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で
は
、
副
業

・
兼
業
の
緩
和
は
ど

の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
し

ょ
つヽ
か
。

一
つ
目
は
、
中
高
年
男
性
の
側
の

新
た
な
チ
ャ
ン
ス
の
獲
得
で
す
。
例

え
ば
、
副
業
が
可
能
と
な
れ
ば
、
起

業
の
準
備
な
ど
、
新
し
い
こ
と
に
挑

戦
す
る
機
会
と
し
て
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
定
年
後
の
起
業
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
が
伴

い
ま
す

が
、
働
き
な
が
ら
、
自
身
が
今
ま
で

身
に
着
け
た
豊
富
な
経
験
や
ス
キ
ル

を
生
か
す
と
い
う
の
な
ら
、
経
済
面%

を
中
心
に
か
な
り
の
リ
ス
ク
低
減
に

つ
な
が
る
と
考
え
ま
す
。
定
年
後
も
、

再
雇
用
な
ど
で
同
じ
企
業
に
就
業
継

続
を
考
え
て
い
る
人
の
中
か
ら
も
、

こ
の
よ
う
な
機
会
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
新
た
な
可
能
性
を
見
い
だ
す
人

が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
生
の
満
足
度
高
め
る
効
果

二
つ
目
は
、
同
じ
く
中
高
年
男
性

の
側
の
人
生
に
対
す
る
満
足
度
を
高

め
る
効
果
で
す
。
「
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
」
で
は
、
男
性
管
理
職
に
対
し
て
、

仕
事
内
容
や
年
収
な
ど
の
職
場
に
関

わ
る
満
足
度
を
尋
ね
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
、
仕
事
内
容
に
対
し
て
は
約

半
数
の
人
が
満
足
を
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
昇
進
や
昇
給
に
対
し

て
は
、
満
足
を
し
て
い
る
人
が
約
２

割
と
少
な
い
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙

げ
ら
れ
ま
す

（グ
ラ
フ
）。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
送
る
上
で

は
、
相
対
的
な
比
較
・評
価
の
結
果
、

さ
ま
ざ
ま
な
不
満
が
出
る
の
は
、
仕

方
が
な
い
こ
と
で
す
が
、
望
ん
だ
評

価
が

一
つ
の
会
社
か
ら
得
ら
れ
な
く

て
も
、
そ
れ
は
本
人
の
資
質
や
能
力

だ
け
が
原
因
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
副

業
や
兼
業
を
通
じ

て
、
新
た
な
活
躍

の
場
を
見

つ
け
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、

職
場
か
ら
の
評
価

に
捉
わ
れ
ず
、
人

生
に
対
す
る
満
足

度
を
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず

で
す
。

三
つ
目
は
、
企
業
の
側
の
メ
リ
ッ

ト
で
す
。
最
近
で
は
、
「専
業
禁
止
」

を
人
材
ポ
リ
シ
ー
に
掲
げ
る
企
業
な

ど
、
従
業
員
の
副
業

・
兼
業
を
奨
励

す
る
企
業
が
少
し
ず
つ
出
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
ら
の
企
業
が
、
副
業

・
兼

業
を
容
認
し
た
こ
と
で
、
得
ら
れ
た

効
果
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
本
業
と

の
相
乗
効
果
で
す
。

副
業

・
兼
業
を
行
う
こ
と
は
、
新

た
な
ス
キ
ル
や
人
材
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
獲
得
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
な
が

る
た
め
、
そ
れ
ら
は
、
本
業
に
対
し

て
も
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
企
業
が

出
て
き
て
い
る
の
で
す
。

総
務
省
に
よ
れ
ば
、
起
業
者
の
数

が
、
男
性
は

「
側
～
鶴
歳
」
が
７５
万

２
千
人

（男
性
起
業
者
に
占
め
る
割

合
１７

・
８
％
）
と
最
も
多
く
、
次
い

で
「
６５
～
６９
歳
」
が
５６
万
２
千
人

（同

‐３

・
３
％
）、
「
５５
～
５９
歳
」
が
中
万

６
千
人

（同
１１

・
８
％
）
と
な

っ
て

お
り
、
中
高
年
で
起
業
す
る
人
が
多

く
な

っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
副
業

・

兼
業
が
し
や
す
く
な
り
、
多
様
な
経

験
を
積
め
る
機
会
が
増
え
れ
ば
、
中

高
年
の
起
業
者
の
数
は
も

つ
と
増
え

る
と
考
え
ま
す
。
多
様
な
働
き
方
が

推
進
さ
れ
る
こ
と
は
、
女
性
だ
け
で

は
な
く
、
意
欲
の
あ
る
中
高
年
男
性

の
活
躍
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

（日
本
総
合
研
究
所
　
創
発
戦
略
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Ｓ
Ｇ
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ることは男性にもメリットが大きい
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会
社
員
に
副
業
↑
兼
業
の
す
す
め

「女
性
活
躍
推
進
」
考
～
そ
の
６

「女
性
の
活
躍
推
進
」
を
阻
害
す

る
要
因
の

一
つ
に
は
、
勤
務
場
所
や

勤
務
時
間
の
選
択
肢
が
少
な
く
、
多

様
な
働
き
方
が
社
会
で
浸
透
し
て
い

な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
育
児

や
介
護
な
ど
の
事
情
を
抱
え
る
女
性

の
場
合
、
多
様
な
働
き
方
が
可
能
な

ら
、
家
庭
と
の
両
立
を
し
な
が
ら
、

仕
事
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
感

じ
る
人
も
多
く
い
ま
す
。

既
に
専
業
主
婦
と
な
っ
て
い
る
女

性
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
多
様
な
働

き
方
が
可
能
な
ら
、
再
就
職
を
し
て

働
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
人
も

少
な
か
ら
ず

い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。最

近
で
は
、
勤
務
場
所
や
勤
務
時

間
の
多
様
さ
に
加
え
て
、
副
業

・
兼

業
の
緩
和
と
い
う
仕
事
内
容
の
多
様

化
ま
で
を
含
め
て

「多
様
な
働
き
方
」

が
議
論
を
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き

ま
し
た
。
２
０
１
６
年
９
月
２７
日
に

首
相
官
邸
で
開
催
さ
れ
た
第
１
回

「
働
き
方
改
革
実
現
会
議
」
の
中
で

も
、
安
倍
晋
三
首
相
は

「
テ
レ
ワ
ー

ク
、
副
業

・
兼
業
と
い
っ
た
柔
軟
な

働
き
方
」
を
今
後
取
り
上
げ
る
こ
と

に
言
及
し
て
い
ま
す
。
テ
レ
ワ
ー
ク

な
ど
の
普
及
に
伴
い
、
勤
務
場
所
や

勤
務
時
間
の
選
択
肢
が
増
え
る
こ
と

は
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
を
し
な
が

ら
働
き
や
す
ぐ
な
る
こ
と
に
加
え

て
、
社
外
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
参

画
し
や
す
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。

本
稿
で
は
、
多
様
な
働
き
方
の
中

で
も
、
副
業

・
兼
業
に
つ
い
て
着
目

し
て
み
ま
し
た
。

新
た
な
チ
ャ
ン
ス
獲
得

‐２
年
の
総
務
省

「就
業
構
造
基
本

調
査
」
に
よ
れ
ば
、
雇
用
者
全
体
に

お
け
る
副
業
を
し
て
い
る
人
の
割
合

は
、
雇
用
者
全
体
で
３

・
４
％
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
副
業
を
し
て
い

る
雇
用
者
の
う
ち
、
本
業
の
収
入
が

２
０
０
万
円
未
満
で
あ
る
人
は
約
半

数
、
約
７
割
の
人
が
本
業
の
収
入
が

３
０
０
万
円
未
満
と
な

っ
て
い
ま

す
。
現
状
で
は
、
副
業
を
し
て
い
る

多
く
の
人
が
、
本
業
の
収
入
だ
け
で

は
生
活
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
生
活

収
入
の
補
填
の
た
め
に
そ
れ
を
行

っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

日
本
総
合
研
究
所
が
東
京
圏
に
勤

務
す
る
欄
～
５０
代
の
男
性
管
理
職
５

１
６
人
を
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ

ー
ト

（以
下

「
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
し

に
よ
れ
ば
、
多
様
な
働
き
方
に
向
け

て
、
企
業
に
求
め
る
制
度
を
尋
ね
た

と
こ
ろ

「業
務
量
や
働
く
時
間
を
調

整
で
き
る
仕
組
み
」
（
４‐

．
７
％
）

が
最
も
多
く
、
続
い
て

「副
業

・
兼

業
規
定
の
緩
和
・容
認
」
（３４
・３
％
）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
中
高
年

男
性
の
中
で
も
、
副
業

・
兼
業
へ
の

要
望
を
持
つ
人
が

一
定
割
合
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

若
い
こ
ろ
、
先
輩
か
ら

「
こ
の
世
で

一
番
怖
い
も
の
は
、
お
じ
さ
ん
に
よ
る
お
じ
さ
ん
へ
の
嫉
妬
だ
」
と
言
わ
れ
た
。

先
輩
の
分
析
に
よ
る
と
、
多
く
の
女
性
は
就
職
、
結
婚
、
出
産
、
子
育
て
と
人
生
の
ス
テ
ー
ジ
が
い
く
つ
も
あ
り
、
就

職
で

「負
け
」
て
も
、
結
婚
で

「勝
つ
」
と
い
う
心
理
が
働
き
や
す
い
。　
一
方
、
男
性
の
大
半
は
就
職
し
た
会
社
だ
け

が
舞
台
に
な
り
、そ
こ
で
の
勝
ち
負
け
は
深
い
嫉
妬
心
を
生
み
や
す
い
と
い
う
。
こ
の
見
方
は
１
世
代
前
の
も
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
職
場
を
離
れ
、
副
業

・
兼
業
を
す
す
め
る
今
回
の
論
考
は
、
人
生
の
満
足
度
を
改
め
て
考
え
直
す
機
会
に
な
る
。

（編
集
部

・
貶
歳
男
性
）
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