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〔
労
働
法

五
二
〕

不

当

労

働

行

為
の

効

力

【
事
実】

被
告
人
医
療
法
人
新
光
会
（
以
下
単
に
新
光
会
と
い
う）
は、
川
崎
市
に
お
い

て
生
田
病
院
と
呼
ば
れ
る
精
神
病
院
を
経
営
す
る
医
療
法
人
で、

原
告
M
（
以

τ
単
に
M
と
い
う）
は、

昭
和
三
七
年
四
月
二
四
日
右
病
院
の
精
神
病
患
者
看

護
人
と
し
て
新
光
会
に
雇
用
さ
れ
た
が、

新
光
会
は、

昭
和
三
八
年
九
月
四

目、

就
業
規
則
第
三
条
第一
項
の
「
や
む
を
得
な
い
業
務
上
の
都
合」
を
理
由

と
し
て
M
を
解
雇
す
る
旨
通
告
し
た。
そ
し
℃
や
む
を
得
な
い
業
務
上
の
都
合

は、
「
原
告
に
患
者
の
不
安
動
揺
を
助
長
す
る
よ
う
な
行
動
が
し
ば
し
ば
見

受
け
ら
れ、

担
当
医
師
が
こ
れ
を
指
摘
注
意
し
て
も一
向
に
改
め
な
か
っ
た
こ

と、

患
者
の
不
平、

不満
を
看
護
人
の
立
場
で
臨
機
処
理
せ
ず、
反
っ
て
こ
れ

判

例

研

究

，，ーーー『『』、

控原昭最医
訴審和高療
審横四裁法
東浜三第人
京地年三新
高裁四小光
裁昭月法会
昭和九廷事
和四日昭｛牛
四O判和
二年決四
年三 二
五月 年

旦二 ォ
ニ＝ニノ、 、ー’

O日 第
日判 一

判決 0 
決 。

五
号

、』ーーー自由，，，，

を
病
院
に
対
す
る
批
判
攻
撃
の
材
料
と
し
て
病
院
側
に
提
出
し
た
こ
と、
患
者

の
治
療
看
護
に
当
る
立
場
に
あ
る
同
僚
と
の
協
力
的
態
度
に
欠
け
た
こ
と、
こ

れ
ら
の
結
果
と
し
て
同
僚
の
敬
遠、
嫌
忌
の
的
と
な
り、
病
院
従
業
員
大
多
数

か
ら
原
告
退
職
勤
告
の
要
請
が
あ
り、
こ
の
先
原
告
の
雇
傭
を
継
続
す
れ
ば
病

院
の
看
護
体
制
の
維
持
が
困
難
と
み
ら
れ
る
に
至
っ
た」
事
実
か
ら
判
断
し
た

の
で
あ
る
と
し
た。

M
は、
や
む
を
得
な
い
業
務
上
の
都
合
は
全
く
存
在
せ
ず、

真
の
解
雇
理

由
は、
M
の
正
当
な
労
働
組
合
活
動
を
嫌
悪
し
た
新
光
会
が
こ
れ
を
排
除
し
よ

う
と
し
た
こ
と
に
あ
り
A

右
解
雇
は
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
か
ら
無
効
で
あ
る

主
し
横
浜
地
裁
に
雇
傭
関
係
存
続
確
認
等
請
求
の
訴
を
起
し
た。
第一
審
横
浜

。

三
五
五一ニ）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

地
裁
は
、
M
に
患
者
の
不
安
動
揺
を
助
長
す
る
よ
ゲ
な
行
動
が
あ
っ
た
と
の
事

実
は
、
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
新
光
会
の
組
合
お
よ
び
組
合
員
に
対
す
る
態
度

を
検
討
し
た
う
え
で
「
被
告
が
一
貫
し
て
原
告
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は

明
白
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
『
本
件
解
雇
の
決
定
的
原
因
は
前
認
定
の
よ

う
な
原
告
の
組
合
活
動
を
除
い
て
は
他
に
こ
れ
を
求
め
得
な
い
と
解
す
る
他
は

な
い
」
と
し
、
不
当
労
働
行
為
の
成
立
を
認
め
、
、
「
本
件
解
雇
の
意
思
表
示
は
、

　
…
労
働
組
合
法
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
不
当
労
働
行
為
を
構
成
し
無
効
で

あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
不
服
と
し
た
新

光
会
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
へ
控
訴
し
た
が
、
昭
和
四
二
年
五
月
三
〇
日
第
一

審
と
ほ
ぽ
同
様
な
判
決
が
言
渡
さ
れ
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
上
告
し
た
の
が
こ

の
事
件
で
あ
る
。
上
告
理
由
の
主
要
な
点
を
概
略
述
べ
る
と
、
第
一
点
は
不

当
労
働
行
為
は
成
立
し
な
い
こ
と
、
第
二
点
は
、
不
当
労
働
行
為
の
有
効
、
無

効
論
で
あ
り
、
第
二
点
の
上
告
理
由
が
中
心
と
な
る
．
す
な
わ
ち
本
件
解
雇
が

不
当
労
働
行
為
を
構
成
す
る
と
し
た
場
合
、
何
故
当
該
解
雇
が
無
効
と
な
る
の

か
、
そ
の
理
由
を
示
し
で
い
な
い
の
は
違
法
で
あ
る
．
労
働
組
合
法
は
、
第
七
条

に
掲
げ
た
使
用
者
の
行
為
に
つ
き
同
法
二
七
条
に
よ
る
労
働
委
員
会
の
行
政
処

分
と
し
て
の
救
済
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
第
七

条
該
当
即
無
効
と
い
う
法
律
論
を
な
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
現
行
労
働

組
合
法
制
定
当
時
か
ら
論
ぜ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
も
、

憲
法
二
八
条
に
よ
る
団
結
権
の
保
障
と
同
二
九
条
に
よ
る
財
産
権
の
保
障
と
の

権
衡
調
整
を
顧
慮
し
た
上
、
現
行
法
体
系
の
も
と
に
お
い
て
公
の
秩
序
に
反
す

る
も
の
に
つ
い
て
こ
れ
を
無
効
と
す
る
考
え
方
を
貫
い
て
来
て
お
ら
れ
る
も
の

乏
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
原
判
決
鳳
、
不
当
労
働
行
為
に
該
当
し
、
疸
ち
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
会
五
五
四
）

も
つ
て
本
件
解
雇
を
無
効
な
軌
と
し
た
も
の
で
お
咳
、
こ
の
点
違
法
と
し
て

破
棄
を
免
れ
な
い
。
右
の
主
張
は
、
最
高
裁
判
所
に
よ
つ
て
排
除
ざ
れ
、
本
件

上
告
は
、
棄
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
【
判
旨
】

　
判
旨
理
由
は
、
二
つ
に
分
れ
る
。

『
上
告
理
由
一
点
に
つ
い
て
は
、
「
原
判
決
の
確
定
し
た
事
実
関
係
の
も
と
に
－

お
い
て
、
原
判
決
が
本
件
解
雇
を
も
つ
て
労
働
組
合
法
七
条
一
号
に
掲
げ
る
不

当
労
働
行
為
を
構
成
す
る
と
判
断
し
た
こ
と
は
相
当
で
あ
つ
て
、
所
論
の
違
法

は
認
め
ら
れ
な
い
。
」
と
判
断
し
て
い
る
。

　
上
告
理
由
第
二
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
．
「
不
当
労
働
行
為

た
る
解
雇
に
つ
い
て
は
、
旧
労
働
組
合
法
に
お
い
て
は
．
そ
の
二
条
に
よ
り

こ
れ
を
禁
止
し
、
三
三
条
に
右
法
条
に
違
反
し
た
使
用
者
に
対
す
る
罰
則
を
規

定
し
て
い
た
が
、
現
行
労
働
組
合
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
七
条
一
号
に
よ
り
こ

れ
を
禁
止
し
、
禁
止
に
違
反
し
て
も
、
直
ち
に
処
罰
す
る
こ
と
は
な
く
、
使
用

者
に
対
す
る
労
働
委
員
会
の
原
状
回
復
命
令
が
確
定
判
決
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ

て
も
な
お
使
用
者
が
右
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
に
初
め
て
処
罰
の
対
象
に
し
て

い
る
（
胴
継
二
Y
し
か
し
、
不
当
労
働
征
為
禁
止
の
規
定
は
、
憲
法
二
八
条
に
由

来
し
、
労
働
者
の
団
結
権
・
団
体
行
動
権
を
保
障
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
か

ら
、
右
法
条
の
趣
旨
か
ら
い
つ
て
、
こ
れ
に
違
反
す
る
法
律
行
．
為
は
、
旧
法
・

現
行
法
を
通
じ
て
当
然
に
無
効
と
解
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
現
行
法
に
お
い
て

は
、
該
行
為
が
直
ち
に
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
ず
、
労
働
委
員
会
に
よ
る
救
済
命

令
の
制
度
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
旧
法
と
異
な
る
解
釈
を
す
る
の
は
相
当
で

な
い
．
従
つ
て
、
本
件
解
雇
を
無
効
乏
解
し
た
原
判
決
の
判
断
拡
相
当
で
あ
つ



て
、

法
律
の
解
釈
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
理
由
を
示
す
必
要
は
な
い
か
ら
、
原

判
決
に
所
論
の
違
法
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」

　
【
研
究
】

　
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
．

　
「
　
こ
の
事
件
は
、
不
当
労
働
行
為
の
本
質
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

意
味
か
ら
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
最
高
栽
判
例
で
あ
る
が
、
一
般
の
論
議
は

か
な
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
論
点
第
一
は
、
一
審
判
決
の
論
理
構
成
を
引
用
し

な
が
ら
こ
れ
を
支
持
し
、
不
当
労
働
行
為
の
解
雇
に
お
け
る
決
定
的
原
因
説
を

取
る
も
の
で
あ
る
．
論
点
第
二
は
、
不
当
労
働
行
為
を
構
成
す
る
法
律
行
為

は
、
一
無
効
で
あ
る
と
し
、
従
来
一
部
に
存
在
し
て
い
た
有
効
説
を
否
定
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ワ
グ
ナ
ー
法
を
母
法
と
し

て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
制
度
の
と
ら
え
方
と
わ

が
国
の
制
度
の
と
ら
え
方
と
の
あ
い
だ
に
い
さ
さ
か
差
異
が
あ
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
不
当
労
働
行
為
は
通
商
の
自
由
を
侵
害
す

る
も
の
あ
る
い
は
自
由
競
争
の
場
に
お
け
る
不
公
正
な
労
働
慣
行
の
禁
止
を
意

味
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
不
公
正
な
労
働
慣
行
の
禁
止
は
、
自
由
な
競
争
を

阻
害
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
不
当
労
働
行
為
の
保

護
し
よ
う
と
す
る
対
象
は
公
正
な
労
働
慣
行
の
確
保
に
よ
る
自
由
競
争
の
育
成

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
使
用
者
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
み
な
ら
ず
、

労
働
組
合
の
不
当
労
働
行
為
が
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
労
働
組
合
と
い

え
ど
も
通
商
の
自
由
を
阻
害
す
る
か
ぎ
り
不
当
労
働
行
為
を
行
な
う
こ
と
に
な

る
鴻
、
ご
の
論
理
は
、
当
然
に
労
働
者
と
り
わ
け
労
働
組
合
の
問
に
お
け
る
不
公

判
例
　
研
　
究

正
な
行
為
の
禁
止
と
な
つ
て
表
明
化
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
組
合
の

不
当
労
働
行
為
は
、
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
ー
法
以
降
表
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
わ

が
国
不
当
労
働
行
為
制
度
の
母
法
で
あ
る
ウ
グ
ナ
ー
法
の
な
か
に
は
存
在
し
な

い
。
　
一
九
四
七
年
六
月
二
三
日
の
法
律
す
な
わ
ち
弓
亀
掌
国
鴛
菖
亀
＞
9
の
八

条
⑥
項
以
下
に
お
い
て
労
働
組
合
お
よ
び
そ
の
下
部
緯
織
の
不
当
労
働
行
為
が

制
度
化
さ
れ
、
従
来
わ
が
国
の
制
度
の
よ
う
に
不
当
労
働
行
為
は
、
も
つ
ば
ら

使
用
者
の
行
な
う
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
労
働
組
合
も
不
当
労

働
行
為
を
行
な
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
行
為
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

そ
し
て
労
働
組
合
の
不
当
労
働
行
為
は
、
強
迫
に
よ
る
他
の
労
働
者
の
諸
権
利

の
侵
害
お
よ
び
統
制
か
ら
は
ず
れ
た
使
用
者
の
所
有
物
の
不
法
占
拠
（
と
り
わ

け
の
一
呂
暑
⇒
畢
涛
Φ
の
場
合
に
み
ら
れ
る
）
な
ど
沸
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い

る
（
↑
O
O
一
象
霞
堕
9
0
≦
誓
9
ピ
ぎ
寂
ピ
”
≦
冒
夢
Φ
q
三
一
亀
聾
暮
畠
一
〇
爵
一
ワ

曽
q
）
。
と
こ
ろ
が
強
迫
に
よ
る
他
a
労
働
者
の
諸
権
利
の
侵
害
は
、
市
民
権
の

法
理
論
と
し
て
も
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
な
ら
ず
し
も
純
粋
な
不
当

労
働
行
為
の
法
理
論
と
い
え
な
い
側
面
を
持
つ
て
い
る
．
そ
し

て
ア
メ
リ
カ
不

当
労
働
行
為
の
根
底
に
あ
る
自
由
の
確
保
の
法
理
論
は
．
不
当
労
働
行
為
を
し

て
使
用
者
か
ら
労
働
組
合
あ
る
い
は
組
合
員
の
段
階
か
ら
労
働
組
合
対
一
般
労

働
者
の
段
階
へ
と
展
開
し
、
つ
い
に
は
団
結
な
り
団
体
交
渉
あ
る
い
は
争
議
行

為
な
ど
と
の
関
係
か
ら
み
れ
ぽ
第
二
次
的
場
面
に
お
け
る
問
題
へ
と
展
開
し
て

き
て
い
る
。
不
当
労
働
行
為
を
通
商
の
自
由
と
し
て
と
ら
え
た
と
ぎ
生
ず
る
当

然
の
帰
結
と
い
え
よ
う
か
。

　
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と
比
較
し
、
わ
が
国
の
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
判
旨
に

お
い
て
指
摘
す
る
よ
ヲ
に
「
憲
法
二
八
条
に
由
来
し
」
て
お
り
、
使
用
者
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
　
　
、
（
「
五
五
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当
労
働
行
為
は
、
団
結
権
な
り
団
体
交
渉
な
り
の
侵
害
行
為
ど
し
て
理
解
さ
れ

て
い
る
。
　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
憲
法
に
よ
る
労
働
基
本
権
の
保
障
は
な

く
、
不
当
労
働
行
為
を
労
使
の
間
に
お
け
ゐ
権
利
侵
害
行
為
と
理
解
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
に
ア
メ
リ
カ
と
わ
が
国
と
の
不
当
労
働
行
為
制
度
の
根

本
的
相
違
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
根
本
的
法
理
論
上
の
差
異
は
、
不

当
労
働
行
為
の
法
律
行
為
を
検
討
す
る
場
合
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
不
公
正
な
労
働
慣
行
と
と
ら
え
ら
れ
る

が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
権
利
侵
害
行
為
と
法
構
成
を
し
て
ゆ
く
の
が
妥
当
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
労
緻
委
員
会
と
不
当
労
働
行
為
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に

把
握
す
る
の
か
問
題
は
な
お
展
開
し
よ
う
が
、
こ
の
事
件
の
中
心
問
題
と
は
や

や
そ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
二
　
不
当
労
働
行
為
、
正
確
に
は
反
組
合
的
意
思
の
存
在
と
解
雇
理
由
と
の

競
合
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
す
べ
き
か
。
す
な
わ
ち
い
か
に
不
当
労
働

行
為
が
成
立
し
た
と
い
え
ど
も
処
分
理
由
が
正
当
に
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
わ

け
で
、
一
応
反
組
合
的
意
思
が
確
認
さ
れ
不
当
労
働
行
為
が
成
立
し
た
と
し
て

も
解
雇
理
由
に
お
い
て
本
人
の
行
為
が
そ
れ
に
該
当
し
明
確
に
正
当
な
処
分
理

由
あ
り
と
し
た
場
合
、
な
お
本
人
は
不
当
労
働
行
為
被
該
当
者
と
し
て
救
済
さ

れ
る
の
か
ど
う
か
．
こ
の
問
題
は
か
な
か
重
要
な
問
題
と
い
え
よ
う
。
従
来
反

組
合
的
意
思
と
処
分
理
由
の
競
合
に
つ
い
て
は
説
が
分
れ
て
い
た
。
第
一
説

は
、
処
分
そ
の
も
の
が
不
当
労
働
行
為
を
構
成
す
る
と
し
て
も
、
処
分
に
正
当

な
理
由
が
あ
れ
ば
不
当
労
働
行
為
は
成
立
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二

説
は
、
相
当
困
果
関
係
説
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
組
合
活
動
が
不
利
益
取
扱
を

す
る
う
え
で
か
く
べ
か
ら
ざ
る
原
因
の
一
つ
で
あ
つ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
惹
な
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ら
ば
不
当
労
働
行
為
が
成
立
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
第
三
説
は
．
因
果
関
係

説
と
よ
ぽ
れ
る
も
の
で
、
処
分
理
由
が
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
反

粗
合
的
意
思
が
認
定
さ
れ
る
な
ぢ
ぽ
不
当
労
働
行
為
は
成
立
す
る
と
い
う
見
解

で
あ
る
。
第
四
説
は
、
決
定
的
原
因
説
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
．
処
分
理
由
と
反

緯
合
的
意
思
と
を
検
討
し
、
い
ず
れ
に
処
分
の
決
定
的
原
因
が
あ
つ
た
か
を
判

断
し
て
不
当
労
働
行
為
の
成
否
を
判
断
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
従
来
展
開
さ
れ

た
こ
の
問
題
に
関
す
る
法
理
は
、
大
要
以
上
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
以
上
の
各
説
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

よ
う
で
あ
る
．
こ
の
事
件
に
お
い
て
そ
の
表
現
は
い
か
に
も
決
定
的
原
因
説
に

ょ
つ
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
が
、
な
お
相
当
因
果
関
係
説
を
念
頭
に
お
い

て
理
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
実
務
の
上
に
お

い
て
は
、
決
定
的
原
因
説
が
多
数
を
占
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
決
定
的
原
因

説
に
従
つ
て
事
実
を
検
討
し
て
ゆ
く
と
き
お
う
お
う
に
し
て
そ
④
実
質
は
他
説

の
考
察
方
法
で
判
断
へ
と
到
達
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
ま
い
か
。
そ

う
し
た
点
か
ら
み
て
ゆ
く
と
決
定
的
原
因
説
は
形
式
的
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
決
定
的
原
因
の
具
体
的
基
準
に
乏
し
く
ま
た
反

面
さ
さ
い
な
団
結
権
な
り
団
体
交
渉
権
は
不
当
労
働
行
為
と
な
ら
な
い
と
い
う

結
論
に
も
な
る
。
こ
の
欠
陥
を
う
め
る
も
の
と
し
て
相
当
因
果
関
係
説
が
存
在

す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
相
当
因
果
関
係
説
は
、
運
用
い
か
ん
で

は
因
果
関
係
説
に
類
似
す
る
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
（
覇
蜘
酷
棚
海
胚

駿
欝
剛
難
詳
繕
》
讐
は
、
、
こ
の
競
合
の
問
擾
つ
い
て
笙
審
判
決

を
支
持
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
が
、
第
一
審
判
決
は
、
決
定
的
原
因
が
な
ん
で

あ
る
か
を
か
な
り
事
実
に
忠
実
に
探
究
し
て
い
る
が
、
そ
の
考
察
£
刀
法
は
、
相



当
因
果
説
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
当
労
働
行
為
制
度
の
主
旨
か
ら
す
る

な
ら
ぽ
、
因
果
関
係
説
が
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
も
ウ
ば
ら
不
当
労
働
行
為

の
処
分
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
右
制
度
の
目
的
は
、
右
見
解

に
よ
つ
て
達
せ
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
三
　
現
在
の
労
組
法
は
、
不
当
労
働
行
為
に
つ
い
て
旧
労
組
法
の
直
罰
主
義

を
や
め
原
状
回
復
主
義
を
と
つ
た
の
で
あ
る
。
直
罰
主
義
は
、
そ
れ
な
り
に
長

所
短
所
が
あ
つ
た
し
、
原
状
回
復
主
義
は
ま
た
そ
れ
独
自
に
一
長
一
短
が
あ

る
。
し
か
し
直
罰
主
義
の
も
と
に
お
い
て
は
、
不
当
労
働
行
為
が
、
刑
罰
の
対

象
と
な
る
と
は
い
え
、
不
当
労
働
行
為
に
よ
つ
て
処
分
さ
れ
た
労
働
者
は
、
普

通
の
訴
訟
に
よ
つ
て
原
状
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
状
回
復
と
い
う
意

味
か
ら
し
て
は
こ
の
効
果
は
十
分
に
あ
が
る
も
の
で
な
い
．
労
働
組
合
な
り
労

働
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
か
ら
こ
れ
ら
の
も
の
を
救
済
す
る
こ
と
を
主
た

る
目
的
と
す
る
の
が
不
当
労
働
行
為
制
度
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
原

状
回
復
主
義
が
直
罰
主
義
よ
り
ま
さ
つ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
現
状
の

労
働
委
員
会
は
、
そ
の
手
続
を
ま
す
ま
す
民
事
裁
判
上
の
手
続
に
接
近
せ
し
め

て
お
ゲ
、
審
査
の
日
時
が
長
期
に
わ
た
り
、
制
度
本
来
の
目
的
は
な
か
な
か
実

現
さ
れ
え
な
い
現
状
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
直
罰
主
義
を
と
ろ
う
と
原
状
回
復
主
義
を
と
ろ
う
と
そ
の
法
律
行

為
の
効
力
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
の
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
ま
い
か
。
と
こ
ろ
で

不
当
労
働
行
為
た
る
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
は
説
が
分
れ
て
い
る
．
本
来
有
効

説
は
、
手
続
上
の
理
由
か
ら
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

そ
の
背
景
に
は
労
働
委
員
会
に
よ
る
原
状
回
復
主
義
が
必
要
以
上
に
強
く
意
識

さ
れ
て
い
る
と
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
労
働
委
員
会
の
命
令
を
媒
介
と
し

判
．
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研

究

て
、
い
わ
ゆ
る
原
状
回
復
に
主
眼
を
お
く
方
式
は
、
組
合
運
動
の
自
主
性
を
そ

こ
な
う
こ
と
な
く
、
労
働
運
動
の
形
成
力
を
い
か
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
あ
え
て
仮
処
分
に
よ
る
救
済
を
認
め
る
必
要
は
な
く
、
仮
処
分
の
途
を

閉
す
意
味
か
ら
有
効
と
解
す
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
こ

に
は
か
な
り
無
理
な
思
考
が
な
さ
れ
て
お
り
理
解
に
苦
し
む
場
合
す
ら
あ
る
．

と
こ
ろ
で
労
組
法
七
条
が
、
一
定
の
保
護
法
益
を
内
含
し
な
が
ら
不
当
労
働
行

為
の
類
型
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
公
序
を
媒
介
し
て
そ
の
無

効
を
判
断
す
る
よ
り
は
労
組
法
第
七
条
か
ら
直
接
こ
の
無
効
を
理
論
づ
け
る
こ

と
が
正
当
で
あ
る
．
労
組
法
七
条
が
規
定
す
る
法
益
侵
害
行
為
に
対
し
て
労
働

委
員
会
の
救
済
制
度
が
あ
る
と
し
て
も
一
応
有
効
か
無
効
の
判
断
を
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
無
効
と
考
え
る
の
が
わ
が
国
不
当
労
働
行
為
の
実

状
に
合
致
す
る
。
判
旨
は
、
こ
の
点
無
効
と
判
断
し
従
来
裁
判
斬
が
と
つ
て
き

た
態
度
を
明
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
判
断
は
労
使
の
法
律
関
係
を
明
ら
か

に
す
る
意
味
か
ら
し
て
労
使
関
係
に
あ
る
い
は
労
働
委
員
会
の
活
動
に
寄
与
す

る
と
こ
ろ
多
い
と
い
え
よ
う
。
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