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フォルツアはあなたを応援します

■労務管理 Q & A
～「働き方」の変化を考えさせられる三つの論点～
「残業代ゼロ・過労死等防止」、「女性が働きやすい職場環境」、「有期・無期・
派遣など各種雇用形態の活かし方」

■特集　事業のリスクの管理について
～債権法の改正　消滅時効期間について～
～急増する自転車事故への備えについて～

■相続の基礎知識
～死と向き合う。自分の最終意思を示す「遺言」～
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旧
年
中
は
、公
私
に
亘
り
ご
好
誼
、ご
厚
情
を
賜
り
、誠
に

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。皆
様
に
は
幸
い
多
き
新
年
を
迎
え

ら
れ
た
こ
と
と
存
じ
上
げ
ま
す
。

　
私
で
す
が
、弁
護
士
の
役
割
と
は
何
か
を
日
々
考
え
年
月
を

経
て
き
て
お
り
ま
す
。多
く
の
士
業
や
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
が
あ

る
中
で
、そ
れ
ら
方
々
は
自
ら
が
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
も
弁

護
士
に
投
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、弁
護
士
と
い
う
の

は
自
分
の
力
で
は
解
決
が
で
き
な
い
と
き
に
そ
れ
を
ほ
か
の
職

種
に
投
げ
て
終
え
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
仕
事
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。依
頼
人
へ
の
説
得
力
、裁
判
所
へ
の
説
明
力
、

相
手
方
へ
の
交
渉
力
な
ど
、多
く
の
場
面
で「
文
章
」と「
発
言
」

に
よ
り
働
き
か
け
を
お
こ
な
う
の
で
す
が
、い
ず
れ
の
場
面
に
お

い
て
も
、人
に
対
し
適
切
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
能
力
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。一
層
の
研
鑽
を
重
ね
、

日
々
精
進
し
て
参
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
誌
も
発
刊
以
来
第
13
号
と
な
り
ま
し
た
。過
去
の
記
事

及
び
所
属
弁
護
士
を
含
む
当
職
事
務
所
の
紹
介
な
ど
は
下
記

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
お
目
通
し
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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業 務 案 内
【労　働】
人事労務管理全般
（各種規程類の作成等を含む）
【商　事】
企業法務一般
（各種リスクマネジメント及び
各種契約書類の作成等を含む）
【倒産処理】
破産・債務整理・民事再生

【民　事】
不動産取引・債権回収・建築紛争・
交通事故・宗教法人に関する法律相談
【家　事】
相続・遺言・遺産分割・離婚・離縁・
少年事件

【刑　事】
捜査段階及び起訴後段階の弁護
活動並びに被害者救済
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詳細はホームページ（http://kiyo-law.com/haruhiko-yamada.html）
をご覧下さい。なお、過去の情報誌も掲載しております。
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一言でいうと、人が自分の死後のために残す最終の意思表示を意味します。遺言がなくても故人の財産は民法が定める相続
人に法律が定める割合に従って承継がおこなわれます。遺言があると、原則として御自身の意思を法律の基準に優先して死

後に活かすことができるのです。事業者にとっては、事業の承継にも関係します。

遺言とはどういうものなのでしょうか？Ｑ１Ｑ１
A１

遺言は法的な効力を発揮するものですので、法律が「厳格な要式」を求めています。法律が求めるルールに従って作成をおこな
わないと法的な効力がありません。

エンディングノートでは効力は生じないのでしょうか？Ｑ2Ｑ2
A2

法律上の効果があるのは、①相続に関する事項、②相続以外の財産処分、③身分関係に関する事項、④遺言の執行に関する
事項であり、例えば、「兄弟で仲良くするように」といった内容は、故人のメッセージとして各人が重く受け止めることにはなります

が法律上の効果があることにはなりません。

どのようなことを書いても効力はあるのでしょうか？Ｑ3Ｑ3
A3

遺言書を隠しているか否かで親族間で問題となったケース、遺言書が何通も出てきてその効力の優先関係の解釈が問題とな
ったケース、遺言を作成した時点の遺言者の判断能力（例えば、認知症など）が問題となったケースなどがあります。成年後見

制度の適用により後見や保佐等の適用を受けた方が増えてきていますが、相続人間で遺言書作成時の判断能力が問題となり医学的
判断が必要となるケースもありました。

それらのほかに自筆証書の遺言で死後に生じたトラブルの例を教えて下さい。Ｑ5Ｑ5
A5

尊厳死は、現在の医療では回復の見込みがない方に対し、過剰な延命措置を行わず自然な形で死を迎えることですが、そ
れを希望することを「尊厳死宣言（リビング･ウィル）」といい、自己決定権の尊重を根拠とします。公正証書に尊厳死宣言を記

載するということがあります。安楽死を適法と評価することは難しいのですが、尊厳死については厳格な要件に基づけば適法と考えるこ
とが可能であり、法整備も検討されているところです。なお、宗教的な観点からは多くの議論があります。今後、世論の動向を見て参りた
いと思います。

最近、「尊厳死宣言」という言葉を聞きましたが。Ｑ6Ｑ6
A6

要式行為とされる遺言ですが、自筆証書、公正証書、秘密証書の三種類があります。御指摘の自筆証書ですが、自筆で作成す
ることができるのでその意味では簡易な方式なのですが、日付の記載、署名押印の方法、文字の訂正の方法、財産目録の作

成など、ルールが厳格に決まっており、それらが守られないで作成された遺言を多く見てきています。法律家に相談し、公正証書遺言
を作成されることをお奨めします。

自筆で遺言を作成すればそれで良いのでしょうか。Ｑ4Ｑ4
A4

　自分の死を考え、エンディングノート（自分の終末期や死後に家族にこうして欲しいという希望や伝えてお
きたいことを記しておくノートのこと）を記す方々が増えてきております。そのような時勢もあってでしょうか、
遺言に関する御相談が増えてきています。宗教は、自分が死を迎えた後に自分がどうなるのかという問いに
対する一定の答えを出していますが、子孫に自分の最終意思を示す術については示していないように思わ
れます。法律における「遺言」について当職の経験に基づいたご示唆をさせていただきたいと思います。

遺言についての基礎知識
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何
で
も
相
談

Q
A
&

特
集

「
働
き
方
」の
変
化
を

考
え
さ
せ
ら
れ
る
三
つ
の
論
点

内
容
に
よ
る
こ
と
な
く
消
滅
時
効
の
期
間
が
明

確
な
も
の
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。な
お
、不

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
、

改
正
が
な
く
、消
滅
時
効
期
間
は
３
年
、除
斥

期
間
は
20
年
の
ま
ま
と
な
り
ま
す
。

　

消
滅
時
効
の
期
間
が
経
過
し
た
場
合
、相
手
方

が
消
滅
時
効
の
利
益
を
受
け
る
意
思（
援
用
）を

お
こ
な
う
と
権
利
が
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
た

め
、未
収
の
債
権
が
あ
る
場
合
に
当
該
債
権
が
時

効
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
債
権
の

管
理
を
お
こ
な
う
こ
と
が
必
要
で
す
。「
請
求
書

を
出
し
続
け
て
お
け
ば
時
効
に
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
考
え
を
企
業
経
営
者
か
ら
耳
に
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、正
し
い
考
え
方
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。消
滅
時
効
の
期
間
完
了
日
ま
で
に
請
求

書
に
よ
り
催
告
手
続
を
お
こ
な
っ
て
お
け
ば
、催

告
の
意
思
表
示
の
到
達
後
６
ヶ
月
以
内
に
訴
え

の
提
起
等
の
確
定
的
な
中
断
手
続
を
と
る
こ
と

に
よ
り
そ
の
時
点
で
時
効
期
間
が
経
過
し
て
い
て

も
債
権
は
消
滅
時
効
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

も
っ
と
も
、消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
て
も
、

相
手
方
が
債
務
の
存
在
を
認
め
た
場
合
に
は
、

も
は
や
消
滅
時
効
の
援
用
を
主
張
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。消
滅
時
効
の

管
理
を
怠
り
、時
効
期
間
が
経
過
し
て
し
ま
っ
た

債
権
を
お
持
ち
の
方
は
、相
手
方
と
協
議
さ
れ
幾

ら
か
だ
け
で
も
払
っ
て
も
ら
う
と
か
、分
割
払
い

の
合
意
を
取
り
付
け
る
な
ど
す
る
こ
と
に
よ
り
、

消
滅
時
効
の
主
張
を
阻
止
す
る
た
め
の
工
夫
を

取
ら
れ
る
の
が
良
い
の
で
す
。

　

平
成
26
年
８
月
、「
民
法（
債
権
関
係
）の
改

正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
」が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

実
際
に
改
正
法
律
案
が
制
定
さ
れ
る
の
は
本
年

以
降
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、大
き
な
修
正
は
な
い

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。今
回
は
、消
滅
時
効
の
規

定
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

改
正
法
は
、「
債
権
は
、次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、時
効
に
よ
っ
て
消

滅
す
る
⑴
債
権
者
が
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
５
年
間
行
使
し

な
い
と
き
。⑵ 

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

時
か
ら
10
年
間
行
使
し
な
い
と
き
。」と
い
う
内

容
と
な
り
、こ
れ
に
伴
い
、商
行
為
に
関
す
る
規

定
で
あ
っ
た
商
法
５
２
２
条
、個
々
の
特
例
法
で

あ
っ
た
民
法
１
７
０
条
〜
１
７
４
条
も
削
除
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
、債
権
の

■
債
権
法
の
改
正  

消
滅
時
効
期
間
に
つ
い
て
■

〜
消
滅
時
効
の
管
理
と
改
正
法
に
よ
る
期
間
の
変
更
〜

規
制
も
あ
り
ま
す
。大
阪
府
の
条
例
で
は
、携
帯

電
話
、携
帯
ゲ
ー
ム
機
等
を
手
で
持
っ
て
通
話
・

注
視
し
な
が
ら
運
転
す
る
こ
と
、ヘ
ッ
ド
ホ
ン
ス
テ

レ
オ
等
を
使
用
し
て
大
音
量
で
音
楽
等
を
聴
き

な
が
ら
運
転
す
る
こ
と
、傘
を
差
す
な
ど
視
野
を

妨
げ
も
し
く
は
安
定
を
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
方

法
で
運
転
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
　

自
転
車
事
故
の
場
合
で
も
、当
事
者
間
の
事
故

に
対
す
る
過
失
の
割
合
が
問
題
と
な
り
ま
す
。自

転
車
の
場
合
は
自
動
車
と
は
異
な
る
過
失
割
合

の
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
が
、自
転
車
に
対

す
る
法
律
や
条
例
の
規
制
に
対
す
る
認
識
を

誤
っ
た
場
合
、思
い
も
寄
ら
な
い
賠
償
責
任
を

負
担
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。業
務
中
に
自
転
車

を
利
用
し
て
事
故
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。従
業
員
が
自
転
車
で
人
を
轢
い
た
場
合

に
、従
業
員
或
い
は
会
社
が
賠
償
責
任
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
整
備
で
き
て
い
る
か
、

今
一
度
御
確
認
を
さ
れ
る
こ
と
を
お
奨
め
い
た
し

ま
す
。

　

自
転
車
が
街
に
溢
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、自
転

車
に
よ
る
衝
突
事
故
が
急
増
し
て
い
ま
す
。自
転

車
に
轢
か
れ
て
怪
我
を
し
た
と
き
に
、自
転
車
の

運
転
者
に
資
力
が
な
い
場
合
が
困
る
の
で
す
。自

動
車
や
バ
イ
ク（
原
付
自
転
車
を
含
む
）の
場
合
、

仮
に
任
意
保
険
を
付
け
て
い
な
い
こ
と
が
あ
っ
て

も
、強
制
保
険
と
し
て
自
賠
責
保
険
が
付
い
て
い

ま
す
の
で
、自
賠
責
保
険
か
ら
そ
の
可
能
な
範
囲

で
の
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、自
転

車
に
は
強
制
保
険
が
な
い
の
で
す
。こ
れ
が
自
転

車
事
故
の
大
き
な
問
題
な
の
で
す
。最
近
は
、保

険
会
社
に
よ
り
個
人
賠
償
責
任
保
険
と
い
う

商
品
が
販
売
さ
れ
、自
動
車
保
険
の
特
約
で
個

人
賠
償
責
任
保
険
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

商
品
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。比
較
的
少
額
な
保

険
料
で
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
被
害
者

に
対
す
る
賠
償
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
そ
れ
ら
任

意
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
を
お
奨
め
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、自
転
車
に
つ
い
て
誤
っ
た
知
識
を

持
た
れ
て
い
る
方
が
多
く
お
ら
れ
ま
す
。自
転
車

な
ら
飲
酒
し
て
も
良
い
と
か
、赤
信
号
を
無
視

し
て
良
い
、と
い
う
認
識
を
持
た
れ
て
い
る
方
が

い
ま
す
が
、間
違
い
で
す
。自
転
車
は
、軽
車
両
と

し
て
道
路
交
通
法
の
規
制
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

重
要
な
ル
ー
ル
と
し
て
、①
自
転
車
は
車
道
が
原

則
で
歩
道
は
例
外
、②
車
道
は
左
側
を
通
行
、③

歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
車
道
寄
り
を
徐
行
、④

安
全
ル
ー
ル
を
守
る
、⑤
子
供
は
ヘル
メ
ッ
ト
を
着

用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、④
の
安

全
ル
ー
ル
と
は
、夜
間
の
ラ
イ
ト
点
灯
、飲
酒
運

転
の
禁
止
、二
人
乗
り
の
禁
止
、並
進
禁
止
、信

号
を
守
る
、一
時
停
止
す
る
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。ま
た
、道
路
交
通
法
に
限
ら
ず
、条
例
に
よ
る

■
急
増
す
る
自
転
車
事
故
へ
の
備
え
に
つ
い
て
■

１
．残
業
代
ゼ
ロ
制
度
の
導
入
と
過
労
死
等
防
止
対

策
推
進
法
の
施
行

　
こ
の
数
年
間
、従
業
員
の
企
業
に
対
す
る
残
業
代

請
求
事
案
が
急
増
し
、企
業
に
お
い
て
当
該
紛
争
へ

の
対
応
に
相
当
な
労
力
や
費
用
を
要
し
て
き
て
い

ま
す
。労
働
基
準
法
の「
労
働
時
間
」は
従
業
員
が

会
社
の
指
揮
命
令
下
に
あ
れ
ば
足
り
る
た
め
、そ
れ

に
形
式
的
に
あ
て
は
め
た
紛
争
が
多
く
、労
基
法
が

予
定
す
る
管
理
職
の
範
囲
が
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る

以
上
に
範
囲
が
狭
い
こ
と
も
あ
っ
て
、高
給
な
従
業

員
に
よ
る
残
業
代
請
求
事
案
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、経
済
界
の
強
い
要
請
を
受
け
て
の
こ
と
と

思
わ
れ
ま
す
が
、本
年
、働
い
た
時
間
で
は
な
く
成

果
で
評
価
す
る
新
た
な
労
働
制
度
を
導
入
す
る
た

め
労
働
基
準
法
の
改
正
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。従

業
員
に
原
則
と
し
て
残
業
代
が
支
払
わ
れ
な
く
な

り
、成
果
に
よ
っ
て
報
酬
が
決
ま
り
ま
す
が
、対
象
者

は
、「
年
収
１
０
７
５
万
円
以
上
の
働
き
手
」と
す
る

方
向
で
法
案
の
調
整
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。他

方
、平
成
26
年
11
月
に
、過
労
死
等
防
止
対
策
推
進

法
が
施
行
さ
れ
、政
府
は
過
労
死
等
に
関
す
る
調
査

研
究
等
を
踏
ま
え
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

過
労
死
等
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
又
は

財
政
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。長
時
間
労
働
は
過
労
死
を
引
き
起
こ
す
誘
因
の

一つ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、先
ほ
ど
の

法
案
に
お
い
て
も
新
制
度
の
導
入
の
た
め
に
は
、①

会
社
に
い
る
時
間
の
上
限
規
制
、②
退
社
か
ら
次
の

出
社
ま
で
数
時
間
以
上
の
間
隔
を
あ
け
る「
イ
ン
タ

ー
バ
ル
規
制
」、③
年
１
０
４
日
の
休
日
取
得
規
制

の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
導
入
す
る
こ
と
を
条
件
と

す
る
案
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、先
進
国
で
は
、年
平
均
労
働
時
間
が

最
も
多
い
の
が
韓
国
で
あ
り
、そ
の
次
が
ア
メ
リ
カ

で
あ
り
、そ
し
て
日
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。戦
後
70
年

を
迎
え
る
本
年
で
す
が
、日
本
の
高
度
経
済
成
長
を

支
え
た
労
働
者
の
労
働
時
間
は
現
在
を
遙
か
に
上

回
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、時
代
が
変
わ
り
、心
の

豊
か
さ
を
仕
事
に
だ
け
求
め
る
の
で
は
な
く
、ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
が
必
要
と
さ
れ
、多
様

な
働
き
方
を
認
め
る
こ
と
な
く
し
て
企
業
の
パ
ワ

ー
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
企
業
の
競
争
力
の
増
加
と
従
業
員
の
健
康
管

理
・ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
の
調
和
を
ど
の

よ
う
に
実
現
さ
せ
る
か
は
本
年
の
重
要
課
題
の
一つ

に
な
る
で
し
ょ
う
。

２
．女
性
が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
実
現

　

少
子
化
の
波
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。労
働
力
が
減
少

し
国
力
を
支
え
る
力
が
不
足
し
ま
す
。日
本
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
考
え
る
と
き
外
国
人
労
働
者
に
頼

る
日
本
と
い
う
の
も
消
極
的
賛
成
に
止
ま
る
で
し

ょ
う
。大
学
等
の
研
究
機
関
に
お
い
て
女
性
研
究
者

が
大
変
少
な
い
の
も
日
本
の
特
長
と
い
え
ま
す
。平

成
26
年
10
月
、女
性
の
雇
用
を
考
え
る
う
え
で
今

後
の
あ
る
べ
き
方
向
性
を
示
唆
す
る
最
高
裁
判
例

が
出
ま
し
た
。妊
娠
中
の
軽
易
業
務
へ
の
転
換
に
伴

う
降
格
処
分
の
有
効
性
が
論
点
と
な
っ
た
事
案
に

お
い
て
、妊
娠
中
の
従
業
員
へ
の
対
応
の
あ
り
方
が

検
討
さ
れ
ま
し
た
。ご
承
知
の
と
お
り
、法
は
母
性

保
護
の
た
め
に
、産
前
産
後
の
休
業
、妊
産
婦
の
就

労
制
限（
危
険
・
有
害
業
務
の
禁
止
及
び
請
求
に
よ

る
業
務
軽
減
）に
つ
い
て
規
制
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す

が
、請
求
に
よ
る
業
務
軽
減
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ

管
理
職
か
ら
降
格
と
な
っ
た
の
で
す
が
復
職
後
に
管

理
職
へ
の
復
帰
が
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
事
案
で
す
。

最
高
裁
は
、女
性
労
働
者
に
つ
き
妊
娠
中
の
軽
易
業

務
へ
の
転
換
を
契
機
と
す
る
降
格
は
原
則
と
し
て

違
法
無
効
と
し
た
上
で
、①
労
働
者
が
自
由
な
意

思
に
基
づ
い
て
降
格
を
承
諾
し
た
も
の
と
認
め
る
に

足
り
る
合
理
的
な
理
由
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と

き
、或
い
は
、②
降
格
が
均
等
法
9
条
3
項
の
趣
旨

及
び
目
的
に
実
質
的
に
反
し
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ

る
特
段
の
事
情
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、適
法
と
す

る
考
え
方
を
示
し
ま
し
た
。従
来
、人
事
労
務
一
般

に
お
い
て
は
、「
同
意
に
よ
る
降
格
」は
原
則
適
法
と

考
え
ら
れ
て
き
て
お
り
ま
す
が
、母
性
保
護
の
要
請

が
あ
っ
た
本
件
場
面
で
は
原
則
違
法
と
考
え「
同

意
」が
正
し
く
意
味
内
容
を
理
解
し
た
同
意
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。最
高
裁
判
所
は
、同
意
に

よ
る
降
格
の
ほ
か
に
上
記
②
の
方
法
に
よ
る
降
格

が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
示
し
た
の
で
す
が
、②
が
指

摘
す
る「
特
段
の
事
情
」の
有
無
は
、少
な
く
と
も

中
小
の
企
業
で
は
大
変
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
も
の
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。そ
の
た
め
、現
実
的
に
は
、「
同
意
に

よ
る
降
格
」の
手
法
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
が
、同
意
の
対
象
と
な
る
会
社
の
制
度

及
び
本
件
措
置
の
内
容
等
を
詳
細
に
説
明
し
了
解

を
得
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
と
こ
ろ
、

同
意
が
形
成
で
き
な
い
場
合
、企
業
は
困
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。将
来
的
に
は
、復
帰
時
に
は
元
職

位
に
復
帰
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、新
た
に
評
価
を

お
こ
な
い
実
際
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
落
ち
て
お
れ
ば

そ
の
段
階
で
降
格
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
方
が

「
急
が
ば
廻
れ
」な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。今
後
、仕

事
と
家
庭
が
両
立
で
き
る
職
場
環
境
の
実
現
に
向

け
て
企
業
に
は
大
き
な
発
想
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て

い
く
時
勢
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
３
．有
期
雇
用
労
働
者
の
無
期
転
換
ル
ー
ル
の
修
正

　

現
在
、労
働
契
約
法
第
18
条
で
は
、有
期
労
働
契

約
が
繰
り
返
し
更
新
さ
れ
通
算
で
５
年
を
超
え
た

場
合
に
労
働
者
の
申
し
込
み
が
あ
れ
ば
無
期
労
働

契
約
に
転
換
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、無
期

転
換
申
込
権
を
行
使
し
た
労
働
者
の
給
与
体
系
を

ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
を
検
討
中
と
し
て
い
る
企
業

は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。他
方
、現
実
的
な

実
態
に
合
わ
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
法
律
の
適
用

を
修
正
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
。平
成
26

年
４
月
１
日
か
ら
は
、大
学
等
及
び
研
究
開
発
法
人

の
研
究
者
及
び
教
員
等
に
つ
い
て
は
無
期
転
換
申

込
権
発
生
ま
で
の
期
間
を
10
年
と
す
る
法
律
が
施

行
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら

は
、①
定
年
後
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
有
期
雇

用
労
働
者（
↓
定
年
後
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
て
い

る
期
間
）、②
５
年
を
超
え
る
一
定
期
間
内
に
完
了

す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
業
務
に
従
事
す
る
高

度
な
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者

（
↓
一
定
の
期
間
内
に
完
了
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い
る
業
務
に
就
く
期
間（
上
限
10
年
））に
つ
い
て

は
、事
業
主
が
国
か
ら
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ

り
、無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。無
期
雇
用
者
、有
期
雇
用
者
、派
遣
労
働

者
、定
年
後
再
雇
用
者
を
ど
の
よ
う
に
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
す
る
か
、或
い
は
、労
働
者
が
ど
の
よ
う
に
活
か
す

か
、従
業
員
の
働
き
方
を
考
え
る
う
え
で
看
過
で
き

な
い
視
点
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

Q
A
&

事
業
の
リ
ス
ク
の
管
理
に
つ
い
て

事
業
の
リ
ス
ク
の
管
理
に
つ
い
て


	0109FORZA13号＿表面
	0109_FORZA13号＿中面_修正2

