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《

研
究
ノ

ー

ト
》

年
功
的
労
使
関
係
の

研
究
の

前
進
に

つ

い

て

ー
岸
本

英
太

郎
窮
『

労
働
組
合
の

機
能
と

組
織
』

に

学
ぶ

i

津

田

異

数

一

理

論
家
な

い

し

理

論
研
究
者
の

｢

実
証
+

や

｢

調
査
+

に

は

お

ど

ろ

く

ほ

ど
の

共
通
性
が

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

ど

ん

な

予

想
外
の

事
実
が

眼

前
に

現
わ

れ
て

も
､

決
し

て

た

じ

ろ

が

ず
､

あ

ら
か

じ
め

用
意
さ

れ

た
｢

理

論
+

で

解
釈
し
て

し
ま

う
か

､

あ

る
い

は

原
則
に

不

要
の

現
象
と

し

て
､

大
胆

に

切

り

す
て

て

し

ま

う
｡

｢

実
証
+

や

｢

調
査
+

は
､

｢

理

論
+

の

事
実
確

認
f

P
O
t

ロ
n

d

F
g

に

す
ぎ

な
い

の

で

あ
っ

て
､

｢

理

論
+

の

た

め
の

､

一

種
の

技
術
的
手
続
き

に

す
ぎ
な
い

｡

｢

実
態
調
査
+

や

｢

調
査

研
究
+

が
､

な

ん

ら

学

問
上
の

成
果
と

し
て

い

ま

ま

で

認
め

ら

れ

て

こ

な

か
っ

た

の

ほ
､

日

本
の

学

界
の

主
力
が

､

す
ぐ
れ

た

理

論
家
の

｢

理

論
+

を

中
心
と

し
て

｢

理

論
+

研
究
者
に

よ
っ

て

占
め
ら

れ

て

き

た

か

ら
で

あ
る

｡

昭

和
三

〇
年
代
は

､

こ

の

よ

う
な

学
界
に

大
き

な

転

機
を

も

た

ら

し

た
｡

少
な

く
と

も

労
働
問
題
研
究
の

分

野
で

は

そ

う

で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

日

本
の

労
使
関
係
そ

の

も
の

が
､

経

済
成
長

､

技
術
革
新

､

経
営
組

甜

織
･

管
理

､

商
品

･

労
働
市
場
の

変
化
と

相
互

媒

介
し

合
っ

て
､

根
抵
か

ら

変
革
し

は

じ

め

た

か

ら
で

あ
っ

て
､

｢

理

論
+

の

あ

て

ほ

め

で

ほ
､

ど

う
に

も

説
明
し

き

れ

な

く

な
っ

た

た

め
で

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ
る

｡

昭

和

二

〇
年
代
後
半
か

ら
､

墓
頭
し
た

｢

調
査
研

究
+

の

独
立
性
の

主
張
が

､

や
っ

と
こ

の

時
期
で

陽
の

目

を

見
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

私
は

も

と

よ

り

｢

調
査
研
究
+

の

意
義
を

主

張
す
る

着
で

あ
る

が
､

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

ほ
一

つ

の

思
い

出
が

あ

る
｡

と
い

う
の

は
､

昭

和
三

〇
年
代
前
半
に

炭
坑

の

調
査
に

､

あ
る

｢

理

論
研
究
者
+

と

同
行
し
て

実
態
調
査
に

出
か

け

た

こ

と

が

あ
っ

た
｡

私
ど

も

が

現
地

に

着
い

た

と

き
に

､

ち
ょ

う
ど

落
磐
事

故
が

あ
っ

て
､

坑
内
調
査
を

す
ぐ

に

始
め

る
こ

と
が

で

き

な

く
な

り
､

日

程
が

限
ら

れ
て

い

る

た

め

に
､

私
ど

も
の

中
で

､

今
後
ど

う
す
べ

き

か

に

つ

い

て

の

論
議
が

お

き
た

｡

そ

の

時
､

こ

の

理

論
家

､

そ

し
て

彼
は

同
時

に

す
ぐ

れ

た

歴
史
研
究
者
で

も
あ

る

が
､

彼
が
い

う
に

は
､

山

灰

坑
労
働
な

る

も

の

は
､

洋
の

東
西
を

問
わ

ず
､

ど
こ

で

も

同
じ

よ

う
な

も
の

だ
､

な

に

も

危
険
な

坑
内
に

下
り
る

必

要
は

な
い

｡

坑
外
の

事
務
所
で

面
談
し

､

事
務
所
に

備
え

て

あ

る

｢

模
型
+

に

よ
っ

て
､

こ

の

事
業
所
の

作
業
状
態

を

知
れ

ば

十
分
で

あ
っ

て
､

さ

ら
に

､

資
料
を

集
め

て

帰
れ

ば
､

そ

れ
で

目
的
は

達
せ

ら

れ

る
､

と
｡

理

論
研
究
者
の

｢

調
査
+

や

｢

実
証
+

ほ
､

た

し
か

に
､

こ

の

理

論
家
が

云
っ

た

よ

う
な

も
の

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

｢

調
査
研
究
+

の

独

自
性
な

る

も
の

は
､

調
査

者
が

調
査
対

象
に

じ
か

に

ふ

れ
て

､

自
分
で

研

究
の

た

め
の

｢

原
体
験
+

を

す
る
こ

と

に

あ

る
｡

模
型
で

は

ふ
れ

る

こ

と

が

で

き

な
い

｢

原
体
験
+

を

基
礎
と

し

て
､

そ

れ

を

｢

研

究
+

に

高
め
る
こ

と

に

あ

る
｡

こ

の

姿
勢
は

理

論
研
究
者
の

そ

れ
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と

は
､

た

し
か

に

共
通
し

得
な
い

も
の

で

あ

る
｡

理

論
研
究
者
の

｢

イ
ン

テ

リ

性
+

や

｢

ス

マ

ー

ト

さ
+

と

調
査
研
究
者
の

｢

泥
臭
さ
+

の

差
は

､

お

そ

ら

く
､

こ

の

姿
勢
の

相
違
に

あ

る

の

だ

ろ

う
｡

こ

の

こ

と

は
､

調
査

研
究
者
が

､

｢

調
査

研
究
+

を

理

論
化
す
る

過
程
で

如
何
に

も

用

心

深
い

こ

と

に

現
わ

れ
て

い

る
｡

現
実
を

構
成
す
る

要
因
の

多

様

性
と

復

姓

性

が
､

事
実
の

発
見
を

理

論
の

た

め
の

｢

プ
ロ

ク
ル

ー

テ
ス

の

寝
台
+

た

ら

し

め
な
い

の

で

あ

る
｡

理

論
家
は

調
査

研
究
者
の

こ

の

慎
重

さ

を

｢

無
理

論
+

な
い

し

｢

幼

弱
な

態

度
+

と

し
て

一

蹴
す
る

構
え

を

見
せ

る
｡

だ
か

ら
､

同
じ

術
語
を

使
っ

て

論
議
を

し
て

も
､

理

論
家
の

そ

れ

が
､

明

快
か

つ

一

義
的
で

あ

り
､

調
査

研
究
者
の

そ
れ

が
､

複
雑
か

つ

限
定
的
で

あ

る

こ

と
の

相
違
は

如
何
と

も

し

が

た
い

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

だ

が
､

同
時
に

､

調
査
研
究
者
に

と
っ

て

は
､

理

論
家
が

､

調
査
研
究

者
の

研
究
報
告
を

読
み

と

り
､

そ

れ

を

｢

評
定
+

し
て

く
れ

る

こ

と

を

歓

迎
し

て

い

る
｡

と
い

う
の

は
､

調
査

研
究
者
が

､

い

ま

ま
で

気
づ

か

な

か

っ

た

り
､

ま

た
､

こ

ま
か

な

調
査

研
究
に

従
事
し
て

い

て
､

大
局
を

見
失

な
っ

た

り

す

る

と

き
に

､

そ

の

｢

評
定
+

が
､

一

つ

の

刺
戟
を

与
え

て

く

れ

る
こ

と

に

な

る
か

ら
で

あ
る

｡

ま

た

理

論
家
の

中
に

も

分
解
が

起
り

､

調
査
研
究
の

成
果
に

関
心

を

も

ち
､

そ

れ

ら

の

成

果
に

よ
っ

て
､

｢

理

論
+

の

内
省
や

新
展
開
を
こ

こ

ろ

み

ょ

う
と

す
る

､

理

論
研
究
者
が

生

ま

れ
て

く
る

｡

昭

和
三

〇

年
代
の

｢

調
査

研
究
+

は

こ

の

よ

う
な

性
格
を

も
っ

て

い

た
と

考
え
て

よ

い

だ

ろ

う
｡

本
稿
で

ほ
､

以

上

の

よ

う
な

､

｢

理

論
+

と

｢

調
査
+

の

研

究
の

接
点

の

意
義
を

担
う

､

い

わ

ゆ

る

｢

京
都
大
学
労
働
問
題
グ
ル

ー

プ
+

の
､

最

近
の

業
績
で

あ

る
､

岸
本
英
太

郎
編
『

労
働
組
合
の

機

能

と

組

織
』

(

ミ

ネ

ル

プ
ァ

書

房
昭

和

四
一

年
一

一

月

刊
)

を
と

り

あ

げ

て
､

そ
の

論
点
の

中
か

ら
､

稿
者
の

関
心

を

惹
く

問
題
を
ひ

き

出
し

て
､

こ

れ

か

ら
の

｢

調

査
研
究
+

に

役
立

た

せ

る

意
義
が

あ

る
か

ど

う
か

を

考
え

て

み

た
い

と

思

う
の

で

あ
る

｡

〓

本
書
の

構
成
は

､

げ
ん

み

つ

に

云

え

ば
三

つ

の

辛
か

ら
な

る
｡

第
一

革

｢

貸
労
働
の

経
済
理

論
+

は

岸
本
英
太
郎

教
授
が

､

『

窮
乏

化

法

則
と

社

会
政
策
』

(

有

斐
閣

昭

和
三

〇

年
)

で

完
成
し

た

社
会
政
策
理

論
に

基
づ

い

た
､

賃
労
働
に

つ

い

て

の

｢

経
済
理

論
+

で

あ
っ

て
､

私
が
云

う
､

｢

理

論
研
究
者
+

の

｢

理

論
+

に

当
る

｡

第
二

章
｢

労
働
組
合
の

経
済
理

論
+

は
､

い

わ

ゆ

る

｢

東
大
社
研
グ
ル

ー

プ
+

の

｢

調
査

研
究
+

に

対

す
る

､

｢

京
大
理

論
+

の

評
定
で

あ

る
｡

第
三

章
｢

労
働
組
合
機
能
の

展
開
と

組

合
組
織
+

お

よ

び

第
三

孝
補
論
｢

労
働
組
合
と

共
済
活
動
+

は
､

イ

ギ

リ

ス

の

労
働
組
合
史
を

あ
つ

か

う
歴

史
研
究
で

あ
っ

て
､

そ

れ

ら

自
体

､

す

ぐ
れ

た

研
究
蓄
積
の

成
果
と

思
え

る

が
､

他
の

研
究
を

論
評
す
る

き

び

し

い

｢

評
定
+

ほ
一

､

二

の

例
外
を

除
い

て

は
､

お

こ

な
っ

て

い

な
い

｡

だ

か

ら
､

稿
者
の

関
心

は
さ

し
あ

た
っ

て
､

第
一

章
お

よ
び

第
二

章
､

な

ら

び

に

岸
本

教
授
自

筆
の

｢

は

し

が

き
+

に

あ

る
｡

と

こ

ろ

で
､

第
一

草

は
､

い

わ

ゆ

る

｢

岸
本
理

論
+

と

さ

れ

る
､

労
働
経
済
理

論
の

定
式
化
で

あ

り
､

そ

れ

が

共
同
討
議
の

下
で

､

熊
沢
誠
氏
に

よ
っ

て
､

美
し
い

体
系

に

ま
と

め

あ

げ

ら

れ

て

い

る
｡

そ

れ
は

一

方
で

は
､

『

日

本

賃
金

論

史
』

(

ミ

ネ

ル

ヴ
ァ

書
房
昭

和
三

七

年
)

の

丹
念
な

共
同
研
究
の

成
果
で

あ
る

と

と

も
に

､

他
方
で

は

｢

労
働
経

済
学
か

ら
み

た

産

業

内

労
使

関
係
+

紆
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(

『

日

本

労

働
協

会

姓

誼
』

一

〇

〇

号
､

一

九

六

七

年
七

月

号
)

の

よ

う
な

熊
沢

氏
自
身
の

個
別
研
究
へ

の

途
を

開
く

基
礎
と

な
っ

て

い

る
｡

こ

の

精

緻
な

理

論
構
成
は

､

｢

岸
本
理

論
+

を

学
界
の

巨
峰
た

ら

し

め

る

に

十

分

で

あ

る
､

と
い

っ

て

よ
い

だ

ろ

う
｡

そ

こ

で
､

こ

の

第
一

草
の

｢

理

論
+

に

よ
っ

て
､

今
ま
で

の

｢

調
査

研
究
+

を

検
討
し

た

第
二

辛
が

中
心
の

問

題
と

な

る
｡

第
二

章
の

中
で

も
､

稿
者
の

主
要
な

興
味
は

､

一

四

〇
!

一

五

八
ペ

ー

ジ

の
､

｢

年
功
的
労
資
関
係
+

の

下
で

の

賃
金
論
に

対

す
る
｢

評

定
+

と
､

一

五

九

～
一

七

五
ペ

ー

ジ

の
､

｢

年
功
的
労
資

関

係
+

の

下

で

の

労
働
組
合
の

機
能
論
に

対

す
る

｢

評
定
+

に

あ
る

｡

そ
の

い

ず
れ

も
､

｢

調
査

研
究
+

が

提
出
し

た

調

査

結
果
を

､

明

快
に

分
類
し

､

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

｢

評
定
+

を

下

し

た

も
の

と
い

っ

て

よ

い

｡

日

本
の

労
使
関
係

に

つ

い

て
､

い

さ
さ

か

の

関
心
が

あ

る

人
々

や
､

こ

れ

か

ら
､

理

論
的
な

い

し

調
査

的
研
究
を

し

よ

う
と

す
る

人
々

に

対
し

て

は
､

本
書
を

必

読
の

書
た

ら

し

め
る

意
義
を
こ

の

第
二

章
の

｢

評
定
+

は

も
っ

て

い

る
｡

三

さ
て

､

最
初
の

､

｢

年
功
的
労
資
関
係
+

の

下
で

の

賃
金
諭
に

関
し
て

､

第
二

章
の

執
筆
者
で

あ

る

菊
池

光
造
氏
は

､

｢

東
大
社
研

グ

ル

ー

プ
+

の

調
査
研
究
の

精
髄
は

､

年
功
貸
金
と

労
働
の

対

応
関
係

､

い

い

か

え

れ

ば

勤

続
に

ど
ん

な

意
味
を

も
た

せ

る

か

に

あ

り
､

調

査

研
究
が

三
つ

の

こ

と

な

る

把
握
を

析
出
し
た

こ

と

を

明
ら

か

に

す
る

｡

第
一

は
､

藤
田

君
雄
氏

の

｢

秩
序
の

伝
統
+

論
で

あ

る
｡

｢

秩
序
の

伝
統

論
+

は

藤
田

氏
の

『

日

本
労
働
協
約
論
』

(

東
京

大
学

出
版

会

昭

和
三

六

年
)

に

定
式
化

さ

れ

た

よ

う
に

､

企
業
に

お

け

る
､

伝
統
的
家

族
秩
序
に

よ

る

従

業
員
の

学
歴
別

位
階
的
階
層
構
成
を

骨
格
と

し

た
､

終
身

雇
用
に

よ

る

生

活
保
証
=

年
功

朋

賃
金
の

成
立

を

理

論
化
し

て

お

り
､

年
功
賃
金
が

仕
事
と

賃
金
の

対

応
か

ら

は

な

れ
､

終
身
雇
用
と

生

活
保
証
賃
金
を

本
質
と

す
る

も
の

に

な
っ

て

い

る
､

と

論
じ
て

い

る

点
を

析
出
す
る

｡

そ

し
て

､

独
占
大
企
業
の

賃
金

決
定
の

論
理
は

､

労
務
費
総
額
と

糸
労
働
給
付
=

全
従

業
員
で

あ

り
､

そ

れ

以

上
で

は

な
い

か

ら
､

機
械

･

装
置
の

体

系
に

つ

く

個
々

の

労
働
の

質

量
と

貸
金
が

対

応
し
な

く
て

も
､

独

占
の

価

穆
､

し

た
が
っ

て

利
潤
を

保

証

す
る

労
務
管
理
は

可
能
だ

､

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

だ

か

ら

労
働
の

質

量
に

応
じ

た

賃
金
を

企
業
経
営
の

与
件
に

す
る

と
い

う
､

労
働
組
合
の

政

策
が

､

利
潤
の

格
差
に

よ
っ

て

無

力
化
す
る

な

ら

ば
､

総
額
賃
金
の

配
分

は

非
労
働
的
な

基
準
に

よ
っ

て

な

さ

れ

て

も

よ
い

の

で

あ
っ

て
､

日

本
の

労

資
関
係
は

こ

こ

に

基
礎
構
造
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

れ

ゆ

え
に

藤
田

氏
の

論
理

に

つ

い

て

は

独
占
の

貸
金
管
理

を

導
入

す
る
こ

と
に

よ
っ

て

経
済
学

的
な

接
近

と

な
る

｡

第
二

ほ
､

氏
原
正

治
郎
氏
の

｢

大
工

業
労
働
者
の

性

格
+

(

日

本

人

文

科

学

会
『

社

会

的

緊

張
の

研

究
』

昭

和
二

九

年
)

に

漁
流
を

も
つ

､

私
の

｢

年
功
的
熟
練
論
+

で

あ

る
｡

｢

年
功
的
熟
練
論
+

は

｢

年
功

序

列

賃

金

■

と

年
功
制
度
+

(

篠

原
三

代
平

･

舟
橋

尚

道

編

『

日

本

型

賃
金

構

造

の

研

究
』

昭

和
三

六

年
)

で

定
式
化
が
こ

こ

ろ

み

ら

れ

た
｡

こ

れ
に

よ

れ

ば

年

功
貸
金
は

､

日

本
の

労
働
者
集
団
に

内
在
す

る
､

熟
練
の

性
樽
に

基
づ

い

て

成
立

し
て

お

り
､

勤
続
に

よ

る

熟

練
の

階
層
序
列
に

対

応
し

て
､

年
功

序
列
賃
金
が

形
成
さ

れ

て

お

り
､

そ
の

熟
練
は

､

低
度
水

準
･

非
合
理

的

な

技
術
体
系
に

よ
っ

て
､

存
在
理

由
が

与
え

ら
れ

て

い

る
､

と

し

て

い

る
｡

こ

の

見
解
は

｢

全

面
的
に

誤
ま

り
+

(

岸

本

英

太

郎

著
『

運

動

の

中

の

賃
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勿

金

論
』

青

木
書

店

昭

和

四

〇

年
､

五

八
ペ

ー

ジ
)

で

あ

る
｡

と
い

う
の

は
､

第
一

に
､

こ

の

論
理

で

は

年
功
制
度
の

成
立
を

､

親
方
制
の

再
編
と

し
て

把
握
す
る

が
､

･
親
方
制
は

日

露
戦
争
前
後
か

ら

急
速
に

大
企
業
か

ら

排
除

さ

れ

て

い

き
､

そ
の

崩
壊
の

上
に

年
功
的
労
資
関
係
が

成
立

す
る

の

で

あ

っ

て
､

こ

の

関
係
を

混
同
し
て

い

る
｡

第
二

に
､

熟
練
は

純
技
術
的
に

は

ず
っ

と

短
期
間
で

獲
得
さ

れ

う
る

の

で

あ
っ

て
､

こ

れ

を

長
期
化
し
て

い

る

の

は

勤
続
に

よ

る

差
別
と
い

う
､

官
僚
制
的

､

企

業
内
秩
序
な
の

で

あ

り
､

職
人

的
､

企

業
外
秩

序
で

は

な
い

｡

第
三

に
､

重

要
な
こ

と
に

は
､

年
功
賃
金
が

熟
練
に

応
じ

た

賃
金
だ

と

す
れ

ば
､

｢

資
本
に

よ

る

労

働
と

賃
金
の

結
合
を

､

労
働
組
合
の

団
結
と
エ

ネ
ル

ギ

ー

開
発
の

論
理
で

あ
る

仕
事
の

質
と

賃
率
と

の

個
別
的
な

結
合
と

同
一

視
す
る
こ

と

に

よ
っ

て
､

年
功
的
労
資
関
係
に

お

け

る

賃
金
管
理
の

実
在
と

組
合
機
能
の

不

在
を

抽

出
で

き

ず
に

終
っ

た
こ

と
+

で

あ
る

｡

こ

の

理

論
で

は

組
織
づ

く

り

運
動

を

評
価
で

き
な

い
｡

第
三

に
､

年
功
的
労
使
関
係
の

賃
金
論
を

｢

独

占
段
階

一

般
理

論
+

と

等
置
す
る

見
解
で

あ

る
｡

こ

の

｢

経
済
学
的
+

理

論
は

氏
原
正

治
郎

氏
の

｢

労
働
組
合
と

賃
金
+

(

の

ち
に

『

日

本
の

労
使
関

係
』

東
京

大

学

出

版

会

昭

和
三

八

年
所
収
)

に

源
流
を

も

ち
､

小

池
和
男
氏
の

｢

賃
金
労
働
条

件
管
理
の

分
析
+

(

氏

原
正

治

郎
･

薄
信

一

編

『

労
務

管
理
』

弘

文

堂

所

収
､

昭

和
三

六

年
)

､

『

日

本
の

賃
金
交
渉
』

(

東
京

大

学
出
版

会

昭

和

三

七

年
)

や

高
梨
昌
氏
の

『

現
代
日

本
の

労
働
問
題
』

(

東
洋

経

済

新

報

社

昭

和
四

〇

年
)

で

定
式
化
さ

れ

た
｡

こ

れ

ら

に

よ

れ

ば
､

独
占
資
本
主
義

段
階
の

労
資
関
係
で

は
､

独
占
大
企
業
は

そ
の

技
術
独
占
に

即
し

て
､

編

成
さ

れ

る

労
働
者
の

企
業
内
養
成
を

お
こ

な

う
以

外
に

な

い

が
､

そ
の

養

成
は

､

職
務
序
列
を

勤
続
に

よ
っ

て

昇
進
す
る

こ

と

に

よ

る

以

外
に

お
こ

な

わ

れ

得
ず

､

ま
た

職
種
(

同
一

昇
進

群
に

属

す
る

職

務

群
)

･

職
務

･

昇

進
ル

ー

ト
が

企
業
間
に

平
準
化

す
る

保
証
は

な
い

の

で

あ
っ

て
､

基

幹
的

賃
労
働
の

性
格
は

企
業
的

･

年
功
的
で

あ

り
､

職
務
賃
率
は

企

業
ご

と

に

こ

と

な

り
､

か

つ

年
功
的
(

勤

続
に

照

応
)

に

な

る
､

と

い

う
｡

こ

の

論

理

に

対

す
る

｢

評
定
+

は

次
の

と

お

り

で

あ

る
｡

す
な
わ

ち
､

熟
練
の

客

観
化
は

､

生

産
的
労
働
の

発
展
史
が

教
え

る

と
お

り
､

不

断
に

進

行
す
る

の

で

あ
っ

て
､

独

占
段
階
の

賃
労
働
の

性
格
が

企
業
化
し

､

年
功
化
す
る

一

般
性
は

存
在
し

な
い

｡

企
業
化
し

､

年
功
化
す
る

の

は
､

個
別

資
本
に

ょ
っ

て
､

労
働
と

賃
金
に

縦
断
性
を

与
え

よ

う
と

す
る

労
務
管
理

が

深
化

す
る
こ

と

と
､

労
働
の

あ

り

方
と

賃
金
を

横
断
的
に

保
証
し

､

産
業
別
労

働
者
の

団
結
を

確
保
し
ょ

う
と

す
る

労
働
組
合
の

機
能
が

後
退
し

た

こ

と

の

結
果
に

ほ

か

な

ら

な
い

の

で

あ
る

｡

職
務

･

昇
進
序
列
の

形
成
と

､

勤

続
に

よ

る

昇
進
制

度
と

は

労
資
の

政
策
を

は

な

れ

た

中
立

的
な

過
程
で

は

な
い

の

で

あ

る
､

と

云

う
｡

四

年
功
的
労
資
関
係
の

下
で

の

労
働
組
合
の

機
能
も

､

菊
池
氏
に

よ

れ

ば
､

こ

の

三

つ

の

見
解
に

即
し

て
｢

評
定
+

さ

れ

る
｡

た

だ

し
､

｢

年
功
的

･

熟

練
論
+

は

こ

こ

で

は
､

技
術
革
新
を

媒
介
と

す
る

｢

単
純
な

近

代
化
論
+

(

私
の

見

解
に

対

す
る

｢

評

定
+

!
)

か
､

｢

独

占

段
階

一

般

論
+

に

解

消
し
て

し

ま

う
の

で
､

第
一

の

論
理
と

第
三

の

論
理

が

｢

評
定
+

の

対

象

と

な
る

｡

第
一

の

論
理

は
こ

こ

で

は
､

労
働
市
場
構
造

･

終
身
雇
用
関
係

を

変
革
す
る
こ

と

な

く

し

て

賃
金
体
系
を

変
革
す
る
こ

と

は

不

可
能
で

あ

甜
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る

と

し
､

年
功
的
労
資
関
係
の

下
で

の

組
合
の

機
能
を

追

求
し
､

｢

七

年

周
期
説
+

や

｢

労
働
組
合
主
義
型
論
+

を

展
開
す
る

｡

そ
の

理

論
は

｢

あ

る

説
得
性
+

を

も

ち
､

｢

日

本
の

労
働
運
動
の

体
質
へ

の

鋭
い

警
告
+

を

与

え

た
｡

し
か

し
､

｢

理

論
は

灰

色
･

現
実
は

録
+

で

あ
っ

て
､

第
一

に
､

労
働
組
合
が

｢

職
場
権
力
構
造
の

侵

蝕
+

を

は
か

っ

た
､

組
織
づ

く

り

運

動
を

､

藤
田

君
雄
氏
ほ

､

昭

和
三

一

年
の

｢

到
達
闘
争
+

以

降
､

こ

の

運

動
に

｢

左

翼
革
命
主
義
的
思
考
方
法
+

が

入

り
こ

ん

だ

と
し

て
､

組

織
づ

く
り

運
動
を

批
判
す
る

に

至

り
､

こ

の

運
動
を

､

こ

の

論
理

で

は

包

摂
し

て

い

な
い

｡

だ

が
､

三

井
三

池

労
組
の

三
一

年
の

到
達
闘
争
こ

そ
､

正

し

い

組
織
づ

く

り
の

伝
統
を

引
い

た

も
の

で

あ
る

､

と

考
え

ら

れ

る
｡

第
二

に
､

藤
田

氏
は

｢

労
働
の

質
量
と

賃
金
の

結
合
を

企
業
の

枠
を

こ

え

て

お

こ

な

う
試
み

を
､

発
想
方
法
を

問
題
に

し
て

一

切

拒
香

し

た
+

｡

藤
田

氏

に

あ
っ

て

は
､

い

わ

ゆ

る

｢

企

業
別

組
合
脱
皮
+

論
は

､

｢

外

国

権
威

依

存
+

の

発
想
で

あ
り

､

｢

抽
象
的

･

公
式
的

･

組
合
の

形
態

論

的

発
想
+

と

さ

れ

た
｡

そ

し
て

､

一

律
十
α

､

年
齢
別
最
低
保
証

､

各
階
層
別
モ

デ

ル

賃
金
か

ら
な

る

合
化
労
連
の

賃
金
政
策
を

今
の

条
件
下
で

最
も

す

ぐ

れ

た

も
の

と

し
て

､

大
単
産
の

生

活
給
理

論
と

年
齢
別
賃
金
モ

デ
ル

に

基
づ

く

賃
金
政
策
を

擁
護
し

､

総
評
各
組
合
を

支
持
し
､

そ

の

結
果

､

日

本
の

組
合
主
義
の

排
他
性
克
服
の

過

寒
の

中
で

､

組
織
づ

く
り

運
動
と

横
断

賃

率
論
を

位
置
づ

け
る
こ

と

が

で

き

な

か
っ

た

と

結
論
す
る

｡

第
三

の

論
理
は

､

独
占
資
本
主
義
段
階
の

労
働
組
合
は

､

企

業
別

縦
断

的
排
他
性
を

一

般
的
な

機
能
と

し
て

も
つ

と

し
て

い

る
｡

小

池

氏
に

よ

れ

ば
､

そ

れ

ゆ
え

に
､

産
業
別
組
合
組
織
は

､

競
争
企
業
間
の

賃
金
ベ

ー

ス

の

標
準
化
し

か

で

き

な
い

で
､

企
業
別
組
織
の

み

が
､

は

じ

め

て

個
々

の

職
務
別
の

賃
金
を

規
制
で

き

る
､

と

云

う
｡

し

か

し
､

こ

れ

ほ

日

本
に

つ

9 0

い

て

は

｢

現
状
の

描
写
+

と

し
て

｢

明
快
+

で

あ

る

が
､

一

般

性
と

し
て

は

と
お

ら

な
い

｡

｢

欧
米
の

い

く
つ

か

の

産
業
別

組
合
は
い

く
つ

か

の

企

業
に

適
用
さ

れ

る

技
能
別

･

仕
事
群
別

賃
金
を

協
約
化
し

て

い

る
+

事
実

が

｢

不

問
に

付
さ

れ
+

て

い

る

か

ら
で

あ
る

｡

そ
こ

で

は

年
功

賃
金
論
の

場
合
と

同
じ

く
､

第
三
の

理

論
が

､

資
本
家

的
経
営
の

ど

へ

イ
ビ

ア

と

労

働
組
合
の

ビ

ヘ

イ
ビ

ア

の

対
抗
を

通
し
て

､

労
資
関
係
の

経
済
学
的
分
析

を
お

こ

な

わ

な

か
っ

た

た

め

に
､

日

本
の

現
状
を

独
占
資
本
主

義
段
階
で

の

労
働
組
合
の

機
能
の

一

般

性
と

し
て

え
が

き

出
す
こ

と

に

な
っ

た
の

で

あ
る

､

と

し

て

い

る
｡

五

以

上
の

｢

評
定
+

ほ

そ

れ

だ

け
に

止

ま

ら
な

い
｡

｢

岸
本
理

論
+

は
こ

れ

ら
の

｢

評
定
+

よ

り

以

前
に

､

そ
の

｢

理

論
+

に

よ
っ

て
､

｢

運

動
の

な

か

の

賃
金
論
+

を

生

み

出
し

た
｡

岸
本
氏
の

｢

は

し

が

き
+

に

よ

れ

ば
こ

の

理

論
は

『

同
一

労
働
同

一

賃
金
論
』

(

ミ

ネ

ル

ヴ
ァ

書

房

昭

和

三

七

年
)

に

発
想
の

基
礎
を

置
い

て

お

り
､

そ
の

｢

共
通
理

解
+

を

も

と

に
､

い

ま

ま

で

の

｢

調
査

研
究
+

が

み

ち
び

き

出
し
て

き

た

論
理

を

｢

文
献
史
的
理

論

史
的
に

検
討
+

し

た
の

が

本
書
で

あ
る

と

述
べ

て

い

る
｡

｢

岸
本
理

論
+

の

｢

運
動
の

な

か

の

賃
金
論
+

と

は

年
功
的
労
資
関
係
の

下
で

の

資
本
家
的

差
別
賃
金
と

し

て

の

年
功
賃
金
体
系
と

対

決
し

､

同
一

労
働
同

一

賃
金
の

原
則
を

労
働
組
合
の

賃
金
政
策
=

要
求
原
則
と

し

て

対

置
す
る

､

産
業
別

横
断
賃
率
論
--

｢

仕
事
別

賃
金
+

論
で

あ
る

｡

こ

の

横
断
賃
率
論
は

､

『

運

動
の

な

か
の

賃
金
論
』

(

前
出
)

に

よ

れ

ば
､

｢

労
働
市
場
の

流
動
化
+

な

吟
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く

し
て

成
立

し
､

現
在
の

二

重

構
造
の

も

と

で

は
､

中
小

企
業
の

低
賃
金
+

で

は

な

く
､

｢

相
対

的
高
賃
金
の

体
系
+

で

あ

る

｢

年
功

貸
金
+

と

対

応

し

て

成
立

し

う
る

(

同

書
､

四

九
ペ

ー

ジ
)

｡

そ

れ

は

｢

同

業

種
･

類

似

規
模
の

あ
い

だ
か

ら
で

も
､

仕
事
と

貸
金
の

結
び
つ

き

を
つ

く
り

出
し

､

そ

れ

を

統
一

協
的
と

し
て

横
断
化
し

て

い

く
こ

と

で

あ

る
+

と

さ

れ
る

｡

そ

し

て

そ

れ

が

同
一

産
業
内
で

の

中
小

企
業
労
働
者
に

と
っ

て

も

賃
金
引

上

げ
の

目

標
と

な

る

だ

ろ

う
+

｡

と

述
べ

ら
れ

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

｢

岸
本
理

論
+

が
､

明
ら

か

に
､

独
占
資
本
主
義
段
階
の

独
占
大
企
業
と

､

そ

れ
に

対

抗
す
る

産
業
別

組
合
の

賃
金
政
策
を

念
頭
に

お
い

て

い

る

こ

と

を

示

す
｡

そ

し

て
､

こ

の

｢

横
断

賃
率
論
+

の

｢

理

論
+

に

よ
っ

て
､

い

ま

ま
で

の

調
査

研
究
が

､

結
局
は

､

｢

い

ず
れ

も

ま

ち

が
っ

た

も

の
+

と

し

て

｢

評
定
+

さ

れ
る

こ

と

に

な
っ

て

い

る
｡

｢

岸
本
理

論
+

の
一

つ

の

特
徴
は

､

｢

ほ

し

が

き
+

に

も

率

直
に

述
べ

ら

れ

て

い

る

よ

う
に

､

そ

れ
が

｢

調
査

研
究
+

の

｢

原
体
験
+

を

通
過
し

て

い

な
い

点
に

あ

る
｡

そ

れ

ゆ
え

に
､

昭

和
三

〇

年
以

来
の

｢

調

査

研

究
+

が
､

年
功
的

労
使
関
係
の

内
在
的

･

根
砥
的
変
化
を

眼
前
で

｢

原
体

験
+

し
､

調
査

し

て

ほ

考
え

､

息
を
つ

い

て
､

悩
ん

で

は
､

ま

た

思
い

を

新
た

に

し

て

調
査
を

進
め

､

あ

あ

も

考
え

､

こ

う
も

考
え

て

み

る
､

と
い

う
実
態
調
査
の

試
行
錯
誤
を

経
て

い

る
こ

と

を
､

む

し
ろ

き

び

し

く

｢

評

定
+

す
る

｡

そ

し

て

個
々

の

調
査
研
究
者
が

､

自
己
の

実
態
調
査
の

経
験

と

文
献
研
究
の

結
果
と

で
､

理

論
を

異
に

し
て

い

た

り
､

ま

た

実
態
調
査

を

や

り

な

が

ら
､

実
ほ

事
実
確
認
を

し

て

い

る
に

す
ぎ
な

か

っ

た
､

と
い

う
よ

う
な

悲
劇
を

演
ず
る

こ

と

が

あ

る
､

と
い

う
こ

と

も
､

実
は

｢

調
査

研
究
者
+

だ

け
に

分
る

の

で

あ

る

が
､

｢

評
定
+

に

当
っ

て

は
､

そ

れ

ら

が

す
べ

て
一

括
さ

れ
て

｢

調
査

研
究
+

と

し

て

扱
わ

れ
て

い

る
｡

ま

た
､

昭

和
三

〇

年
代
の

｢

調
査

研
究
+

の

中
で

は
､

そ

れ

に

よ
っ

て
､

年
功
的

労
使
関
係
が

初
め
て

そ
の

も

の

と

し

て

追

求
さ

れ

た
の

で

あ
る

が
､

す
で

に

変
化

し

て
､

過
去
の

も
の

と
な

り
つ

つ

あ

る

年
功
的
労
使
関
係
の

､

そ

の

変
化
の

中
か

ら
､

逆
に

そ
の

原
理

論
を

発
見
し

て

い

か

な

く
て

は

な

ら

な
い

､

と
い

う

使
命
を

同
時
に

ふ

く
ん

で

い

た

た

め

に
､

多
彩
な

仮
説
が

登
場
し

た

し
､

し

か

も

ま

だ

仮
説
競
合
の

結
着
は

出
て

い

な

い

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

次
元
が
こ

と

な

る

仮
説
を

第
一

､

第
二

､

第
三

の

理

論
と

し
て

併
列
す
る
こ

と

は
､

｢

調
査
研
究
者
+

が

最
も

嘆
く

方

法
で

ほ

あ

る

ま
い

か
｡

少
な

く
と

も

第
一

の

論
理
の

一

部
お

よ

び

第
二

の

論
理

と
､

第
三

の

論
理
と

は
､

発
想
の

次
元
が

全
く
こ

と

な
る

の

で

あ
っ

て
､

前

者
は

歴
史
研
究
を
ふ

ま

え

よ

う
と

し
､

後
者
は

現
状
分
析
を

主
眼
に

お

く
と
い

う
相
違
を

も
っ

て

い

る
｡

六

最
後
に

､

｢

全
面
的
に

誤
り
+

だ

と

さ

れ

る
､

私
の

見
解

､

菊

池

氏
に

よ

れ

ば
､

第
二

の

論
理
に

答
え
て

お

か

ね

ば

な

ら

な
い

｡

ま

ず
第

一

に
､

私
は

｢

経
験
的
熟
練
+

と

｢

年
功
的
熟
練
+

と

戦
後
の

｢

再
編
年
功
制
+

を

峻
別
し

て

考
え

て

い

る
｡

横
断
的
な

経
験
的
熟
練
が

､

独
占
大
企
業
の

経
営
組
織

･

管
理

に

包
摂
さ

れ

た
の

が

｢

年
功
的
熟
練
+

で

あ

る

が
､

そ

れ

ほ

成
立
期
に

お

い

て

｢

年
功

賃
金
体
系
+

編
成
の

根
砥
で

作
用
し

た
｡

｢

年
功
的
熟
練
+

は

勤
続
年
数
を

近

似
指
標
と

し
て

(

そ

れ

ば

か

り

で

は

な
い

が
)

､

年
功
賃
金
体
系
の

序
列
編
成
に

影

響
を

与

え

て

い

る
｡

親
方

制
度
は

た

し
か

に

形
式
的
に

は
､

一

般
に

云

わ

れ
て

い

る

と

お

り
､

｢

崩

以
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壌
+

し

た
が

､

そ
の

形
の

変
化
を

限
を

う
ば

わ

れ

て

は

な

ら

な
い

｡

労
働

者
集
団
は

経
営
管
理

､

組
織
の

中
で

相
対

的
に

自
立

的
な

集
団
形
成
の

論

理

を

も
っ

て

い

る
｡

こ

の

視
点

が

な

く

し

て

は
､

労
働
組
合
の

組
織
と

運

動
の

論
理
は

解
明
で

き

な
い

｡

こ

の

自
立

的
な

集
団
形
成
.の

論
理
こ

そ
､

一

面
で

は

官
僚
制
経

営
管
理

組
織
に

従
属
し
な

が

ら
､

年
功
的
熟
練
を

労

働
者
の

自
立

的
技
術
形

成
体
系
た

ら

し

め
た

理

由
で

あ

る
｡

年
功
的
労
使

関
係
が

再
生

産
さ

れ
､

技
術

･

経
営
革
新
に

よ

る

｢

能
率
の

論
理
+

が

強

化
さ

れ

る
に

応
じ
て

､

こ

の

｢

年
功
的
熟
練
+

は
い

っ

そ

う
官
僚
制
の

下

に

く

み
こ

ま
れ

､

そ

の

作
用
を

稀
釈
化
し

た

が
､

し
か

し

年
功
賃
金

体
系

を

根
砥
に

お

い

て

制
約
し

て

き

た
｡

そ

れ

が

失
わ

れ
た

の

は
､

昭

和
三

〇

年
代
の

技
術

･

経
営
革
新
を

通
じ

て

で

あ
っ

て
､

こ

の

時
点
で

年
功
賃
金

体
系
は

､

そ

れ

自
体
で

自
立
し

､

単
に

勤
続
年
数
等
と

対

応
す
る
に

す
ぎ

ず
､

仕
事
と
の

対

応
を

は

な

れ
る

に

至
っ

た
の

で

あ

る
｡

こ

れ

を

｢

再
編

年
功
制
+

と

よ

ぶ

し
､

あ

る
い

は

単
な

る

年
功
賃
金
体
系
と

呼
ん

で

も

よ

い
｡

だ

か

ら
こ

そ
､

仕
事
と

賃
金
率
を

結
び
つ

け

よ

う
と

す
る

､

労
使
関

係
の

担
い

手
の

双

方
に

新
し
い

胎
動
が

お

き

る
の

で

あ

る
｡

ま

た
､

｢

年
功
的
熟
練
論
+

に

労

働
組
合
の

機
能
論
理

が

な
い

､

と

い

ぅ
の

も

｢

調
査

研
究
+

の

読
み

ち

が
い

で

あ
っ

て
､

そ
こ

に

は

｢

年
功
的

熟
練
+

の

下
で

編
成
さ

れ

る

基
幹
従

業
員
(

本
工
)

=

縦
断
的
エ

リ

ー

ト

と
､

｢

年
功
的
熟
練
+

で

疎
外
さ
れ

る

中
途
採
用
者
=

正

規
従

業

員
(

本

工
)

と

の
一

致
･

対

立
が

あ

り
､

こ

れ

が

労
働
組
合
の

機

能
を

制
約
し
て

い

る
｡

そ

し
て

｢

年
功
的
熟
練
+

の

変
化
お

よ

び

解
体
の

程
度
如
何
に

よ

っ

て

労
働
組
合
の

機
能
が

変
化
す
る

し
､

ま

た

逆
に

｢

年
功
的
熟
練
+

の

確
立
の

状
態
で

の

労
働
組
合
の

組

織
と

機
能
の

論
理

を
も

構
成
す
る
こ

と

が

で

き

る
｡

以

上
､

『

労
働
組
合
の

機
能
と

組
織
』

に

つ

い

て

検
討
を

進
め

て

み

た
｡

一

つ

気
に

な
る

こ

と

は
､

そ

の

｢

横
断
賃
率
論
+

が

寡
占
体
制
に

お

け

る

寡
占
企
業
と

そ

れ

に

即
応

す
る

産
業
別
組
合
の

機
能
の

｢

論
理
+

を

基
礎

に

し
て

い

る
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

｢

横
断
賃
率
論
+

は
､

本

書
が

熱
心
に

主
張
し

て

い

る
､

労
働
組
合
の

排
他
性
克
服
と

､

ど
の

よ

う
に

関
連
し
て

い

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

中
小

企
業
の

組
合
は

ど

う
な

る

の

か
｡

｢

横

断

賃

率
論
+

を
､

さ

き
に

み

た
よ

う
に

､

寡
占
企

業
間
の

産
業
別
組
合
の

横
断

協
約
と

し
て

構
想
す
る
こ

と

ほ
､

そ

れ

自
体
と

し
て

大
き
な

意
義
ほ

あ

る

に

し
て

も
､

｢

岸
本
理

論
+

の

｢

構
想
力
+

と

し
て

は
､

小
に

す
ぎ

る

の

で

は

あ

る

ま

い

か
｡

む

し

ろ
こ

こ

で

必

要
な

こ

と

ほ
､

寡
占
企

業
が

､

産

業
構
造
の

変
化
お

よ

び

産
業
再
編
成
の

中
で

不

可
避

的
に

採
用
し

て

い

る

と
こ

ろ
の

､

各

事
業
所
の

専
門
工

場
化

､

お

よ

び

企

業
集
団
内
の

系
列
企

業
の

相
互

補
完
的
専
門
工

易
化
の

傾
向
を

把
握
し

､

さ

ら
に

中
小

企
業
の

中
の

自
立
的
｢

中
堅
企
業
+

に

注
目
し

､

｢

労
働
力
の

流

動

化
+

を

ふ

ま

ぇ
て

､

そ
こ

で

の

産
業
別
横
断
賃
率
を

予

定
し
､

寡
占
企
業
を

､

そ
の

横

断
賃
率
か

ら

の

｢

ド

リ

フ

ト
+

と

す
る

構
想
を

う
ち

出
す
こ

と

に

あ

る

よ

ぅ
に

思
わ

れ

る
｡

こ

の

構
想
は

､

｢

理

論
+

の

み

な

ら

ず
､

｢

調
査

研
究
+

の

蓄
積
を

必

要
と

し

て

い

る
｡

京
都
大
学
労
働
問
題
研
究
グ
ル

ー

プ

は

こ

の

課
題
に

答
え

う
る

で

あ

ろ

う
か

｡

『

労
働
組
合
の

機
能
と

組
織
』

は

す
ぐ

れ

た

研
究
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

ゆ

ぇ

に
､

こ

の

事
に

対

す
る

印
象
を

明
ら

か
に

し
て

､

稿
者
の

一

層
の

精
進

の

手
が

か

り
と

し
た

い
｡

(

一

橋

大

学

講

師
･

武
蔵
大

学
教

授
)
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