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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第50回

今
回
は
、
副
業
・
兼
業
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

副
業
と
兼
業
の
各
々
の
定
義
は
多
様

副
業
・
兼
業
と
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
で「
二
つ

以
上
の
仕
事
を
か
け
持
ち
す
る
こ
と
」を
い
い
ま
す
。

こ
の
な
か
に
は
複
数
の
会
社
と
雇
用
契
約
を
結
ぶ
こ
と

や
、
事
業
主
と
し
て
複
数
の
会
社
の
業
務
を
請
負
や
委

任
と
い
っ
た
形
で
請
け
負
う
こ
と
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形

態
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、よ
く
み
る
と“
副
業
”と“
兼
業
”と
い
う
似

た
よ
う
な
言
葉
が
並
列
に
な
っ
て
い
て
、
何
が
異
な
る
の

か
と
気
に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
じ
つ
は
明
確
で
は
な
く
、
企
業
に
よ
っ

て
定
義
は
多
様
で
、
政
府
が
発
行
し
て
い
る
資
料
で
も
使

い
分
け
て
い
る
ケ
ー
ス
と
分
け
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
。
区
別
す
る
場
合
に
は
、「
副
業
＝
収
入
を
得
る
た
め

に
た
ず
さ
わ
る
本
業
以
外
の
仕
事（
本
業
が
メ
イ
ン
業
務
、

副
業
が
サ
ブ
業
務
）」、「
兼
業
＝
同
程
度
の
労
働
時
間
や

労
力
を
か
け
て
行
う
複
数
の
仕
事
（
メ
イ
ン
業
務
・
サ
ブ

業
務
の
別
な
し
）」が
お
お
よ
そ
の
整
理
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
両
者
の
違
い
を
あ
え
て
明
確
に
し
な
い
複
業
と
呼

ぶ
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
違

い
が
法
律
面
や
手
続
き
面
で
特
に
影
響
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
た
め
、
同
義
と
し
て
扱
っ
て
も
問
題
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す（
本
稿
で
も
特
に
区
別
は
し
ま
せ
ん
）。

時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る

副
業
・
兼
業
へ
の
ス
タ
ン
ス

か
つ
て
は
、
企
業
が
就
業
規
則
上
で
、
副
業
・
兼
業

を
許
可
し
な
い
の
が
一
般
的
で
し
た
。
お
も
な
理
由
と

し
て
は
、「
過
重
労
働
に
な
り
、本
業
に
支
障
を
来
す
」、

「
知
識
や
技
術
の
漏
洩
が
懸
念
さ
れ
る
」、「
人
材
の
流

出
に
つ
な
が
る
」と
い
っ
た
点
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
終
身
雇
用
の
志
向
が
強
い
雇
用
環
境
の
な
か
で
、

副
業
・
兼
業
自
体
に
心
理
的
な
抵
抗
感
が
企
業
・
従
業

員
双
方
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、政
府
は
２
０
１
７（
平
成
29
）年
３
月
の『
働

き
方
改
革
実
行
計
画
』の「
５
．
柔
軟
な
働
き
方
が
し
や

す
い
環
境
整
備
」の
な
か
で
、
労
働
者
の
健
康
確
保
に

留
意
し
つ
つ
、 

原
則
副
業
・
兼
業
を
認
め
る
方
向
で
、

副
業
・ 

兼
業
を
普
及
促
進
し
、
就
業
規
則
な
ど
で
、
合

理
的
な
理
由
な
く
副
業
・
兼
業
を
制
限
で
き
な
い
こ
と

を
ル
ー
ル
と
し
て
明
確
化
す
る
旨
を
掲
げ
た
こ
と
か
ら
、

副
業
を
認
め
る
会
社
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
後
、
厚
生
労
働
省
の『
モ
デ
ル
就
業
規
則
』※１
に

副
業
・
兼
業
を
認
め
る
記
載
例
を
掲
載
し
た
り
、
副
業
・

兼
業
を
認
め
る
う
え
で
の
必
要
事
項
や
労
働
時
間
の
管

理
方
法
・
雇
用
保
険
や
厚
生
年
金
保
険
な
ど
の
扱
い
な

ど
を
網
羅
し
た
『
副
業
・
兼
業
の
促
進
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
』※２
を
公
表
す
る
な
ど
し
て
副
業
を
促
進
し

て
い
く
環
境
を
整
え
て
い
き
ま
す
。
特
に
、
副
業
・
兼

「副業・兼業」

※１　モデル就業規則……https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
※２　副業・兼業の促進に関するガイドライン……https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
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業
時
の
労
働
時
間
の
申
告
や
通
算
方
法
、
法
定
外
労
働

の
扱
い
が
わ
か
り
に
く
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
簡
便
な
労
働
時
間
管
理
の
方
法

（
管
理
モ
デ
ル
）を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
副
業
・
兼
業

の
手
続
き
上
の
負
荷
が
減
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
経
営
者
の
団
体
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
日
本

経
済
団
体
連
合
会（
経
団
連
）
も
働
き
手
の
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
を
高
め
、
働
き
方
改
革
フ
ェ
ー
ズ
Ⅱ
を
推
進

す
る
と
し
て
副
業
・
兼
業
の
促
進
を
提
言
し
※３
、
２
０

２
３（
令
和
５
）
年
10
月
の
第
17
回
規
制
改
革
推
進
会

議
の
な
か
で
も
岸
田
首
相
が
、
兼
業
・
副
業
の
円
滑
化

を
は
じ
め
と
す
る
雇
用
関
係
の
制
度
の
見
直
し
に
言
及

す
る
な
ど
、
政
府
と
企
業
側
が
副
業
・
兼
業
を
牽
引
し

て
い
く
と
い
う
流
れ
が
近
年
明
確
に
な
っ
て
い
ま
す
。

副
業
・
兼
業
の
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い

こ
の
よ
う
な
流
れ
に
あ
わ
せ
て
、
副
業
・
兼
業
従
事

者
の
数
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。『
令
和
４
年
就
業

構
造
基
本
調
査
』（
総
務
省
統
計
局
）※４
内
に「
副
業
が

あ
る
者
の
推
移
―
全
国
」と
い
う
グ
ラ
フ
が
あ
り
ま
す

が
、
２
０
１
２
年
に
は
２
１
４・６
万
人
だ
っ
た
の
が
、

２
０
１
７
年
２
４
５・１
万
人
、
２
０
２
２
年
３
０
４・

９
万
人
と
、
特
に
２
０
１
７
年
以
降
の
伸
び
が
大
き
く

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
経
団
連
が
２
０
２
２
年
10
月

に
提
示
し
た『
副
業
・
兼
業
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
結
果
』※５
を
参
照
す
る
と
社
外
で
副
業
・
兼
業
す
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
企
業
は
、
従
業
員
数
１
０
０
人
未

満
企
業
で
31
・
６
％
の
と
こ
ろ
５
０
０
０
人
以
上
規
模

で
66
・
７
％
と
、
企
業
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
認
め
て
い

る
企
業
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

副
業・兼
業
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、従
業
員
に
と
っ

て
は
収
入
の
増
加
や
新
た
な
知
識
・
ス
キ
ル
習
得
、
多

様
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
起
業
準
備
に
役
立
つ
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
企
業
に
と
っ
て
は
ど

の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
図
表
を

参
照
す
る
と
複
数
の
観
点
か
ら
の
効
果
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
特
に「
社
内
で
の
新
規
事
業
創
出
や
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
促
進
」
や
「
社
外
か
ら
の
客
観
的
な
視
点
の
確

保
」を
目
的
に
副
業
・
兼
業
を
認
め
て
い
る
会
社
も
多

く
あ
り
ま
す
。
従
来
の
日
本
企
業
の
あ
り
方
で
は
、
も

の
の
見
方
や
考
え
方
が
当
該
企
業
の
枠
組
内
に
と
ど
ま

り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
き
に
く
い
、
組
織
が
停
滞

し
環
境
変
化
に
対
応
し
に
く
い
と
い
っ
た
課
題
が
発
生

し
や
す
く
な
る
た
め
、
副
業
・
兼
業
の
推
進
が
解
決
策

の
一
つ
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

高
齢
者
雇
用
・
活
躍
推
進
の
観
点
か
ら
も
副
業
・
兼

業
は
有
益
で
す
。
副
業
・
兼
業
を
通
じ
た
知
識
・
ス
キ

ル
の
習
得
が
、
新
た
な
業
務
・
分
野
へ
の
挑
戦
や
業
務

遂
行
能
力
の
維
持
・
向
上
を
促
進
し
、
長
く
働
き
続
け

る
こ
と
へ
プ
ラ
ス
の
影
響
を
与
え
ま
す
。「
本
業
で
従

事
し
て
い
た
企
業
を
定
年
後
に
退
職
し
、
副
業
・
兼
業

し
て
い
た
会
社
で
働
き
続
け
る
」、「
副
業
・
兼
業
で
つ

ち
か
っ
た
ス
キ
ル
や
経
験
を
活
か
し
、
そ
の
道
の
専
門

家
と
し
て
の
業
務
委
託
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
、
就

労
機
会
の
確
保
を
実
現
す
る
」、
と
い
っ
た
事
例
も
し

ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

次
回
は
、「
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て
解
説

し
ま
す
。

※３　副業・兼業の促進　働き方改革フェーズⅡとエンゲージメント向上を目指して……https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/090.html
※４　令和４年就業構造基本調査……https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index2.html
※５　副業・兼業に関するアンケート調査結果……https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/1027_04.html

出典：『副業・兼業に関するアンケート調査結果』一般社団法人日本経済団体連合会、2022 年 10 月 11 日 

※該当する項目を上位３つまで選択する形式　　※社外からの副業・兼業人材の受入を認めている企業45社における比率

社内での新規事業創出やイノベーション促進

人材の確保

特に効果は出ていない

その他

社内風土の転換

地方の企業等との関係構築

都市部の企業等との関係構築

企業イメージの向上

採用競争力の向上

自社で活用できる人脈の獲得

社外からの客観的な視点の確保

自社で活用できる他業種の知見・スキルの習得

習得した他業種の知見・スキルの展開による生産性向上

図表　社外からの受入：認めたことによる効果
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