 

(1) 調査の回答状況 

①業種別の回答状況（標本調査業種） 

 

(注) 標本数、回答数、有効回答数は、廃業、転業及び休業事業所（企業）を含まない。 

 

②業種別の回答状況（全数調査業種） 

 

(注) 調査対象数、調査票回収数、集計事業所数は、廃業、転業及び休業事業所（企業）を含まない。 

 

回答率
（％）

有　効
回答率
（％）

ソ フ ト ウ ェ ア 業 3,397 3,063 90.2 3,033 89.3

情 報 処 理 ・ 提 供 サ ー ビ ス 業 3,446 3,051 88.5 2,998 87.0

イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 業 609 520 85.4 504 82.8

映 像 情 報 制 作 ・ 配 給 業 1,561 1,103 70.7 1,077 69.0

新 聞 業 475 370 77.9 368 77.5

出 版 業 1,512 1,002 66.3 999 66.1

 　映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 420 312 74.3 310 73.8

各 種 物 品 賃 貸 業 944 830 87.9 819 86.8

産 業 用 機 械 器 具 賃 貸 業 4,007 3,462 86.4 3,445 86.0

自 動 車 賃 貸 業 1,977 1,750 88.5 1,725 87.3

そ の 他 の 物 品 賃 貸 業 2,557 2,179 85.2 2,099 82.1

デ ザ イ ン 業 3,358 3,063 91.2 2,920 87.0

広 告 業 2,736 2,588 94.6 2,525 92.3

機 械 設 計 業 1,641 1,564 95.3 1,485 90.5

機 械 修 理 業 （ 電 気 機 械 器 具 を 除 く ） 1,725 1,499 86.9 1,469 85.2

電 気 機 械 器 具 修 理 業 1,300 1,143 87.9 1,118 86.0

調　査　業　種 標本数 回答数
有　効
回答数

回収率
（％）

有　効
回答率
（％）

音 声 情 報 制 作 業 139 78 56.1 77 55.4

ク レ ジ ッ ト カ ー ド 業 ， 割 賦 金 融 業 285 274 96.1 270 94.7

事 務 用 機 械 器 具 賃 貸 業 266 227 85.3 223 83.8

ス ポ ー ツ ・ 娯 楽 用 品 賃 貸 業 399 323 81.0 294 73.7

計 量 証 明 業 530 495 93.4 483 91.1

調　査　業　種
調　査
対象数

調査票
回収数

集　　計
事業所数



(2) 調査結果の評価 

① 評価方法 

 調査結果の評価は、売上高（事業所の年間売上高又は、企業全体の年間売上高）の達成精度（標準誤差率）を基に

行った。 

なお、売上高の標準誤差率は、次の式により算出した。 
L 

標準誤差 2  = ｛Σ （ 標準偏差 i2／標本数 i ）× 母集団数 i ×（ 母集団数 i－標本数 i ）｝／ 母集団数 2 
i=１ 

標準誤差率 = 標準誤差 ／ 平均 

標準偏差 i  : 第ｉ層の売上高の標準偏差 

平均       : 売上高の平均 

抽出数 i    : 第ｉ層の標本数 

母集団数 i  : 第ｉ層の母集団数 

Ｌ         : 層の総数 

 

② 達成精度（標準誤差率） 

 

 

 

 

 

 

 

平均（万円） 標準偏差 標準誤差率

ソ フ ト ウ ェ ア 業 98,190 170,188 0.030

情 報 処 理 ・ 提 供 サ ー ビ ス 業 78,107 115,047 0.046

イ ン タ ー ネ ッ ト 附 随 サ ー ビ ス 業 71,059 100,569 0.041

映 像 情 報 制 作 ・ 配 給 業 63,548 76,950 0.049

新 聞 業 261,441 309,789 0.074

出 版 業 76,700 60,260 0.045

 　映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 26,067 21,579 0.020

各 種 物 品 賃 貸 業 387,122 468,869 0.021

産 業 用 機 械 器 具 賃 貸 業 27,245 39,302 0.017

自 動 車 賃 貸 業 44,101 123,727 0.059

そ の 他 の 物 品 賃 貸 業 11,083 12,331 0.020

デ ザ イ ン 業 5,213 5,523 0.012

広 告 業 97,411 135,562 0.052

機 械 設 計 業 12,691 18,154 0.021

機 械 修 理 業 （ 電 気 機 械 器 具 を 除 く ） 16,596 18,094 0.022

電 気 機 械 器 具 修 理 業 25,885 36,756 0.033

売　上　高
調　査　業　種



１１．公表 

特定サービス産業実態調査の集計結果は、速報を調査実施から約 11 か月後に公表、確報を約 15 か月後に調査業種

ごとに取りまとめ、公表する。 

 

１２．統計表について 

集計結果の統計表について、平成 21 年調査より標本抽出を導入したことにともない、事業従事者（又は常用雇用者）４

人以下の事業所を簡易票で調査を行う業種は、事業従事者数により集計事項が異なることから、集計結果の統計表につ

いては以下の構成とした。 

・全規模の部 

通常票、簡易票で調査している項目について集計する。 
 

・事業従事者（又は常用雇用者）5 人以上の部 

通常票で調査している項目について集計する。 

 

１３．平成 20 年調査結果との比較について 

平成 21 年調査において標本調査の導入及び、未回収事業所の推計を行ったことから、過去の特定サービス産業実態

調査との単純比較はできない。 

 

Ⅱ 特定サービス産業実態調査の改正について 
 

特定サービス産業実態調査は、昭和 48 年から調査を行っているが、平成 18 年調査から、サービス統計の整備・拡充を

図るため、①調査対象名簿を業界団体等から総務省が実施した事業所・企業統計調査名簿へ変更（アクティビティベース

から産業格付ベースへ変更）し、②調査業種の経年推移を的確に把握する観点から毎年調査を行うこととし、③調査対象

業種の産業分類レベルについて、GDP 関連統計との連携を考慮し、また、調査対象名簿の基本情報である事業所・企業

統計調査の産業格付との整合性を勘案して、日本標準産業分類小分類への統一を行った。 

また、調査対象業種の拡充に伴う調査客体への負担増加、調査資源の配分問題に対応するため、平成 21 年調査から

標本設計を導入した。 
 

《調査内容の主な変更点》 

(1) 調査対象事業所名簿の変更 

調査対象事業所名簿については、平成 18 年調査から、これまでの業界団体等の名簿情報から事業所・企業統計調

査の名簿情報に変更した（アクティビィティベースから産業格付けベースに変更。）。 

(2) 調査周期の変更（同一調査業種の毎年調査化） 

調査業種については、平成17年まで毎年調査業種（情報サービス業、物品賃貸業）、3年周期調査業種（ビジネス支

援産業、娯楽関連産業、教養・生活関連産業）として実施していたが、変化の激しいサービス産業を的確に把握するた

め平成 18 年調査実施以降は毎年調査としている。 

(3) 調査対象業種の業種分類レベルの統一 

調査対象業種の業種分類レベルについては、平成 17 年までは日本標準産業分類の中分類、小分類、細分類及び

業務種類（アクティビティ）レベルで選定してきたが、調査結果の他の統計調査結果との利活用などを容易にするため、

日本標準産業分類小分類（3 桁分類）に統一した。 

(4) 標本調査の導入 

調査客体への負担軽減、調査資源の効率化の観点から、母集団数が 1,000 以上の業種について、標本調査を行っ

た（母集団数が 1,000 に満たない業種については、全数調査）。 



Ⅲ．「機械修理業」及び「電気機械器具修理業」について 
 

1．調査対象の範囲 

(1) 「機械修理業（電気機械器具を除く）」の調査対象は、顧客の要請に応じて、①一般機械の修理、②建設機械及び鉱

山機械の整備修理の業務を営む事業所である。 

(2) 「電気機械器具修理業」の調査対象は、顧客の要請に応じて、電気機械器具の修理業務を営む事業所である。 

ただし、次のような業務を行う事業所は調査の対象としていない。 

①修理する商品と同種の商品を製造する事業所（製造業） 

②修理する商品と同種の商品を販売する事業所（卸売・小売業） 

③自動車整備業 

④衣服修理業 

⑤船舶修理業、鉄道車両改造修理業（鉄道業の自家用を除く）、鉄道業の鉄道車両修理工場、航空機オーバーホー

ル業 

⑥時計（電気時計を含む）の修理を行う事業所 

 

2．統計表の事項の説明 

(1) 事業所数は、調査結果（平成 21 年 11 月 1 日現在）の母集団数である。 

事業所のうち、「単独事業所」とは、他の場所に同一経営の本社・本店や支社・支店、営業所などを持たない事業所。

「本社」とは、他の場所に同一経営の支社・支店、営業所などがあり、それらのすべてを統括している本社・本店の事業

所。「支社」とは、他の場所にある同一経営の本社・本店の統括を受けている支社・支店、営業所などの事業所。 

なお、該当事業所数とは、当該項目に記載のあった事業所数をいい、集計事業所数の内数である。したがって、ある

調査事項によっては、複数の項目に記載している事業所が存在しているため事業所数を「該当事業所数」で表記して

いる。 

(2) 経営組織別は、法律の規定により法人格を認められて事業を経営するもののうち、株式会社、有限会社、合同会社、

合資会社及び合名会社は「会社」、前記以外のものは「会社以外の法人・団体」（外国に本社・本店がある外国の会社

を含む。）である。また、「個人経営」は個人で事業を営んでいるものである（個人による共同経営の場合を含む。）。 

(3) 資本金額（又は出資金額）は、平成 21 年 11 月 1 日現在で払込済みの資本金又は出資金の額。 

(4) 事業所の系統の区分は、以下のとおり。 

①「設備メーカーの系列企業」は、機械設備、電機設備、計装設備等の製造・販売を行う企業の系列企業が該当する。 

②「設備ユーザーの系列企業」は、機械設備、電機設備、計装設備等を利用し、生産活動を行う企業の系列企業が該

当する。 

③「その他（独立系）企業」は、設備メーカー、設備ユーザーとは関連のない企業が該当する。 

(5) 従業者数は、平成 21 年 11 月 1 日現在の数値。 

①従業者数とは、事業所に所属している者で、当該業務（機械修理業務若しくは電気機械器具修理業務をいう。）以外

の業務の従業者及び、他の会社（企業）など別経営の事業所へ出向・派遣している者又は、下請けとして他の会社な



ど別経営の事業所で働いている者（送出者）を含み、他の会社など別経営の事業所から出向・派遣されている者又

は下請けとして他の会社など別経営の事業所からきて働いている者（受入者）を含まない。 

雇用形態別項目区分は、以下のとおりである。 

ア 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」、「臨時雇用者」 

a 「個人業主（個人経営の事業主）及び無給の家族従業者」のうち、個人業主（個人経営の事業主）とは、個人経営

の事業主（共同経営者を含む。）で、実際にこの事業所に従事している者。無給の家族従業者とは、個人業主の

家族で、賃金、給与を受けずに事業所の業務に常時従事している者。 

b 「有給役員」とは、経営組織が「会社」、「会社以外の法人・団体」の役員（常勤、非常勤を問わない）で、報酬や給

与を受けている者。 

c 常用雇用者とは、「一定の期間を定めずに雇用されている者、又は 1 か月を超える期間を定めて雇用されている

者」又は「平成 21 年 9 月と 10 月にそれぞれ 18 日以上雇用されている者」で、「一般に正社員、正職員と呼ばれて

いる者」、「パート・アルバイトなど」に区分される。 

・「一般に正社員、正職員と呼ばれている人」とは、常用雇用者のうち、一般に正社員、正職員と呼ばれている者。 

・「パート・アルバイトなど」とは、「一般に正社員、正職員などと呼ばれている人」以外で「嘱託」、「パート」、「アルバ

イト」又はそれに近い名称で呼ばれている者。契約社員もここに含まれる。 

・「就業時間換算雇用者数」とは、「パート・アルバイトなど」に記入した従業者全員の総労働時間（1 週間分）を所定

労働時間（1 週間分）で除して算出した人数。 

d 「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で、1 か月以内の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用さ

れている者。 

イ 「総計のうち、別経営の事業所に派遣している人」とは、事業所全体の従業者（２．(5)）のうち、他の会社など別経

営の事業所に出向・派遣している者又は下請けとして他の会社など別経営の事業所で働いている者。 

②「総計のほかに別経営の事業所から派遣されている人」とは、当該事業所に他の会社など別経営の事業所から出

向・派遣されている者又は下請けとして他の会社など別経営の事業所からきて働いている者（受入者）。 

(6) 事業従事者数は、平成 21 年 11 月 1 日現在の数値。 

従業従事者数とは、事業所の従業者（２．(5)）から「別経営の事業所に派遣している人」を除き、「別経営の事業所か

ら派遣されている人」を含めた人数の計。 

①主たる業務の部門別事業従事者数は、主たる業務（本編では、機械修理業務若しくは電気機械器具修理業務のう

ち、年間売上高が多い業務をいう。）に従事する下記の部門別の事業従事者数をいう。 

ア 「管理・営業部門」とは、一般に、総務、企画、人事、経理、予算、営業などの業務及び、主たる業務の受注契約、

委託者の意向の自社内の各部門への伝達などの業務に従事する者。 

イ 「機械部門」とは、技術部門のうち、機械設備関連の業務に従事する者。 

ウ 「計装部門」とは、技術部門のうち、計装設備関連の業務に従事する者。 

エ 「情報処理部門」とは、技術部門のうち、情報処理関連の業務に従事する者。 

オ 「検査部門」とは、技術部門のうち、修理後の製品確認等、検査関連の業務に従事する者。 

カ 「その他部門」とは、技術部門のうち、前記以外の業務に従事する者。 

キ 「その他」とは、前記以外の業務に従事する者。 



②うち、別経営の事業所から派遣されている人は、上記部門別事業従事者数のうち、他の会社など別経営の企業から

出向・派遣されている者又は下請けとして働いている者。 

(7) 年間売上高は、平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年 10 月 31 日までの 1 年間又は調査日に も近い決算日前の 1

年間に得た事業所全体の売上高及び業務別（「機械修理業務」、「電気機械器具修理業務」及び「その他業務」）の売

上高で、利益や所得ではなく経費を差し引く前の売上高（事業収入額）に消費税額を含めた金額。したがって、当該

年間売上高には、営業として行っていない財産運用や財産売却による収入は含まない。 

なお、当該年間売上高には、本社・支社（営業所）間及び支社（営業所）相互間の企業内取引によるサービス提供に

ついては、提供価格若しくは振替仕切額（提供価格若しくは振替仕切額がない場合は、そのサービス提供原価）を売

上高としている。 

(8) 業務種類別の区分は、以下のとおり。 

〈機械修理業務〉 

①「一般機械器具（建設・鉱山機械器具を除く）」とは、建設・鉱山機械器具を除く一般機械器具の修理業務をいう。具

体的には、ボイラ、原動機、農業用機械（農業用トラクタ、耕耘機など）、金属加工機械（切削加工機械、プレス・鍛造

機械など）、繊維機械（紡績機械、染色整理仕上機械、縫製機械など）、特殊産業用機械（食品機械、木材加工機械、

製紙機械、印刷・製本機械、鋳造機械、プラスチック加工機械、半導体製造装置、真空装置など）、一般産業用機械

（ポンプ、空気圧縮機・送風機、エレベータ・エスカレータ、荷役運搬設備、工業窯炉、化学機械など）、事務用・サー

ビス用・民生機械器具（事務用機器、冷凍機・温湿調整装置、娯楽機械、自動販売機など）、その他（消火装置、包

装・荷造機械、産業用ロボットなど）等の修理業務をいう。 

②「輸送用機械器具 （自動車・同附属品を除く）」とは、航空機整備、産業用運搬車両（フォークリフトなど）修理等の自

動車を除く輸送用機械器具の修理業務をいう。 

③「精密機械器具 （時計を除く）」とは、計量器・測定器・分析機器・試験機、測量機械器具、医療用機械器具、理化学

機械器具（電子顕微鏡など）、光学機械器具（写真機、映画用機械、望遠鏡など）等の時計を除く精密機械器具の修

理業務をいう。 

④「建設・鉱山機械器具」とは、ロードローラ、コンクリートミキサ、破砕機、選別機、建設用クレーン、建設用ショベルトラ

ック等の建設・鉱山機械器具の修理業務をいう。 

⑤「その他」とは、電気機械器具を除く上記以外の機械器具修理業務をいう。 

〈電気機械器具修理業務〉 

① 「電気機械器具」とは、電気エネルギーの発生、貯蔵、送電、変電及び利用を行う機械器具（電子計算機と通信機

械器具を除く）の修理業務をいう。具体的には、発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具（発電機、電動機、変

圧器類、開閉装置、配電盤、電力制御装置、配線器具、電気溶接機械、内燃機関電装品など）、民生用電気機械器

具（ちゅう房機器、空調・住宅関連機器、電気洗濯機、衣類乾燥機、電気掃除機など）、電球・電気照明器具、電子

応用装置（X 線装置、ビデオ機器、医療用電子応用装置、電子顕微鏡など）、電気計測器、工業計器、医療用計測

器等の修理業務をいう。 

②「情報通信機械器具」とは、通信機械器具及び関連機器、電子計算機及び附属装置の修理業務をいう。 



③「その他」とは、上記以外の電気機械器具修理業務をいう。 

(9) 発注元別の区分は、以下のとおり。 

①「親会社」とは、自社の親会社（議決権の 50％超を所有している会社）からの発注。 

②「親会社以外」とは、自社の親会社以外の法人からの発注。 

③「個人」とは、法人ではなく個人からの発注。 

(10) 業務種類別の区分は、以下のとおり。 

①「日常保全」とは、日常保守点検、1 日～2 日の計画修理等。 

②「定期修理」とは、シャットダウンメンテナンス、設備を一定期間停止して行うメンテナンス。 

③「保守契約」とは、年間一括保守等。 

④「スポット」とは、突発故障や事故の対応等。 

⑤「その他」とは、前記以外の修理業務。 

(11) 契約種類別の区分は、以下のとおり。 

①「請負方式」とは、積算を根拠に契約金額を決定するものをいう。（見積もり方式） 

②「人工方式（マンアワー）」とは、施工人工×単価で契約金額を決定するものをいう。 

③「設備単価方式」とは、人数・人工にかかわらず対象設備ごとに契約金額を決定するものをいう。 

④「その他」とは、前記以外の方法で契約金額を決定するものをいう。 

(12) 年間営業費用は、平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年 10 月 31 日までの 1 年間又は調査日に も近い決算日前の

1 年間の事業所全体の「給与支給総額」、「外注費」、「減価償却費」、賃借料（「土地・建物」、「機械・装置」）及び「そ

の他の営業費用」の計（消費税額を含む）。 

①「給与支給総額」は、1 年間に支給した給与額（基本給、賞与、諸手当等で定期的、臨時的に支払われたもの）及び

退職金の総額（税込み）。営業費用から支払われる「役員」の報酬及び賞与、「パート・アルバイト等」、「臨時雇用者」

の給与、当該事業所で主として「給与を支払っている出向・派遣者（他の会社など別経営の事業所で働いている者）」

の給与も含む。 

②「外注費」は、業務の一部又は全部を委託若しくは下請けなどの形式で外注した場合の費用で、この外注費には本

社・支社・営業所間の同一企業内取引も含む。 

③「減価償却費」は、取得価額が 10 万円以上の建物、機械・設備・装置などの償却費の額。 

④賃借料は、「土地・建物」又は「機械・装置」を借りて業務を営んでいる場合の 1 年間の賃借料の額。 

ア 「土地・建物」は、土地・建物を借りて業務を営んでいる場合の、この 1 年間の賃借料。管理費などの共益費、月極

駐車料金も含む。 

イ 「機械・装置」は、電算機やパソコンなどの「情報関連機器」、自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用

機器」などの 1 年間の賃借料の額であり、「情報通信機器」と「その他」に分かれる。 

・「情報通信機器」は、有線通信機器、無線通信機器、放送装置、自動交換装置、ファクシミリ、電子計算機、端末

機器、補助装置、電子計算機附属機器、パソコンなどの賃借料の額。 

・「その他」は、自動車などの「輸送用機器」、複写機などの「事務用機器」など、情報通信機器以外の機械・装置の

賃借料の額。 



⑤「その他の営業費用」は、上記①～④以外の営業費用で以下のものである。 

荷造発送費、支払手数料、販売手数料、旅費、交通費、消耗工具器具備品費、交際費、修繕費、租税公課、寄付

金、福利厚生費、諸会費、会議費、通信費、水道光熱費、広告宣伝費、派遣労務費、土地・建物及び機械・装置以

外の賃借料など｡ 

(13) 年間営業用固定資産取得額は、事業所において平成 20 年 11 月 1 日から平成 21 年 10 月 31 日までの 1 年間又

は調査日に も近い決算日前の 1 年間に取得した有形固定資産（「機械・設備・装置」、「土地」、「建物・その他の有

形固定資産」)及び無形固定資産の額（消費税額を含む）。 

①「機械・設備・装置」は、耐用年数 1 年以上で取得価額が 10 万円以上の情報通信機器、工具器具、機械、設備、装

置、備品などの購入費用。 

②「土地」は、土地の購入費用及び既存の土地整備に要した費用。 

③「建物・その他の有形固定資産」は、建物の購入費用、改築・改装費用、給・排水及びガス設備、冷暖房設備などの

建物付属設備の購入費用及びその他取得した有形固定資産などの購入費用。 

④「無形固定資産」は、借地権、ソフトウェア、特許権、商標権、実用新案権、意匠権、電話加入権、営業権など物的な

存在形態を持たない固定資産（法律的権利又は経済的権利）の購入に要した費用。 

 

3．記号及び注記 

(1) この調査結果の概況及び統計表に使用している記号は以下のとおりである。 

①「－」は該当数値なし、「0」は単位未満であることを表している。 

②概況の「…」は、事業従事者 4 人以下の事業所（常用雇用者 4 人以下の企業）で調査していない項目を表している。 

③統計表の「…」は、回収標本数が少ないために表章できない項目を表している。 

④「不詳」は、欠測値の補完の際に、経営組織別、資本金額別、従業者規模別などの区分の格付情報が特定できない

場合に区分している。 

⑤「x」は、1 又は 2 である事業所に関する数値で、これをそのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏れるおそれがある

ため数値を秘匿した箇所である。また、3 以上の企業に関する数値であっても 1 又は 2 の企業の数値が合計との差引

きで判明する箇所は、「x」で表した。 

(2) 公表数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の積み上げと合計が一致しない場合がある。 

 

Ⅳ．その他の注意事項 
 

1．この統計表に掲載された数値を他に転載する場合は、「経済産業省経済産業政策局調査統計部平成 21 年特定サー

ビス産業実態調査報告書 機械修理業、電気機械器具修理業編｣による旨を明記してください。 
 

2．この統計表に関する質問は、下記宛にお願いします。 

     〒100‐8902 東京都千代田区霞が関一丁目３番１号 

             経済産業省経済産業政策局調査統計部サービス統計室 

             電話 03(3501)1511(内線 2898）、03(3501)3892（ダイヤルイン） 

             統計アクセス用ＵＲＬ  http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabizi/index.html 

 

本統計表は再生紙を使用しております。 

 


