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建
設
業
と

技
能
者
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日
本
の
建
設
産
業
と

契
約
管
理

建
設
産
業
の
事
業
基
盤

　
建
設
産
業
で
は
契
約
書
が
な
い
仕
事

は
基
本
的
に
あ
り
ま
せ
ん
。契
約
書
が
必

要
な
の
は
、建
設
産
業
が
受
注
型
産
業
の

典
型
で
あ
り
、一
品
製
造
、発
注
か
ら
製

品
完
成
・
納
入
ま
で
の
期
間
が
長
く
、且

つ
、高
額
な
取
引
だ
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
、日
本
の
建
設
産
業
は
諸
外

国
に
比
べ
る
と
契
約
に
関
す
る
意
識
が

極
め
て
低
い
状
態
で
す
。こ
れ
は「
相
互

信
頼
」に
基
づ
く
商
取
引
と
い
う
、一
種

の
文
化
と
も
言
え
る
習
慣
が
深
く
影
響

し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。問
題
は
、意
識
が
低
い
と
、比
例
し

て
認
識
の
感
度
が
低
下
し
、知
識
レ
ベ
ル

も
上
が
ら
な
い
結
果
と
な
る
こ
と
で
す
。

　
日
本
の
建
設
産
業
は
、他
の
産
業
以
上

に
、「
相
互
信
頼
」を
基
盤
と
し
て
動
い

て
き
ま
し
た
。そ
の
根
幹
理
由
は
発
注
者

の
担
う
機
能（
計
画
や
基
本
設
計
）と
受

注
者
の
担
う
機
能（
施
工
や
詳
細
設
計
）

が
連
携
し
な
け
れ
ば「
製
品
」が
で
き
な

い
と
い
う
建
設
産
業
の
持
つ
特
性
で
す
。

　
受
発
注
者
間
の
機
能
連
携
に
は
相
互

協
力
が
不
可
欠
で
あ
り
、建
設
産
業
は

「
相
互
信
頼
」を
実
に
う
ま
く
活
用
し
て

頼
」に
よ
る
事
業
遂
行
の
根
幹
理
由
と
し

て
、受
発
注
者
の
機
能
連
携
に
よ
る「
製

品
」の
製
作
を
挙
げ
ま
し
た
が
、こ
の
特

性
は
日
本
の
建
設
産
業
だ
け
で
は
な
く
、

世
界
中
の
建
設
産
業
に
共
通
す
る
も
の

で
、ど
の
国
の
建
設
産
業
も
、受
発
注
者

が「
相
互
信
頼
」に
基
づ
き
仕
事
を
進
め

る
こ
と
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
で
は
、日
本
の
建
設
産
業
と
諸
外
国
の

建
設
産
業
の
相
違
は
何
で
し
ょ
う
。そ
れ

は「
相
互
信
頼
」を
築
く
た
め
の
プ
ロ
セ

ス
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　
諸
外
国
で
は
、「
相
互
信
頼
」の
構
築

に
は
、そ
の
前
に
あ
る「
相
互
不
信
頼
」

の
段
階
を
し
っ
か
り
と
整
備
し
て
お
く
こ

と
が
不
可
欠
と
考
え
ま
す
。こ
の
整
備
に

必
要
と
な
る
の
が「
契
約
」で
あ
り
、契

約
を
確
実
に
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

し
っ
か
り
し
た
受
発
注
者
間
の「
相
互
信

頼
」を
築
き
、維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
考
え
な
の
で
す
。こ
う
し
た
発
想

は
日
本
に
は
な
い
と
多
く
の
人
々
が
述
べ

ま
す
が
、実
は
、日
本
に
も
他
の
先
進
国

と
同
じ
考
え
が
存
在
し
ま
す
。

　
建
設
業
法
第
十
八
条
第
一
項（
建
設

工
事
の
請
負
契
約
の
原
則
）は
以
下
の
様

新
産
業
基
盤
の

形
成

　
日
本
の
建
設
産
業
は
、第
二
次
世
界

大
戦
後
の
復
興
、続
く
経
済
発
展
の
た
め

の
社
会
基
盤
整
備
、バ
ブ
ル
経
済
時
の
対

応
と
、言
わ
ば「
非
常
事
態
」の
な
か
を

休
み
な
く
走
り
続
け
て
き
ま
し
た
。こ
の

た
め
、建
設
事
業
の
本
来
の
進
め
方
を
再

認
識
し
、適
正
な
状
態
に
戻
す
機
会
を

逸
し
て
し
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　
国
連
で
は
国
民
一
人
当
た
り
の

Ｇ
N
I
が
約
一
万
ド
ル
を
超
え
た
国
を

「
高
所
得
国
」と
し
て
お
り
、日
本
は
一

九
八
〇
年
代
中
頃
に
は
こ
の
レ
ベ
ル
を
超

え
、途
上
国
の
グ
ル
ー
プ
を
脱
し
先
進
国

に
仲
間
入
り
し
ま
し
た
。バ
ブ
ル
経
済
が

終
焉
し
て
既
に
三
〇
年
以
上
が
経
過
し

て
い
ま
す
。

　
日
本
の
建
設
産
業
は
、こ
れ
ま
で
の

「
非
常
事
態
」の
対
応
方
法
を
、一
旦
捨

て
、本
来
の
進
め
方
を
再
認
識
し
、先
進

国
と
し
て
安
定
し
た
社
会
基
盤
整
備
を

推
進
し
て
行
く「
通
常
時
の
建
設
産
業
」

の
ス
キ
ー
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

世
界
に
稀
に
見
る
ス
ピ
ー
ド
で
信
頼
性

の
高
い
社
会
基
盤
整
備
を
進
め
て
行
き

ま
し
た
。

　
し
か
し
、一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
産

業
環
境
が
激
変
し「
相
互
信
頼
」を
基
盤

と
す
る
シ
ス
テ
ム
が
う
ま
く
機
能
し
な
く

な
っ
た
の
で
す
。そ
の
原
因
を「
競
争
の

原
理
」の
導
入
と
す
る
人
も
多
く
い
ま
す

が
、根
本
原
因
は
資
金
提
供
者
や
納
税
者

の「
視
線
」の
変
化
で
す
。受
発
注
者
間

の「
相
互
信
頼
」は
、強
ま
れ
ば
強
ま
る

ほ
ど
資
金
提
供
者
や
納
税
者
か
ら
見
る

と「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」と
な
り
、透
明

性
の
欠
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
産
業
環
境
変
化
に
対
し
、国
交

省
は「
設
計
変
更
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
策

定
と
そ
の
普
及
に
動
き
だ
し
ま
し
た
。こ

の
活
動
は
急
速
に
他
の
省
庁
、地
方
公
共

団
体
、鉄
道
や
高
速
道
路
会
社
に
広
が
っ

て
い
き
ま
し
た
。こ
の
施
策
は
、行
政
が

「
契
約
を
基
盤
と
し
た
産
業
環
境
」の
形

成
を
真
剣
に
考
え
た
か
ら
と
理
解
す
べ

き
で
す
。

相
互
信
頼
と
契
約

　
先
に
、日
本
の
建
設
産
業
の「
相
互
信

に
定
め
て
い
ま
す
。「
建
設
工
事
の
請
負

契
約
の
当
事
者
は
、各
々
の
対
等
な
立
場

に
お
け
る
合
意
に
基
い
て
公
正
な
契
約

を
締
結
し
、信
義
に
従
っ
て
誠
実
に
こ
れ

を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
こ
の
条
項
は
、「
相
互
信
頼
」を
表
す

「
信
義
に
従
っ
て
誠
実
に
」と
い
う
言
葉

の
前
に「
公
正
な
契
約
を
締
結
し
」と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、「
信
義
と

誠
実
」は「
公
正
な
契
約
の
締
結
」が
あ
っ

て
成
り
立
つ
と
し
て
お
り
、そ
の
前
に
は

「
各
々
の
対
等
な
立
場
に
お
け
る
合
意
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
、「
公
正
な
契
約
の

締
結
」は「
受
発
注
者
間
の
対
等
性
」に

基
づ
い
て
成
り
立
つ
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、日
本
の
建
設
産
業
も
諸

外
国
と
同
じ
く
、契
約
を
基
盤
と
し
た
産

業
構
造
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　「
契
約
」は「
相
互
信
頼
」を
守
る
た

め
に
あ
り
、契
約
が
伴
わ
な
い
相
互
信
頼

が
、い
か
に
論
理
的
に
脆
弱
で
あ
る
か
を

我
々
は
認
識
す
べ
き
で
、「
契
約
」と「
相

互
信
頼
」は
二
律
背
反
す
る
も
の
で
は
な

く
、日
本
の
文
化
で
あ
る「
相
互
信
頼
」

を
守
る
た
め
に「
契
約
」が
あ
る
と
い
う

考
え
に
切
り
替
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
基
本
方
策
は
、建
設
業
法
第
十

八
条
第
一
項
に
基
づ
く
産
業
構
造
を
構

築
す
る
こ
と
で
あ
り
、こ
れ
は
日
本
国
内

の
建
設
産
業
の
環
境
変
化
対
応
だ
け
で

な
く
、国
際
競
争
力
の
向
上
に
も
つ
な

が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。問
題
は
、技
術

系
、事
務
系
と
も
に
契
約
管
理
の
知
識

を
持
っ
た
人
材
は
限
ら
れ
て
お
り
、建
設

契
約
に
精
通
し
た
弁
護
士
な
ど
の
法
的

専
門
家
も
極
め
て
少
な
い
こ
と
で
す
。

　
日
建
連
の
土
木
本
部
公
共
契
約
委
員

会
で
は
二
〇
一
四
年
か
ら「
公
共
工
事
標

準
請
負
契
約
約
款
」を
基
に
契
約
管
理

セ
ミ
ナ
ー
を
続
け
て
い
ま
す
が
、こ
う
し

た
活
動
を
拡
大
し
て
行
く
こ
と
が
必
要

で
す
。契
約
に
関
す
る
能
力
は
標
準
契

約
約
款
の
条
項
を
学
ぶ
だ
け
で
は
身
に

付
か
ず
、「
契
約
管
理
」と
い
う
概
念
で

条
項
の
活
用
方
法
を
修
得
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
実
践
的
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

　
何
よ
り
必
要
な
の
は
各
企
業
の
経
営

層
が
率
先
し
て「
契
約
管
理
」の
能
力
を

身
に
付
け
る
と
い
う
強
い
意
識
を
持
ち
、

建
設
業
界
全
体
が
経
営
方
針
の
抜
本
的

転
換
を
図
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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