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【
事
実
の
概
要
】

一
　
Y
会
社
は
、
土
木
建
築
工
事
の
設
計
監
理
に
関
わ
る
労
働
者
派

遣
事
業
を
、
労
働
者
派
遣
九
五
条
一
項
に
基
づ
く
許
可
を
得
る
こ
と

な
く
営
む
派
遣
会
社
で
あ
る
。
労
働
者
X
は
一
級
建
築
士
、
一
級
土

木
施
行
管
理
技
師
、
｝
級
建
築
施
行
管
理
技
師
の
資
格
を
持
ち
、
Y

に
お
い
て
面
接
を
受
け
た
上
、
派
遣
社
員
と
し
て
登
録
し
た
。
そ
の

際
、
パ
ソ
コ
ン
の
技
能
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
、
エ
ク
セ
ル
が
で
き
る

が
、
O
＞
U
（
機
械
・
建
築
物
等
の
設
計
ソ
フ
ト
）
は
で
き
な
い
と
回

答
し
た
。

二
　
X
は
、
訴
外
A
社
に
派
遣
さ
れ
、
二
ヶ
月
ほ
ど
和
歌
山
市
の
納

定
配
水
管
工
事
の
施
工
管
理
に
従
事
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
一
五
年

四
月
か
ら
四
ヶ
月
の
予
定
で
、
訴
外
B
社
に
派
遣
さ
れ
、
同
社
が
請

負
っ
た
播
磨
町
の
水
道
工
事
に
従
事
し
た
。
A
お
よ
び
B
は
、
Y
と

の
間
で
、
業
務
協
力
基
本
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
同
契
約
に
よ
れ

ば
、
A
は
Y
に
対
し
、
業
務
に
従
事
す
る
も
の
と
し
て
X
を
特
定
す

る
と
と
も
に
、
上
記
契
約
を
解
除
で
き
る
事
由
を
、
業
務
委
託
基
本

契
約
書
に
定
め
て
い
た
。
播
磨
町
の
工
事
の
際
、
Y
の
代
表
者
と
し

て
は
、
A
の
際
と
同
様
、
パ
ソ
コ
ン
の
持
参
が
要
求
さ
れ
る
も
の
と

考
え
て
い
た
が
、
X
は
、
特
段
の
条
件
を
聞
か
な
か
っ
た
た
め
、
パ

ソ
コ
ン
を
持
参
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

三
　
と
こ
ろ
が
、
同
年
五
月
初
め
ご
ろ
、
B
か
ら
Y
に
対
し
、
X
を

交
代
さ
せ
る
よ
う
要
請
が
あ
っ
た
た
め
、
Y
の
代
表
者
は
急
遽
同
月

六
日
に
X
に
対
し
B
で
の
就
労
を
中
止
す
る
よ
う
指
示
し
、
一
方
で

派
遣
労
働
者
で
あ
る
奥
詰
C
を
X
の
後
任
と
し
て
派
遣
し
た
。
Y
の

代
表
者
に
よ
れ
ば
、
B
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
の
内
容
は
、
X
が
パ
ソ
コ

ン
を
持
参
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
B
や
播
磨

町
の
担
当
者
か
ら
、
X
に
対
す
る
不
満
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
を

し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
後
に
Y
が
主
張
し
た
交
代
要
請

の
理
由
は
、
X
が
①
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
で
き
ず
、
パ
ソ
コ
ン
を
持
参
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す
る
こ
と
す
ら
し
な
か
っ
た
こ
と
、
②
現
場
に
お
け
る
態
度
が
横
柄

で
あ
っ
た
こ
と
、
③
水
道
配
管
工
事
の
知
識
や
技
術
に
欠
け
、
指
導

力
が
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

四
　
Y
は
、
X
に
対
す
る
他
の
派
遣
先
を
検
討
し
た
が
、
適
当
な
派

遣
先
が
な
か
っ
た
た
め
、
結
局
、
X
を
解
雇
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
X
は
、
Y
に
対
し
、
主
位
的
に
、
B
へ
の
派
遣
残
存
期
間
に

得
る
べ
き
賃
金
未
払
分
を
求
め
た
、
予
備
的
に
、
こ
れ
が
支
給
さ
れ

な
い
と
し
て
も
休
業
手
当
が
支
給
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
（
予
備
的
請

求
1
）
、
休
業
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
解
雇
予
告
手
当

が
支
給
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
（
予
備
的
請
求
2
）
、
こ
れ
ら

を
求
め
た
。

【
判
旨
】
　
一
部
認
容
（
確
定
）

一
　
Y
と
A
、
B
と
の
間
の
契
約
に
つ
い
て
、
「
X
と
Y
と
の
間
に

指
揮
命
令
服
従
関
係
は
な
か
っ
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
、

Y
は
労
働
者
派
遣
法
五
条
一
項
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
ず
「
労
働
者

派
遣
法
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
が
、
労
働
者
派
遣

で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
」
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
派
遣
期
間
の
終
了
に
関
す
る
合
意
の
有
無

　
「
Y
は
、
X
と
の
間
で
、
派
遣
先
か
ら
派
遣
労
働
者
の
交
代
要
請

が
あ
っ
た
場
合
は
、
派
遣
期
間
の
途
中
で
あ
っ
て
も
派
遣
労
働
者
の

交
代
を
し
、
残
期
間
の
給
与
を
支
払
わ
な
い
こ
と
を
合
意
し
た
と
主

張
」
す
る
が
、
Y
と
派
遣
先
と
の
間
の
契
約
に
は
、
「
そ
の
よ
う
な

合
意
を
前
提
と
し
た
条
項
は
見
当
た
ら
な
い
」
。
む
し
ろ
、
「
A
が
X

の
交
代
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
」
、
業
務
委
託
基
本
契

約
書
八
条
「
各
項
に
該
当
す
る
事
由
の
存
在
を
理
由
と
す
る
債
務
不

履
行
（
不
完
全
履
行
）
が
あ
る
場
合
に
限
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ

る
」
。
こ
の
こ
と
は
、
B
が
委
託
し
た
「
播
磨
町
の
工
事
に
お
け
る

契
約
で
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
」
。
「
そ
う
す
る
と
、
X
と
Y
と

の
間
で
、
Y
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
派
遣
先
か
ら
派
遣
労
働
者
の
交

代
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
問
わ
ず
、
派
遣
期
間
の
途

中
で
あ
っ
て
も
派
遣
労
働
者
の
交
代
を
し
、
残
期
間
の
給
与
は
支
払

わ
な
い
こ
と
を
合
意
し
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

三
　
X
の
勤
務
状
況
に
お
け
る
解
雇
事
由
の
存
否

（
一

j
　
一
般
論

　
X
に
「
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
が
あ
り
、
派
遣
先
か
ら
交
代

要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
派
遣
期
間
の
途
中
で
あ
っ
て
も
、
X
と
し

て
は
交
代
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
X
の
派
遣
期
間
は
終
了
す
る
こ
と
と

な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
派
遣
元
と
の
雇
用
契
約
も
一
旦
終
了

し
、
残
期
間
の
給
与
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
」
コ
方
、
X
の
勤
務
状
況
が
、
Y
と
派
遣
先
と
の
間
の
派
遣

契
約
に
照
ら
し
て
、
債
務
不
履
行
（
不
完
全
履
行
）
と
い
え
な
い
場

棚鋤44儒



究研捌
半

合
は
、
派
遣
先
は
、
Y
に
対
し
て
、
X
の
交
代
を
要
求
し
た
り
、
Y

が
こ
れ
に
応
じ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
派
遣
契
約
を
解
除
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
。

　
「
も
っ
と
も
、
X
の
勤
務
状
況
が
、
債
務
不
履
行
と
い
え
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
派
遣
先
が
X
の
就
労
を
拒
絶
す
る
場
合
、
X
の
Y

に
対
す
る
賃
金
請
求
権
の
帰
趨
に
つ
い
て
は
、
別
に
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
」
。

（
二
）
　
X
の
勤
務
状
況
と
不
完
全
履
行

　
「
B
と
Y
と
の
間
の
労
働
者
派
遣
契
約
に
お
い
て
、
X
に
パ
ソ
コ

ン
を
持
参
さ
せ
る
こ
と
や
、
図
面
を
O
＞
U
で
作
成
す
る
こ
と
が
明

示
的
な
条
件
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
証
拠
は
な
い
。
」

「
0
》
U
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
X
と
Y
と
の
雇
用
契
約
に
お
い
て
も

条
件
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
」
。

　
Y
代
表
者
は
、
交
代
要
請
の
理
由
を
「
確
認
し
て
お
ら
ず
、
そ
の

実
際
の
理
由
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
X
の
勤
務
状
況
が
、
B

と
Y
と
の
間
の
労
働
者
派
遣
契
約
の
債
務
不
履
行
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
。
「
播
磨
町
に
お
け
る
当
事
者

も
、
パ
ソ
コ
ン
が
苦
手
で
あ
り
、
X
に
業
務
を
い
ろ
い
ろ
頼
も
う
と

し
た
が
、
こ
れ
に
応
じ
そ
う
に
な
か
っ
た
た
め
、
X
の
交
代
を
要
請

し
た
だ
け
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
」
「
X
の
勤
務
状
況
が
、

Y
と
派
遣
先
と
の
間
の
労
働
者
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
事
由
に

該
当
す
る
と
は
い
え
な
い
」
。

四
　
X
と
Y
と
の
雇
用
契
約
の
帰
趨

　
「
Y
と
し
て
は
、
派
遣
先
か
ら
、
X
の
勤
務
状
況
が
、
Y
と
派
遣

先
と
の
労
働
者
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
事
由
に
該
当
す
る
と
主

張
し
て
、
X
の
就
労
を
拒
絶
し
、
そ
の
交
代
を
要
請
さ
れ
た
と
し
て

も
、
X
の
勤
務
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
よ
く
知
る
立
場
に
な
く
、

派
遣
先
の
主
張
を
争
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

「
派
遣
先
か
ら
X
の
就
労
を
拒
絶
さ
れ
た
場
合
、
Y
と
し
て
は
、
乏

し
い
資
料
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
派
遣
先
に
よ
る
X
の
交
代

要
請
を
拒
絶
し
、
債
務
不
履
行
事
由
の
存
在
を
争
っ
て
、
派
遣
代
金

の
請
求
を
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
も
ま
た
困
難
と
い
う
べ
き

で
あ
る
。
」
「
そ
う
す
る
と
、
Y
が
、
派
遣
先
と
の
問
で
、
債
務
不
履

行
事
由
の
存
否
を
争
わ
ず
、
X
の
交
代
要
請
に
応
じ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
X
の
就
労
が
履
行
不
能
と
な
っ
た
場
合
、
特
段
の
事
情
の
な
い

限
り
、
X
の
Y
に
対
す
る
賃
金
請
求
権
は
消
滅
す
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
（
民
法
五
三
六
条
二
項
の
適
用
は
な
い
と
考
え
る
）
。
」

　
コ
方
、
Y
の
判
断
に
よ
り
、
派
遣
先
と
の
紛
争
を
回
避
し
、
派

遣
先
か
ら
の
X
の
就
労
拒
絶
を
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
派
遣
先

に
お
け
る
X
の
就
労
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
X
の
勤
務
状
況

か
ら
、
Y
と
派
遣
先
と
の
労
働
者
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
事
由

が
存
在
す
る
と
い
え
る
場
合
を
除
き
、
労
働
基
準
法
二
六
条
に
い
う

⑬4辺偽脇
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『
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
休
業
』
に
該
当
し
、
X
は
、

Y
に
対
し
、
休
業
手
当
の
支
給
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。
」【

評
釈
】
　
一
部
疑
問

一
　
本
判
決
の
意
義

　
本
件
は
、
派
遣
業
界
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
派
遣
元
が
理
由

を
確
認
せ
ず
に
、
派
遣
先
の
交
代
要
請
に
応
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

派
遣
労
働
者
が
解
雇
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
案
で
あ
り
、
本
判
決

は
こ
う
し
た
事
案
に
対
す
る
初
め
て
の
判
決
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
本
件
で
は
、
派
遣
元
と
派
遣
労
働
者
間
の
派

遣
期
間
の
終
了
に
関
す
る
合
意
の
存
否
な
ど
、
ま
さ
に
理
論
上
も
議

論
の
あ
る
と
こ
ろ
が
争
わ
れ
て
お
り
、
立
論
の
あ
り
方
が
注
目
さ
れ

る
。
ま
た
、
本
判
決
の
結
論
は
、
派
遣
元
が
派
遣
先
と
の
紛
争
を
回

避
し
、
派
遣
先
か
ら
の
労
働
者
の
交
代
要
請
に
応
じ
た
こ
と
に
よ
り
、

派
遣
先
に
お
け
る
労
働
者
の
就
労
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
、
派
遣

労
働
者
の
勤
務
状
況
か
ら
、
派
遣
元
と
派
遣
先
間
の
派
遣
契
約
上
の

債
務
不
履
行
事
由
が
存
在
す
る
場
合
を
除
き
、
派
遣
元
は
派
遣
労
働

者
に
対
し
休
業
手
当
を
支
給
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
点
は
今
後
の
労
働
者
派
遣
の
実
務
に
対
し
て
、
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。

二
　
本
判
決
の
枠
組
み

　
本
判
決
は
、
ま
ず
、
①
Y
と
派
遣
先
と
の
間
の
派
遣
契
約
に
つ
い

て
、
派
遣
先
が
X
の
交
代
を
要
求
で
き
る
場
合
は
、
Y
と
派
遣
先
間

の
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
限
る
と
解

釈
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
Y
が
主
張
す
る
よ
う
な
派
遣
期
間
の
終
了
に

関
す
る
合
意
を
否
定
し
て
い
る
。
次
に
、
②
解
雇
事
由
の
存
否
に
つ

い
て
、
派
遣
労
働
者
の
勤
務
状
況
が
派
遣
契
約
に
照
ら
し
て
、
債
務

不
履
行
と
な
る
場
合
に
は
、
派
遣
先
の
交
代
要
請
で
派
遣
労
働
者
と

派
遣
元
と
の
雇
用
契
約
も
一
旦
終
了
す
る
と
一
般
論
を
提
示
し
て
い

る
。
そ
の
う
え
で
、
本
判
決
は
、
③
Y
の
主
張
し
た
交
代
要
請
の
理

由
に
つ
い
て
、
綿
密
な
検
討
を
行
っ
た
上
で
そ
れ
を
否
定
し
、
X
の

勤
務
状
況
が
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
事
由
に
該
当
し
な
い
と
し

て
い
る
。
④
最
後
に
、
本
判
決
は
一
転
し
て
、
派
遣
労
働
者
の
勤
務

状
況
が
債
務
不
履
行
と
い
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
派
遣
先
が
そ

の
債
務
不
履
行
を
主
張
し
て
就
労
を
拒
絶
す
る
場
合
、
派
遣
元
が
派

遣
先
の
主
張
を
争
う
こ
と
が
難
し
い
か
ら
、
派
遣
労
働
者
の
派
遣
元

に
対
す
る
賃
金
請
求
権
は
消
滅
し
、
一
方
で
休
業
手
当
請
求
権
を
求

め
る
こ
と
は
で
き
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
以
下
、
本
判
決
の
か
か

る
枠
組
み
に
沿
っ
て
検
討
す
る
。

脳
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三
　
派
遣
労
働
者
と
派
遣
元
間
の
派
遣
期
間
の
終
了
に
関
す
る
合
意

　
Y
は
、
X
と
の
間
で
、
派
遣
先
か
ら
交
代
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
派
遣
期
間
の
途
中
で
も
交
代
し
残
期
間
の
給
与
を
支
払
わ
な

い
合
意
が
存
在
し
て
い
る
と
主
張
し
て
お
り
、
ま
ず
こ
の
点
が
問
題

と
な
る
。

（
一

j
　
交
代
限
定
条
項
の
存
在
意
義

　
こ
の
合
意
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
Y
と
派
遣
先
と
の
間
の
派
遣

契
約
（
形
式
上
は
「
業
務
委
託
基
本
契
約
」
）
を
解
釈
し
、
そ
れ
を

根
拠
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
派
遣
契
約

に
お
い
て
、
派
遣
先
が
X
の
交
代
を
要
請
で
き
る
場
合
は
、
派
遣
契

約
上
の
債
務
不
履
行
が
存
在
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
（
以
下
は

「
交
代
限
定
条
項
」
と
い
う
）
と
解
釈
さ
れ
る
か
ら
、
上
記
X
I
Y

間
の
合
意
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
実
務
に
お
い
て
は
、
派
遣
元
と
派
遣
先
間
の
派
遣
契
約

に
お
け
る
交
代
限
定
条
項
が
仮
に
定
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

守
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
本
件
に
お
け
る
B
も
、
本
判
決

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
「
播
磨
町
に
お
け
る
当
事
者
も
、
パ
ソ

コ
ン
が
苦
手
で
あ
り
、
X
に
業
務
を
い
ろ
い
ろ
頼
も
う
と
し
た
が
、

こ
れ
に
応
じ
そ
う
に
な
か
っ
た
た
め
、
X
の
交
代
を
要
請
し
た
だ
け

で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
」
）
、
ま
さ
に
交
代
限
定
条
項
を

守
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
る
と
、
Y
と

し
て
は
、
派
遣
先
と
の
間
で
交
代
限
定
条
項
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

X
と
の
間
で
は
、
か
か
る
合
意
を
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
本
判
決
の
解
釈
に
は
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
に
見
え

る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
、
派
遣
元
と
派
遣
先
間
の
交
代
限
定
条
項

の
存
否
が
、
派
遣
元
と
派
遣
労
働
者
の
間
の
合
意
の
有
無
を
左
右
す

る
の
で
あ
れ
ぼ
、
仮
に
、
本
件
と
異
な
り
、
派
遣
元
と
派
遣
先
問
の

派
遣
契
約
に
交
代
限
定
条
項
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
派
遣
元
と
派

遣
労
働
者
間
の
合
意
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
、
本
判
決
の
理
論
構
成
と
そ
の
趣
旨
に
は

不
明
確
な
点
が
残
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
解
釈
の
手
法
で
は
な
く
、

正
面
か
ら
上
記
合
意
に
つ
い
て
分
析
し
た
ほ
う
が
、
実
務
的
に
も
理

論
的
に
も
よ
り
有
意
義
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ

の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。

（
二
）
　
民
法
六
二
八
条
の
意
義
お
よ
び
本
件
合
意

　
本
件
の
よ
う
な
登
録
型
派
遣
の
場
合
、
派
遣
労
働
者
と
派
遣
元
と

の
間
で
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
（
多
く
は
派
遣
期
間
と
同
様
の
期

間
）
労
働
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
。
上
記
合
意
を
認
め
る
の
で
あ
れ

ば
、
派
遣
先
の
交
代
要
請
で
、
派
遣
労
働
者
が
一
旦
解
雇
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
派
遣
元
と
の
間
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
は
解

約
さ
れ
る
。
し
か
し
、
民
法
六
二
八
条
に
よ
る
と
、
期
間
の
定
め
の

あ
る
労
働
契
約
は
、
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
な
い
限
り
期
間
途

㈲41
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中
で
の
解
約
が
許
さ
れ
な
い
。
「
派
遣
先
か
ら
の
交
代
要
請
が
あ
っ

た
」
こ
と
を
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
と
見
る
の
は
、
か
な
り
疑
問

が
残
る
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
合
意
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、

こ
の
民
法
六
二
八
条
が
強
行
規
定
か
否
か
に
関
わ
っ
て
く
る
。
民
法

六
二
八
条
が
強
行
規
定
で
あ
る
の
か
任
意
規
定
で
あ
る
の
か
は
、
学

説
に
お
い
て
は
い
ま
だ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
筆
者
の
考
え
で
は
、

民
法
六
二
八
条
を
任
意
規
定
と
解
し
た
場
合
、
労
使
間
の
構
造
的
不

均
衡
か
ら
、
こ
の
規
定
の
趣
旨
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
労
働
者
に
不
利

な
条
項
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
多
数
存
在
す
る
と
予
想
で
き
、
こ
の

民
法
上
の
規
定
は
空
洞
化
し
て
し
ま
い
、
存
在
の
意
味
が
乏
し
く

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
だ
け
で
民
法
六
二
八
条
を
強
行
規
定
と

主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
任
意
規
定
と
す
る

際
に
慎
重
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

　
民
法
六
二
八
条
が
強
行
規
定
か
任
意
規
定
か
に
つ
い
て
の
検
討
を

別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
民
法
六
二
八
条
を
仮
に

任
意
規
定
と
解
し
た
場
合
で
も
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
上
記
合
意

の
存
在
あ
る
い
は
特
約
を
認
め
る
べ
き
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
派
遣
先
か
ら
交
代
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
派
遣
期
間
の
途
中

で
も
交
代
し
残
期
間
の
給
与
を
支
払
わ
な
い
」
と
い
う
合
意
に
つ
い

て
は
、
「
意
思
表
示
の
蝦
疵
」
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
問
題
に
な
ら
な
い

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
が
構
造
的
に
不
均
衡
な

立
場
に
あ
る
場
合
に
は
、
一
方
当
事
者
は
、
更
な
る
不
利
益
を
受
け

な
い
た
め
に
、
相
手
方
の
提
示
す
る
条
件
に
拘
束
さ
れ
て
意
思
表
示

の
形
成
を
迫
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
民
法
六
二
八
条
を
任
意
規
定
と
解
し
て
も
、
上
記
合
意
の
内

容
が
「
公
序
良
俗
」
に
反
し
て
い
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
今
日
で
は
、
「
公
序
」
概
念
は
「
社
会
的
妥
当
性
」
と
広
く
捉

え
ら
れ
て
、
公
序
違
反
に
つ
い
て
、
契
約
当
事
者
の
主
観
的
事
情
が

考
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
上
記
合
意
に
つ
い
て

見
る
と
、
（
派
遣
先
か
ら
）
「
交
代
要
請
が
あ
っ
た
場
合
」
と
い
う
文

言
は
、
漠
然
と
し
て
何
の
基
準
を
提
示
し
て
い
な
い
（
派
遣
労
働
者

と
し
て
は
、
い
つ
交
代
要
請
が
あ
る
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
状
態
に

あ
る
）
の
で
、
派
遣
労
働
者
が
極
め
て
不
安
定
な
地
位
に
置
か
れ
る

よ
う
な
内
容
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
労

働
者
の
不
安
定
と
結
び
つ
け
る
合
意
は
、
社
会
的
に
守
る
べ
き
価
値

を
破
壊
す
る
お
そ
れ
を
有
し
、
公
序
違
反
と
考
え
る
余
地
も
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
期
間
雇
用
は
、
期
間
中
は
当
事
者
双
方
が
雇
用
を
継
続
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
雇
用
の
存
続
期
間
を
相
互
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

定
期
間
保
障
し
合
う
意
義
が
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
真

正
な
意
思
や
雇
用
期
間
に
対
す
る
信
頼
の
尊
重
か
ら
も
、
上
記
合
意

を
認
め
ら
れ
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
こ
う
し
た
合
意
あ
る
い
は
特
約
は
、
派
遣
労
働
者
を

細㈹
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あ
ま
り
に
も
不
安
定
な
地
位
に
置
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特

約
を
認
め
つ
つ
最
終
的
に
労
働
者
の
正
当
な
利
益
を
解
雇
権
濫
用
法

　
　
　
　
　
　
　
　

理
で
担
保
す
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
合
意
の
内

容
が
公
序
違
反
と
し
て
容
認
し
が
た
い
と
考
え
る
。
派
遣
元
と
派
遣

先
間
の
派
遣
契
約
に
関
係
な
く
、
民
法
の
規
定
お
よ
び
当
事
者
意
思

の
尊
重
か
ら
し
て
、
派
遣
元
と
派
遣
労
働
者
間
の
上
記
合
意
を
認
め

ら
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
　
判
巳
旦
二
の
一
般
論
に
つ
い
て

（
一

j
　
労
働
者
に
よ
る
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
と
派
遣
元
・
労

　
　
働
者
間
の
雇
用
契
約
の
終
了

　
本
判
決
は
、
派
遣
労
働
者
に
「
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
が
あ

り
、
派
遣
先
か
ら
交
代
要
請
が
あ
っ
た
場
合
は
」
、
労
働
者
の
「
派

遣
期
間
は
終
了
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
派
遣
元

と
の
雇
用
契
約
も
一
旦
終
了
し
、
残
期
間
の
給
与
を
請
求
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
労

働
者
の
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
は
、
直
ち
に
派
遣
元
と
派
遣
労

働
者
間
の
雇
用
契
約
の
終
了
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
疑
問
の

余
地
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
派
遣
元
と
労
働
者
間
の
雇
用
契
約
に

お
い
て
、
解
雇
に
関
す
る
条
件
を
明
示
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い

る
（
労
基
法
一
五
条
お
よ
び
労
基
則
五
条
一
項
）
。
ま
た
、
派
遣
元

は
、
派
遣
契
約
上
の
就
業
条
件
な
ど
を
労
働
者
に
明
示
す
べ
き
で
あ

り
（
労
働
者
派
遣
法
三
四
条
）
、
そ
の
就
業
条
件
が
雇
用
契
約
に
お

け
る
の
と
同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
う

す
る
と
、
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
と
な
る
場
合
に
は
解
雇
で
き

る
よ
う
な
条
項
が
雇
用
契
約
に
定
め
ら
れ
る
（
以
下
「
解
雇
条
項
」
）

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
雇
条
項
は
、
直
ち

に
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
期
間
の
定
め
の

あ
る
雇
用
契
約
の
期
間
途
中
で
の
解
雇
に
つ
き
、
民
法
六
二
八
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

い
う
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
の
存
在
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
、

派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
労
働
者
の
解
雇
に
つ
い
て
も
、

前
記
解
雇
条
項
に
つ
い
て
限
定
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
の
期
間
途
中

の
解
雇
に
つ
い
て
の
判
例
の
傾
向
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

話
芸
の
裁
判
例
が
出
て
お
り
、
厳
格
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
と
い
え

　
　
　
　

よ
う
。
例
え
ば
、
民
法
六
二
八
条
に
い
う
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」

を
判
断
基
準
と
し
て
、
そ
れ
を
コ
雇
用
期
間
の
途
中
で
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
や
む
を
得
な
い
事
由
」
（
安
川
電
…
機
八
幡
工

場
事
件
）
で
あ
る
と
判
断
す
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
学
説
で
は
、

「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
を
コ
雇
用
契
約
を
継
続
せ
し
む
る
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
の
見
解
上
著
し
く
不
当
又
は
不
公
平
な
り
と
思
う
べ
き
事
実
」

や
「
期
間
満
了
ま
で
雇
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
不
当
・
不
公
平
と
認

㎝ヨ
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め
ら
れ
る
ほ
ど
の
重
大
な
事
由
」
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
法
理
は
同
じ
く
有
期
雇
用
契
約
で
あ
る
登
録
型
派
遣
の
場
合

も
同
様
に
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
適
用
し
て
考
え
て
み
る
と
、

派
遣
先
か
ら
交
代
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
は
Y
に
と
っ
て
「
や
む
を
得

な
い
事
由
」
と
構
成
で
き
る
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
派
遣
先
の
仕
事
が
な
く
な
っ
た
か
ら
、
解
雇
す
る

し
か
な
い
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仕
事
が

な
く
な
っ
た
こ
と
は
必
ず
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
な
る
の
か
、

否
定
す
る
余
地
が
あ
る
。
事
案
は
異
な
る
が
、
同
じ
く
「
仕
事
が
な

く
な
っ
た
」
こ
と
（
経
営
上
の
必
要
）
を
理
由
と
す
る
整
理
解
雇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

場
合
に
は
、
判
例
法
理
で
厳
格
な
要
件
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照

ら
し
て
見
る
と
、
登
録
量
派
遣
に
お
け
る
雇
用
契
約
は
期
間
の
定
め

の
あ
る
労
働
契
約
と
し
て
、
労
働
者
の
期
間
に
対
す
る
信
頼
保
護
の

要
請
か
ら
、
そ
の
期
間
途
中
の
解
雇
に
つ
い
て
、
一
層
厳
し
く
検
討

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
登
録
型
派
遣
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
期
間
の
定
め
の
あ

る
労
働
契
約
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
現
在
の
判

例
法
理
か
ら
言
え
ば
、
労
働
者
に
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
が
あ

る
と
言
え
る
場
合
で
も
、
そ
の
債
務
不
履
行
の
態
様
、
程
度
等
を
考

慮
し
て
、
派
遣
元
と
の
間
の
雇
用
契
約
が
終
了
す
る
か
ど
う
か
を
検

討
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
の
枠
組
み
で

は
、
労
働
者
の
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
と
労
働
者
・
派
遣
元
間

の
雇
用
契
約
の
終
了
を
直
接
結
び
つ
け
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
雇
用

契
約
の
期
間
途
中
で
の
解
雇
に
関
す
る
法
理
を
軽
視
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。

（
二
）
　
派
遣
先
事
業
主
の
派
遣
労
働
者
の
交
代
要
請
へ
の
制
限

　
労
働
者
派
遣
法
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
国
籍
、
信
条
、
性
別
、

社
会
的
身
分
、
派
遣
労
働
者
が
労
働
組
合
の
正
当
な
行
為
を
し
た
こ

と
を
理
由
に
よ
る
派
遣
契
約
の
解
除
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
労
働
者

派
遣
法
二
七
条
）
の
に
と
ど
ま
っ
て
、
派
遣
労
働
者
の
交
代
に
つ
い

て
は
、
何
ら
規
制
も
存
在
し
て
い
な
い
。

　
本
判
決
は
、
労
働
者
の
勤
務
状
況
が
、
派
遣
契
約
に
照
ら
し
て
債

務
不
履
行
と
い
え
な
い
場
合
は
、
派
遣
先
は
派
遣
元
に
対
し
て
派
遣

労
働
者
の
交
代
を
要
求
し
た
り
、
派
遣
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
派
遣
先
は
、
派
遣
契
約
の
解

除
だ
け
で
は
な
く
、
派
遣
労
働
者
の
交
代
要
請
ま
で
制
約
を
加
え
ら

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
判
断
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
交
代
を
ど
こ
ま
で
抑
制
で
き
る
か
は
明
確
で
な
い
と
い
え

よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
労
働
者
に
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
が
な
い

前
提
の
も
と
で
、
派
遣
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
派
遣

元
は
派
遣
先
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
交
．

代
要
請
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
派
遣
元
と
し
て
は
、
派
遣
先
に
対
し
損

門門
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究断面
害
賠
償
を
請
求
し
な
く
て
も
交
代
要
請
に
応
じ
る
こ
と
で
派
遣
代
金

を
失
う
こ
と
は
な
い
か
ら
、
交
代
要
請
に
応
じ
る
こ
と
が
多
い
と
予

想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五
　
X
と
Y
の
雇
用
契
約
の
帰
趨
お
よ
び
X
の
Y
に
対
す
る
賃
金
請

　
求
権

（
一

j
　
X
と
Y
と
の
雇
用
契
約
の
帰
趨

　
本
判
決
は
、
X
に
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
が
な
い
と
判
断
し

た
う
え
で
、
一
転
し
て
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
で
あ
っ
て
も
、

「
直
ち
に
、
X
と
Y
と
の
雇
用
関
係
が
終
了
し
た
と
い
う
こ
と
も
で

き
な
い
が
、
派
遣
先
に
お
い
て
、
X
の
勤
務
状
況
が
、
Y
と
派
遣
先

と
の
労
働
者
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
に
該
当
す
る
と
主
張
し
て
、

X
の
就
労
を
拒
絶
し
、
そ
の
交
代
を
要
請
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
判
決

は
、
Y
と
し
て
は
、
「
乏
し
い
資
料
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
、

「
派
遣
先
の
主
張
を
争
う
こ
と
」
や
「
債
務
不
履
行
事
由
の
存
在
を

争
っ
て
、
派
遣
代
金
の
請
求
を
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
」
が

難
し
い
と
し
て
、
結
論
的
に
は
、
X
の
Y
に
対
す
る
賃
金
請
求
権
を

否
定
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
判
決
の
論
理
に
従
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
事
実
を
さ

ら
に
分
析
し
て
み
る
と
、
本
件
で
は
、
Y
代
表
者
本
人
は
、
B
か
ら

の
X
に
対
す
る
ク
レ
ー
ム
の
内
容
に
つ
い
て
、
要
す
る
に
パ
ソ
コ
ン

を
持
っ
て
き
て
い
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
交
代
要

請
の
理
由
に
つ
い
て
確
認
し
な
か
っ
た
と
供
述
し
て
い
る
。
ま
た
、

X
に
パ
ソ
コ
ン
を
持
参
さ
せ
る
こ
と
は
Y
と
B
間
の
派
遣
契
約
に
お

い
て
、
明
示
的
な
条
件
で
は
な
い
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る

と
、
Y
が
B
の
交
代
要
請
に
応
じ
た
時
点
で
、
X
に
派
遣
契
約
上
の

債
務
不
履
行
が
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Y
は
そ
れ
を
確
認
せ
ず
、
「
急
遽
X
に
対

し
B
で
の
就
労
を
中
止
す
る
よ
う
指
示
」
し
た
。
だ
と
す
る
と
、
本

件
で
は
、
Y
は
「
派
遣
先
の
主
張
を
争
う
こ
と
」
や
「
債
務
不
履
行

事
由
の
存
在
を
争
っ
て
、
派
遣
代
金
の
請
求
を
す
る
か
否
か
を
判
断

す
る
こ
と
」
は
十
分
で
き
る
は
ず
で
、
困
難
で
あ
る
と
は
言
え
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
件
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
交
代
命
令

の
原
因
と
な
る
派
遣
先
の
ク
レ
ー
ム
は
、
派
遣
労
働
者
の
勤
務
態
度

や
能
力
な
ど
の
よ
う
な
評
価
が
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
「
パ
ソ
コ

ン
を
持
っ
て
き
て
い
な
い
」
と
い
う
把
握
し
や
す
い
事
実
で
あ
る
と

い
う
点
が
あ
る
。
本
判
決
は
、
本
件
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
特
徴
を

さ
ら
に
重
視
し
て
判
断
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
本
判
決
は
、
Y
は
「
X
の
勤
務
状
況
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

よ
く
知
る
立
場
に
な
く
」
と
し
て
Y
の
「
困
難
」
を
指
摘
し
て
い
る

が
、
労
働
者
派
遣
に
お
い
て
、
派
遣
元
事
業
主
に
対
し
、
派
遣
先
と

鋤寸
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の
連
絡
体
制
の
確
立
を
求
め
て
「
派
遣
先
を
定
期
的
に
巡
回
す
る
こ

と
」
等
（
派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
五
条
）

が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
派
遣
元
は
、
派
遣
労
働
者
の
勤
務

状
況
に
つ
い
て
、
よ
く
知
る
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
判
決

は
、
本
件
を
「
労
働
者
派
遣
で
あ
る
こ
と
を
前
提
」
と
す
る
こ
と
を

最
初
に
表
明
し
な
が
ら
、
こ
こ
の
判
断
で
は
、
派
遣
元
の
本
来
あ
る

べ
き
で
な
い
立
場
を
理
由
に
、
そ
の
困
難
さ
を
指
摘
し
て
お
り
、
疑

問
に
思
う
。

　
従
っ
て
、
本
件
の
事
実
状
況
に
照
ら
し
て
、
Y
の
「
困
難
」
は
認

め
が
た
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
確
か
に
派
遣
先
に
「
労

働
者
に
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
が
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
る
場
合
、

派
遣
元
と
し
て
は
よ
く
知
り
え
な
い
事
項
（
例
え
ば
、
派
遣
労
働
者

の
勤
務
能
力
に
つ
い
て
な
ど
）
も
あ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
場
合
は
派
遣
先
の
主
張
の
旦
一
体
的
な
内
容
を
勘
案
し
つ
つ
判
断

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
本
件
の
よ
う
な
、
派
遣
元
と
し

て
は
、
労
働
者
に
派
遣
契
約
上
の
債
務
不
履
行
が
な
い
こ
と
を
認
識

し
得
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
派
遣
先
の
ク
レ
ー
ム

で
交
代
を
命
令
し
た
場
合
に
は
、
派
遣
元
の
「
困
難
」
で
、
労
働
者

の
派
遣
元
に
対
す
る
賃
金
請
求
権
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え

る
。

（
二
）
　
賃
金
請
求
権
と
休
業
手
当
請
求
権

　
本
判
決
は
、
民
法
五
三
六
条
二
項
「
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き

事
由
」
の
適
用
を
否
定
し
、
一
方
で
労
基
法
二
六
条
「
使
用
者
の
責

に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
よ
る
休
業
に
該
当
す
る
と
判
断
し
、
X
の
Y

に
対
す
る
休
業
手
当
請
求
権
を
認
め
た
。

　
上
記
両
規
定
の
関
係
に
つ
い
て
、
ノ
ー
ス
ウ
エ
ス
ト
航
空
事
件

（
最
二
小
判
昭
六
二
・
七
・
一
七
労
判
四
九
九
号
六
頁
）
は
、
「
『
使
用

者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
』
と
は
」
、
「
民
法
五
三
六
条
二
項
の
『
債

権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
』
よ
り
も
広
く
、
使
用
者
側
に
起
因

す
る
経
営
、
管
理
上
の
障
害
を
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
」
と
判
断
し
て
い
る
。
本
判
決
も
Y
の
「
困
難
」
を
考
慮
し
て
、

こ
の
先
例
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
「
債
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
よ
る
と
し
て
、

全
額
の
賃
金
請
求
権
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
、
Y
に
は
同
条

に
い
う
帰
責
事
由
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
帰
責
事
由
と
は

「
故
意
・
過
失
ま
た
は
信
義
則
上
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
事
由
」
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
過
失
と
は
「
そ
の
終
局
に
お
い
て
、
結
果
回
避
義

務
の
違
反
を
い
う
の
で
あ
り
、
か
つ
旦
ハ
体
的
状
況
の
も
と
に
お
い
て
、

適
正
な
回
避
措
置
を
期
待
し
う
る
前
提
と
し
て
、
予
見
義
務
に
裏
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
ら
れ
た
予
見
可
能
性
の
存
在
を
必
要
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
本
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速
で
は
、
Y
は
、
X
が
職
を
失
う
可
能
性
を
十
分
認
識
し
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
派
遣
先
の
ク
レ
ー
ム
で
は
、
X
に
債
務
不
履
行
が
な
い

と
認
識
で
き
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
交
代
理
由
も
問
わ
ず
に
派
遣

先
の
交
代
要
請
に
応
じ
た
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
派
遣
先
と
の
交
渉

に
よ
っ
て
必
ず
事
態
を
回
避
で
き
る
と
は
言
え
な
く
て
も
、
少
な
く

と
も
こ
う
し
た
結
果
回
避
義
務
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
過
失
が
あ
っ
た
と
考
え
る
余
地
が
あ
り
、

本
判
決
は
、
Y
の
過
失
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
派
遣
先
か
ら
交
代
要
求
が
あ
っ
た
場
合
、
派
遣

元
は
使
用
者
と
し
て
積
極
的
に
交
代
理
由
を
確
認
す
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
交
渉
す
る
よ
う
な
手
続
き
的
保
障
も
重
視
さ
れ
、

検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六
　
本
件
か
ら
の
示
唆

　
本
件
の
事
実
か
ら
見
る
と
、
派
遣
先
が
交
代
を
要
請
し
た
の
は
、

実
際
に
は
派
遣
労
働
者
の
パ
ソ
コ
ン
能
力
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
即
戦
力
が
求
め
ら
れ
る
派
遣
業
界
で
、
派
遣
労
働
者
の

能
力
に
起
因
す
る
労
働
紛
争
は
数
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

本
件
は
た
だ
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
浮
か
ん
で
き
て
い
る
だ
け
で
あ

ろ
う
。
特
定
の
知
識
と
技
能
が
要
求
さ
れ
る
職
務
に
関
し
て
、
本
件

の
よ
う
な
紛
争
が
今
後
起
こ
ら
な
い
た
め
に
は
、
派
遣
元
と
派
遣
先

の
派
遣
契
約
に
お
い
て
、
労
働
者
の
技
能
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
詳
細
な

定
め
を
し
、
労
働
者
に
対
し
て
も
そ
れ
を
明
示
す
る
こ
と
が
重
要
と

な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
派
遣
元
事
業
者
は
、
職
業
紹
介
業
者

で
は
な
く
使
用
者
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
以
上
、
派
遣
先
の
交
代
要

請
や
契
約
解
除
に
積
極
的
な
態
度
を
取
ら
な
い
と
、
法
的
に
責
任
追

及
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
菅
野
和
夫
『
労
働
法
』
第
七
版
（
弘
文
堂
）
一
六
六
頁

（
2
）
　
民
法
六
二
八
条
を
任
意
規
定
と
解
し
た
ネ
ス
レ
コ
ン
フ
ェ
ク

　
シ
ョ
ナ
リ
ー
関
西
支
店
事
件
（
大
阪
地
判
平
一
七
・
三
・
三
〇
労
判
八

　
九
二
号
五
頁
）
参
照

（
3
）
　
民
法
六
二
八
条
を
任
意
規
定
と
解
し
た
場
合
も
、
前
掲
ネ
ス
レ

　
コ
ン
フ
ェ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
関
西
支
店
事
件
の
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う

　
に
、
解
約
条
項
に
基
づ
く
解
約
権
の
行
使
に
も
解
雇
権
濫
用
法
理
が

適
用
さ
れ
る
。

（
4
）
　
期
間
途
中
に
な
さ
れ
た
解
雇
に
つ
い
て
、
安
川
電
機
八
幡
工
場

　
（
パ
ー
ト
雇
用
）
事
件
（
仮
処
分
1
1
福
岡
高
決
平
成
一
四
・
九
・
一
八

労
判
八
四
〇
号
五
二
頁
、
本
訴
1
1
福
岡
地
小
倉
支
判
平
成
一
六
・
五
・

　
＝
一
門
八
七
九
号
七
一
頁
）
と
モ
ー
ブ
ッ
サ
ン
ジ
ャ
パ
ン
（
マ
ー

　
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）
事
件
（
東
京
地
下
平
成
一
五
・

　
四
・
二
八
労
判
八
五
四
号
四
九
頁
）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
や
む
を

得
な
い
事
由
」
を
判
断
基
準
と
し
、
解
雇
の
効
力
を
否
定
し
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
民
法
六
二
八
条
を
任
意
規
定
と
解
し
た
前
掲
ネ
ス
レ
コ
ン
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フ
ェ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ー
関
西
支
店
事
件
に
お
い
て
は
、
解
約
条
項
に
基

　
づ
く
解
約
権
の
行
使
に
も
解
雇
権
濫
用
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て

期
間
途
中
の
解
雇
を
権
利
濫
用
と
し
た
。

（
5
）
　
鳩
山
秀
夫
・
『
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
（
下
）
』
岩
波
書
店
　
五

　
五
三
頁

（
6
）
　
土
田
道
夫
『
労
働
法
概
説
－
二
雇
用
関
係
法
』
弘
文
堂
（
平
成

　
一
六
年
）
二
一
二
七
頁

（
7
）
　
「
裁
判
例
は
整
理
解
雇
規
制
を
緩
和
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ

　
れ
は
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
規
制
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
ま

　
で
は
至
っ
て
い
な
い
」
（
土
田
道
夫
「
整
理
解
雇
」
・
『
労
働
判
例
百

　
選
第
七
版
』
有
斐
閣
　
平
成
一
四
年
　
一
七
〇
頁
）

（
8
）
　
ス
モ
ン
判
決
（
東
京
地
判
昭
和
五
三
・
八
・
三
判
時
八
九
九
号
四

　
八
頁
）

蹴吻ヨ
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