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判
　
例
　
研
　
究

八
八

（
五
二
八
）

〔
労
働
法
　
四
七
〕
　
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
労
働
契
約
と
解
雇

（
難
饗
慧
騨
号
）

　
【
事
実
】

　
申
請
人
N
は
、
武
蔵
野
美
術
学
校
を
卒
業
し
た
画
家
で
あ
り
、
夫
と
と
も
に

絵
画
の
勉
強
中
で
あ
つ
て
、
い
ま
泥
絵
に
よ
つ
て
生
計
を
立
て
得
る
ま
で
に
至

つ
て
お
ら
ず
、
夫
婦
と
も
ど
も
商
店
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
：
と
し
て
働
き
、
そ
の

給
料
で
生
活
を
維
持
し
て
い
た
。
N
は
、
絵
画
の
教
員
免
許
を
保
有
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
も
つ
ぱ
ら
昼
間
は
、
絵
の
勉
強
に
励
み
あ
え
て
教
師
と
し
て

就
職
し
な
い
が
、
こ
の
生
活
態
度
は
、
将
来
画
家
と
し
て
生
活
を
維
持
し
よ
う

と
す
る
も
の
に
と
つ
て
は
、
い
わ
ぱ
当
然
の
歩
む
道
と
思
わ
れ
、
N
が
昼
間
絵

を
画
き
夜
間
生
活
の
た
め
に
働
く
こ
と
は
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
N
が
こ

の
道
を
選
ぶ
こ
と
も
ま
た
自
由
で
あ
る
。

　
か
く
て
N
は
、
昭
和
四
〇
年
三
且
一
九
日
か
ら
被
申
請
人
で
あ
る
春
風
堂
に

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
期
問
の
定
め
な
く
雇
用
さ
れ
、
そ
の
喫
茶
店
に
就
業

し
て
い
た
。
勤
務
時
間
は
、
最
初
六
時
か
ら
九
時
ま
で
で
あ
つ
た
が
、
昭
和
四

一
年
二
月
二
三
日
か
ら
は
、
六
時
か
ら
八
時
三
〇
分
ま
で
と
そ
の
就
業
時
間
が

短
縮
さ
れ
る
に
至
り
．
一
そ
の
短
縮
の
原
因
は
、
当
時
店
の
営
業
時
間
が
午
後
八

’
時
に
繰
り
上
げ
ら
れ
た
都
合
に
よ
る
も
の
で
、
N
は
八
時
に
店
が
閉
店
し
た
後

な
お
跡
片
付
け
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
三
〇
分
の
就
業
時
間
の
短
縮
の
み
で
被

申
請
人
と
了
解
済
み
の
上
そ
の
後
雇
用
さ
れ
て
い
た
。
N
の
賃
金
は
一
時
間
一

五
〇
円
．
の
時
間
給
で
毎
週
火
曜
日
が
定
休
日
と
な
つ
て
お
り
、
そ
の
収
入
は
毎

月
一
一
〇
〇
〇
円
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
被
申
請
人
は
、
昭
和
四
一
年
四
月
一

日
以
降
N
を
解
雇
し
た
と
し
て
そ
の
就
労
を
拒
否
し
て
い
る
。
被
申
請
人
は
、

解
雇
の
理
由
と
し
て
昭
和
三
九
年
以
降
人
件
費
が
非
常
に
増
加
し
、
特
に
ア
ル

バ
イ
ト
料
の
増
加
が
著
し
か
つ
た
の
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
従
業
員
を
増
加
し
、
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
廃
止
す
る
方
針
を
た
て
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
従
業
員
を
二
名

と
し
た
も
の
の
そ
の
人
件
費
は
、
N
の
勤
務
し
て
い
た
当
時
の
常
勤
者
六
名
お

よ
び
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
五
名
の
時
よ
り
増
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

と
も
か
く
N
の
解
雇
理
由
は
、
形
式
上
パ
ー
ト
タ
イ
マ
！
の
廃
止
に
よ
り
、
人

件
費
を
節
減
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
N
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
な
い
解
雇
理
由
に
よ
つ

て
解
雇
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
加
え
て
被
申
請
人
は
、
N
が
特
定
の
宗
教

を
信
仰
し
て
い
る
こ
と
を
嫌
つ
て
解
雇
し
た
も
の
で
思
想
信
条
を
理
由
と
す
る

差
別
的
取
扱
で
あ
つ
て
．
労
働
基
準
法
第
三
条
に
違
反
し
無
効
な
解
雇
で
あ
る

こ
と
、
お
よ
び
N
が
東
京
商
業
労
働
組
合
に
加
入
し
て
積
極
的
に
組
合
活
動
を

し
た
こ
と
を
嫌
悪
し
て
本
件
解
雇
に
踏
み
切
つ
た
も
の
で
、
不
当
労
働
行
為
の



解
雇
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
、
本
件
の
仮
処
分
申
請
を
行
な
う
に
至
つ
た

の
で
あ
る
．
判
決
は
、
右
申
請
に
対
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
労
働
者
で
も
何
ら

理
由
の
な
い
解
雇
は
解
雇
権
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
お
よ
び
任
意
の

履
行
に
期
待
す
る
仮
処
分
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
主
判
断
と
し
て
N
の
主
張
を

一
部
認
め
て
い
る
。

　
【
判
旨
】

　
判
旨
は
、
N
の
労
働
契
約
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
「
申
請

人
は
、
昭
和
四
〇
年
三
月
に
喫
茶
店
の
方
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
雇
い
入

れ
ら
れ
、
約
一
年
間
働
い
た
頃
本
件
解
雇
の
通
告
を
受
け
た
訳
で
あ
る
が
、
被

申
請
人
は
、
申
請
人
を
雇
い
入
れ
る
に
際
し
て
、
『
半
年
や
一
年
位
で
辞
め
て

貰
つ
て
は
困
る
。
』
旨
を
言
明
し
て
お
つ
て
、
或
る
程
度
長
期
に
亘
つ
て
申
請
人

を
使
用
す
る
考
え
で
あ
り
、
申
請
人
も
又
、
春
風
堂
が
自
宅
に
近
く
、
そ
の
上

夫
の
勤
務
先
と
も
近
距
離
犀
あ
る
関
係
か
ら
．
許
す
限
り
相
当
長
期
間
被
申
請

人
方
に
勤
務
す
る
つ
も
り
で
い
た
。
そ
し
て
、
申
請
人
が
雇
い
入
れ
ら
れ
た
昭

和
四
〇
年
度
中
は
、
大
体
常
勤
六
名
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
五
名
と
い
う
割
合
で

営
業
に
従
事
し
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
営
業
面
に
占
め
る
比
率
が
大
き
く
、
し

か
も
、
そ
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
年
末
の
よ
う
な
多
忙
な
時
期
に
一
ケ
月
前

後
一
時
的
に
雇
い
入
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
な
く
、
恒
常
的
に
被
申
請
人

方
の
通
常
の
業
務
に
従
事
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
。
…
…
申
請
人
は
、
臨

時
の
仕
事
の
た
め
に
補
充
的
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
旦
雇
又
は
臨
時
の
従
業
員

に
、
該
当
し
な
い
こ
と
は
勿
論
、
季
節
的
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
な
い
し
試

用
期
間
中
の
労
働
者
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
却
つ
て
、
被
申
請
人
の

恒
常
的
な
業
務
の
た
め
に
恒
常
的
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
従
業
員
で
あ
っ
て
、
当

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

初
か
ら
柑
当
長
期
筒
雇
傭
園
係
の
継
続
す
る
こ
と
を
当
事
者
双
方
が
予
定
し
、

し
か
も
解
雇
通
知
を
受
け
る
ま
で
約
一
年
間
の
期
間
が
存
在
し
た
も
の
で
あ
つ

て
見
れ
ば
、
そ
の
契
約
関
係
は
い
わ
ゆ
る
一
般
の
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
傭
契

約
で
あ
つ
た
と
見
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

　
つ
ぎ
に
本
件
解
雇
の
効
力
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
「
被
申
請
人
は
、
本

件
の
如
き
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
使
用
者
の
都
合
に
よ
つ
て
、
容
易
に
雇
傭
関

係
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
主
張
は
、
本

件
雇
傭
関
係
が
臨
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
左

祖
で
き
な
い
。
前
判
示
の
と
お
り
、
申
請
人
の
雇
傭
関
係
が
期
間
の
定
め
の
な

い
一
般
の
雇
傭
契
約
で
あ
る
以
上
、
バ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
あ
る
か
ら
と
云
つ

て
、
何
時
で
も
自
由
に
何
の
理
由
も
な
く
、
経
営
者
の
一
方
的
な
意
思
表
示
に

よ
つ
て
雇
傭
関
係
が
終
了
す
る
と
解
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
な
る
程
、
フ
ル

タ
イ
ム
の
労
働
者
の
地
位
と
は
、
そ
こ
に
自
ら
の
差
異
が
あ
り
、
使
用
者
が
企

業
の
必
要
か
ら
労
働
者
の
整
理
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
先
ず
、
パ
ー
ト

タ
イ
ム
の
労
働
者
を
先
に
し
て
、
そ
の
後
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
に
及
ぽ
す
べ

き
も
の
で
あ
か
、
そ
れ
を
逆
に
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
つ
て
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
労
働
者
を
解
雇
す
る
場
合
の
理
由

は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
を
解
雇
す
る
場
合
に
比
較
し
て
相
当
軽
減
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
け
れ
ど
も
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と

錐
も
、
何
等
の
理
由
が
な
い
の
に
こ
れ
を
解
雇
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
解
雇

権
の
濫
用
と
の
推
定
を
受
け
る
場
合
の
生
じ
て
く
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
」
。

な
お
解
雇
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
為
。
「
被
申
請
人
と

し
て
は
、
昭
和
四
〇
年
の
暮
頃
ま
で
は
、
パ
！
ト
タ
イ
マ
ー
を
全
員
解
雇
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
五
二
九
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

う
と
す
る
経
営
上
の
必
要
も
意
図
も
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
推
測
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
被
申
請
人
は
、
昭
和
四
一
年
二
月
頃
既
に
申
請
人
の

後
任
と
な
る
べ
ぎ
者
を
雇
い
入
れ
て
お
り
、
…
…
同
年
五
月
頃
に
一
人
の
学
生

ア
ル
バ
イ
ト
が
雇
い
入
れ
ら
れ
た
外
、
そ
の
後
喫
茶
店
の
カ
ウ
ン
タ
：
内
の
洗

い
物
を
す
る
人
が
雇
傭
さ
」
れ
た
形
跡
も
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
当
時
被
申
請
人
に

は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
解
雇
す
る
経
営
上
の
必
要
の
殆
ん
ど
な
か
つ
た
と
の

推
測
を
補
強
し
て
余
り
が
あ
る
。
…
…
解
雇
す
る
に
至
つ
た
本
当
の
理
由
は
、

余
り
歓
迎
で
ぎ
な
い
と
考
え
た
申
請
人
を
春
風
堂
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
目
的

に
出
で
た
も
の
で
…
…
真
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
整
理
す
る
経
営
上
の
必
要
は

な
か
つ
た
も
の
と
見
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
…
…
解
雇
権
の
濫
用
で
あ
る
と
推

定
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
判
旨
は
、
仮
処
分
の
必
要
性
に
つ
い
て
き
わ
め
て
詳
細
に
論
議
を
展

開
し
、
結
論
と
し
て
「
本
件
に
お
い
て
は
、
申
請
人
が
い
わ
ゆ
る
就
労
請
求
権

を
有
す
る
と
も
考
え
ら
れ
ず
、
又
、
賃
金
仮
払
を
求
め
る
外
に
任
意
の
履
行
に

期
待
す
る
仮
処
分
を
必
要
と
す
る
利
益
な
い
し
必
要
性
の
存
在
に
つ
い
て
申
請

人
に
お
い
て
何
等
の
主
張
な
い
し
疎
明
を
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
金
の
仮

払
を
命
ず
る
以
上
、
更
に
任
意
の
履
行
を
期
待
す
る
仮
処
分
を
命
ず
る
必
要
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

な
い
」
と
し
、
主
文
に
お
い
て
、
「
昭
和
四
一
年
四
月
一
目
か
ら
本
案
判
決
確

定
に
至
る
ま
で
毎
月
末
日
限
り
金
九
、
三
七
五
円
を
．
、
仮
り
に
支
払
え
」
と
の

判
決
を
被
申
請
人
に
命
じ
て
い
る
。

　
【
研
究
】
　
判
旨
、
結
論
に
一
部
反
対
で
あ
る
。

　
嗣
　
こ
の
事
件
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
と
り
わ
け
そ
の
な
か
の
い
わ
ゆ

る
ム
ー
ン
ラ
イ
ト
・
ワ
ー
カ
ー
の
解
雇
に
つ
b
て
の
判
決
で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
五
三
〇
）

イ
マ
ー
は
、
本
件
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
業
種
に
は
、
従
来
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た

が
、
最
近
に
至
り
大
企
業
に
お
い
て
も
ま
た
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
て
い
る
（
紬
は

影
謬
薪
罫
甥
糎
酷
Y
わ
が
国
蚤
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
↑
ン

ラ
イ
ト
・
ワ
ー
カ
ー
は
、
い
ま
だ
大
企
業
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
パ
ー
ト
タ
イ

ぐ
ー
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
労
働
契
約
を
と
ら
え
た
場
合
、
こ
れ
に
類
似
す
る

労
働
者
は
、
な
に
も
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
業
種
に
の
み
に
限
定
さ
れ
雇
用
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
重
要
性
は
、
一

般
企
業
に
お
い
て
も
ま
た
増
大
し
つ
つ
あ
る
事
実
を
見
逃
す
わ
け
に
ゆ
か
な

い
。
た
と
え
ば
S
電
気
製
造
会
社
に
お
け
る
男
子
の
常
傭
工
化
し
た
パ
ー
ト
タ

イ
マ
；
あ
る
い
は
中
小
企
業
の
主
婦
労
働
者
が
中
心
と
な
つ
て
い
る
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
な
ど
そ
の
事
例
は
年
々
増
加
し
つ
つ
あ
る
．
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
臨

時
工
、
社
外
工
、
季
節
労
働
者
な
ど
と
は
相
違
し
、
特
有
の
労
働
者
と
し
て
右

の
労
働
者
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
判
旨
が
指
摘
す
る
よ
う
に
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
そ
の
な
か
に
臨
時
工
的
性
格
な
り
、
季
節
労
働
者
的
性
格

を
具
有
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ぽ
み
う
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
従

業
員
約
四
〇
〇
名
の
企
業
は
、
仕
事
量
の
晶
時
的
増
大
に
対
処
す
る
た
め
か
つ

て
当
該
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
既
婚
女
子
労
働
老
を
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し

て
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
時
的
作
業
量
の
増
大
を
乗
切
つ
て
い
る
。
こ
の

種
。
ハ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
臨
時
的
性
格
を
か
な
り
強
く
持
つ
も
の
で
常
傭
化
し

た
パ
；
ト
タ
イ
マ
ー
と
ほ
い
え
な
い
。
こ
れ
に
比
較
し
S
電
気
製
造
会
社
の
パ

ー
ト
タ
イ
マ
：
は
、
常
傭
化
し
た
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
あ
り
、
常
傭
工
と
ま
つ

た
く
同
一
の
職
場
に
就
業
し
て
い
る
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
常
傭
工
で
あ
る
。
さ
て

パ
ー
ト
久
イ
マ
ー
の
事
例
は
、
き
わ
め
て
多
く
存
在
す
る
が
、
　
一
概
に
パ
ー
ト



タ
イ
マ
ー
と
い
つ
て
も
、
そ
の
具
体
的
場
合
と
り
わ
け
パ
！
ト
タ
イ
マ
ー
を
雇

用
す
る
に
至
つ
た
使
用
者
側
の
理
由
、
労
働
契
約
の
実
態
、
同
一
企
業
に
お
け

る
他
の
労
働
者
と
の
比
較
な
ど
を
検
討
し
て
い
か
な
る
性
格
の
パ
」
ト
タ
イ
マ

ー
で
あ
る
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
．
判
旨
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
と
パ

ー
ト
タ
イ
ム
の
労
働
者
の
地
位
と
は
自
ら
差
異
が
あ
る
と
し
、
労
働
者
の
整
理

の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
労
働
者
か
ら
ま
ず
行
な
い
フ

ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
に
お
よ
ぶ
べ
ぎ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
断
の
な
か

に
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
特
殊
性
が
そ
の
臨
時
性
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
お

り
、
判
旨
の
よ
う
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
特
殊
性
を
解
雇
に
結
び
つ
げ
論
議
す

る
と
き
、
既
述
の
よ
う
な
事
実
認
識
を
前
提
と
し
て
解
雇
時
の
差
別
取
扱
を
容

認
す
る
よ
う
な
判
断
は
危
険
で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
特
殊
性
を
判
断
す

る
た
め
に
は
、
や
は
り
当
該
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
具
体
的
諸
要
素
を
認
識
し
て

か
ら
そ
の
特
殊
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
具
体
的
事
実
の
認
識
な
く
し
て
、
企

業
が
労
働
者
の
整
理
を
必
要
乏
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
労
働

者
か
ら
こ
れ
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
つ
て
判
断
を
進
め
て
ゆ
く

こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
．
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
結
果
的
に
偏
見
へ
と
進
む
こ

と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
判
旨
が
妥
当
性
を
欠
く
結
果
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
・

判
旨
は
、
本
件
の
パ
：
ト
タ
イ
マ
ー
の
具
体
的
事
実
を
認
識
し
た
う
え
で
、
右

に
述
べ
た
よ
う
な
一
般
論
で
な
く
、
具
体
的
判
断
に
し
た
が
つ
て
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
の
性
格
を
結
論
づ
け
る
べ
き
で
あ
つ
た
ろ
う
。
判
旨
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
；
は
、
潜
在
的
に
臨
時
的
で
あ
る
と
の
結
論
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
二

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
通
常
一
日
の
労
働
時
間
が
限
定
さ
れ
、
そ
の
限

定
さ
れ
て
い
る
労
働
時
間
が
短
か
く
、
労
働
時
問
に
対
応
す
る
賃
金
を
時
間
給

　
　
　
判
例
　
研
究

で
支
払
わ
れ
る
労
働
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
労
働
契
約
上
限
定
さ
れ
て
い
る
労

働
時
間
は
、
二
時
問
な
り
三
時
問
で
あ
ろ
う
と
、
と
も
か
く
そ
の
短
い
労
働
時

間
が
一
日
の
労
働
時
間
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
労
働
者
で
、
そ
の
短
時
間
の
労
働

時
間
が
労
働
契
約
上
に
お
い
て
も
確
定
し
、
常
態
化
し
て
い
る
労
働
老
で
あ
る

場
合
、
そ
の
解
雇
．
に
お
い
て
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
と
特
別
区
別
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
労
働
時
問
は
三
時
問
で
あ

り
．
こ
の
三
時
問
が
N
の
被
申
請
人
職
場
に
お
け
る
一
日
の
労
働
時
間
と
し
て

の
餉
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
N
は
、
一
日
の
労
働
時
問
が
三
時
問
で
あ
る
こ
と

を
基
準
と
し
て
有
給
休
暇
な
り
、
休
日
な
り
そ
の
他
労
働
条
件
を
決
定
さ
れ
る

労
働
者
で
あ
る
。
ま
た
被
申
請
人
に
と
つ
て
N
は
、
そ
の
就
業
時
間
が
三
時
間

で
あ
，
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
雇
用
が
常
態
化
し
て
い
る
以
上
常
時
被
申
請
人

が
必
要
と
す
る
労
働
力
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
が
な
い
。
か
く
て
パ

ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
老
と
差
別
さ

れ
、
企
業
が
労
働
者
の
整
理
を
必
要
と
す
る
と
き
た
だ
ち
に
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

の
労
働
者
か
ら
整
理
解
雇
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
一
概
に
い

い
え
な
い
．
原
則
と
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
と
の
間

に
区
別
を
設
け
る
こ
と
が
不
可
解
で
あ
つ
て
、
一
般
的
に
は
両
者
は
区
別
さ
れ

え
な
い
労
働
者
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
、
一
般

的
に
み
て
い
わ
ゆ
る
ア
ル
バ
イ
ト
的
要
素
を
持
つ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る

に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
パ
ー
ト
タ
イ
、
マ
ー
と
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者

と
を
解
雇
に
お
い
て
区
別
せ
し
め
る
合
理
的
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
。
こ
の
こ

と
は
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
が
、
ム
！
ン
ラ
イ
ト
・
ワ
ー
ヵ
1
で
あ
つ
た
と
し
で
も

か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
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判
』
侮
研
究

　
こ
の
事
件
に
お
い
て
N
の
労
働
契
約
は
、
明
ら
か
に
常
傭
化
さ
れ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
締
結
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
は
雇
入
れ
に
お
け

る
被
申
請
人
の
表
示
行
為
の
な
か
に
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
．

し
た
が
つ
て
N
が
解
雇
さ
れ
る
に
あ
た
つ
て
は
、
そ
れ
な
り
の
正
当
な
解
雇
理

由
が
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
認
定
さ
れ
た
事
実
の
な
か
か
ち
は
、
右
の
正
当
理

由
が
う
か
が
え
な
い
。
よ
つ
て
判
旨
が
、
正
当
な
理
由
の
な
い
解
雇
で
あ
る
と

し
て
解
雇
を
無
効
と
し
た
こ
と
は
妥
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
よ
つ
て
労
基
法

第
三
条
違
反
の
解
雇
で
あ
る
と
い
う
N
の
主
張
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
、
解

雇
を
無
効
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
な
お
述
べ
れ
ぽ
．
N
が
特

定
宗
教
（
世
界
救
世
教
）
の
信
仰
者
で
あ
る
こ
と
が
、
被
申
請
人
の
内
心
の
解

雇
理
由
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
本
件
解
雇
は
無
効
と
な
る
が
、
解
雇
と
右
の

事
実
と
の
問
に
お
け
る
相
当
因
果
関
係
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
う
ら
み

が
あ
る
。
そ
も
そ
も
不
当
労
働
行
為
の
解
雇
と
し
て
の
無
効
と
労
基
法
第
三
条

違
反
と
し
て
の
解
雇
の
無
効
と
の
間
に
は
一
応
区
別
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
不
当
労
働
行
為
が
成
立
す
る
解
雇
に
お
い
て
は
、
反

組
合
的
客
観
的
意
思
の
推
定
を
も
つ
て
足
る
わ
け
で
あ
る
が
、
労
基
法
第
三
条

違
反
の
解
雇
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
は
な
お
厳
格
で
あ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
三
　
N
は
、
不
当
労
働
行
為
の
主
張
を
し
て
い
る
が
、
判
旨
は
、
こ
の
点

ほ
と
ん
ど
検
討
し
て
い
な
い
．
た
だ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
申
請
人
が
本

件
解
雇
後
、
労
働
組
合
の
力
を
借
り
て
被
申
請
人
に
団
体
交
渉
を
要
求
し
、

或
る
時
に
は
屡
々
相
当
激
し
い
行
動
に
出
、
…
…
申
請
人
等
の
言
動
に
或
、
る
程

度
の
行
ぎ
過
ぎ
が
あ
つ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
点
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
五
三
二
）

る
．
N
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
労
働
組
合
に
加
入
し
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
N
は
、
労
働
粗
合
の
力
を
借
り
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
解
雇
に
つ
い
て
団

体
交
渉
を
申
入
れ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
る
．
か
り
に
右
の
団
体
交
渉
申
入
れ
に

対
し
て
被
申
請
人
が
こ
れ
に
応
じ
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
、
N
を
始
め
と
し
て
労

働
組
合
の
組
合
員
が
或
る
程
度
激
し
い
行
動
に
出
た
と
し
て
も
あ
え
て
こ
れ
を

問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
！
と
い
え
ど
も
労
働
組
合
を
結
成

し
、
団
体
交
渉
権
を
持
ち
相
手
使
用
者
は
解
雇
後
と
い
え
ど
も
解
雇
に
つ
い
て

の
団
体
交
渉
申
込
に
対
し
て
応
諾
義
務
が
あ
る
。
一
般
的
に
み
て
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
は
そ
の
お
か
れ
て
い
る
使
用
者
に
対
す
る
弱
体
な
地
位
か
ら
し
て
労
働
組

合
の
必
要
性
は
、
他
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
以
上
に
あ
る
こ
と
は
、
多
言
を

要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
労
働
基

本
権
に
差
別
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
こ
の
点
判
旨
に
ち
ょ
っ
と
し
た
不
可
解
な

点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
判
旨
は
、
労
組
法
第
一
条
第
二
項
の
解
釈
論
と
し

て
あ
る
い
は
同
法
第
七
条
の
解
釈
論
と
し
て
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
諸
外
国
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
、
ム
ー
ン
ラ
イ
ト
．
ワ
ー
カ
ー
の

労
働
緯
合
は
、
他
の
一
般
の
労
働
緯
合
と
同
様
か
な
り
発
達
し
、
そ
の
活
動
は

活
発
で
あ
る
。
解
雇
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
労
働

縄
合
が
、
労
働
協
約
に
し
た
が
い
団
体
交
渉
を
行
な
う
し
あ
る
い
は
労
働
組
合

の
弁
護
士
な
り
が
使
用
者
と
交
渉
す
る
な
り
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
飲
食

店
の
場
合
多
少
の
営
業
妨
害
的
な
行
動
が
あ
つ
た
と
し
て
も
労
働
三
権
の
行
使

と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
5
な
労
使
関
係
の
状
態

は
、
わ
が
国
の
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
場
合
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
性
質



の
も
の
で
あ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
労
働
時
間
と
賃
金
と
に
お
け
る
特
殊
性

が
た
だ
ち
に
労
働
三
権
の
行
使
に
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
と
す
る
考
え
方

は
妥
当
と
い
え
な
い
。
バ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
弱
い
個
別
的
労
使
関
係
上
の
地
位

と
パ
：
ト
タ
イ
マ
ー
と
い
え
ど
も
他
の
フ
ル
タ
イ
ム
の
労
働
者
並
み
に
生
存
権

に
直
接
結
び
つ
く
労
働
の
提
供
を
行
な
つ
て
い
る
場
合
が
多
い
現
実
に
お
い

て
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
労
働
組
合
の
発
展
は
、
き
わ
め
て
必
要
か
つ
重
要
な

こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
四
　
最
後
に
こ
の
判
決
は
、
仮
処
分
の
必
要
性
に
つ
い
て
任
意
の
履
行
に
期

待
す
る
仮
処
分
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
が
、
多
数
の
裁
判
例
は
、
賃
金
仮

払
の
仮
処
分
と
並
ん
で
労
働
契
約
上
の
地
位
を
仮
り
に
定
め
る
旨
の
仮
処
分
を

認
め
て
い
る
。
判
旨
は
、
賃
金
の
仮
払
を
命
ず
る
仮
処
分
が
発
せ
ら
れ
る
以

上
、
更
に
任
意
の
履
行
を
期
待
す
る
仮
処
分
を
発
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
必

要
で
な
い
と
し
て
い
る
が
、
労
働
事
件
に
お
け
る
労
働
裁
判
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
右
の
理
論
が
妥
当
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。
本
件
訴

が
、
確
認
訴
訟
で
あ
つ
て
も
民
訴
の
原
則
か
ら
離
れ
る
が
、
生
存
権
と
直
接
関

連
す
る
労
働
裁
判
の
特
殊
性
か
ら
し
て
執
行
の
保
全
を
目
的
と
す
る
仮
処
分
判

決
が
出
せ
な
い
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
判
旨
は
こ
の
点
か
な
り
従
来
か
ら
の
考

え
方
か
ら
逸
脱
し
て
判
断
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
仮
処
分
が
労
働
事
件

に
お
い
て
い
か
よ
う
に
機
能
す
る
か
、
労
働
裁
判
所
の
な
い
こ
と
を
合
せ
考
慮

し
、
直
視
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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