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事
例
1

　

契
約
し
て
い
る
電
力
会
社
に
委
託
さ
れ
た
と
い
う
業
者
か
ら「
分
電
盤
の
点
検
を
す
る
」と
電
話
が

あ
っ
た
。昨
日
来
訪
し
て
き
て
、点
検
後
に「
こ
れ
は
古
い
の
で
す
ぐ
に
交
換
し
な
け
れ
ば
漏
電
し
て
火

事
に
な
る
」と
言
わ
れ
た
。信
用
し
て
約
２３
万
円
の
交
換
工
事
を
契
約
し
た
が
、念
の
た
め
、契
約
し
て

い
る
電
力
会
社
に
確
認
し
た
と
こ
ろ「
当
社
と
は
関
係
な
い
」と
言
わ
れ
た
。

  

事
例
2

　
「
ブ
レ
ー
カ
ー
の
無
料
点
検
に
行
く
」と
電
話
が
あ
り
来
訪
を
承
諾
し
た
。業
者
が
点
検
し
た
後
、「
漏

電
な
ど
で
火
事
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。漏
電
で
火
災
に
な
っ
た
場
合
に
は
火
災
保
険
が
下
り
な
い
」と

言
わ
れ
た
。火
事
に
な
っ
た
ら
大
変
だ
と
思
い
、ブ
レ
ー
カ
ー
の
交
換
工
事
を
１６
万
円
で
契
約
し
た
。家

族
に
話
す
と
、高
額
で
悪
質
な
業
者
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
。工
事
内
容
も
安
全
な
の
か
心
配
だ
。

●
電
話
等
で
点
検
を
持
ち
掛
け
、過
度
に
不
安
を
あ
お
ら
れ
た
り
、契
約
を
急
が
さ
れ
て
も
安
易
に
応
じ
ず
、

周
囲
の
人
に
相
談
し
た
り
、業
者
を
調
べ
た
り
し
て
慎
重
に
対
応
し
ま
し
ょ
う
。法
定
点
検
の
場
合
に
は

調
査
員
証
の
携
帯
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、必
ず
調
査
員
証
の
提
示
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

●
点
検
後
、分
電
盤
や
ブ
レ
ー
カ
ー
の
交
換
が
必
要
と
言
わ
れ
て
も
、そ
の
場
で
す
ぐ
に
契
約
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。交
換
を
検
討
す
る
場
合
は
複
数
業
者
か
ら
見
積
り
を
取
り
、機
能
や
価
格
を
十
分
確
認

し
た
う
え
で
契
約
し
ま
し
ょ
う
。

●
漏
電
が
原
因
の
火
事
は
火
災
保
険
が
下
り
な
い
と
ウ
ソ
の
説
明
を
す
る
例
も
み
ら
れ
ま
す
が
、補
償
内
容
は

保
険
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。詳
細
は
契
約
し
て
い
る
保
険
会
社
ま
た
は
代
理
店
に
確
認
が
必
要
で
す
。

●
４
年
に
1
回
の
法
定
点
検
は
無
料
で
あ
り
、登
録
調
査
機
関
の
調
査
員
が
点
検
し
ま
す
。法
定
点
検
後
に

工
事
の
契
約
を
持
ち
掛
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。な
お
、点
検
時
に
住
人
が
不
在
の
場
合
や
屋
内
の
点

検
を
断
っ
て
し
ま
う
と
、屋
内
に
あ
る
分
電
盤
の
点
検
は
行
わ
れ
ず
、屋
外
の
み
の
点
検
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

●
す
で
に
長
期
間
使
用
し
て
お
り
、経
年
劣
化
が
心
配
な
場
合
に
は
、電
力
会

社(

一
般
送
配
電
事
業
者)

等
、地
域
の
電
気
工
事
業
工
業
組
合
等
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

【
人
生
会
議
に
つ
い
て
】病
気
や
け
が
は
突
然
で
す
。あ
な
た
が
元
気
な
う
ち
か
ら
考
え
、話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

　

新
年
度
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。新
年
度
と
い
え
ば
、入
学
式
や
新
学
期
と
い
っ
た
学
校
に

関
す
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。現
在
の
学
校
の

姿
は
、明
治
5（
1
8
7
2
）年
に
制
定
さ
れ
た
学
制
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た
。

　

学
制
と
は
、貧
富
や
身
分
に
関
係
な
く
す
べ
て
の
国
民
が
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
目
的

と
し
、識
字
率
向
上
や
人
材
育
成
を
進
め
た
教
育
制
度
の
こ
と
で
す
。兵
制
・
税
制
と
並
ぶ
、

明
治
政
府
の
三
大
改
革
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

　

全
国
を
八
大
学
区
に
分
け
、そ
の
中
を
中
学
区
に
、さ
ら
に
そ
れ
を
小
学
区
に
分
け
る
学

区
制
を
採
用
し
ま
し
た
。こ
れ
は
、全
国
に
細
か
く
学
校
を
配
置
す
る
こ
と
で
、住
ん
で

い
る
地
域
の
近
く
の
学
校
へ
通
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
を
参
考
に
し

て
い
ま
し
た
。

　

栃
木
県（
当
時
は
栃
木
県
と
宇
都
宮
県
に
わ
か
れ
て
い
た
）は
、近
隣
の
1
府
13
県
と
と

も
に
第
一
大
学
区
に
属
し
、宇
都
宮
県
管
下
の
河
内
郡
と
芳
賀
郡
は
四
一
番
中
学
区
に
分

け
ら
れ
、1
7
9
区
の
小
学
区
に
82
校
の
小
学
校
を
設
立
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

明
治
6（
1
8
7
3
）年
か
ら
明
治
８（
1
8
7
5
）年
ま
で
に
創
立
さ
れ
た
本
町
に
関
係
す

る
小
学
校
は
10
校
あ
り
、そ
の
内
の
上
三
川
舎
、日
省
舎
、

多
功
舎
は
順
に
、上
三
川
小
学
校
、明
治
小
学
校
、明
治
南

小
学
校
と
名
称
を
変
え
て
現
在
も
存
続
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、県
の
合
併
や
郡
の
再
編
制
、財
政
上
の
理
由
な

ど
に
よ
り
、学
区
や
制
度
自
体
の
改
正
を
重
ね
現
在
に
も

通
ず
る
教
育
制
度
の
基
盤
が
築
か
れ
ま
し
た
。

第
31
話
「
学
制
の
は
じ
ま
り
」


