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〔
労
働
法
・
経
済
法
九
八
〕
　
出
向

と

本
人
の
同
意

（
難
縢
講
灘
・
オ
）
七
九
八
号
）

〔
事
　
実
〕

　
被
上
告
人
A
は
、
昭
和
三
七
年
三
月
一
五
日
上
告
人
日
東
タ
イ
ヤ
株
式
会
社

（
以
下
単
に
会
社
と
い
う
）
に
雇
用
さ
れ
生
産
部
門
に
勤
務
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
会
社
は
、
A
に
対
し
、
昭
和
四
二
年
二
月
二
五
日
総
務
部
総
務
課
に
配
転
せ

し
め
る
と
同
時
に
、
待
命
休
職
を
命
じ
、
系
列
会
社
で
、
地
元
の
出
身
者
が
代

表
老
と
な
つ
て
お
り
、
資
本
金
一
〇
〇
万
円
で
、
会
社
の
東
京
支
店
営
業
部
サ

ー
ビ
ス
課
係
長
で
あ
つ
た
K
が
出
向
し
て
常
務
取
締
役
に
就
任
し
た
ほ
か
に
は

女
子
事
務
員
一
名
、
タ
イ
ヤ
・
パ
ソ
ク
修
理
専
門
の
作
業
員
一
名
し
か
い
な
い

訴
外
東
海
タ
イ
ヤ
株
式
会
社
へ
の
出
向
を
命
じ
た
．
と
こ
ろ
が
東
海
タ
イ
ヤ
で

必
要
と
し
て
い
た
職
種
は
、
A
の
よ
う
に
生
産
部
門
で
会
社
に
五
年
も
勤
務
し

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

て
い
た
者
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
全
く
別
個
の
タ
イ
ヤ
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
が
予

定
さ
れ
て
い
た
。

　
ま
た
会
社
に
お
い
て
は
、
休
職
の
形
で
労
働
者
を
他
社
へ
出
向
さ
せ
る
例
が

多
く
、
昭
和
三
三
年
二
月
か
ら
昭
和
四
二
年
四
月
の
間
に
出
向
者
本
人
の
同
意

を
得
て
出
向
を
命
じ
た
も
の
が
五
二
名
、
内
二
二
名
が
現
場
作
業
員
か
ら
の
出

向
で
あ
り
、
そ
の
出
向
先
は
、
い
ろ
い
ろ
で
、
会
社
が
そ
の
全
株
式
を
所
有
す

る
い
わ
ゆ
る
直
営
代
理
店
お
よ
び
会
社
が
そ
の
過
半
数
の
株
式
を
所
有
す
る

が
、
地
元
の
者
が
代
表
権
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
系
列
代
理
店
な
ど
で
、
出
向
者
の

早
い
者
は
、
三
な
い
し
六
か
月
で
復
帰
し
、
遅
い
者
も
三
な
い
し
五
か
年
で
会

社
へ
復
帰
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
六
九
一
）



　
　
　
判
例
研
究

　
以
上
の
事
情
の
も
と
に
お
い
て
、
A
は
、
会
社
の
右
出
向
命
令
を
拒
否
し
た

た
め
、
会
社
は
同
年
三
月
一
〇
日
A
を
懲
戒
解
雇
と
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
出
向

命
令
お
よ
び
懲
戒
解
雇
の
無
効
を
争
う
の
が
本
件
で
あ
る
。
第
一
審
判
決
（
横

浜
地
裁
、
昭
和
四
四
・
六
・
二
〇
、
労
経
速
報
六
八
五
号
）
は
、
こ
れ
に
対
し
、
就
業

規
則
上
、
休
職
規
定
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
休
職
規
定
の
な
か
に
出

向
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
A
は
出
向
義
務
が
あ
る
旨
を
判

旨
し
て
い
る
。
つ
ま
り
会
社
の
就
業
規
則
第
六
二
条
に
は
、
　
「
従
業
員
の
休
職

に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
休
職
規
定
に
よ
る
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
休
職
規

程
第
一
条
に
は
、
　
「
社
員
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
ぎ
は
休
職
を
命
ず

る
」
と
定
め
ら
れ
、
そ
の
第
五
号
に
、
　
「
他
社
出
向
そ
の
他
特
命
に
依
る
業
務

処
理
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
．
な
お
右
規
程
第
二
条

に
は
、
特
命
休
職
の
休
職
期
間
は
、
　
「
他
社
出
向
中
そ
の
他
特
命
に
よ
る
業
務

処
理
完
了
ま
で
」
と
の
規
定
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
控
訴
審
（
東
京
高
裁
判
決
、
昭
和
四
七
・
四
・
二
六
判
決
、
判
例
時
報
六

七
〇
号
、
九
四
頁
以
下
）
は
、
原
判
決
を
取
消
し
．
A
の
労
働
契
約
関
係
の
存
続

を
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
後
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
な
お
こ
の
会
社
に
は
、
労
働
組
合
が
あ
り
、
A
は
職
場
の
組
合
活
動
の
中
心

と
な
る
組
合
活
動
家
で
あ
つ
た
と
同
時
に
、
青
年
婦
人
部
長
と
し
て
組
合
活
動

に
参
加
し
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
断
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
以
上
事
実
の
も
と
で
上
告
さ
れ
た
の
が
本
件
で
あ
り
、
最

高
裁
は
、
控
訴
審
判
決
を
全
面
的
に
認
め
、
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。

〔
判
　
旨
〕

　
ま
ず
第
一
点
は
、
「
原
審
の
認
定
し
た
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
．
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
六
九
二
）

告
会
社
の
原
判
示
就
業
規
則
に
基
づ
く
休
職
規
程
が
従
業
員
の
出
向
義
務
を
定

め
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
原
審
の
認
定
判
断
は
、
相
当
と
し
て
是

認
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
は
、
就
業
規
則
の
性
質
を
所
論
の
よ
う
に
法

規
範
と
解
す
る
か
ど
う
か
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
．
原
判
決
に

所
論
の
違
法
は
な
く
．
論
旨
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
．
こ
の

部
分
に
つ
い
て
原
審
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
就
業
規
則
に
は

従
業
員
の
休
職
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
休
職
規
程
に
よ
る
と
だ
け
定
め
、
そ

の
休
職
規
程
に
よ
れ
ば
、
休
職
に
該
当
す
る
場
合
の
一
と
し
て
他
社
出
向
そ
の

他
特
命
に
よ
る
業
務
処
理
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
に
特
命
休
職
を
命
ず
る

こ
と
を
定
め
、
休
職
期
間
、
休
職
期
間
中
の
給
与
、
復
職
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
二
な
い
し
五
で
簡
単
に
定
め
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
従
業
員
の

出
向
義
務
自
体
に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定
は
な
く
、
労
働
者
の
同
意
な
し
に
一

方
的
に
出
向
を
被
控
訴
人
が
命
じ
う
る
根
拠
を
示
す
証
拠
は
な
い
…
：
」
と
す

る
。　

第
二
点
は
．
「
所
論
の
点
に
関
す
る
原
審
の
認
定
は
．
原
判
決
挙
示
の
証
拠
関

係
に
照
ら
し
て
首
肯
す
る
に
足
り
、
そ
の
過
程
に
も
所
論
の
違
法
は
な
い
」
と

す
る
。
こ
れ
に
相
当
す
る
原
審
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
会

社
に
お
い
て
そ
の
従
業
員
が
、
出
向
命
令
に
服
し
て
お
り
成
立
に
争
い
の
な
い

乙
第
六
号
証
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
控
訴
人
所
属
の
労
働
組
合
も
出
向

命
令
権
自
体
を
否
定
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
で
出
向
会
社
に
お
け

る
出
向
期
間
、
給
与
体
系
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
確
た
る
定
め
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
到
底
確
立
し
た
慣

行
が
存
し
、
控
訴
人
も
黙
示
的
に
こ
れ
に
同
意
し
て
い
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ



な
い
」
と
す
る
。

　
第
三
点
は
、
「
所
論
は
、
原
判
決
の
結
論
に
影
響
し
な
い
傍
論
を
非
難
す
る

も
の
に
す
ぎ
ず
」
、
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
部
分
は
、
出
向
に
よ
る
労
働
条
件
の
低
下
が
あ
る
か
ど
う
か
を
論
述
す
る
部

分
で
あ
り
、
上
告
理
由
の
中
で
は
か
な
ら
ず
し
も
理
論
だ
つ
て
い
な
い
が
、
傍

論
と
し
て
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
点
は
、
「
被
上
告
人
が
本
件
出
向
を
い
つ
た
ん
承
諾
し
な
が
ら
こ
れ
を

翻
え
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
事
実
は
、
原
審
の
認
定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
。

〔
評
　
釈
〕

　
結
論
に
賛
成
で
あ
る
が
、
論
旨
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

　
幽
　
出
向
に
つ
い
て
の
判
例
の
動
向
と
問
題
点

　
出
向
は
．
一
つ
の
会
社
か
ら
他
の
会
社
へ
勤
務
移
転
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
種
類
に
も
多
種
多
様
な
形
態
が
あ
る
．
し
か
し
二
つ
の
会
社
の
間
に
は
な

ん
ら
か
の
関
連
性
が
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
系
列
関
係
に
あ
る
場
合
が
、
か
な

り
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
出
向
に
当
つ
て
本
人
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
の
か

ど
う
か
、
そ
れ
と
も
就
業
規
則
な
り
、
労
働
協
約
な
り
で
予
め
出
向
に
つ
い
て
規

定
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
に
使
用
者
の
出
向
命
令
権
が
生
じ
、
同
時
に
労
働
者
の

義
務
が
生
ず
る
の
か
ど
う
か
。
こ
の
場
合
、
就
業
規
則
と
労
働
協
約
と
で
は
、

異
な
る
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
そ
し
て
か
り
に
就
業

規
則
や
労
働
協
約
が
あ
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
社
会
規
範
に
よ
る
包
括
的
同
意

を
以
つ
て
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
個
別
的
・
具
体
的
出
向
先
に
つ
い
て
の
個

人
労
働
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
就
業
規
則
や
労
働
協
約
に
お

　
　
　
判
　
例
研
究

い
て
出
向
に
関
す
る
規
定
が
な
い
場
合
で
も
、
そ
こ
に
労
使
間
の
出
向
に
つ
い

て
の
慣
行
が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
慣
行
を
通
し
て
労
働
者
本
人
の

同
意
を
推
認
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
。
ま
た
本
人
に
か
わ
つ
て
労
働
組
合
が
出

向
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
得
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
組
織
上
、
経
営
上
一
体

関
係
に
あ
る
企
業
集
団
の
な
か
に
お
い
て
出
向
は
、
配
置
転
換
と
区
別
さ
れ
う

る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
出
向
が
、
ジ
ョ
ッ
プ
・
ロ
ー
テ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

常
態
化
し
て
い
る
企
業
態
の
も
と
に
お
い
て
、
こ
れ
を
十
分
熟
知
し
た
上
で
入

社
し
た
場
合
、
出
向
を
す
る
こ
と
は
労
働
契
約
の
内
容
と
な
つ
て
い
る
と
み
る

べ
き
か
ど
う
か
。
問
題
は
、
限
り
な
く
発
展
す
る
な
か
で
、
現
実
的
に
は
、
企

業
が
多
方
面
に
そ
の
経
営
を
進
展
さ
せ
る
な
か
に
お
い
て
．
出
向
の
必
要
性
と

問
題
性
は
、
ま
す
ま
す
重
要
さ
と
複
雑
さ
と
を
増
大
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
出
向
が
最
初
に
問
題
と
な
つ
た
の
は
、
昭
和
四
一
年
日
立
電
子

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

事
件
に
お
い
て
で
あ
る
．
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
使
用
老
は
、

労
働
者
と
労
働
契
約
を
締
結
す
れ
ぽ
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
出
向
を
命
令
し
う
る

も
の
か
ど
う
か
が
、
判
旨
の
最
初
で
論
述
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
使
用
者
の
権
能

は
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
の
論
点
は
、
出
向
制
度
が
会
社
内

に
お
い
て
慣
行
化
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
従
業
員
一
般
が
会
社
に
は
出
向

命
令
権
が
あ
り
、
出
向
命
令
に
は
当
然
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
信
し
て

い
る
も
の
と
速
断
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
以
上
の
二
点
が
、

こ
の
事
件
に
お
け
る
主
要
な
問
題
点
で
あ
り
、
結
論
的
に
は
本
人
の
承
諾
な

り
、
特
約
の
な
い
限
り
、
使
用
者
の
出
向
命
令
は
、
効
力
を
発
揮
し
な
い
と
い

　
　
　
（
2
）

う
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
労
働
協
約
な
り
、
労
働
協
約
の
附
属
規
定
に
出
向
を
規
定
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
六
九
三
）



　
　
　
判
　
例
研
　
究

場
合
、
そ
の
労
働
協
約
の
適
用
を
受
け
る
労
働
者
に
は
、
出
向
義
務
が
発
生
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
と
い
う
見
解
を
と
る
判
例
が
、
二
、
三
出
現
す
る
に
至
つ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
就
業
規
則
上
に
な
ん
ら
か
の
出
向
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
場
合
に
も
、
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

者
に
は
出
向
義
務
が
生
ず
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
．
ど
う
や
ら
こ
の
判
決
の
底

流
に
は
、
就
業
規
則
の
な
か
で
出
向
に
つ
い
て
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ

つ
て
労
働
者
に
出
向
義
務
が
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
よ
う
で
あ
る
．
し

か
し
労
組
法
一
六
条
で
は
労
働
協
約
に
不
可
変
的
効
力
を
与
え
て
い
る
が
、
就

業
規
則
に
は
、
労
基
法
九
三
条
が
片
面
的
効
力
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
労
働
条
件
に
重
大
な
変
化
を
も
た
ら
す
本
件
出
向
に
お
い
て
安
易
に
右
の

よ
う
な
考
え
方
が
取
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
就
業
規
則
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

出
向
規
定
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
例
は
．
か
な
り
あ
る
が
、
出
向

規
定
が
就
業
規
則
の
な
か
に
規
定
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
出
向
義
務
あ
り
と

す
る
見
解
は
、
余
り
み
ら
れ
な
い
。

　
現
在
に
お
い
て
、
出
向
に
つ
き
本
人
の
同
意
を
要
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て

は
、
判
例
、
学
説
は
．
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、

そ
の
同
意
は
、
就
業
規
則
な
り
、
労
働
協
約
な
り
で
推
認
す
る
の
か
、
そ
れ
と

も
そ
う
し
た
規
則
な
り
協
約
な
り
で
特
別
規
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
本
人
の
同
意
を
必
要
と
す
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
れ

る
．
本
件
判
旨
が
全
面
的
に
容
認
す
る
控
訴
審
判
決
は
、
「
仮
に
就
業
規
則
に

契
約
の
効
力
の
変
更
を
認
め
る
見
解
に
よ
る
と
し
て
も
、
就
業
規
則
に
明
白
に

出
向
義
務
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
契
約
の
効
力

の
変
更
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
両
面
的
変
更
を
意
味
す
る
の
か
そ
れ
と
も

片
面
的
変
更
を
意
味
す
る
の
か
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
一
般
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
六
九
四
）

就
業
規
則
に
つ
い
て
両
面
的
変
更
を
認
め
る
見
解
は
、
稀
れ
で
あ
り
、
そ
う
だ

と
す
れ
ば
片
面
的
変
更
を
持
つ
就
業
規
則
、
つ
ま
り
労
働
協
約
と
は
明
ら
か
に

異
な
る
就
業
規
則
に
よ
つ
て
出
向
を
具
体
的
に
規
定
す
れ
ば
、
そ
れ
で
労
働
者

に
出
向
義
務
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
不
可
解
で
あ
る
。
判
旨
は
、
就
業

規
則
と
労
働
協
約
と
が
同
一
効
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
理
論
の
展
開
で
あ
る

の
か
、
そ
の
点
は
、
右
論
旨
の
み
で
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
本
件
判
決
は
、
最
高
裁
見
解
と
し
て
、
出
向
に
は
本
人
の

同
意
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
注
目
す
べ
き

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
件
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
重
要
な
出
向
の
事
件
に
つ
い

て
、
真
正
面
か
ら
論
旨
の
展
開
を
行
う
こ
と
を
避
け
て
お
り
、
か
え
つ
て
そ
の

た
め
誤
解
を
招
く
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
不
満
な
印
象
を
拭
い
き

れ
な
い
。

　
二
　
出
向
の
意
義
と
解
釈

　
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
出
向
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
．
こ
れ
を
大

き
く
区
分
し
て
在
籍
出
向
と
移
籍
出
向
と
呼
ぶ
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
．
し

か
し
こ
の
区
別
の
基
準
は
、
．
出
向
元
会
社
に
籍
を
置
い
て
い
る
か
ど
う
か
の
区

別
で
あ
つ
て
、
こ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
出
向
を
理
解
す
る
わ
け
に
は
い
く
ま

い
。
と
り
わ
け
移
籍
出
向
の
場
合
に
は
、
労
働
契
約
の
解
約
と
締
結
と
が
出
向

の
表
裏
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
在
籍
出
向
と
は
、
そ
の
事
実
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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は
同
一
と
し
て
も
法
律
概
念
と
し
て
同
一
視
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。

つ
ま
り
在
籍
出
向
の
場
合
は
、
出
向
元
会
社
に
籍
を
置
き
な
が
ら
、
つ
ま
り
労

働
契
約
は
、
出
向
元
会
社
と
締
結
し
な
が
ら
、
そ
の
労
働
契
約
に
お
け
る
現
実

的
労
務
の
提
供
を
他
の
会
社
で
行
う
の
で
あ
り
、
出
向
元
会
社
は
、
休
職
の
状



態
で
あ
り
な
が
ら
出
向
先
会
社
に
お
い
て
そ
の
労
務
指
揮
に
服
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
本
来
的
な
出
向
と
い
う
べ
き
で
あ
つ
て
、
出
向
元
会
社
に
お
い

て
は
、
既
に
労
働
契
約
関
係
が
断
絶
し
て
し
ま
う
転
籍
出
向
に
お
い
て
は
、
労

働
契
約
が
変
更
し
た
と
い
う
べ
き
で
出
向
元
会
社
の
影
響
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

二
な
い
し
三
年
も
経
過
し
た
ら
出
向
元
に
か
え
る
と
い
う
一
種
の
予
約
が
あ
る

に
し
ろ
、
そ
し
て
そ
れ
が
労
働
契
約
内
容
に
な
つ
て
い
る
に
L
ろ
、
出
向
元
会
社

と
の
労
働
契
約
関
係
は
、
完
全
に
断
絶
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
右
の
予
約
は
、

労
働
者
の
入
社
時
に
お
け
る
内
定
以
上
に
軽
視
さ
れ
る
可
能
性
さ
え
包
蔵
し
て

い
る
の
で
あ
る
ー
つ
ま
り
単
な
る
紳
士
契
約
の
場
合
も
あ
ろ
う
ー
。

　
本
件
は
、
在
籍
出
向
で
あ
り
、
労
働
契
約
は
、
な
お
依
然
と
し
て
出
向
元
会

社
と
の
間
に
存
続
し
て
い
る
．
し
か
し
問
題
な
の
は
、
判
旨
が
そ
れ
程
に
重
視

し
て
い
な
い
労
働
条
件
の
不
利
益
性
の
問
題
で
あ
る
．
た
ま
た
ま
本
件
に
お
い

て
は
、
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
不
利
益
性
が
明
ら
か
で
な
く
、
か
え
つ
て
そ
こ

に
は
差
別
が
な
い
と
口
頭
で
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
東
海
タ
イ
ヤ
の

よ
う
に
弱
少
企
業
の
場
合
、
賃
金
の
支
払
い
や
休
暇
、
休
目
な
ど
に
つ
い
て
不

利
益
の
か
た
ち
で
差
が
出
て
く
る
の
は
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
つ
て
．
名
目
は

出
向
と
い
い
な
が
ら
労
働
契
約
内
容
の
不
利
益
な
変
更
を
当
然
の
こ
と
と
し
て

い
る
の
で
あ
つ
て
、
使
用
者
は
、
こ
の
よ
う
な
不
利
益
性
を
伴
う
出
向
を
一
つ

の
権
能
と
し
て
労
働
者
に
命
令
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
は
到
底
考
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
．
つ
ま
り
出
向
と
い
う
名
に
そ
の
方
式
を
借
り
た
労
働
条
件
の
不
利

益
変
更
と
い
つ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
も
ち
ろ
ん
在
籍
出
向
の
す

べ
て
が
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
た
ど
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、

少
く
と
も
そ
う
ー
）
た
危
険
性
が
全
然
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
つ
て
、
在
籍

　
　
　
判
　
例
研
　
突

出
向
の
労
働
者
の
義
務
性
を
理
解
す
る
場
合
、
こ
の
点
は
．
重
要
な
判
断
基
準

と
な
る
で
あ
ろ
う
．

　
つ
ぎ
に
出
向
を
理
解
す
る
場
合
、
当
該
会
社
に
お
け
る
慣
行
と
意
思
解
釈
の

問
題
で
あ
る
。
上
告
人
の
主
張
の
な
か
に
は
、
本
件
会
社
に
お
い
て
約
九
か
年

問
に
わ
た
つ
て
出
向
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
五
二
名
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
に
出
向
に
つ
い
て
の
慣
行
化
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
慣
行
と

い
う
か
ら
に
は
、
右
の
五
二
名
が
す
べ
て
本
人
の
同
意
な
く
出
向
を
命
じ
、
や

む
な
く
こ
れ
に
従
つ
た
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
か
り
に
慣
行
が

あ
つ
た
に
し
ろ
労
働
条
件
の
一
方
的
な
不
利
益
な
変
更
が
、
明
ら
か
に
さ
し
せ

ま
つ
て
い
る
と
き
．
そ
の
慣
行
は
な
お
効
力
を
持
ち
う
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
慣
行
に
つ
い
て
法
的
確
信
説
を
と
る
以
上
、
そ
の
よ
う
な

確
信
が
す
べ
て
の
従
業
員
に
存
在
し
た
と
は
認
め
え
ま
い
。
そ
し
て
慣
行
が
、

労
働
契
約
内
容
と
な
つ
て
い
た
と
い
う
理
解
も
適
切
を
欠
い
て
い
る
．
む
し
ろ

現
実
的
か
つ
実
際
的
に
は
、
出
向
者
本
人
の
同
意
を
得
て
出
向
さ
せ
る
こ
と
が

慣
行
化
し
て
お
り
．
こ
の
よ
う
な
方
式
を
と
ら
な
い
出
向
は
少
な
い
の
で
は
な

　
　
　
（
8
）

い
だ
ろ
う
か
。

　
三
　
労
働
協
約
と
本
人
の
同
意

　
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
民
法
六
二
五
条
、
つ
ま
り
「
使
用
者
ハ
労
務
者
ノ

承
諾
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
権
利
ヲ
第
三
者
二
譲
渡
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
の
規

定
で
あ
る
。
現
在
の
使
用
関
係
が
、
雇
用
契
約
で
は
な
く
労
働
契
約
を
基
調
と

し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
右
民
法
の
規
定
が
労
働
契
約
に
対

し
て
な
ん
ら
か
の
影
響
を
与
え
ず
に
は
い
ま
い
．
一
定
の
会
社
に
労
働
者
が
雇

用
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
実
際
に
労
務
指
揮
権
を
発
動
す
る
使
用
者
が
．
何
人
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
六
九
五
）



　
　
　
判
　
例
研
究

あ
る
か
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
会
社
が
一
方
的
に
他
の
会
社
で
就
労

す
る
よ
う
命
令
し
得
な
い
こ
と
は
、
右
民
法
の
規
定
か
ら
明
ら
か
と
い
え
よ

う
。
こ
の
民
法
の
基
本
原
則
は
、
契
約
理
論
、
引
い
て
は
労
働
契
約
理
論
の
基

本
原
則
で
あ
る
．
そ
し
て
、
も
し
こ
こ
で
労
働
者
の
相
手
方
選
択
の
自
由
が
制

約
さ
れ
る
こ
と
あ
り
と
せ
ば
、
そ
こ
に
は
そ
れ
だ
け
の
合
理
的
理
由
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
労
働
契
約
の
一
身
専
属
性
を
出
向
に
つ
い
て
強
く
主
張
し
、
出
向
者
本
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

個
別
的
同
意
が
必
要
だ
と
す
る
見
方
は
、
か
な
り
有
力
で
あ
り
、
そ
の
論
旨
も

パ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
民
法
六
二
五
条
の
労
働
者
使
用
権
の

無
断
譲
渡
を
禁
止
す
る
規
定
は
、
強
行
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
違
反
す
る
措
置

は
無
効
で
労
働
組
合
と
い
う
組
織
の
強
制
力
を
も
つ
て
し
て
も
左
右
で
き
な
い

　
（
1
0
）

と
す
る
．
と
こ
ろ
で
現
代
社
会
に
お
け
る
労
働
力
は
、
き
わ
め
て
組
織
化
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
組
織
化
の
な
か
に
合
理
性
を
貫
徹
す
る
も
の
は
、
労

働
協
約
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
当
然
に
就
業
規
則
は
、
別
の
観
点

か
ら
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
労
働
協
約
の
み
が
ひ
と
り
よ
く
そ
の
合
理
性

を
追
い
得
る
も
の
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
．
こ
の
労
働
協
約
が
機
能
す
る
労
使
関

係
の
社
会
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
使
用

者
と
個
々
の
労
働
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
民
法
六
二
五
条
に
お

い
て
は
．
右
の
よ
う
な
労
働
協
約
を
中
心
と
し
た
労
使
関
係
の
社
会
を
想
定
し

て
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
労
働
契
約
の
み
を
考
え
る
場
合
に
は
、
民
法
六
二
五

条
の
存
在
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
労
働
力
の
組
織
化
と
こ
れ
を
支
配
す
る

労
働
協
約
が
あ
る
場
合
に
は
多
少
異
な
り
、
出
向
の
合
理
的
理
由
が
労
働
協
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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を
通
じ
て
定
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
右
労
働
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
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約
と
い
え
ど
も
、
労
働
者
個
人
の
意
思
を
無
視
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
性
質
の

も
の
で
は
な
く
、
さ
り
と
て
労
働
老
個
人
の
ま
つ
た
く
我
盤
な
拒
否
ま
で
保
護

さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
も
な
い
。
か
く
て
最
終
的
に
は
、
労
働
者
個
人
の

意
思
を
聴
き
、
同
意
の
う
え
で
初
め
て
出
向
を
命
じ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
労
働
者
個
人
の
同
意
権
の
濫
用
は
、
許
さ
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
四
　
結
　
び

　
以
上
、
現
在
ま
で
に
わ
が
国
に
お
い
て
論
議
さ
れ
て
き
た
見
解
を
要
約
し
な

が
ら
、
出
向
法
理
の
正
し
い
理
解
を
探
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
結
論

的
要
約
を
試
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
労
働
者
を
出
向
さ
せ
る
場
合
、

出
向
命
令
に
応
ず
る
義
務
は
、
単
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

生
じ
て
こ
な
い
。
つ
ま
り
労
働
契
約
は
、
原
則
と
し
て
特
定
の
使
用
者
と
労
働

者
と
の
間
に
締
結
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
締
結
に
当
つ
て
労
働
契
約
内
容

に
特
段
の
約
束
が
あ
れ
ば
別
と
し
て
も
、
就
業
規
則
に
つ
い
て
契
約
説
を
取
つ

た
場
合
、
就
業
規
則
の
中
に
出
向
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
な
ら
ば
契
約
内
容

と
な
つ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
の
抽
象
的
、
包
括
的
同
意
を
推
認
す
る
こ
と

は
、
就
業
規
則
の
法
的
性
格
か
ら
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
．
そ
も
そ
も
就
業

規
則
に
つ
い
て
の
契
約
説
が
、
正
当
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
、
右
の

よ
う
な
論
理
の
展
開
に
は
、
到
底
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
労
働

協
約
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
異
な
る
考
え
方
、
つ
ま
り
包
括
的
同
意
を
個
人
の

同
意
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
個
人
労
働
者
が
出
向
に
当
つ
て
特
別
の

意
思
表
示
を
し
た
場
合
、
と
り
わ
け
反
対
の
意
思
を
明
示
し
た
場
合
に
は
、
こ

の
個
人
意
思
が
、
濫
用
の
な
い
か
ぎ
り
ま
た
合
理
的
理
由
の
な
い
か
ぎ
り
優
先



す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
日
立
電
子
出
向
拒
否
事
件
、
東
京
地
裁
、
昭
和
四
一
・
三
・
二
一
、
労
民
集
一

　
　
七
巻
二
号
、
三
六
八
頁
．

　
（
2
）
　
阿
久
澤
亀
夫
「
出
向
拒
否
と
懲
戒
解
雇
」
季
刊
労
働
法
六
〇
号
、
一
〇
三
頁
参

　
　
照
。

　
（
3
）
　
日
本
電
気
出
向
拒
否
事
件
、
東
京
地
裁
、
昭
和
四
三
・
八
・
三
一
判
決
、
労
民

　
　
集
一
九
巻
四
号
、
一
一
二
頁
。
小
野
田
セ
メ
ン
ト
出
向
拒
否
事
件
、
東
京
地
裁
、

　
　
昭
和
四
五
・
六
・
二
九
判
決
、
労
民
集
二
一
巻
三
号
、
一
〇
一
九
頁
．
神
鋼
電
機
事

　
　
件
、
津
地
裁
、
昭
和
四
六
・
五
・
七
決
定
、
労
働
判
例
一
三
三
号
、
一
四
頁
。

　
（
4
）
　
名
村
造
船
所
出
向
拒
否
事
件
、
昭
和
四
八
・
八
・
一
六
判
決
、
労
働
判
例
一
八

　
　
五
号
、
二
七
頁
。

　
（
5
）
　
石
川
島
播
磨
重
工
業
事
件
、
東
京
地
裁
、
昭
和
四
七
・
七
二
五
判
決
、
労
働

　
　
判
例
一
五
六
号
、
四
五
頁
。
ス
イ
ス
事
件
、
名
古
屋
地
裁
、
昭
和
四
五
・
九
・
七
判

決
、
労
働
判
例
一
一
〇
号
、
四
二
頁
。

（
6
）
　
三
島
宗
彦
「
出
向
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
季
刊
労
働
法
七
〇
号
、
二
五
頁
以
下
。

（
7
）
　
そ
の
主
張
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
適
切
な
主
張
で
は
な
く
．
多
少
理
解
．
』
苦
し

　
む
と
こ
ろ
が
あ
る
が
。

（
8
）
　
沼
田
・
本
多
・
籾
井
「
労
使
慣
行
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
一
二
八
頁
参
照
。

（
9
）
外
尾
健
一
「
採
用
・
配
転
・
出
向
・
解
雇
」
労
働
法
実
務
大
系
九
、
一
八
八
頁
・

岸
井
頁
男
「
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
労
働
法
」
三
三
頁
．
山
本
吉
人
「
雇
用
形
態
と
労
働
法
」

上
、
一
八
二
頁
。
高
木
紘
一
「
出
向
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
労
働
法
の
判
例
、
五
〇
頁
．

（
1
0
）
　
本
多
淳
亮
「
合
理
化
と
人
事
問
答
」
八
五
頁
参
照
．

（
1
1
）
　
こ
の
場
合
、
労
働
組
合
が
単
に
同
意
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
労
働
協
約

が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
合
理
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ

　
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
久
澤
亀
夫

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
（
六
九
七
）


