
解禁ガイドライン
副業のリアル

その副業禁止は、そ
もそも無効です。
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本書で主に活用する全国就業実態パネル調査（JPSED）の概要

全国就業実態パネル調査
（ＪＰＳＥＤ：Japanese Panel Study of Employment Dynamics）

：
：

：
：
：

：

■
■

■
■
■

■

■

■

調 査 主 体
調 査 目 的

調 査 対 象
調 査 時 期
調 査 手 法

標 本 設 計

集 計 方 法

有効回収数

リクルートワークス研究所
調査前年１年間の個人の就業状態、所得、生活実態などについて、
毎年追跡調査を行い、日本における就業状態などの変化を把握する。
全国15歳以上の男女
毎年１月
インターネットモニター調査。調査会社保有の調査モニターに対して
調査を依頼。
総務省統計局「労働力調査」のデータをもとに、性別、年齢階層別、
就業形態別、地域ブロック別、学歴別の割付を行った。割付は、母集
団を反映するように設定しているが、10代の非労働力人口と65歳
以上については、実際の人数よりも少なく割付している。
：10代の非労働力人口と65歳以上については、実際の人数よりも
少なく割付をして回収しているため、母集団を反映する結果となる
 ようにウエイトバック集計を実施している。
：5万7284名（2020年調査）
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図表1　副業従事・希望割合の推移
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実践的な「ガイドライン」として作成
データと実例に基づく
副業解禁のリアル

はじめに

望
と
の
差
が
開
く
ば
か
り
で
す（
図
表
1
）。

　

な
ぜ
、副
業
は
広
が
ら
な
い
の
か
。根
本
的
な
問

題
と
し
て
指
摘
し
た
い
の
は
、そ
も
そ
も
副
業
の

実
態
を
把
握
で
き
る
情
報
が
世
の
中
に
圧
倒
的

に
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。副
業
の
実
態
は
思

い
の
ほ
か
、多
様
で
す
。そ
れ
な
の
に
、実
態
を
説

明
す
る
情
報
が
足
り
な
け
れ
ば
、各
自
が
イ
メ
ー

ジ
す
る
、そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
副
業
像
を
前
提
に

議
論
が
行
わ
れ
て
し
ま
い
、そ
の
中
身
は
有
益
な

も
の
に
な
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

副
業
の
実
態
を
正
し
く
と
ら
え
た
う
え
で
、人

事
担
当
者
が
副
業
の
推
進
を
検
討
す
る
際
に
役

立
つ
材
料
を
提
供
し
た
い

―
。そ
う
し
た
思
い

で
、私
た
ち
の
副
業
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た

　

一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、

2
0
1
7
年
に
政
府
が
発
表
し
た「
働
き
方
改
革

実
行
計
画
」の
中
に「
希
望
者
は
原
則
と
し
て
副

業
・
兼
業
を
で
き
る
社
会
に
す
る
」と
い
う
目
標
が

掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。労
働
人
口
が
減
少
す
る
社

会
に
お
い
て
、こ
れ
ま
で
1
企
業
内
に
留
ま
っ
て
い

た
人
材
の
活
用
を
、副
業
に
よ
っ
て
外
に
押
し
広

げ
る
こ
と
で
、社
会
全
体
で
の
生
産
性
を
高
め
る

こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
す
。

　

翌
2
0
1
8
年
に
厚
生
労
働
省
が
策
定
し
た

「
副
業
・
兼
業
の
促
進
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

で
は
、離
職
す
る
こ
と
な
く
、社
外
で
知
識
や
ス
キ

ル
、情
報
を
獲
得
で
き
る
こ
と
が
、企
業
と
労
働
者

双
方
に
と
っ
て
の
副
業
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
説
明
さ

れ
て
い
ま
す
。こ
こ
で
は
、フ
ル
タ
イ
ム
で
1
社
に
雇

用
さ
れ
て
き
た
正
社
員
が
副
業
推
進
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、そ
こ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

正
社
員
の
副
業
従
事
率
に
は
大
き
な
変
化
は
み

ら
れ
ま
せ
ん
。全
国
の
約
5
万
人
を
追
跡
調
査
し

て
い
る「
全
国
就
業
実
態
パ
ネ
ル
調
査
」（
リ
ク
ル
ー

ト
ワ
ー
ク
ス
研
究
所
）に
よ
る
と
、1
年
の
間
に
副

業
を
経
験
し
た
割
合
は
正
社
員
の
8
％
程
度
と

ほ
ぼ
一
定
で
、30
％
台
後
半
で
微
増
す
る
副
業
希

1
冊
目
と
な
る『
副
業
の
リ
ア
ル　

解
禁
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
』を
お
届
け
し
ま
す（
2
冊
目
は
副
業
受
入
れ

に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
予
定
し
て
い
ま
す
）。

　

本
書
で
は
、ま
ず
副
業
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
確

認
し
ま
す
。次
に「
全
国
就
業
実
態
パ
ネ
ル
調
査
」

を
活
用
し
、副
業
の
実
態
と
多
様
性
を
整
理
し
た

う
え
で
、そ
の
効
果
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
は
、す
で
に
副
業
を
解
禁
し
た
企
業
の
リ

ア
ル
に
迫
り
ま
す
。副
業
解
禁
の
あ
り
方
を
考
え

る
際
の
実
践
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

＊本書での副業者の定義は12ページ下部に掲載。

＊



副業の議論は
なぜ噛み合わないのか

04

副
業
従
事
率
の

ピ
ー
ク
は
1
9
7
7
年

　

50
年
と
い
う
長
期
ス
パ
ン
で
、副
業
従
事
率

の
推
移
を「
就
業
構
造
基
本
調
査
」（
総
務

省
）で
み
る
と
、1
9
7
7
年
を
ピ
ー
ク
に
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。そ
の
背
景
は
、本
業
も

し
く
は
副
業
で
農
林
水
産
業
に
従
事
す
る
人

が
大
き
く
減
少
し
た
こ
と
で
す
。明
治
・
大
正

期
は
、米
の
自
給
率
を
維
持
す
る
た
め
に
、農

業
従
事
者
が
自
ら
の
収
入
を
補
完
で
き
る
副

業
を
国
が
奨
励
し
て
い
ま
し
た
し
、本
業
が
、

た
と
え
ば
会
社
員
の
人
で
も
、家
に
田
畑
が
あ

る
場
合
、副
業
と
し
て
農
業
に
携
わ
る
こ
と

は
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、日
本
の
農
業
の
衰
退
と
と

も
に
、副
業
者
の
数
が
減
少
し
て
い
き
ま
す
。代

わ
っ
て
、増
加
し
た
の
は
、本
業
も
副
業
も
、雇

用
さ
れ
て
働
く
人
で
す
。業
種
で
い
う
と「
卸

売
・
小
売
業
、飲
食
店
」で
、背
景
に
あ
る
の
が

サ
ー
ビ
ス
経
済
化
の
進
展
で
す
。ア
ル
バ
イ
ト
や

パ
ー
ト
の
仕
事
を
か
け
も
ち
し
、生
計
を
維
持
・

補
完
す
る
た
め
の
副
業
が
増
え
ま
し
た
。

主
張
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
は「
副
業
＝
働
か
さ
れ
る
も
の
」で
、

働
か
せ
る
使
用
者
か
ら
労
働
者
を
守
る
こ
と

が
必
要
と
い
う
発
想
で
す
。こ
こ
か
ら
本
業
側

が
労
働
者
の
副
業
に
つ
い
て
も
管
理
す
る
べ

き
と
い
う
考
え
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

一
方
で
、働
き
方
改
革
で
政
府
が
目
指
し

て
い
る
の
は「
希
望
者
」が
副
業
を
選
択
で
き

る
社
会
に
す
る
こ
と
で
す
。就
業
規
則
に
よ

り
副
業
を
制
限
さ
れ
て
い
た
人
に
、1
社
の
枠

を
超
え
、仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で

あ
り
、生
計
維
持
の
た
め
、も
う
一
つ
の
仕
事

に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
人
を
増
や
す
こ

と
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
副
業

=

働
か
さ
れ
る
も
の
」で
あ
り
、企

業
が
管
理
す
べ
き
と
い
う
発
想
が
、結
果
的
に

企
業
の
副
業
解
禁
の
ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
、副
業

を
希
望
す
る
労
働
者
の
副
業
の
機
会
を
制
限

す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、副
業
と
聞
い
て
、各
自
が
イ

メ
ー
ジ
す
る
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
副
業
の
議
論
が
噛
み
合

わ
な
い
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

最
近
、あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
副
業
の
事
例

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。本
業
の
大
企
業
で

正
社
員
と
し
て
働
き
な
が
ら
、あ
る
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
と
業
務
委
託
契
約
を
結
び
、こ

れ
ま
で
培
っ
た
経
験
を
も
と
に
、ア
ド
バ
イ
ス

を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
、副
業
と
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
・
ヨ
ガ
ス
ク
ー
ル
を
は
じ
め
て
み
た
と
こ
ろ
、

安
定
し
た
収
入
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ

ち
ら
が
本
業
に
な
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
で
し
た
。

　

問
題
は
、い
く
つ
か
の
事
例
紹
介
を
受
け
て

の「
副
業
は
単
純
作
業
の
も
の
が
多
く
、時
給

が
安
い
の
が
課
題
」と
い
う
専
門
家
の
コ
メ
ン

ト
で
し
た
。紹
介
さ
れ
た
事
例
と
、そ
の
コ
メ

ン
ト
が
想
定
し
て
い
る
副
業
の
間
に
明
ら
か

な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
混
乱
は
、他
で
も
み
ら
れ
ま

す
。た
と
え
ば
、先
の
働
き
方
改
革
実
行
計

画
を
巡
る
有
識
者
会
議
で
は
、連
合（
日
本

労
働
組
合
総
連
合
会
）が
副
業
促
進
に
慎
重

な
立
場
を
崩
し
ま
せ
ん
で
し
た
。長
時
間
労

働
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、使
用
者
に
よ
る
労

働
時
間
管
理
を
ま
ず
徹
底
さ
せ
る
べ
き
だ
と

立場の違いによって副業のイメージは異なります。
このことが副業の議論を混乱させているのではないでしょうか。

＊



図表2　副業の目的

05

生活を維持する
最低限の費用以外に、

貯蓄や自由に使えるお金を
確保するため

転職や独立の準備のため

新しい知識や
経験を得るため

様々な分野の人とつながり、
人脈を広げるため

自分の知識や能力を
試してみたいため

社会貢献したいため

時間にゆとりがあるため

家族や友人、知り合いなどに
頼まれたため

なんとなく

その他

生計を維持する
（生活費や学費を稼ぐ）ため

49.4

50.9

48.8

35.1
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35.6

12.6

13.6

14.0

13.3

12.1

13.2

13.0

11.5

13.1

7.8

9.1

7.8

13.8

15.6

16.3

15.6

16.0

14.8

8.1

8.2

8.8

3.0

3.1

2.9

5.2

5.9

5.6

2017年 2018年 2019年

身
近
な
副
業
と

政
府
想
定
副
業
の
ず
れ

　

こ
の
よ
う
に
時
代
と
と
も
に
副
業
は
変
化

し
て
き
た
も
の
の
、そ
の
主
な
目
的
が
生
計
の

維
持
に
あ
る
こ
と
は
今
も
昔
も
変
わ
り
が
あ

り
ま
せ
ん
。た
と
え
ば
、「
全
国
就
業
実
態
パ

ネ
ル
調
査
」を
み
る
と
、2
0
1
9
年
に
副
業

の
目
的
と
し
て
最
も
多
い
の
は「
生
計
を
維

持
す
る
た
め
」（
48
・
8
％
）で
し
た
。他
方
、働

き
方
改
革
で
政
府
が
推
進
し
て
い
る
の
は
、企

業
の
枠
を
超
え
た
知
識
や
ス
キ
ル
、情
報
の

獲
得
に
つ
な
が
る
副
業
な
の
で
す
。

　

厚
生
労
働
省
が
モ
デ
ル
就
業
規
則
を
改
定

し
、副
業
に
つ
い
て
の
項
目
を
新
設
す
る
な

ど
、副
業
推
進
の
整
備
が
進
ん
だ
2
0
1
8

年
は
、〝
副
業
元
年
〞と
呼
ば
れ
ま
し
た
。し
か

し
、図
表
2
の
通
り
、そ
の
後
も
、「
新
し
い
知

＊参考文献：荒幡克己「明治後期からの『副業の奨励』政策に
ついて」（『農業経済研究』第68巻第4号、1997）、川上淳之
『「副業」の研究』（慶應義塾大学出版会、2021）

識
や
経
験
を
得
る
た
め
」「
様
々
な
分
野
の
人

と
つ
な
が
り
、人
脈
を
広
げ
る
た
め
」「
自
分
の

知
識
や
能
力
を
試
し
て
み
た
い
た
め
」と
い
っ
た

目
的
に
よ
る
副
業
は
、少
数
に
留
ま
り
ま
す
。

　

誰
に
と
っ
て
も
身
近
な
副
業
の
多
く
が
、

現
在
で
も
生
計
維
持
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
、政
府
の
推
進
す
る
副
業
や
そ

の
効
果
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
を
難
し
く
さ

せ
て
い
る
の
で
す
。

0 10 20 30 40 50 60％



図表3　労働時間通算の方法

06

法定労働時間（8時間）

企業A
所定外労働時間

企業B
所定外労働時間

は
原
則
自
由
」と
政
府
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
し
た
意

味
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、同
月
、そ
の
厚
生
労
働
省
が「
副
業
・

兼
業
の
促
進
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
公

表
し
、副
業
・
兼
業
の
労
働
時
間
管
理
や
健

康
管
理
な
ど
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
ま
す
。

　

以
下
、副
業
・
兼
業
の
現
行
ル
ー
ル
を
確
認

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

1
労
働
時
間
に
関
す
る

ル
ー
ル

　

労
働
基
準
法
38
条
1
項
に
は「
労
働
時
間

は
、事
業
場
を
異
に
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、

労
働
時
間
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
通
算
す
る
」と
あ
り
ま
す
。

　

自
社
で
雇
用
す
る
者
が
、他
の
会
社
に
雇

わ
れ
る
形
態（
正
社
員
や
契
約
社
員
、ア
ル
バ

イ
ト・パ
ー
ト
な
ど
）で
副
業
を
す
る
場
合
、両

社
で
の
労
働
に
関
し
、労
働
基
準
法
が
適
用

さ
れ
、労
働
時
間
に
関
す
る
規
則（
原
則
1

日
8
時
間
、週
40
時
間
の
法
定
労
働
時
間

や
、月
1
0
0
時
間
未
満
、複
数
月
平
均
80

　

一
億
総
活
躍
社
会
を
目
指
す
政
府
の
働

き
方
改
革
の
目
標
の
一
つ
と
し
て
、希
望
す

る
人
が
副
業
を
行
え
る
社
会
を
実
現
す
る
こ

と
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

2
0
1
8
年
1
月
に
は
、厚
生
労
働
省
の

「
モ
デ
ル
就
業
規
則
」が
改
定
さ
れ
、「
許
可
な

く
他
の
会
社
等
の
業
務
に
従
事
し
な
い
こ

と
」と
い
う
規
定
が
削
除
さ
れ
た
一
方
、「
労

働
者
は
、勤
務
時
間
外
に
お
い
て
、他
の
会
社

等
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
い

う
規
定
が
新
設
さ
れ
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
な
い
場
合
は
、会
社
が
副
業
を
禁
止
ま
た

は
制
限
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

①
労
務
提
供
上
の
支
障
が
あ
る
場
合

②
企
業
秘
密
が
漏
洩
す
る
場
合

③
会
社
の
名
誉
や
信
用
を
損
な
う
行
為
や
、

信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
行
為
が
あ
る
場
合

④
競
業
に
よ
り
、企
業
の
利
益
を
害
す
る
場
合

　

常
時
10
名
以
上
の
従
業
員
を
使
用
す
る

使
用
者
は
、就
業
規
則
を
作
成
す
る
必
要
が

あ
り
、そ
の
際
に
参
考
に
さ
れ
る
の
が
、こ
の

「
モ
デ
ル
就
業
規
則
」で
す
。あ
く
ま
で
モ
デ
ル

に
過
ぎ
ず
強
制
力
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
副
業

副業を巡る
労働法制のリアル
副業に関する労働政策の動きを振り返ったうえで、現行ルールを確認しましょう。

上限規制内、かつ割増賃金支払い

企業A
所定労働時間
1日5時間

企業A
所定労働時間
1日5時間

企業B
所定労働時間
1日4時間

企業B
所定労働時間
1日4時間
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複
数
の
会
社
の
業
務
上
の
負
荷
を
合
わ
せ
て

評
価
し
、労
災
認
定
の
判
断
を
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。対
象
と
な
る
傷
病
は
、脳
・
心

臓
疾
患
や
精
神
障
害
な
ど
で
す
。

た
と
え
ば
、1
つ
の
会
社
で
労
働
時
間
が
週

40
時
間
で
あ
っ
て
も
、他
の
会
社
で
の
労
働

時
間
が
週
25
時
間
の
場
合
、合
わ
せ
る
と
1

カ
月
間
に
お
け
る
時
間
外
労
働
が
1
0
0
時

間
を
超
え
る
の
で
、過
重
業
務
と
評
価
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
改
正
に
よ
り
、複
数
の
会
社
に

雇
用
さ
れ
る
労
働
者
が
、安
心
し
て
働
け
る

環
境
整
備
が
進
ん
だ
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

満
、複
数
月
平
均
80
時
間
以
内
）に
収
め
る
こ

と
、そ
し
て
、自
社（
企
業
A
）で
労
働
さ
せ
た

時
間
に
つ
い
て
は
、時
間
外
労
働
の
割
増
賃

金
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

2
労
災
保
険

　

労
災
保
険
は
、業
務
や
通
勤
が
原
因
で
、

労
働
者
が
怪
我
や
病
気
に
な
っ
た
時
や
死
亡

し
た
時
に
、治
療
費
や
休
業
補
償
な
ど
、必

要
な
保
険
給
付
を
行
う
制
度
で
す
。

2
0
2
0
年
9
月
か
ら
、複
数
の
企
業
に
雇

用
さ
れ
る
労
働
者
の
労
災
保
険
の
仕
組
み
が

変
わ
り
ま
し
た
。主
な
改
定
ポ
イ
ン
ト
は
２
つ

あ
り
ま
す
。

　

1
つ
目
は
、災
害
が
発
生
し
た
会
社
で
の

賃
金
額
だ
け
で
労
災
保
険
給
付
額
を
算
出

し
て
い
た
点
を
、す
べ
て
の
会
社
の
賃
金
額
を

も
と
に
、給
付
額
を
算
定
す
る
こ
と
に
変
更

し
た
こ
と
で
す（
図
表
4
）。

　

2
つ
目
と
し
て
、1
つ
の
会
社
の
業
務
上
の

負
荷（
労
働
時
間
や
ス
ト
レ
ス
な
ど
）の
み
で

労
災
認
定
の
判
断
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、

時
間
以
内
と
い
っ
た
時
間
外
・
休
日
労
働
の
上

限
規
制
）は
、本
業
と
副
業
と
で
通
算
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す（
た
だ
し
、通
算
さ
れ
な
い
、と

い
う
有
力
な
研
究
者
の
見
解
も
あ
り
ま
す
）。

　

逆
も
同
じ
で
す
。他
社
で
雇
用
さ
れ
て
い

る
者
を
、雇
用
と
い
う
形
態
で
副
業
者
と
し

て
活
用
す
る
際
に
も
、労
働
基
準
法
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　

図
表
3
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。自
社（
企
業

A
）で
雇
用
し
て
い
る
労
働
者
が
、後
か
ら
企

業
B
と
労
働
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。労
働

時
間
を
通
算
し
た
結
果
、法
定
時
間
を
超
え

る
部
分
は
時
間
外
労
働
と
な
り
、後
か
ら
契

約
を
締
結
し
た
企
業
B
に
割
増
賃
金
の
支

払
い
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、副
業
開
始
後
に
、所
定
労
働
時
間

の
通
算
に
加
え
て
、自
社（
企
業
A
）の
所
定

外
労
働
時
間
と
他
社（
企
業
B
）の
所
定
外

労
働
時
間
を
、所
定
外
労
働
が
行
わ
れ
る
順

に
通
算
し
て
、法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
部

分（
時
間
外
労
働
）が
あ
る
場
合
に
は
、通
算

で
そ
の
労
働
者
の
時
間
外
・
休
日
労
働
の
上

限
規
制
の
範
囲
内（
単
月
1
0
0
時
間
未

出所：厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付:わかりやすい解説」を参考に作成

図表4　労災保険給付の算定対象の改定

会社A
20万円/月

会社B
15万円/月

会社Bの
賃金額
15万円を
もとに

保険給付を
算定

会社A
20万円/月

会社B
15万円/月

2社の
賃金額
計35万円を
もとに

保険給付を
算定事

故
事
故

改定前 改定後
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以
上
、副
業
に
関
す
る
現
行
ル
ー
ル
を
整

理
し
ま
し
た
が
、こ
れ
だ
け
理
解
し
て
も
、「
明

日
か
ら
う
ち
も
副
業
を
解
禁
し
よ
う
」と
な
ら

な
い
の
が
実
務
の
世
界
で
す
。つ
づ
く
ペ
ー
ジ
で

は
、副
業
に
対
し
て
よ
く
耳
に
す
る「
企
業
の

ホ
ン
ネ
」に
専
門
家
が
回
答
し
ま
す
。ル
ー
ル
の

理
解
を
深
め
な
が
ら
、実
現
可
能
な
副
業
解

禁
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

進
時
代
の
雇
用
保
険
の
あ
り
方
と
し
て
は
一

歩
前
進
と
い
え
ま
す
が
、65
歳
以
上
と
い
う
条

件
は
、現
役
世
代
の
副
業
者
を
増
や
す
と
い

う
昨
今
の
流
れ
か
ら
い
っ
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い

と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、社
会
保
険（
厚
生
年
金
保
険
お

よ
び
健
康
保
険
）に
つ
い
て
も
、適
用
要
件
が

会
社
ご
と
に
判
断
さ
れ
て
い
ま
す
。複
数
の

会
社
に
雇
用
さ
れ
て
働
く
者
が
、い
ず
れ
の
会

社
に
お
い
て
も
適
用
要
件
を
満
た
さ
な
い
場

合
は
、労
働
時
間
を
合
算
し
て
適
用
要
件
を

満
た
し
た
と
し
て
も
、社
会
保
険
は
適
用
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
先
、1
社
に
雇
用
さ
れ
て
週
5
、6
日

フ
ル
タ
イ
ム
で
働
く
の
で
は
な
く
、複
数
の
会

社
に
雇
用
さ
れ
た
り
、業
務
委
託
に
よ
り
仕

事
を
請
け
負
っ
た
り
し
て
、本
業
と
副
業
の
境

目
が
曖
昧
な
労
働
者
が
増
え
て
く
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。そ
う
し
た
労
働
者
も
安
心
し
て

働
け
る
よ
う
、わ
か
り
や
す
い
ル
ー
ル
の
整
備

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

3 

副
業
促
進
時
代
に

残
さ
れ
た
問
題

　

一
方
で
、現
行
ル
ー
ル
に
は
、複
数
の
会
社

に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
な
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。そ
の
筆
頭
が
雇
用
保
険

で
す
。労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
に
必
要
な

給
付
を
行
い
、労
働
者
の
生
活
お
よ
び
雇
用

の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
再
就
職
の
援
助
を

行
う
制
度
で
す
が
、適
用
者
は
、１
つ
の
会
社

で
の
週
所
定
労
働
時
間
が
20
時
間
以
上
の

者
と
な
っ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、複
数
の
会
社

で
就
労
す
る
場
合
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
ご

と
に
適
用
要
件
を
判
断
さ
れ
る
た
め
、合
算

し
て
20
時
間
以
上
で
あ
っ
て
も
、適
用
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
対
し
、2
0
2
2
年
1
月
か
ら
、65

歳
以
上
を
対
象
と
し
、本
人
の
申
し
出
を
起

点
と
し
て
、週
所
定
労
働
時
間
が
5
時
間
以

上
と
い
う
条
件
を
満
た
す
2
つ
の
会
社
の
労

働
時
間
を
合
算
し
、所
定
労
働
時
間
が
20
時

間
以
上
の
場
合
に
雇
用
保
険
を
適
用
す
る
、

と
い
う
制
度
が
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。副
業
促
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同
22
条
の
思
想
と
も
相
反
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

判
例
に
お
い
て
も
、こ
う
し
た
考
え
方
は
一

貫
し
て
支
持
さ
れ
て
お
り
、副
業
を
一
律
に

禁
止
す
る
規
定
が
無
効
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、法
律
家
の
共
通
認
識
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、現
在
規
定
さ
れ
て
い
る
副
業

の
制
限
規
定
は
多
く
の
場
合
、無
効
ま
た
は

一
部
無
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、労
働
者
の

副
業
を
禁
止
し
た
り
、副
業
を
実
施
し
た
だ

け
で
懲
戒
処
分
を
科
し
た
り
す
る
こ
と
は
難

し
い
と
い
え
ま
す
。つ
ま
り
、会
社
が
副
業
禁

止
を
掲
げ
て
い
た
と
し
て
も
、そ
れ
を
守
ら
せ

る
法
的
根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。ほ
と
ん
ど
の
副

業
は
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

な
お
、例
外
的
に
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
副
業
と
し
て
は
、「
使
用
者
の
正
当
な
利
益

（
適
正
な
労
働
遂
行
の
確
保
、競
業
他
社
へ
の

企
業
秘
密
の
流
出
の
防
止
、企
業
の
社
会
的

信
用
の
確
保
、他
の
労
働
者
へ
の
悪
影
響
の

防
止
等
）を
確
保
す
る
限
度
」の
も
の
と
解
さ

れ
て
お
り（
土
田
道
夫『
労
働
契
約
法（
第
2

版
）』有
斐
閣
）、厚
生
労
働
省
が
公
表
す
る

同
意
が
必
要
で
あ
る
と
の
規
定
が
原
則
無
効

で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
す
が
、副
業
も
本
業

と
は
直
接
の
関
係
の
な
い
私
生
活
上
の
行
動

で
あ
る
こ
と
か
ら
、禁
止
で
き
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。憲
法
22
条
に
も「
何
人
も
、公
共

の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、居
住
、移
転
及
び

職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
」と
の
規
定
が

あ
り
、職
業
選
択
の
自
由
が
謳
わ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
が
、副
業
も
職
業
の
一
つ
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、副
業
の
一
律
禁
止
は

　

現
在
、ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
就
業
規
則
に

お
い
て「
許
可
な
く
他
の
会
社
の
業
務
に
従

事
し
な
い
こ
と
」と
副
業
を
禁
じ
、そ
れ
に
対

す
る
違
反
を
懲
戒
事
由
と
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、そ
も
そ
も
労
働
者
が
、労
働
時
間

以
外
の
時
間
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
か
は

本
人
の
自
由
で
す
。た
と
え
ば
、終
業
後
ま
た

は
休
日
と
い
っ
た
私
生
活
に
お
い
て
、趣
味
や

サ
ー
ク
ル
活
動
を
行
う
こ
と
に
対
し
企
業
の

モ
デ
ル
就
業
規
則
に
お
い
て
も
、同
様
の
理
由

が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
副
業
を
制
限
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、副
業
を
許
可
制
に
し
た
う
え

で
、あ
れ
こ
れ
理
由
を
つ
け
て
副
業
を
許
可
し

な
い
と
い
う
運
用
を
す
れ
ば
解
決
す
る
、と
考

え
る
企
業
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か

し
、企
業
が
合
理
的
な
理
由
な
く
副
業
の
申

請
を
不
許
可
と
し
た
と
こ
ろ
、か
か
る
不
許

可
は
不
法
行
為
に
該
当
す
る
と
し
て
損
害
賠

償
が
認
め
ら
れ
た
事
案
が
あ
り
ま
す（
マ
ン
ナ

運
輸
事
件
・
京
都
地
判
平
成
24
年
７
月
13

日
）。認
め
る
べ
き
副
業
は
認
め
る
、と
い
う

〝
大
人
の
ス
タ
ン
ス
〞を
企
業
は
採
る
べ
き
な

の
で
す
。

うちは、このまま
禁止しておこう

01
企業のホンネ

専門家の指摘

その副業禁止は
そもそも無効です

荒井 太一氏（森・濱田松本法律事務所 パートナー）



10

る
こ
と
か
ら
実
務
で
は
浸
透
し
て
お
ら
ず
、実

際
に
適
用
さ
れ
た
例
も
皆
無
で
す
。有
力
な

学
説
に
お
い
て
も
こ
の
行
政
解
釈
の
考
え
方

を
否
定
し
、使
用
者
が
異
な
る
場
合
に
は
労

基
法
38
条
1
項
の
適
用
は
な
く
、副
業
の
場

合
は
労
働
時
間
通
算
を
す
る
義
務
は
な
い
と

す
る
意
見
も
根
強
く
、い
ま
だ
に
解
釈
と
し

て
決
着
は
し
て
い
ま
せ
ん
。と
は
い
え
、や
は
り

人
事
担
当
者
と
し
て
は
気
に
な
る
規
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

は
、本
業
ま
た
は
副
業
の
い
ず
れ
か
が
、委
任
・

請
負
・
業
務
委
託
契
約
で
あ
る
場
合
や
、本

人
が
管
理
監
督
者
の
地
位
に
あ
る
場
合
に

は
、本
業
先
に
は
そ
の
副
業
の
時
間
を
通
算

す
る
義
務
が
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん（
図

表
5
）。

　

次
に
、こ
の
よ
う
な
行
政
解
釈
の
立
場
に

立
っ
て
も
、本
業
先
が
労
働
者
が
副
業
を
し

て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
場
合
、労
働
時
間
の

通
算
を
し
な
く
て
も
責
任
が
問
わ
れ
な
い
と

の
解
釈
も
確
立
し
て
い
ま
す
。し
か
も
、本
業

先
は
副
業
の
労
働
時
間
数
を
知
っ
て
お
か
な

の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、こ
の
場

合
、労
働
時
間
を
通
算
し
た
結
果
、時
間
外

労
働
に
該
当
す
る
場
合
は
、後
の
事
業
に
お

け
る
労
働
に
つ
い
て
割
増
賃
金
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
、た
と
え
ば
、

本
業
で
8
時
間
以
上
労
働
し
た
後
に
副
業

を
1
時
間
行
う
場
合
に
は
、割
増
賃
金
な
ど

を
支
払
う
義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ル
ー
ル
は
、そ
の
規
定
が
不
合
理
で
あ

　

副
業
を
解
禁
し
た
場
合
、「
労
働
時
間
の

通
算
」と
い
う
悩
ま
し
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。

労
働
基
準
法（
以
下
、労
基
法
）38
条
1
項
に

よ
れ
ば
、労
働
者
が
複
数
の
事
業
場
で
労
働

し
た
場
合
、そ
の
労
働
時
間
は
通
算
し
て
計

算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
ま

す
。1
9
4
8
年
に
発
出
さ
れ
た
行
政
通
達

で
は
、同
一
使
用
者
の
複
数
の
事
業
場
で
就

労
す
る
場
合
に
限
ら
ず
、複
数
の
使
用
者
の

下
で
就
労
す
る
場
合
も
労
働
時
間
に
含
む
と

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
法
的
義
務
も
存
在
し

ま
せ
ん
。こ
の
点
、厚
生
労
働
省
も「
副
業
・
兼

業
の
促
進
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
お
い

て「
他
の
使
用
者
の
事
業
場
に
お
け
る
労
働

時
間
と
を
通
算
し
て
管
理
す
る
必
要
が
あ

る
」と
い
う
言
い
回
し
を
使
い
、「
義
務
が
あ

る
」と
い
う
表
現
を
避
け
て
い
ま
す
。

　

逆
に
、労
働
者
に
、実
施
し
て
い
る
副
業
の

労
働
時
間
数
を
明
か
す
よ
う
指
示
す
る
権

利
が
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

観
点
か
ら
、「
な
い
」と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。そ
の
結
果
、「
本
業
先
が
、当
該
労
働
者

が
従
事
し
て
い
る
副
業
の
労
働
時
間
数
を

知
っ
て
し
ま
う
と
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
問

題
が
あ
っ
て
損
を
す
る
」と
い
う
理
不
尽
な
結

果
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、本
業
先
と
し
て
副
業
の
労
働

時
間
を
管
理
す
る
こ
と
は
お
勧
め
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、実
務
上
副
業
の
労
働
時
間
を
把
握

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
の
批
判
を

意
識
し
て
、「
副
業
・
兼
業
の
促
進
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」に
お
い
て
は
、「
簡
便
な
労
働

時
間
管
理
の
方
法
」（
以
下
、管
理
モ
デ
ル
）が

労働時間の
管理が面倒だ

企業のホンネ

通算対象は限定的で、
そもそも労働時間を知る

義務も権利も本業側にはありません

専門家の指摘

荒井 太一氏（森・濱田松本法律事務所 パートナー）

02
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図表5　労働時間通算適用の対象
○労働時間通算が問題となる　×労働時間通算は問題とならない

副業・兼業

社員
アルバイト

○
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

社員
アルバイト

自営業
フリーランス・
業務委託

管理監督者

会社役員

管理監督者 会社役員
自営業

フリーランス・
業務委託

本
業

提
案
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
モ
デ
ル
は
、本
業
先

と
副
業
先
が
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
労
働
者
の
労

働
時
間
の
上
限
を
設
定
し
た
う
え
で
、そ
の
範

囲
で
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
と
合
意
し
た
場
合

は
、本
業
先
は
副
業
の
労
働
時
間
を
把
握
す

る
必
要
が
な
い
、と
い
う
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、副
業
を
し
て
い
る
労
働
者
の
た
め

に
、本
業
先
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
管
理
モ
デ
ル
を
実

施
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
も
見
出
せ
ず
、非
現

実
的
な
モ
デ
ル
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

指
示
す
る
権
限
が
あ
り
ま
せ
ん（
企
業
が
労

働
者
に
対
し
、最
低
8
時
間
睡
眠
す
る
よ
う

に
、ま
た
は
、帰
宅
後
テ
レ
ビ
を
3
時
間
以
上

視
聴
し
て
は
な
ら
な
い
、と
い
っ
た
命
令
を
発

せ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
と
同
じ
で
す
）。

　

そ
も
そ
も
、労
働
者
は
自
己
の
責
任
に

よ
っ
て
自
ら
の
健
康
を
管
理
す
べ
き
で
あ
っ

て
、労
働
者
の
全
般
的
な
健
康
管
理
を
行
う

義
務
を
本
業
先
が
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。先
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
否
、と

な
り
ま
す
。

　

他
方
、労
働
者
が
健
康
状
態
を
す
で
に
悪

化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
、労
働
時
間
な
ら
び

に
業
務
の
軽
減
措
置
な
ど
、具
体
的
な
配
慮

措
置
を
取
る
義
務
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

ま
た
、本
業
の
労
務
提
供
に
支
障
の
な
い

範
囲
と
い
う
条
件
で
副
業
を
許
可
し
た
場

合
、そ
れ
を
超
え
る
よ
う
な
副
業
が
行
わ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
、そ
の
時
点
で

副
業
禁
止
命
令
を
出
す
か
、一
度
出
し
た
許

可
を
取
り
消
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

特
別
の
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

労
働
者
が
副
業
先
で
の
過
重
労
働
に
よ
り

健
康
を
害
し
た
場
合
、副
業
従
事
を
認
め
て

い
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、本
業
先
の
安
全

配
慮
義
務
違
反
が
問
わ
れ
た
り
、責
任
が
重

く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
点
、原
則
と
し
て
、副
業
は
本
業
先
が

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
、労
働
者
の
私
的
活

動
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、本
業
先
に
は
中
止
を

　

あ
る
労
働
者
が
副
業
を
行
っ
て
い
る
か
否

か
に
か
か
わ
ら
ず
、企
業
は
労
働
契
約
法
な

ど
に
基
づ
き
、労
働
者
の
健
康
に
配
慮
す
べ
き

義
務（
安
全
配
慮
義
務
）を
負
っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
一
般
健

康
診
断
や
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
の
実
施
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、逆
に

い
え
ば
、副
業
に
従
事
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、こ
れ
ら
の
一
般
的
な
安
全
配
慮
義
務
を

超
え
た
形
で
、企
業
が
そ
の
労
働
者
に
対
し

03

副業先で健康を害した場合、
本業先に責任が生じるのでは

本業先が労働者の全般的な
健康管理を行う義務を負っている

わけではありません

荒井 太一氏（森・濱田松本法律事務所 パートナー）

企業のホンネ

専門家の指摘



データが物語る
副業者のリアル
副業者とはどんな人たちでしょうか。
副業は個人の成長実感や労働時間にどのような影響をおよぼすのでしょうか。
それらを「全国就業実態パネル調査」を使って明らかにしていきます。
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リ
ク
ル
ー
ト
ワ
ー
ク
ス
研
究
所
で
は
、全
国

の
15
歳
以
上
の
お
よ
そ
5
万
人
の
同
一
人
物

を
対
象
に
、毎
年
継
続
し
て「
全
国
就
業
実

態
パ
ネ
ル
調
査
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。副
業

に
つ
い
て
も
、副
業
時
間
や
収
入
な
ど
の
実
態

だ
け
で
な
く
、副
業
を
行
う
こ
と
に
よ
る
効
果

も
把
握
で
き
ま
す
。こ
こ
で
は
、こ
の
調
査
を

用
い
て
、副
業
者
の
リ
ア
ル
を
み
て
い
き
ま
す
。

　

2
0
1
9
年
は
就
業
者
の
う
ち
約
10
人

に
1
人（
11
・
6
％
）が
1
年
の
間
に
副
業
経

験
が
あ
っ
た
と
回
答
し
て
い
ま
す（
3
ペ
ー
ジ

図
表
１
）。ま
ず
は
性
別
や
年
代
な
ど
の
属
性

別
で
副
業
の
従
事
状
況
に
違
い
が
あ
る
か
を

探
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

若
年
と
シ
ニ
ア
に

副
業
者
は
多
い

　

副
業
者
を
男
女
別
で
み
る
と
、男
性
11
・

1
%
、女
性
12
・
3
％
と
大
き
な
差
は
あ
り
ま

せ
ん（
図
表
６
）。年
代
別
で
は
、若
年
層
と
シ

ニ
ア
層
の
副
業
の
従
事
割
合
に
高
い
傾
向
が
み

ら
れ
ま
す
。最
も
高
い
の
は
70
代
以
上
の
14
・

0
%
、次
い
で
10
代
の
13
・
3
%
と
つ
づ
き
、比

較
的
低
い
の
は
30
代（
10
・
9
％
）と
40
代（
10
・

8
％
）と
な
り
ま
す
。

　

就
業
形
態
別
に
み
る
と
、雇
用
者
で
は
10
・

7
%
、自
営
業
主
な
ど
の
非
雇
用
者
で
は
16
・

9
%
と
、非
雇
用
者
の
方
が
副
業
の
従
事
割

合
が
高
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。ま
た
、雇
用

者
で
あ
っ
て
も
、正
社
員
は
8
・
5
%
で
あ
る

の
に
対
し
、ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー
ト
を
含
む
非
正

社
員
は
13
・
9
％
と
、非
正
社
員
の
方
が
副
業

を
行
っ
て
い
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、１
つ
で
は
な
く
、2
つ
以
上
と
複
数
の

副
業
を
も
つ
人
も
い
ま
す
。そ
の
割
合
は
副
業

者
全
体
の
19
・
3
%
で
し
た
。正
社
員
で
は
17
・

1
%
、非
正
社
員
で
は
21
・
2
％
で
す
。副
業

者
の
約
2
割
は
、総
じ
て
3
つ
以
上
の
仕
事
を

行
う
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
の
で
す
。

＊1：本書でいう副業者とは、「昨年1年間（2019年1月～12月）の中で主な仕事以外に収入を伴う労働（副業・兼業）をしましたか。※株の配当・利息や家賃収入
などの労働を伴わない仕事は、含みません」の設問について「はい」と回答したものから副業の仕事内容で「アンケートの回答」と回答したものを除いたサンプルを
指す。

＊
1

副
業
者
の
実
態
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図表7　業種別副業従事割合

注：各業種の括弧内のNの数値は、雇用者を表す。

図表６　性別、年代別、就業形態別の副業従事割合

注：2019年12月時点の就業者を対象としている。
　 非雇用者とは、役員・自営業主・家族従業者・内職といった雇用者以外の就業者を指す。

0

5

10

15

20
％

11.6

非
雇
用
者

非
正
社
員

正
社
員

雇
用
者

70
代
以
上

60
代

50
代

40
代

30
代

20
代

10
代

女
性

男
性

全
体

11.1
12.3 13.3 12.4

10.9 10.8 11.2
12.9

14.0

10.7
8.5

13.9
16.9

性別 年代別 就業形態別

0

5

10

15

20

25
％

農
林
漁
業
、飲
食
店
、

宿
泊
業
で
従
事
率
が
高
い

　

で
は
、本
業
の
仕
事
内
容
に
よ
っ
て
状
況
は

異
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。雇
用
者
に
着
目
し
、

本
業
の
業
種
別
の
副
業
従
事
割
合
を
み
る

と
、農
林
漁
業
が
最
も
多
く
20
・
4
%
で
し
た

（
図
表
７
）。兼
業
農
家
な
ど
が
含
ま
れ
る
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。次
い
で
、飲
食
店
、

宿
泊
業（
14
・
8
％
）、教
育
・
学
習
支
援（
14
・

6
％
）と
つ
づ
き
ま
す
。正
社
員
で
も
同
じ
よ

う
な
傾
向
で
す
が
、非
正
社
員
の
場
合
、公

務（
16
・
5
%
）や
情
報
通
信
業（
16
・
2
%
）で

も
従
事
割
合
が
高
く
、雇
用
形
態
の
違
い
で

傾
向
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

雇用者 正社員 非正社員

20.4

23.4

17.2

14.8

11.8

15.7
14.6

19.5

12.6
11.7

14.0

11.1

13.8

10.8

8.9

12.2
10.7 11.2

10.5
9.4

10.3
9.6 9.6

8.8 8.7 8.6
7.27.6 7.2 7.8

7.0 7.4

4.2

16.5

11.1
12.211.7

16.2
14.614.1

8.8
9.7

公
務

（
N
：
1
9
0
6
）

農
林
漁
業

（
N
：
1
3
1
）

飲
食
店
、宿
泊
業

（
N
：
1
4
6
7
）

教
育
・
学
習
支
援

（
N
：
1
3
4
4
）

医
療
・
福
祉

（
N
：
3
4
3
9
）

サ
ー
ビ
ス
業

（
N
：
3
0
3
5
）

卸
売
・
小
売
業

（
N
：
3
4
5
2
）

不
動
産
業

（
N
：
4
4
9
）

建
設
業

（
N
：
1
3
2
3
）

電
気
・
ガ
ス・

熱
供
給
・
水
道
業

（
N
：
3
8
1
）

情
報
通
信
業

（
N
：
1
6
1
1
）

製
造
業

（
N
：
5
0
4
9
）

運
輸
業

（
N
：
1
9
4
6
）

金
融
・
保
険
業

（
N
：
1
0
6
5
）
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副
業
者
の
半
数
が

不
定
期
就
業

　

つ
づ
い
て
、副
業
者
の
1
週
間
の
副
業
時
間

を
み
る
と
、約
半
数
近
く（
55
・
2
%
）が「
不

規
則
で
週
単
位
で
は
答
え
ら
れ
な
い
」と
回
答

し
て
い
ま
す（
図
表
８
）。「
不
規
則
な
副
業
」の

内
容
は
農
林
漁
業
関
連
や
講
演
・
執
筆
活
動
、

試
験
監
督
な
ど
、季
節
的
な
仕
事
や
単
発
の

仕
事
が
比
較
的
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、定
期
的
な
副
業
の
１
週
間
あ
た
り

の
従
事
時
間
の
平
均
は
、雇
用
者
全
体
で
11
・

8
時
間
、う
ち
正
社
員
で
12
・
0
時
間
、非
正

社
員
で
11
・
6
時
間
と
、い
ず
れ
も
12
時
間
前

後
と
な
っ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
時
間
を
区
切
っ

て
分
布
を
み
る
と
、雇
用
者
全
体
で
は
5
時

間
未
満（
12
・
6
%
）や
5
時
間
以
上
10
時
間

未
満（
12
・
1
%
）が
比
較
的
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。正
社
員
で
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す

が
、非
正
社
員
で
は
10
時
間
以
上
20
時
間
未

満（
12
・
6
%
）が
比
較
的
多
く
、こ
ち
ら
も
雇

用
形
態
に
よ
っ
て
副
業
時
間
が
異
な
る
様
子

が
う
か
が
え
ま
す
。

る
週
60
時
間
以
上
の
割
合
は
、副
業
者
全
体

の
う
ち
、雇
用
者
で
は
9
・
4
%
、う
ち
正
社

員
で
は
14
・
3
%
、非
正
社
員
で
は
5
・
0
%
で

す
。非
副
業
者
と
比
べ
る
と
そ
の
割
合
は
多
く

な
っ
て
い
ま
す
が
、定
期
的
な
副
業
を
行
っ
て
い

る
雇
用
者
の
う
ち
最
も
多
い
層
は
45
時
間
上

60
時
間
未
満（
15
・
6
%
）で
す
。正
社
員
に
限

定
し
て
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。つ
ま

り
、副
業
を
行
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、誰
も
が
長

時
間
労
働
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

副
業
と
長
時
間
労
働
の

関
係
は
い
か
に

　

11
ペ
ー
ジ
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、多
く
の
企

業
は
副
業
を
解
禁
し
た
場
合
、従
業
員
が
労

働
過
多
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
ま

す
。実
際
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。本
業
と
副
業

を
合
わ
せ
た
1
週
間
の
総
労
働
時
間
を
み
て

み
ま
し
ょ
う（
図
表
9
）。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、副
業
者
全
体
の
う
ち

約
半
数
は
季
節
的
な
仕
事
や
単
発
的
な
仕
事

と
い
っ
た
不
規
則
な
副
業
を
行
っ
て
お
り
、1

週
間
の
総
労
働
時
間
を
把
握
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、こ
こ
で
は
定
期
的
な
副
業
を
行
っ

て
い
る
ケ
ー
ス
に
着
目
し
、副
業
と
長
時
間
労

働
の
関
係
を
み
ま
す
。

　

定
期
的
な
副
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
１

週
間
あ
た
り
の
総
労
働
時
間
の
平
均
は
、雇

用
者
が
46
・
9
時
間
、う
ち
正
社
員
が
54
・
6

時
間
、非
正
社
員
が
39
・
0
時
間
で
す（
図
表

9
）。非
副
業
者
と
比
べ
る
と
、約
10
〜
12
時

間
長
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す（
図
表
10
）。

　

分
布
を
み
る
と
、長
時
間
労
働
に
相
当
す



図表8　副業者の1週間の副業時間
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雇用者

正社員

非正社員

0 20 40 60 80 100

5時間未満 5～10時間未満

平均11.8時間

12.6 12.1 11.8 8.3 55.2

14.9 12.3 10.9 9.5 52.4

10.5 11.9 12.6 7.1 57.9

10～20時間未満 20時間以上 不規則で週単位では答えられない

平均12.0時間

平均11.6時間

図表9　副業者の1週間の総労働時間

雇用者

正社員

非正社員

0 20 40 60 80 100

35時間未満 35～45時間未満

平均46.9時間

10.6 9.0 15.6 9.4 55.3

2.5 9.7 21.1 14.3 52.5

18.0 8.4 10.7 5.0 57.9

45～60時間未満 60時間以上 不規則で週単位では答えられない

平均54.6時間

平均39.0時間

図表10　非副業者の1週間の総労働時間

雇用者

正社員

非正社員

0 20 40 60 80 100

％

％

％

平均36.8時間

27.7 45.7 21.6 5.0

63.2 30.2 5.4 1.2

35時間未満 35～45時間未満 45～60時間未満 60時間以上

平均43.1時間

平均26.9時間

5.3 55.4 31.9 7.4



図表11　副業者の副業収入
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注：「副業・兼業＝本業」とは、副業・兼業が本業と同じ仕事内容であることを指す。

20万円未満 21万～50万円未満 50万～100万円未満 100万円以上

雇用者計

本業 200万円未満

本業 200万～300万円未満

本業 300万～500万円未満

本業 500万円以上

正社員計

本業 200万円未満

本業 200万～300万円未満

本業 300万～500万円未満

本業 500万円以上

非正社員計

本業 100万円未満

本業 100万～200万円未満

本業 200万～300万円未満

本業 300万円以上

51.5

33.2

43.3

62.8

89.5

66.4

51.3

39.6

60.4

89.6

38.8

23.2

42.3

46.3

75.9

30.3

23.9

23.9

32.9

48.1

38.7

38.1

27.0

35.0

48.7

22.7

21.9

23.2

21.3

26.2

10.7

14.1

11.3

9.2

7.7

8.5

11.5

9.8

8.7

7.5

13.9

15.7

13.0

13.0

12.8

平均値
（万円）

副業・兼業
＝本業（％）

副業実施
割合（％）

43.5 25.7 16.8 14.1

51.0 28.3 12.9 7.8

41.3 24.0 22.7 12.0

37.1 25.6 18.2 19.1

36.6 20.5 18.6 24.4

38.9 23.8 19.1 18.3

48.6 23.9 11.6 15.9

40.8 23.2 26.5 9.5

38.2 25.9 18.5 17.4

36.7 21.2 18.1 24.0

47.5 27.3 14.8 10.5

58.0 29.1 10.0 2.9

42.5 28.2 16.8 12.5

41.7 24.7 19.6 14.1

33.2 21.2 18.5 27.1

0
%

20 40 60 8010 30 50 70 90 100

雇
用
者

正
社
員

非
正
社
員

員
・
非
正
社
員
と
も
に
、本
業
の
収
入
が
低
い

ほ
ど
、副
業
に
従
事
し
て
い
る
割
合（
図
表
11

の
右
の
表
）が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
収

入
補
填
を
目
的
に
副
業
を
行
う
人
が
多
い
こ

と（
5
ペ
ー
ジ
図
表
２
）と
も
整
合
的
で
す
。

　

本
業
の
収
入
と
副
業
の
収
入
の
関
係
を
み

る
と
、本
業
の
収
入
が
高
い
ほ
ど
、副
業
の
収

入
も
高
い
傾
向
が
み
て
と
れ
ま
す
。ま
た
、本

業
の
収
入
が
高
い
人
ほ
ど
、本
業
の
仕
事
内
容

と
副
業
の
仕
事
内
容
が
同
じ
で
あ
る
割
合
も

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。つ
ま
り
、本
業
の
ス
キ
ル

や
専
門
性
を
副
業
に
活
か
せ
る
人
ほ
ど
、副
業

で
高
い
収
入
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。そ
の
傾
向
は
、正
社
員
の
方
が
非
正
社
員

よ
り
も
明
確
で
す
。

本
業
と
同
じ
内
容
の

副
業
は
収
入
高

　

5
ペ
ー
ジ
の
図
表
2
で
み
た
よ
う
に
、多
く

の
副
業
者
は
、収
入
補
填
を
目
的
に
副
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。で
は
、副
業
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
収
入
は
ど
れ
ほ
ど
で
し
ょ
う
か
。副
業
の
年

収
の
平
均
を
み
る
と
、雇
用
者
で
は
51
・
5
万

円
、う
ち
正
社
員
で
は
66
・
4
万
円
、非
正
社

員
で
は
38
・
8
万
円
で
す（
図
表
１１
）。分
布
を

み
る
と
、20
万
円
未
満
が
最
も
多
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
一
方
で
、1
0
0
万
円
以
上
も

雇
用
者
で
は
14
・
1
%
と
一
定
数
い
る
こ
と
が

わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　

本
業
の
収
入
と
の
関
係
を
み
る
と
、正
社

副
業
と
成
長
実
感
と
の

関
係
を
探
る

　

厚
生
労
働
省「
副
業
・
兼
業
の
促
進
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」は
企
業
が
従
業
員
の
副

　

全
国
就
業
実
態
パ
ネ
ル
調
査
で
は
、同
じ
個

人
の
変
化
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ

こ
か
ら
は
、そ
う
し
た
変
化
の
デ
ー
タ
を
使
い
、

副
業
が
個
人
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
み
て
い
き
ま

し
ょ
う 

。 副
業
の
本
人
へ
の
影
響



図表12　副業を行っていない場合と比べて、
　　　　成長実感/仕事満足度が高まる確率はどれだけ大きいか/小さいか
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注1：JPSED2017～2020を用いている。変量効果プロビット回帰であり、数値は限界効果を表す。性別、年齢、学歴、配偶者の有無、子どもの有無、主な稼ぎ手か、
　　業種、職種、従業員規模、役職、年収を制御した結果である。個人属性を含めないモデルでも同様の結果を得た。
注２：成長実感/仕事満足度が高まるとは、1年前よりも成長実感（１～５）、仕事満足度（１～５）のスコアが高くなった場合を指す。

-2

0

2

4

6

8

+4.0

正社員 非正社員

成長実感が高まる 仕事満足度が高まる

正社員 非正社員

+1.1
+1.5 +1.6

+3.9

+0.8

+2.9

+1.5

副業をはじめた

％

副業をつづけている

＊2：継続した2年間について、副業の従事状況を、「副業を行っていない」「副業をはじめた」「副業を続けている」「副業をやめた」の4つに分類し、「副業を行っていない」場合と比べ
て、他の場合でどれだけ効果が大きいのかを分析した。図表１２から図表１４まででは、「副業をはじめた」場合と「副業を続けている」場合の結果を記載している。

が
、副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
よ
り
も
、成
長

実
感
が
高
ま
る
確
率
が
4
・
0
%
高
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す（
図
表
１２
）。副
業
を
つ
づ
け
て
い

る
人
で
は
副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
と
有
意

差
が
な
い
結
果
を
得
ま
し
た
が
、副
業
を
は
じ

め
る
こ
と
は
正
社
員
の
成
長
を
促
す
効
果
が

あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、非
正
社
員
の
場
合
、副
業
を
行
っ
て

い
な
い
人
と
副
業
を
は
じ
め
た
人
の
比
較
で

は
有
意
差
が
な
い
結
果
と
な
り
ま
し
た
。そ
し

て
、非
正
社
員
で
副
業
を
つ
づ
け
て
い
る
人
で

は
副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
よ
り
も
成
長
実

感
が
高
ま
る
確
率
は
1
・
6
%
高
く
な
り
ま

し
た
。非
正
社
員
に
と
っ
て
も
、副
業
を
つ
づ

け
る
こ
と
は
新
た
な
成
長
機
会
を
も
た
ら
す

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

正
社
員
、非
正
社
員
と
も
に
、副
業
を
は

じ
め
た
人
に
つ
い
て
は
、副
業
を
行
っ
て
い
な
い

人
と
比
べ
て
、仕
事
満
足
度
が
高
ま
る
確
率

も
約
3
〜
4
%
高
く
な
り
ま
す
。平
均
的
に

み
て
、副
業
は
従
業
員
に
と
っ
て
成
長
機
会
に

な
る
だ
け
で
な
く
仕
事
に
対
す
る
満
足
度
を

高
め
る
効
果
も
あ
る
よ
う
で
す
。

業
を
推
進
す
る
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、社
内
で
は

得
ら
れ
な
い
知
識
・
ス
キ
ル
の
獲
得
や
、自
律

性
・
自
主
性
を
促
せ
る
こ
と
、優
秀
な
人
材
の

獲
得
と
流
出
防
止
に
役
立
つ
こ
と
な
ど
を
挙

げ
て
い
ま
す
。社
内
で
得
ら
れ
な
い
知
識
・
ス

キ
ル
の
獲
得
や
自
律
性
・
自
主
性
の
促
進
は
、

従
業
員
の
成
長
実
感
を
も
た
ら
す
可
能
性
が

高
い
と
い
え
ま
す
。仕
事
に
対
す
る
満
足
度
が

高
ま
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、副
業
と
成
長
実
感
は
ど
の
よ
う
に

関
係
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。正
社
員
と
非
正

社
員
に
分
け
て
考
察
し
ま
す
。

　

図
表
１２
は
、副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
を
基

準
と
し
た
と
き
に
、副
業
を
は
じ
め
た
人
と
副

業
を
つ
づ
け
て
い
る
人
で
は
、成
長
実
感
が
高

ま
る
確
率
が
ど
れ
だ
け
違
う
の
か
を
表
し
て

い
ま
す
。た
と
え
ば
、正
の
値
か
つ
実
線
の
場

合
は
、副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
よ
り
も
、成

長
実
感
が
高
ま
る
確
率
が
大
き
い
こ
と
を
意

味
し
て
い
ま
す
。点
線
の
場
合
は
、統
計
的
に

み
て
有
意
差（
意
味
の
あ
る
違
い
）が
な
い
こ

と
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

正
社
員
で
は
、副
業
を
は
じ
め
た
人
の
方

＊
2
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図表13　副業を行っていない場合と比べて、転職する確率がどれだけ大きいか/小さいか

注1：分析手法は図表１２の通りである。
注２：転職とは、1年以内に転職した場合を指す。

-2

0

2

4

6

8

+3.7

正社員 非正社員

転職する

+1.3

+7.9

+4.7

副業をはじめた
％

副業をつづけている

　

つ
ま
り
、副
業
を
き
っ
か
け
に
転
職
意
向
が
高

ま
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、そ
も
そ
も
転
職
意
向
が

あ
る
人
が
、副
業
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
図
式
の

よ
う
で
す
。

仕
事
と
家
庭
生
活
の

両
立
と
い
う
問
題

　

副
業
と
労
働
時
間
の
関
係
で
は
、副
業
が
長

時
間
労
働
の
起
因
と
な
る
ケ
ー
ス
は
一
部
で
あ

る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
が
、で
は
副
業
を
す
る

と
、仕
事
と
家
庭
生
活
の
両
立
に
悩
む
よ
う
に

な
る
の
で
し
ょ
う
か
、な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

図
表
１４
も
図
表
１２
や
図
表
１３
と
同
様
に
、副

業
を
行
っ
て
い
な
い
人
を
基
準
と
し
た
と
き
に
、

副
業
を
は
じ
め
た
人
と
副
業
を
つ
づ
け
て
い
る

人
と
で
、両
立
ス
ト
レ
ス
が
高
ま
る
確
率
が
ど
れ

だ
け
異
な
る
の
か
を
、正
社
員
と
非
正
社
員
別

に
み
た
も
の
で
す
。な
お
、点
線
に
な
っ
て
い
る
部

分
は
、統
計
的
に
み
て
有
意
差
が
な
い
こ
と
を
表

し
て
い
ま
す
。

　

両
立
ス
ト
レ
ス
が
高
ま
る
確
率
は
、正
社
員
と

非
正
社
員
と
で
は
わ
ず
か
に
傾
向
が
異
な
り
ま

副
業
は
転
職
を

促
進
す
る
の
か

　

副
業
は
転
職
を
促
進
す
る
の
で
は
な
い
か
。こ

う
し
た
不
安
を
も
つ
企
業
も
多
い
は
ず
で
す
。副

業
を
す
る
こ
と
で
転
職
す
る
確
率
が
ど
れ
だ
け

大
き
く
な
る
の
か
、調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

図
表
１３
は
、図
表
１２
と
同
じ
よ
う
に
、副
業
を

行
っ
て
い
な
い
人
を
基
準
と
し
た
と
き
に
、副
業

を
は
じ
め
た
人
と
副
業
を
つ
づ
け
て
い
る
人
と

で
、転
職
す
る
確
率
が
ど
れ
だ
け
異
な
る
の
か

を
、正
社
員
と
非
正
社
員
別
に
み
た
も
の
で
す
。

正
社
員
で
は
、副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
と
比
べ

る
と
、転
職
す
る
確
率
は
、副
業
を
は
じ
め
た
人

で
は
3
・
7
%
、副
業
を
つ
づ
け
て
い
る
人
で
は

1
・
3
%
高
く
な
っ
て
い
ま
す（
図
表
１３
）。非
正

社
員
の
方
が
そ
の
傾
向
は
大
き
く
、副
業
を
は

じ
め
た
人
で
は
7
・
9
%
、副
業
を
つ
づ
け
て
い
る

人
で
は
4
・
7
%
高
く
な
り
ま
す
。

　

副
業
者
に
限
定
し
て
副
業
目
的
別
に
み
て
み

る
と
、正
社
員
で
は
、「
転
職
や
独
立
の
準
備
の

た
め
」に
副
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
は
転
職
す

る
確
率
が
高
く
な
り
ま
し
た
。
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図表14　副業を行っていない場合と比べて、高ストレス者に該当する確率と仕事と家庭生活の両立ストレスが
　　　　高まる確率がどれだけ大きいか/小さいか

注1：分析手法は図表１２の通りである。
注２：高ストレス者とは、メンタルヘルスのスコア（8～40）が、厚生労働省のストレスチェックの基準に合わせて算出した数値（25.66）以上の場合と定義している。
　　 両立ストレスが高まるとは、 1年前よりも仕事と家庭生活の両立ストレス（１～５）のスコアが高くなった場合を指す。

-2

0

2

4

6

8

+1.8

正社員 非正社員

両立ストレスが高まる 高ストレス者である

正社員 非正社員

+0.5

+2.4 +2.3

+3.9 +3.8

-0.2

+1.7

副業をはじめた

％

副業をつづけている

レ
ス
が
一
定
の
基
準
を
超
え
た
場
合
を
高
ス
ト

レ
ス
者
と
定
義
し
て
い
ま
す
。そ
れ
に
合
わ
せ
て
、

全
国
就
業
実
態
パ
ネ
ル
調
査
で
も
高
ス
ト
レ
ス

者
に
該
当
す
る
基
準
を
作
成
し
て
い
ま
す
。そ

の
う
え
で
、副
業
を
行
う
人
で
は
、副
業
を
行
わ

な
か
っ
た
人
よ
り
も
、高
ス
ト
レ
ス
者
に
該
当
す

る
確
率
が
ど
れ
ほ
ど
高
い
か
を
み
て
み
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、正
社
員
で
副
業
を
は
じ
め
た
人

（
3
・
9
%
）も
副
業
を
つ
づ
け
て
い
る
人（
3
・

8
%
）も
、副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
よ
り
も
高
ス

ト
レ
ス
者
に
該
当
す
る
確
率
が
高
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た（
図
表
１４
）。

　

非
正
社
員
で
は
、副
業
を
は
じ
め
た
人
も
副

業
を
つ
づ
け
て
い
る
人
も
、副
業
を
行
っ
て
い
な
い

人
と
の
間
に
有
意
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

平
均
的
に
み
る
と
、副
業
を
す
る
こ
と
で
、ス

ト
レ
ス
は
高
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、人

に
よ
っ
て
副
業
か
ら
感
じ
る
ス
ト
レ
ス
は
さ
ま
ざ

ま
で
あ
り
、程
度
も
異
な
る
で
し
ょ
う
。本
業
先

の
企
業
と
し
て
は
、従
業
員
の
健
康
悪
化
を
早

期
に
発
見
す
る
た
め
に
、健
康
診
断
や
ス
ト
レ
ス

チ
ェッ
ク
を
実
施
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
重
要
に

な
り
ま
す
。

す
。正
社
員
で
は
、副
業
を
は
じ
め
た
人
で
は
、

副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
よ
り
も
、両
立
ス
ト
レ

ス
が
高
ま
る
確
率
が
1
・
8
%
高
い
で
す
が
、副

業
を
つ
づ
け
て
い
る
人
で
は
、副
業
を
行
っ
て

い
な
い
人
と
大
き
く
変
わ
り
ま
せ
ん（
図
表

１４
）。

　

一
方
、非
正
社
員
で
は
、副
業
を
は
じ
め
た
人

（
2
・
4
%
）も
副
業
を
続
け
て
い
る
人（
2
・

3
%
）も
、副
業
を
行
っ
て
い
な
い
人
よ
り
両
立
ス

ト
レ
ス
が
高
ま
る
確
率
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

前
述
の
よ
う
に
、正
社
員
と
非
正
社
員
と
で

は
副
業
の
状
況
が
異
な
り
ま
す
。副
業
の
内
容

と
副
業
を
す
る
目
的
を
み
て
も
、非
正
社
員
の

方
が
本
業
と
異
な
る
内
容
の
仕
事
に
従
事
す
る

場
合
や
、収
入
補
填
を
目
的
に
副
業
を
行
う
場

合
が
多
く
、さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
仕
事
と
家
庭

生
活
の
両
立
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
や
す
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

と
は
い
え
、正
社
員
で
あ
っ
て
も
複
数
の
仕
事

を
行
い
、労
働
時
間
が
長
く
な
れ
ば
、健
康
を
害

す
る
可
能
性
は
高
ま
り
ま
す
。そ
こ
で
次
に
、本

人
の
ス
ト
レ
ス
状
況
に
つ
い
て
み
て
み
ま
し
た
。

　

厚
生
労
働
省
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェッ
ク
で
は
、ス
ト
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図表15　副業解禁をためらう5つの理由

理由１ 業務に専念してもらいたい

理由2 労働時間管理が大変だ

理由3 機密情報を保持したい

理由4 社内手続きをどうすればよいかわからない

理由5 副業解禁にメリットを感じない

手
続
き
」に
課
題
が
あ
る
こ
と
、さ
ら
に
は

「
副
業
解
禁
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
」が
見
出
し
に

く
い
と
い
っ
た
声
が
上
が
り
ま
し
た
。こ
う
し

た
調
査
や
対
話
を
も
と
に
、企
業
が
副
業
の

解
禁
を
た
め
ら
う
理
由
を
整
理
し
た
の
が
図

表
15
で
す
。

　

第
1
の
理
由
は「
業
務
に
専
念
し
て
も
ら

い
た
い
」と
い
う
こ
と
で
す
。本
業
に
き
ち
ん
と

向
き
合
い
、成
果
を
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
考
え
の
表
れ
と
も
い
え
ま
す
。第
2
は「
労

働
時
間
管
理
が
大
変
だ
」と
い
う
こ
と
で
す
。

副
業
を
許
可
す
る
と
労
働
時
間
管
理
が
複

雑
に
な
り
ま
す
。ス
ト
レ
ス
な
ど
の
健
康
管
理

に
も
よ
り
一
層
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
、と
い
う
わ
け
で
す
。

　

企
業
秘
密
な
ど
の
漏
洩
は
昨
今
大
き
な

問
題
に
な
り
ま
す
。も
し
か
し
た
ら
、副
業
者

が〝
穴
〞に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。「
機
密
情
報

を
保
持
し
た
い
」と
い
う
の
が
第
３
の
理
由
で

す
。つ
づ
く
第
4
は
先
ほ
ど
も
出
た
よ
う
に
、

「
社
内
手
続
き
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら

な
い
」と
い
う
こ
と
で
す
。副
業
申
請
や
許
可

の
手
続
き
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、皆
目
見

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、労
働
者
が
労

働
時
間
以
外
の
時
間
を
ど
の
よ
う
に
使
う
の

か
に
つ
い
て
、企
業
が
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。そ
れ
は
副
業
も
同
じ
こ
と
で
す
。と

は
い
え
、多
く
の
企
業
が
社
員
の
副
業
に
い
い

顔
を
し
な
い
の
が
実
情
で
す
。ま
ず
は
、そ
の

背
景
を
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

企
業
が
副
業
解
禁
を

た
め
ら
う
5
つ
の
理
由

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
の
報
告
書

「
雇
用
者
の
副
業
に
関
す
る
調
査
研
究
」

（
2
0
0
5
）に
、企
業
が
副
業
を
禁
止
す
る

理
由
と
し
て「
業
務
に
専
念
し
て
も
ら
い
た
い

（
78
・
1
%
）」「
業
務
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

（
49
・
3
%
）」「
企
業
秩
序
を
乱
す（
40
・

9
%
）」「
業
務
上
の
秘
密
を
保
持
し
た
い

（
27
・
8
%
）」と
い
う
調
査
の
結
果
が
示
さ
れ

て
い
ま
す（
調
査
時
期
は
2
0
0
4
年
）。実

際
、私
た
ち
が
14
名
の
人
事
部
長
と
副
業
に

つ
い
て
議
論
を
し
た
場
で
は
、上
記
に
加
え
、

「
労
働
時
間
管
理
」や「
副
業
に
関
す
る
社
内

当
が
つ
か
な
い
状
態
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
の
第
5
は
、「
副
業
解
禁
に
メ
リ
ッ
ト

を
感
じ
な
い
」と
い
う
こ
と
。逆
に
い
え
ば
、副

業
を
解
禁
し
な
い
こ
と
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
を

見
通
せ
て
い
な
い
と
も
い
え
ま
す
。

　

次
ペ
ー
ジ
か
ら
は
こ
れ
ら
の「
で
き
な
い
理

由
」に
対
し
て
、先
進
企
業
が
ど
の
よ
う
に
向

き
合
い
、ク
リ
ア
し
て
き
た
か
を
、イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
調
査（
図
表
16
）か
ら
紹
介
し
ま
す
。

副業解禁企業のリアル
企業が副業の解禁をためらう理由はどういったものなのでしょうか。
すでに副業を解禁した企業の事例から、そうした理由の正否を考えます。
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新生銀行

　

職
務
専
念
義
務
が
副
業
禁
止
の
理
由
と

し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
ま
す
。確
か
に
、社
員
は

自
ら
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
が
あ
り
ま

す
。し
か
し
、副
業
を
禁
止
に
す
れ
ば
社
員
は

職
務
に
専
念
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
何
度
も
述
べ
て
き
た
通
り
、そ
も

そ
も
企
業
は
社
員
の
就
業
時
間
外
の
過
ご
し

方
を
管
理
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
で
き
ま

せ
ん
。新
生
銀
行
の
天
明
純
一
氏
は「
会
社
が

従
業
員
の
就
業
時
間
外
の
時
間
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
本
来
、間
違
っ
て
い
る
」と

指
摘
し
ま
す
。会
社
が
期
待
し
た
役
割
を
果

た
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、就
業
時
間
外
の
時

間
の
使
い
方
に
ま
で
会
社
は
口
を
出
す
べ
き
で

は
な
い
の
で
す
。サ
イ
ボ
ウ
ズ
の
恩
田
志
保
氏

も「
就
業
時
間
外
に
行
う
副
業
は
、個
人
の
活

動
で
あ
り
、当
社
で
は
禁
止
自
体
が
不
自
然

だ
と
考
え
た
」と
言
い
ま
す
。サ
イ
ボ
ウ
ズ
は
社

員
が
1
0
0
人
い
た
ら
1
0
0
通
り
の
働
き

方
が
実
現
で
き
る
会
社
を
標
榜
し
て
お
り
、

労
働
時
間
や
給
与
を
個
別
に
変
更
し
、さ
ま

ざ
ま
な
副
業
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
「
社
員
が
組
織
の
垣
根
に
と
ら
わ
れ
ず
、能

力
を
発
揮
で
き
る
こ
と
は
会
社
と
個
人
双
方

に
と
っ
て
よ
い
こ
と
」と
指
摘
す
る
の
は
ユ
ニ

リ
ー
バ・
ジ
ャ
パ
ン・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス（
以
下
、

ユ
ニ
リ
ー
バ
）の
島
田
由
香
氏
で
す
。副
業
が

禁
止
さ
れ
た
状
態
で
は
、エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

（
会
社
へ
の
愛
着
心
）や
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

（
幸
福
度
）が
高
ま
る
機
会
も
減
る
で
し
ょ

う
。近
年
、仕
事
の
他
に
、家
庭
や
趣
味
、自

己
学
習
、地
域
活
動
な
ど
の
活
動
領
域
を
も

つ
人
が
増
え
て
い
ま
す
。一
人
ひ
と
り
が
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
高
く
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

人
材
を
１
社
で
囲
い
込
ま
な
い
こ
と
、個
人
が

さ
ま
ざ
ま
な
選
択
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。

図表16　インタビュー調査の概要

●調査対象：

●調査期間：
●調査企業：

●調査方法：

副業を人事施策として導入し、
運用している企業
2022年2～3月
サイボウズ、新生銀行、
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス、
ライオン
オンライン形式

業務に専念してもらいたい副業解禁を
ためらう

理由

1

社員には会社以外の場でもどんどん

能力を発揮してほしい。本人によいこ

とであるのはもちろん、エンゲージメン

トやウェルビーイングも高まるので、会

社にとってもよいことなのです

就業時間外に行う副業は、個人の活

動であり、禁止自体が不自然だと考

えています

会社でパフォーマンスを発揮してくれ

れば、副業をしてもらっても構いません

ユニリーバサイボウズ

それでも解禁する企業のリアル



労働時間管理が大変だ副業解禁を
ためらう

理由

2

22

　

副
業
解
禁
に
対
し
て
企
業
が
消
極
的
に
な

る
大
き
な
理
由
の
一
つ
が「
労
働
時
間
管
理

が
大
変
そ
う
だ
」と
い
う
も
の
で
す
。こ
の
点

に
つ
い
て
は
労
働
基
準
法
に
則
し
て
10
ペ
ー
ジ

に
整
理
し
ま
し
た
が
、法
制
面
だ
け
で
な
く
、

解
禁
企
業
の
実
態
も
知
り
た
い
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
。

　

ま
ず
法
制
上
、「
業
務
委
託
契
約
な
ど
の

副
業
で
あ
れ
ば
本
業
先
に
労
働
時
間
通
算
の

義
務
は
な
い
」（
10
ペ
ー
ジ
）の
で
す
が
、各
社

か
ら
は
、そ
も
そ
も
社
員
か
ら
申
請
が
あ
る
の

は
業
務
委
託
契
約
型
の
副
業
が
中
心
、と
い

う
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。今
後
、副
業
を
解
禁

す
る
に
あ
た
り
、「
業
務
委
託
契
約
型
の
み
を

認
め
る
」と
い
う
制
約
も
あ
り
得
る
で
し
ょ

う
。副

業
の
就
業
時
間
を

把
握
す
る
か
否
か

　

一
方
で
、「
雇
用
契
約
型
の
副
業
の
申
請

が
あ
っ
た
場
合
は
、自
社
と
副
業
先
を
合
わ
せ

た
労
働
時
間
の
上
限
を
設
定
し
許
可
を
与

え
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
」（
ラ
イ
オ
ン
、新
生

銀
行
）ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。自
社
と
副
業
先

で
の
働
き
方
の
両
方
を
勘
案
し
、副
業
の
許

可
を
慎
重
に
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。雇
用

契
約
型
の
場
合
、「
申
請
さ
れ
た
副
業
時
間

と
自
社
で
の
労
働
時
間
を
合
わ
せ
る
と
長
く

な
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、副
業
も
し
く

は
自
社
の
労
働
時
間
の
再
考
を
求
め
る
」（
サ

イ
ボ
ウ
ズ
）と
い
う
声
も
あ
り
ま
し
た
。

　

社
員
の
活
動
の
自
由
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

尊
重
す
る
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、あ
え
て
副
業

に
お
け
る
就
業
時
間
を
把
握
せ
ず
、報
告
も

求
め
な
い
と
い
う
企
業
も
あ
り
ま
し
た
。た
と

え
ば
、ユ
ニ
リ
ー
バ
は「
申
請
時
点
で
は
、想
定

す
る
副
業
従
事
時
間
を
い
ず
れ
の
場
合
で
も

聞
い
て
い
な
い
」そ
う
で
す
。各
社
と
も
に
副

業
に
関
す
る
労
働
法
制
を
し
っ
か
り
理
解
し

た
う
え
で
、自
社
に
合
っ
た
や
り
方
を
採
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。

業務委託契約型の副業
の場合、副業での就業時
間は聞かないケースも。
雇用契約型の副業は別
の1社での働き方や労働
時間数を聞いたうえで、承
認できるかを判断します

社員が従事する副業は

業務委託契約型が中心

ですが、雇用契約型も就

業時間に制限を設けて認

めています

副業に従事する時間数

は申請の段階では聞いて

いません

副業先での労働時間は

週20時間未満というルー

ルですが、業務委託契約

型の場合は報告を求め

ていません

新生銀行 ユニリーバサイボウズライオン

それでも解禁する企業のリアル
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機密情報を保持したい副業解禁を
ためらう

理由

3

副業規程に情報漏洩の禁止を明

記。また、想定外のデータ流出を防ぐ

目的で、副業においては会社のパソ

コンは使用不可というルールを設け

ました

情報漏洩は副業だけがリスクではあ

りません。社員全員に常時、個人情

報などの管理を徹底させるという規

範の問題です

会社全体で大事にしている、「公明

正大」の文化をすべての社員が守る

ことが情報漏洩の防止にもつながり

ます

ライオン

23

　

機
密
情
報
の
漏
洩
も
副
業
を
解
禁
し
た
場

合
の
主
な
リ
ス
ク
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。解
禁
し
た
企
業
は
ど
う
い
っ
た
姿
勢
で
臨
ん

で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

実
は
、今
回
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
企
業
の
多
く

が「
そ
の
リ
ス
ク
は
副
業
解
禁
し
た
か
ら
生
じ
る

も
の
で
は
な
い
」と
回
答
し
ま
し
た
。新
生
銀
行

の
天
明
氏
は
、「
副
業
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ

ず
、社
内
研
修
な
ど
で
全
員
に
漏
洩
リ
ス
ク
と

防
止
策
を
周
知
徹
底
し
て
い
る
。社
員
で
あ
れ

ば
当
然
守
る
と
い
う
内
容
だ
」と
話
し
て
い
ま
し

た
。副
業
を
し
て
い
る
社
員
だ
け
、で
は
な
く
、社

員
全
員
に
情
報
漏
洩
の
防
止
策
を
徹
底
教
育

し
て
い
る
の
で
す
。

情
報
漏
洩
の
防
止
は

全
社
員
の
義
務
で
あ
る

　

サ
イ
ボ
ウ
ズ
の
恩
田
氏
い
わ
く
、「
情
報
漏
洩

は
決
し
て
や
ら
な
い
と
い
う
会
社
と
の
約
束
を

公
明
正
大
に
守
っ
て
も
ら
う
」と
い
う
こ
と
で

す
。こ
の
ほ
か
、ラ
イ
オ
ン
で
は
想
定
外
の
デ
ー
タ

流
出
を
防
ぐ
目
的
で
、副
業
に
お
い
て
は
会
社
の

パ
ソ
コ
ン
は
使
用
不
可
と
い
う
ル
ー
ル
を
設
け
て

対
応
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た「
副
業
で
の
み
起
き
る
問
題
で
は
な

い
」と
い
う
視
点
は
他
に
も
適
用
で
き
ま
す
。た

と
え
ば
副
業
が
起
因
と
な
る
競
業
避
止
義
務
違

反
を
懸
念
す
る
声
が
あ
り
ま
す
が
、「
そ
れ
も
副

業
に
限
ら
ず
起
こ
る
問
題
。転
職
な
ど
の
機
会

は
誰
に
で
も
あ
る
」（
サ
イ
ボ
ウ
ズ
）の
で
す
。

　

競
業
に
つ
い
て
、「
副
業
先
で
は
自
社
の
社
名

は
使
わ
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
に
な
っ
て
お
り
、使
う

場
合
に
は
別
途
許
可
が
必
要
」（
新
生
銀
行
）と

い
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

　

副
業
を
解
禁
し
た
企
業
は
、情
報
漏
洩
や
競

業
に
つ
な
が
る
か
ら
解
禁
は
リ
ス
ク
が
大
き
い
、

と
考
え
る
の
で
は
な
く
、ま
ず
は
副
業
を
解
禁

し
た
際
に
起
こ
り
得
る
課
題
と
そ
の
対
応
策
を

冷
静
に
検
討
し
、必
要
に
応
じ
て
具
体
的
な
ル
ー

ル
を
定
め
、し
っ
か
り
運
用
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

サイボウズ

それでも解禁する企業のリアル



それでも解禁する企業のリアル

社内手続きを
どうすればよいかわからない

副業解禁を
ためらう

理由

4

　

実
際
に
副
業
解
禁
を
考
え
た
場
合
に
、社

内
手
続
き
を
ど
う
す
る
か
は
避
け
て
は
通
れ

な
い
実
務
上
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。そ
こ
で
、解

禁
し
て
い
る
各
社
に
手
続
き
の
実
態
に
つ
い
て

聞
き
ま
し
た
。

　

副
業
開
始
時
の
手
続
き
に
つ
い
て
、「
届
出

制
に
近
い
許
可
制
」だ
と
い
う
新
生
銀
行
で

は
、形
式
的
要
件
と
し
て「
副
業
先
の
名
称
、

所
在
地
、就
労
場
所
、他
社
に
雇
用
さ
れ
る
か

否
か
、想
定
労
働
時
間
、自
社
と
資
本
関
係

が
な
い
か
ど
う
か
」と
い
っ
た
確
認
も
し
て
い
ま

す
。ま
た
、ラ
イ
オ
ン
で
は
、副
業
先
の
名
称
、

所
在
地
、副
業
内
容
の
ほ
か
、副
業
の
ル
ー
ル

を
確
認
し
た
旨
を
記
載
す
る
チ
ェッ
ク
シ
ー
ト

を
提
出
さ
せ
て
い
ま
す
。ユ
ニ
リ
ー
バ
で
は
、前

述
の
2
社
の
よ
う
な
副
業
に
関
す
る
基
本
情

報
の
ほ
か
、競
業
避
止
義
務
を
含
め
、同
社
の

企
業
行
動
原
則
に
反
し
な
い
こ
と
を
書
面
に

て
提
出
し
、所
属
部
門
管
掌
役
員
お
よ
び
法

務
役
員
が
確
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

副
業
申
請
の
フ
ロ
ー
を

全
社
オ
ー
プ
ン
に

　

運
用
面
で
は
そ
の
ほ
か
、サ
イ
ボ
ウ
ズ
で
は

「
会
社
の
資
産
を
使
う
場
合
」と「
他
社
に
雇

用
さ
れ
る
場
合
」の
み
申
請
が
必
要
と
い
う

ル
ー
ル
に
し
て
い
ま
す
。同
社
で
は「
副
業
申

請
の
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
は
す
べ
て
オ
ー
プ
ン
に
な

り
、誰
で
も
閲
覧
で
き
る
」よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。そ
の
た
め
、申
請
し
た
社
員
も
気
持
ち
よ

く
副
業
が
で
き
る
と
感
じ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

副
業
開
始
後
の
状
況
報
告
に
つ
い
て
は
、

年
単
位
な
ど
定
期
的
な
報
告
を
副
業
者
に

求
め
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。ユ
ニ
リ
ー
バ
で

は「
当
初
の
申
請
内
容
か
ら
変
更
が
あ
っ
た
場

合
の
み
、報
告
を
求
め
る
」と
い
う
や
り
方
が

採
ら
れ
て
い
ま
す
。

実質的に届出制に近い

許可制となっています。人

事は形式的要件のみを

確認します

ユニリーバ

職場の上長の確認と副

業のルールへの了解があ

れば、基本的に申告のみ

でOKです

最低限の事項と競業避

止義務違反にあたらない

こと、予想される報酬など

を記入してもらい確認し

ています

副業のルールへの了解を

前提に、「会社の資産を

使う場合」と「他社に雇用

される場合」の副業のみ

申請してもらいます
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それでも解禁する企業のリアル

副業解禁にメリットを感じない副業解禁を
ためらう

理由

5

　

副
業
を
解
禁
し
た
こ
と
に
よ
る
企
業
側
の

メ
リ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、新
生
銀
行

の
よ
う
に
、そ
も
そ
も
企
業
側
は
メ
リ
ッ
ト
を

期
待
し
て
い
な
い
と
い
う
声
で
す
。社
員
が
就

業
時
間
外
で
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
、企
業
側

の
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
も
な
い
だ
ろ
う
、と

い
う
の
が
根
底
に
あ
る
考
え
方
で
す
。ラ
イ
オ

ン
を
は
じ
め
と
し
た
副
業
を
解
禁
し
た
企
業

で
は
、デ
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
た
残
念
な
副
業
事

例
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
そ
う
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
多
く
の
企
業
は
、直
接
的
な
メ

リ
ッ
ト
を
期
待
し
ま
す
。こ
う
し
た
メ
リ
ッ
ト

を
求
め
る
企
業
の
姿
勢
こ
そ
、副
業
と
い
う

選
択
肢
を
社
員
に
取
り
に
く
く
し
て
い
る
要

因
な
の
で
す
。

　
副
業
解
禁
企
業
は

人
材
獲
得
に
有
利

　

長
期
的
な
目
で
み
れ
ば
、副
業
は
結
果
的

に
企
業
側
に
メ
リ
ッ
ト
を
も
た
ら
し
て
い
る
と

い
え
ま
す
。た
と
え
ば
、ユ
ニ
リ
ー
バ
は
、「
本
業

で
は
得
ら
れ
な
い
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
っ

て
、新
た
な
知
識
や
ス
キ
ル
が
得
ら
れ
る
こ
と

も
多
い
。ま
た
、副
業
を
認
め
て
い
る
こ
と
は

優
秀
な
人
材
の
獲
得
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
」

と
い
う
の
で
す
。新
生
銀
行
も「
副
業
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
が
、人
材
獲
得
に
お
い
て
競
合

他
社
と
の
差
別
化
に
な
っ
て
い
る
」と
い
う
こ

と
で
し
た
。

　

さ
ら
に
、サ
イ
ボ
ウ
ズ
は「
新
た
な
人
材
獲

得
の
み
な
ら
ず
、社
員
の
定
着
に
効
果
が
あ

る
」と
い
い
ま
す
。目
の
前
の
仕
事
を
こ
な
し

な
が
ら
、別
な
仕
事
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い

人
に
と
っ
て
、副
業
は
最
適
な
手
段
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
、企
業
が
副
業
の
解
禁
を
た
め

ら
う
理
由
は
何
か
、解
禁
企
業
が
そ
う
し
た

理
由
を
い
か
に
検
討
し
乗
り
越
え
た
の
か
、そ

の
リ
ア
ル
を
み
て
き
ま
し
た
。副
業
解
禁
は
、

社
員
の
働
き
方
の
選
択
肢
を
増
や
し
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、そ
う
し
た
多
様
な
働
き
方

が
可
能
な
企
業
だ
と
い
う
評
判
を
社
会
に
広

め
、求
職
者
の
質
と
量
を
増
す
副
次
的
な
効

果
を
企
業
に
も
た
ら
す
の
で
す
。

会社への還元を求めるこ

とが副業解禁の目的では

ありません。それが必須に

なると、副業自体が窮屈

になり、やりづらくなってし

まいます

本業へのマイナスの影響

も、健康面での懸案事例

もありません。会社として

のデメリットは生じていま

せん

新卒・中途を問わず、企

業選びのポイントが変わ

り、副業はもちろん、働き

方のフレキシビリティを重

視するケースが多くなって

います

副業という働き方の選択

肢があることで、サイボウ

ズで働きつづけられる社

員もいます

新生銀行 ユニリーバライオン
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副業解禁企業に
そのメリットを問う矛盾

おわりに

就
業
時
間
外
の
一
つ
の
活
動
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
考
え
方
で
す
。メ
リ
ッ
ト
を
聞
か
れ
る
こ

と
自
体
に
、違
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
声
も

あ
り
ま
し
た
。

　

デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、と
く
に
生
じ
て
い

な
い
、懸
念
さ
れ
る
情
報
漏
洩
に
つ
い
て
も
副

業
だ
け
で
起
こ
る
問
題
で
は
な
い
と
い
う
反

応
で
し
た
。メ
リ
ッ
ト
も
デ
メ
リ
ッ
ト
も
、解
禁

企
業
に
と
っ
て
は
、大
き
な
関
心
ご
と
で
は
な

い
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
、就
業
時
間
外
の
時
間
を
ど
の

よ
う
に
活
用
す
る
か
は
労
働
者
の
自
由
で
あ

り
、就
業
規
則
で
副
業
を
一
律
に
禁
止
し
た

と
し
て
も
、そ
れ
自
体
が
法
律
上
無
効
と
な

り
ま
す
。現
行
ル
ー
ル
が
複
雑
で
わ
か
り
に
く

い
の
で
、こ
れ
ま
で
は
そ
の
事
実
さ
え
正
し
く

伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、そ
れ
も

時
間
の
問
題
で
す
。い
よ
い
よ
、副
業
の
あ
り

方
に
つ
い
て
す
べ
て
の
企
業
が
検
討
す
べ
き
時

が
き
た
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、企
業
内
の
ル
ー
ル
を
変
え
、解

禁
へ
と
舵
を
切
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
は
容

易
に
想
像
で
き
ま
す
。そ
の
際
は
、ぜ
ひ
、本

　
「
う
ー
ん
。あ
る
と
す
る
と
…
…
」。副
業

解
禁
の
メ
リ
ッ
ト
を
担
当
者
に
た
ず
ね
た
際
、

多
く
の
場
合
、こ
の
よ
う
な〝
間
〞が
あ
り
ま
し

た
。そ
の
後
に
こ
う
つ
づ
き
ま
す
。「
メ
リ
ッ
ト

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。い
く
つ
か
具
体
的
に

挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、そ
も
そ
も
就
業

時
間
外
に
行
わ
れ
る
社
員
の
活
動
に
、企
業

側
の
メ
リ
ッ
ト
も
何
も
な
い
。あ
っ
た
と
し
て

も
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
」。

　

こ
う
し
た
間
や
前
置
き
こ
そ
、そ
の
企
業

が
副
業
を
解
禁
で
き
た
証
左
で
あ
り
、割
愛

せ
ず
、リ
ア
ル
に
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ま
し
た
。

　

企
業
の
メ
リ
ッ
ト
、デ
メ
リ
ッ
ト
に
対
応
す
る

回
答
だ
け
抜
き
出
し
て
紹
介
す
れ
ば
、そ
れ

ら
を
強
調
す
る
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
か

ね
な
い
。そ
の
情
報
を
も
と
に
、副
業
解
禁
を

検
討
す
る
な
ら
ば
、ど
の
副
業
な
ら
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
分
析
や
、実
際
に
効
果

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
っ
た
検
証
プ
ロ
セ
ス
が

必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。そ
れ
は
副
業
解
禁
の

ハ
ー
ド
ル
を
上
げ
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

解
禁
企
業
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、副
業
は

書
の
リ
ア
ル
な
情
報
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

本
書
を
傍
ら
に
置
き
な
が
ら
、副
業
解
禁
を

う
ま
く
実
現
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、と
願
っ
て

い
ま
す
。

本書の姉妹版として、「副業受入れ」のガイドラインを2022年秋

に発行します。副業は従業員のプライベートに関わるもので、その

容認は企業にとってメリットやデメリットを語るべきものではない

一方、受入れについては企業にとって大きなメリットがあります。

戦略的人材活用の一手段になるというメッセージを展開します。
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