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溢
叩

紳

●

争
議
行
為
の

い

わ

ゆ

る

民
刑
事
免
責
の

法
構
造

【

問
題
の

提
起

労
組
法

第
一

条
二

項
は

｢

労
働
組

合
の

行

為
で

あ
っ

て

…
…

正

当

な
も

の

に

つ

い

て
+

は

正

当

業
務
の

刑
事
免
責
を

定

め
る

刑
法

第
三

五

条
の

規
定
を

適
用

す
る

旨
定
め

､

ま

た

第
八

条
は

｢

同

盟

罷

業
そ

の

他
の

争
議
行

為
で

あ
っ

て

正

当
な

も
の
+

に

つ

い

て

は

損
害
賠
償
責
任
を

生

じ

な
い

旨
を

規
定
し

､

争
議
行
為
の

い

わ

ゆ

る

民

刑

事
免
責
を

定

め
て

い

る

が
､

こ

こ

に

い

う

｢

正

当

争
議
行

為
+

及
び

そ

の

効

果
と

し
て

の

民

刑

事
免
責
の

法

的

意
味

､

ま

た

特
に

そ

れ

が

如
何

な
る

意
味
に

お

い

て

争

議

権

保

障
の

｢

当

然

の
+

効
果
で

あ

る

か

に

つ

い

て

は
､

す
で

に

若
干
の

批
判
学
説
に

(

1
)

よ
っ

て

繰
返

し

指
摘
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

現

在
と

い

え

ど

も

必

ら

ず
し

も

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

な
い

｡

喜

多

賓

た

だ

こ

の

民

刑

事
免
責
に

つ

い

て

は
､

従

来
か

ら

次
の

よ

う
に

説
か

れ

て

き

た
｡

憲
法
上

争
議
権
が

保

障
さ

れ

た

こ

と

の

当

然
の

帰

結
と

し
て

､

通

常
の

市
民

法

秩
序
で

は

民

事
上

及
び

刑

事
上

の

責
任

を

発
生

せ

し

め

る

と

考

え

ら

れ

る

行
為
で

も
､

労
働
者
の

団

体
が

｢

正

当
+

に

こ

れ

を

行

な

え

ば

そ

の

違
法

性
は

阻
却
さ

れ

民

刑
事
上
の

責
任
は

生

じ

な
い

｡

労
組
法

第
一

条
二

項
及
び

第
八

条

は

こ

の

こ

と

を

憲
法
第
二

八

条
に

含
ま
れ

る

当

然
の

事

理

と

し

て
､

い

わ

ば

｢

確
認
的
+

に

規
定
し

た

に

と

ど

ま

り
､

と

く
に

労

働
法
に

よ

っ

て

｢

創
設

的
+

に

認

め

ら
れ

た

も

の

で

は

な

い
｡

即

ち
､

争
議

行
為
は

そ

の

性
蒋
上

必

然

的
に

古
典
的
市

民

法

秩
序
に

到
る

と

こ

ろ

で

抵

触
し

市

民

法

上

達

法
と

評

価
さ

れ

る

可

能

性
を

も
っ

て

い

る

が
､

憲
法

上

争
議
権
が

保

障
さ

れ

た

こ

と
の

結
果

､

▲7

か

か

る

争
議
行

為
は

こ

れ

を
い

き

な
り

市
民

迭
に

よ
っ

て

で

は

な

甜
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く
､

ま

ず
市
民

法
上

の

｢

合

法
+

･

｢

違
法
+

と

は

質
的
に

異
な
っ

た

｢

正

当
+

･

｢

不

当
+

の

基

準
で

こ

れ

を

評
価
し

､

｢

正

当
+

の

評

価
を

う
け

た

争
議
行

為
に

つ

い

て

は

市

民

法

上

生

ず
べ

き

民
刑

事

上
の

責
任

を

終
局

的
に

排
除
し

､

た

だ

争
議
行
為
が

｢

正

当
で

な

い
+

と

判

断
さ

れ

た

場
合
に

の

み
､

改
め

て

市

民

法
各
条
項
に

照

ら
し

て
､

そ

の

違
法
性
の

有
無
を

決
定
し

て

い

こ

う
と

す
る

い

わ

ゆ
る

二

段
階

論
の

立

場
で

あ
っ

て
､

わ

が

国
で

は
は

と
ん

ど

定

説

と

も
い

う
ぺ

き

見
解
に

な
っ

て

い

る
｡

た

し

か

に

こ

う

し

た

考
え

方
は

､

右
労
組
法
の

規
定
の

文

理
か

ら
み

て

自

然
な

解
釈
の

よ

う
に

見
え

る

し
､

ま

た

原
理

的
に

も

争

議
行

為
は

市
民

法
の

予

定
し

な
い

特
殊
=

労
働
法
上
の

社

会

現

象

で

あ

り
､

こ

の

た

め

に

市

民

法

上
の

違
法

性

概

念

と

は

異

質
の

｢

正

当
+

性
で

評

価
す
べ

き

だ

と
い

う

考
え

方
に

は

そ

れ

自
体

異

論
は

な
い

｡

し

か

し
､

少

な

く

と

も

右
の

二

段
階

諭
の

も

と
に

理

解
さ

れ

る

労
組
法

一

条
二

項
及

び

八

条
が

争
議
権
の

保

障
な

か

ん

づ

く

労
働
基

本

権
の

一

つ

と

し

て

争
議
権
を

保

障
し

た

わ

が

国

憲

､ワ
】

′

法
二

八

条
の

｢

確
認

的
+

な

当

然
の

規
定
で

あ

る

と

す
る

こ

と

に

ほ
､

基
本

的
な

疑
問
が

あ

る
｡

ま

ず
第

一

に
､

二

段
階

論
の

立

場
で

は
､

争

議

行

為
を

｢

正

当
+

性
の

概

念
で

評

価

す
る

こ

と

に

争
議
権
保

障
の

本

質
的

意
味

が

お

か

れ
､

免
責
は

い

わ

ば
そ

の

効

果
で

あ

る
｡

い

い

換
え

れ

う9 8

ば
､

通

説
が

争
議
行

為
を

｢

正

当

な
+

争
議
行

為
と

｢

正

当
で

な

い
+

そ

れ

に

区

別
し

ょ

う

と

し
､

こ

の

た

め

に

｢

正

当
+

の

意
義

を

明

ら
か

に

し

よ

う

と

努
力

し
て

い

る

の

は
､

当
該

争
議

行

為
に

ヽ

ヽ

民

刑
事
の

責
任

を

免
責
す
る

か

ど

う

か

の

き
め

手
と

し

よ

う

と

す

(

3
)

る

こ

と
に

そ

の

目

的
が

あ

る
｡

戦
後
わ

が

国
の

争
議
法
学
説
が

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場
か

ら

主
と

し

て

こ

の

｢

正

当
+

の

概
念
を

め

ぐ
っ

て

展
開
さ

れ

て

い

る

の

ほ

こ

の

た

め
で

あ

る
｡

し
か

し

問
題
は

､

通

説
の

よ

う
に

､

争
議
権
の

保
障
に

よ
っ

て

は

じ
め

て

争
議
行
為

を

｢

正

当
+

と
い

う

基

準
で

評
価
す
る

こ

と
が

許
容
さ

れ

た

と

み

る

こ

と

が
､

果
し
て

争
議
権
を

労
働
基

本

権
と

し
て

保
障
し

た

憲

法
二

八

条
本
来
の

趣
旨
に

適
っ

た

も

の

で

あ

る

か

ど

う

か
､

ま

た
､

争
議
行

為
を

｢

正

当
+

の

概
念
で

評

価
す

る

こ

と
は

争
議
権

の

保

障
を

前
提
と

し

な

け

れ

ば

許
さ

れ

な
い

か

ど

う
か

で

あ

る
｡

更
に

具
体

的
に

問
題
点

を

指
摘
し
て

み

よ

う
｡

(

1
)

通

説
の

立

場
で

は
､

憲
法
上

争
議
権
が

労

働
基
本

権
と

し
て

保

障
さ

れ

た

と

は

い

っ

て

も
､

そ

れ

は
､

争
議
行

為
を

右
の

よ

う
に

｢

正

当
+

で

評
価
す
る

こ

と
が

認
め

ら

れ

た

と

い

う
に

と

ど

ま

り
､

そ

こ

で

は

未
だ

法

律
上

独

白
の

行
為
頬

型
と

し

て

の

争

議

行
為
の

概

念
は

問
題
と

な

り

得
な

い
｡

こ

れ

を

労
組
法

一

条
二

､

琳

噸

鵬
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油

沖

紳

項
に

つ

い

て

い

え

ば
､

同

条
ほ

争
議
行

為
に

つ

い

て

は

刑
法
三

五

条
の

規
定
の

適
用

が

あ

る

旨

定

め

て

い

る

が
､

そ

れ

は
､

争
議
行

為
を
そ

れ

自

体

｢

正

当

業
務

行
為
+

と

す

る

と

い

う
の

で

は

な

く
､

た

だ

違
法

性
阻
却
と
い

う
そ

の

効
果
に

着
服
し

て

か

か

る

適

用
が

行

な
わ

れ

て

い

る

に

す

ぎ

な

い

こ

と

に

な

る
｡

こ

の

た

め

に
､

通

説
に

お

い

て

も

も

と
よ

り
､

｢

正

当
+

概
念
の

分

析
を

通

じ

て
.

そ

こ

に

は

労
働
法
上
の

独

白
の

法
理
が

形
成
さ

れ

て

お

り
､

ま

た

そ

の

限

り

で

は

私

も
こ

の

結
論
に

は

賛
成
で

あ

る

が
､

一

旦

争
議
行

為
が

｢

正

当
で

な
い
+

と
さ

れ

た

象
合
に

は
､

か

か

る

争

議
行

為
は

そ

の

争
議
行

為
と

し
て

の

性
櫓
ま

で

香
認

さ

れ
､

市
民

法
の
.

全

面

的
な

通
用
の

前
に

曝
さ

れ

ざ

る

を

得
な
い

｡

も
っ

と

も

こ

の

場
合

に
､

争
議
行

為
が

市

民

法
の

適
用
の

前
に

曝
さ

れ

る

と

い

う
こ

と

は
､

当

該

争
議
行

為
が

例
え

ば

当

然
に

業
務
妨
害
罪
ま

た

は

不

法
行

為
等
を

構
成

す
る

と
い

う
意
味
で

は

な

く
､

そ

れ

が

市

民

法

各

構

成

要
件
に

該
当

す
る

か

香
か

に

よ

っ

て

決

定
さ

れ

る
､

■
と

説
か

れ

る

が
､

免
責
を

法
律
上

違
法

性
阻
却
と

し
て

構
成

(

4
)

す

か

と

す

れ

ば
､

そ

れ

は
一

つ

の

矛

盾
と
い

う

偽

は

な
い

｡

(

2
)

最
も

問
題
に

な
る

の

は

｢

正

当
+

の

概
念
で

あ

る
｡

通

説
に

お

い

て
､

争
議
行

為
が
｢

正

当
+

で

あ

る

か

ど

う
か

は

当
該

争

ヽ

ヽ

議
行

為
の

免
責
の

有
無
を

決
定

す
る

い

わ

ば

き
め

手
で

あ

る

が
､

そ

こ

に
■
は

必

ら

ず
し

も

か

か

る

免
責
の
.
有
無
を

決
定
す
る

に

足
る

明

確
な

原
理

的
区

別
が

与

え

ら

れ

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

｡

争
議

行

為
の

｢

正

当
+

性
決

定

に

あ

た
っ

て
､

通

説
は

､

そ

の

争
議
行

為
の

｢

目

的
+

及
び

｢

手

段
+

と
い

う

点
か

ら
､

ま
た

更
に

は

労
働

協
約
を

も

含
め

た

争
議

行
為
の

制
限
･

禁
止

法
と
い

う
そ

の

形
式

の

面
か

ら
こ

の

基

準
を

定

め
よ

う
と

し
て

い

る

が
､

こ

れ

ら

を

そ

の

効
果
で

あ

る

免
責
と

い

う

観
点
か

ら
み

る

限
り

で

は

原

理
･

態

様
と

も

に

そ

れ

ぞ

れ

区
々

で

あ

り
､

ま

た

協
約
違
反
の

争
議

行

為

の

よ

う
に

民

事
免

責
は

う

け

な
い

が

刑
事
免
責
は

う
け
る

と

す
る

も

の
､

ま

た

逆
に

民

事

免
責
は

う
け

る

が

刑
事

免
責
は

う
け

な
い

と

さ

れ

る

労
調

法
三

七

条
違
反
の

争
議
行

為
ま
で

こ

こ

に

含
め

ら

(

5
)

れ

て

い

る

こ

と
に

特
に

注

目
し

た

い
｡

ま

た
､

通

説
が

同
じ

｢

目

的
+

の

点
で

｢

正

当
で

な

い
+

と

す
る

争
議
行

為
に

も
､

少
な

く

と

も

労

働
法

上

は

争
議

行

為
と

は

認
め

ら

れ

得
な
い

純
粋
な

政

治

ス

ト

と

専
従

員
給

与
の

会

社

負
担
を

要
求
す
る

ス

ト

あ

る

い

は

加

害
ス

ト

と
い

っ

た

そ

れ

ぞ

れ

性
格
を

異
に

す
る

争
議

行
為
が

一

括

(

6
)

し

て

揚
げ

ら
れ

て

お

り
､

か

か

る

各

｢

正

当
+

の

基
準
か

ら
一

箇

独

立
の

正

当

性
概
念
を

と

り

出
す
こ

と
は

お

よ

そ

不

可

能
で

あ

る
｡

即

ち

争
議
行

為
の

｢

正

当

性
+

と
い

っ

て

も
､

そ

れ

は
一

箇

独

立
の

法
概
念
で

は

な

く
､

こ

の

立

場
に

た

つ

論
者
も

認

め
て

い

湖
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る

よ

う
に

､

結
局
は

具
体

的
各

場
合

に

つ

き

｢

健

全

な

社

会

通

念
+

に

従
っ

て

そ

の

内
容
を

決
定
さ

れ

る

い

わ

ば

｢

一

般
条
項
+

で

あ

る

に

過

ぎ

な
い

｡

だ

と

す
れ

ば
､

か

か

る

｢

一

般
条
項
+

と

し
て

の

｢

正

当

性
+

に

免
責
的

効
果
の

有
無
を

無
批
判
に

認
め

る

こ

と

に

ほ
､

特
に

次
に

述
べ

る

よ

う
に

､

争
議
行

為
が

｢

正

当
で

な
い
+

と

さ

れ

た

場
合
の

法

的

効
果
を

考
え

合
わ

せ

る

と

き
､

基

本
的
な

疑
問
が

あ

る
｡

も

し
こ

う

し

た

｢

正

当
+

-
｢

免
責
+

と

い

う
こ

と

を

憲
法
二

八

条
の

｢

確
認

的
+

な

当

然
の

法
理

だ

と
い

う
な

ら

ば
､

そ

れ

は

｢

一

般
条

項
へ

の

逃
避
+

と

い

う
よ

り
､

む

し

ろ

非
法
律
的
な
そ

の

濫
用
と
い

う
ぺ

き
で

あ

る
｡

(

3
)

通

説
で

は
､

争
議

行

為
が

｢

正

当
+

で

あ

る

場
合
に

は
､

当
該
争
議
行

為
に

つ

い

て

市
民

法
上

生

ず
ぺ

き
一

切
の

責
任
が

免

責
さ

れ

る
､

と

説
か

れ

る

が
､

こ

こ

に

い

う
責
任
が

争
議
行

為
で

あ

る

以

上

そ

の

性
格
上

必

然

的
に

生

ず
る

民

刑

事
上
の

責
任

､

つ

ま

り

争
議
行

為
そ

れ

自

体
の

責
任
で

あ

る

の

か
､

現

実
具
体

的
に

展
開
さ

れ

る

争
議
行
為
に

つ

い

て

個
々

具
体

的
に

生

ず
る

責
任

な

の

か
､

少
な

く
と

も
こ

の

原

理

的
区

別
が

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

な

い
｡

こ

の

こ

と
は

争
議
行

為
が

｢

正

当
で

な

い
+

と

さ

れ

た

場
合

に

つ

い

て

も

同

様
で

あ

る
｡

例
え

ば

純
粋
な

政

治
ス

ト

の

場
合

に

ほ

前

者
の

責
任

､

即

ち
か

か

る

争
議
行

為
を

指
令

･

実
行
し

た

労

働
組
合
(

又

は

争
議
団
)

は

民

事
上

不

法

行

為
の

責

任
を

､

ま

た

〟
β

U

当

該
政

治
ス

ト

に

参
加
し

た

個
々

の

組
合

員
は

労
働
契
約
に

基
く

債
務
不

履
行

責
任
を

負
う
こ

と

に

な

り
､

か

か

る

政

治
ス

ト

は

少

な

く
と

も

労
働
法
上

そ

の

争
議
行
為
と

し

て

の

性
格
を

香
認
さ

れ

る

こ

と

に

な
る

の

に

対
し

て
､

†

平
和
的

説

得
+

の

限

度
を

超
え

た
ピ

ケ

は

争
議
行

為
そ

れ

自
体
の

評
価
と

は

関

係
な

く
､

た

だ

具

体

的

易
合
に

つ

い

て

暴
行

罪
､

業
務
妨
害
罪
と

い

っ

た

刑

事
責
任

と
､

民

事
上
ほ

就

労
を

阻
止

さ

れ

た

者
及
び

使
用

者
に

対

す
る

不

法

行
為
責
任
を

発
生

さ

せ

る

に

す
ぎ

な

い

と

考
え

ら
れ

る
｡

と
こ

ろ

が

通

説
で

は

か

か

る

政

治
ス

ト

も

ま
た

｢

平

和
的

説

得
+

の

限

界
を

逸
脱
し
た

争
議
行
為
も

同
じ

く

｢

正

当
で

な

い
+

争
議

行

為

と

し

て

把

え

ら

れ
､

従
っ

て
一

律
に

民

刑

事
免

責
を

失

う

結
果

､

右
の

｢

平

和
的

説
得
+

の

範
囲
を

逸
脱
し

た

争
議
行

為
に

つ

い

て

は
､

後
者
の

そ

れ

ぞ

れ

の

責
任
の

他
に

争
議
行

為
そ

れ

自

体
に

つ

い

て

の

責
任
ま

で

問
わ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

か

と
い

う

疑
問
が

生

ず
る

｡

も
っ

と

も
こ

の

場
合
に

ほ

通

説

に

お

い

て

も
､

職
場
占

拠
､

ピ

ケ
､

出
荷
阻
止

､

ビ

ラ

賠
等
の

争
議
行

為
は

そ

の

基
本
的

な

争
議
行

為
で

あ

る

ス

ト

ラ

イ

キ

か

ら

切

離
し

て

評
価
す
る

と
い

う
立

場
が

と

ら
れ

て

お

り
､

こ

の

た

め

に
､

ピ

ケ

等
が

違
法
で

あ

れ

ば

そ

れ

ら
の

手

段
は

違

法
と

さ

れ

る

が
､

そ

の

違
法

性
は

ス

ト

､

触

噸

軸
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細
･

沖

紳

(

7
)

ラ

イ
キ

自
体
の

正

当

性
に

は

影
響
し

な
い

も
の

と

さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し
こ

こ

に

は
一

つ

の

問
題
が

あ

る
｡

そ

れ

は

か

か

る

ピ

ケ
､

職
場
占
拠
の

｢

正

当
+

･

｢

不

当
+

に

よ
っ

て

影

響
さ

れ

な
い

と
い

わ

れ

る

｢

ス

ト

ラ

イ

キ

自
体
+

の

正

当

性
を

如
何
に

基
礎
づ

け

る

か

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

も
し
こ

の

解
明

な

く

し
て

両

者
の

｢

正

当
+

を

同
一

平
面
で

観
念
し

､

し

か

も

前
者
の

｢

不

当
+

は

後
者

の

正

当

性
に

は

全

く

影

響
が

な

い

の

だ

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

争
議

行
為
の

正

当

性
を

｢

統
一

的

な

組
織
活

動
と

し

て

の

争
議
行

為
全

(

8
)

体
に

つ

い

て

判

断
+

し

ょ

う

と

す
る

通

説
の

立

場
そ

の

も
の

に

矛

盾
す
る

こ

と

に

な

る

し
､

ま
た

右
の

よ

う
に

通

説
の

解

釈
上
の

操

作
に

も

自
ら

限

界
が

出
て

こ

ざ

る

を

得
な

い
｡

こ

の

恰
好
の

例
が

い

わ

ゆ
る

｢

洪
規
違
反
の

争
議
行
為
+

で

あ

る
｡

即
ち

争
議
行

為

の

｢

正

当
+

と
い

う
こ

と

を

右
の

よ

う
に

一

般

条
項
と

し
て

把
え

る

立

場
で

は
､

公

務
員
法

や

公

共

企

業
体

等
労
働
関
係
法
の

よ

う

に
､

争
議
行

為
を

全

面

的
に

禁
止

す
る

法
の

規

定
が

存
在
す
る

に

も

拘
ら

ず
､

こ

れ

に

違
反

し

て

行
な

わ

れ

る

争
議
行

為
が

そ

れ

で

も

な

お

｢

正

当
+

で

あ

る

と
い

う

論

理

は

ど

う
し

て

も

出
て

こ

な

い
｡

従
っ

て

当

然
に

民

刑

事
免

責
を

失
い

､

そ

の

結
果

､

当

該

法

規
に

定

め

ら
れ

た

独

自
の

罰
則
(

鮒

窪
]

二

詰
針
七

号
､

)

な
い

し

不

利

益
(

鋼
船
鮒
≠
仙

欒
地

㌶
覧
諾

項
､

)

規
定
の

適
用

を

う

け
る

ほ

か
､

争

議
行

為
そ

れ

自
体

に

つ

い

て

の

責
任

就
中

業
法
罰
則
規

定
(

鮒
凱

詣

条
)

の

適
用

ま
で

許
容
さ

れ

ざ

る

を

得
な

い
｡

-
こ

れ

が

少

な

く

と

も

従

来
の

学
説

･

判
例
に

支

配
的
な

見

解
で

あ
っ

た
｡

以

上
の

考
察
か

ら

も

は

ぼ

分
る

よ

う
に

､

争
議
権
構
成
に

と
っ

て

の

基
本

的
問
題
は

､

争
議
行
為
そ

れ

自

体
の

正

当

性
を

如
何
に

考
え

る

か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

究
明
に

よ
っ

て

憲
法
上

争

議
権
が

保
障
さ

れ

た

こ

と

の

法
的

意
味
も

自
ら

明

ら
か

に

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

従
っ

て

次

項
以

下
に

お

い

て

は

ま

ず
争
議
行

為
と

不

法

行
為
及
び

債
務
不

履
行
の

関

係
を

主

と

し
て

ド

イ

ツ

法
と
の

関

連
に

お

い

て

考
察
し

､

つ

い

で

｢

正

当

争
議
行

為
+

の

法

概
念
を

明

確
に

し

た

い

と

考
え

る
｡

(

1
)

吾

妻
光

俊
｢

労

組

法
に

お

け
る

｢

正

当
+

の

概

念
に

つ

い

て
+

(

『

法

曹

時
報
』

十
一

十

巷
一

号
)

､

同

｢

市

民

法

の

限

界
+

(

『

私

法
』

十
号
)

､

蓼
沼

謙
一

｢

争
議

権
の

承

認

と

争

議

行

為

の

法

的

評

価
+

(

『

一

橋
大

学

八

十

周

年
記

念
論

集
』

下

巻

所

収
)

､

同

｢

争

議

権
論

-
歴

史

と

性

格
+

(

『

労
働

法

講

座
』

第

三

巻
所
収
)

､

同

｢

『

正

当
』

争
議

行

為
の

い

わ
ゆ

る

免

責
と

く
に

民

事

免

責
の

意
味
に

つ

い

て

-
従
来
の

学
説
の

検

討
を

中
心

と

し

て

-
+

)

(

『

季

刊

労

働

法
』

二

八

号
)

､

同
｢

争

議
行

為
の

い

わ

ゆ
る

民

事

免

責
の

法
構

造
+

(

『

一

橋
論

叢
』

四

十

巻
二

号
)

､

同
｢

争
議

権
の

保
障

と
い

わ

ゆ
る

刑

事

免

責
+

(

一

橋
大

学
研

究

年

報
､

『

法

学

研

究
』

Ⅰ

所

収
)

､

同

｢

争
議

一

⊥

労
働

関

係
の

構
造

と

特

質
+

(

『

浅

井
還

暦

記

念
論

集
』

所

収
)

｡

伽
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(

2
)

も
っ

と

も
こ

の

立

場

に

お

い

て
､

こ

れ

ら

免

責

規
定

が

憲

法
の

｢

確

認

規

定
+

で

あ

る

か

ど

う
か

は
､

争

議

団
な
い

し

覿

合

資

椿
要

件
を

備
え

な

い

労

働

組
合

に

も

民

刑

事
上

の

免

責
が

認
め

ら

れ

る

か

ど

う
か

の

問
題
と

し

て

考

え

ら
れ

て

い

る

に

す
ぎ

な
い

(

石

井
照

久

｢

労

働
法
+

(

『

法

律

学
講

座
』

)

一

二

五

頁
)

､

東
大

労
働
法

研

究

会

『

(

註

解

労
働
組
合
法
』

一

〇
二

頁

参
照
)

｡

(

3
)

吾

妻
光

俊
､

前

掲

論
文

(

『

法

曹
時

報
』

)

二

頁

参
照

｡

(

4
)

蓼
沼

謙
一

､

前
掲
論
文

(

『

一

橋
大

学
八

十

周

年
記

念
論

集
』

)

二

八

九

頁
参
府

｡

(

5
)

東
大

労
研

､

前

掲

苔
一

一

〇

1
一

頁

参

照
｡

(

6
)

こ

の

点

を

指
摘
す
る

の

は

蓼
招
致

授
で

あ

る
｡

同
､

前

端

論
文

(

『

季
刊

労
働
法
』

)

二

三

-
四

頁
｡

(

7
)

柳
川

他

『

判

例

労

働
法
の

研

究
』

(

下

巻
)

一

〇
三

八

東
｡

(

8
)

石

井
照

久
､

前
掲
幸

一

三

三

頁
｡

二

争
議
行
為
と

不

法
行
為

わ
が

国
で

も
一

般
に

争
議

行

為
は

そ

れ

自
体

不

法

行

為
の

構
成

要
件
に

該
当

す
る

と

み

ら

れ

て

い

る

が
､

わ

が

国
の

場
合

は
､

争

議
行

為
の

｢

正

当
+

と
い

う
こ

と
が

現

実
に

展
開
さ
■

れ

る

個
々

の

争
議
行
為
の

評
価
概

念
と

し

て

と

ら
え

ら
れ

､

し

か

も

違
法
争
議

行

為
が

損
害
賠
償
事
件
と

し

て

処

理
さ

れ

る

ケ

ー

ス

が

極
め

て

少

な
い

た

め
に

､

こ

こ

に

い

う

不

法

行

為
が

ど

の

よ

う
な

態

様
の

も

の

で

あ

る

か

-
こ

れ

を

イ

ギ

リ

ス

流
に

契
約
違
反
の

誘
致
即

ち

舵
月
じ

債
権
侵
害
を

理

由
と

す
る

不

法

行
為
と

み

る

か
､

あ

る

い

は

独

自

の

不

法
行

為
と
み

る

か
､

ま

た

更
に

は

い

か

な
る

要
件
の

も

ト
に

か

か

る

不

法
行

為
責
任
が

生

ず
る

の

か

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

は
､

現

在
の

と

こ

ろ

あ

ま

り

掘
り

さ

げ

た

考
察
が

な

さ

れ

て

い

な

い
｡

従
っ

て

こ

こ

で

は

連
邦
基
本

法
上

兼
だ

争
議
権
の

保
障
を

も

た

な

い

ド

イ

ツ

に

お

い

て

如

何
に

し
て

実
質
的
争
議
権
の

存
在
が

承

認

さ

れ

る

に

至
っ

た

か

を

ま

ず
不

法
行

為
理

論
の

側
か

ら

考
察

し
､

こ

の

間
題
の

所

在
を

明

確
に

し

た

い

と

考
え

る
｡

一

ド

イ

ツ

民

法
は

不

法

行

為
の

基
本
的
な

成
立

要
件
と

し
て

｢

権
利
+

(

生

命
､

身
体

､

健
康

､

自

由
､

所

有

権
そ

の

他
の

権
利
)

侵

害
+

(

諸
宗

)

を

挙
げ

て

い

る

が
､

英

米
法

上

問
題
と

な
っ

た

｢

契

約
違
反
の

誘
致
+

(

債

権
侵

害
)

ほ
､

債
権
が

こ

こ

に

い

う

｢

そ

の

他
の

権
利
+

に

含
ま

れ

な
い

た

め
に

､

不

法
行
為
と

し

て

は

は

じ

め

か

ら

問
題
に

な

ら

な

か
っ

た

し
､

ま
た

労
働
争
議
は

そ

れ

が

い

か

に

使
用

者
の

意
思
を

抑
圧

し

そ

の

営
業
活

動
を

妨

害
す
る

も
の

で

あ
っ

て

も
､

こ

こ

に

い

う
｢

自
由
+

は

元

来
｢

人

格
的
活
動
の

自
由
+

(

p
e

詔

ぎ
ー

ど
F
e

出
e

弓
e

g

声
n

g

乳

邑
訂

山

上

の

意
味
で

あ

り
､

｢

意
思
の

自
由
+

(

W
≡
e

邑
■↑

e

旨
e

吉

ま
し

て

｢

経
済
的
自

由
+

(

已
旨
c

F
p

E
叶

O

F
e

句

邑
F
e
-

t
)

は

こ

の

中
に

含
ま
れ

な
い

と

解
さ

れ

▲

籾
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.

■
紬

(

l
)

た

た

め

に
､

争
議
行

為
が

か

か

る

自
由
を

侵
害
す
る

不

法

行

為
と

し

て

み

ら

れ

る

こ

と
は

な

か

っ

た
｡

た

だ
一

九

四

〇

年
(

声
G
N

､

空
･

誌

∽
･

N

¢
)

以

来
ラ

イ
ヒ

最
高
裁
判
所
に

よ
っ

て

右
の

｢

そ

の

他
の

権
利
+

に

該
当

す
る

と

し

て

認
め

ら

れ

た

｢

組
織
さ

れ

運

営

さ

れ

て

い

る

営
業
の

権

利
(

押
e
の

F
t

P

ヨ
e
-

ロ

慧
r

訂

E
e

t
e

n

仁
n
み

a

宏
一

笥
旨
什

e

β

G
e

≦
d

旨
e

訂

琵
e

b
)

+

1
｢

営

業

権
+

が

争

議

行

為
に

対

す
る

唯
一

の

保
護
法

益
で

あ
っ

た

が
､

こ

の

営
業
権
侵
害
の

不

法

行

為
は

こ

れ

に

よ
っ

て

｢

営

業
の

存

立
+

(

田
の
巧

打
]

邑
d
e
砂

G
e
･

W
e

さ
e

訂
t

ユ
訂

訂
∽
)

自
体

が

直

接
に

侵
害
さ

れ

る

易

合
だ

け

に

限

ら

れ

た

た

め

に
､

か

か

る

法

益
を

侵
害
す

る

争
議
行
為
の

事
例
は

極
め

て

稀
で

あ

り
､

い

ず
れ

に

し

て

も

争
議
行

為
は

そ

れ

自
体

独

民

法
八
二

三

条
一

項
の

成
立

要
件
に

は

該

当

し

な
い

､

即
ち
そ

れ

自
体

不

法

行

為
に

は

な

ら

な
い

､

と
い

う
の

が
､

少

な
く

と

も
一

九
五

二

年
新
聞
ス

ト

(

N
e

ぎ
n

g

邑
邑
打
)

以

前
の

ド

イ

ツ

学

説
･

判

例
に

一

貫
し
た

考
え

方
で

あ
っ

た
｡

こ

の

た

め

に

争
議
行
為
が

不

法
行

為
を

構
成

す
る

か

ど

う
か

の

問
題
は

､

争
議
行

為
そ

れ

自

体
に

つ

い

て

で

は

な

く
､

専
ら

現

実

具
体

的
に

展
開
さ

れ

る

個
々

の

争
議
行

為
に

対

す
る

独

民

法

八
二

六

条
(

公

序

良

俗

違
反
の

不

法

行

為
)

の

適
用
の

問
題
と

し

て

把

え

ら
れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

即

ち

個
々

の

争
議
行

為
を

そ

の

｢

目

的
+

と

｢

手

段
+

の

両

面

更
に

は

そ

の

相
互

均

衡
関

係
か

ら

評
価
し

､

そ

の

い

ず
れ

か

の

点
に

お

い

て

｢

公

序
良

俗
+

に

違
反

す

る

と

認
め

ら
れ

る

場
合
に

の

み
､

(

2
)

は

じ
め

て

こ

れ

を

不

法

行

為
と

す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

二

と
こ

ろ
が

一

九
五

二

年
経
営

組
織
法

実
に

反

対
し

て

ド

イ

ツ

全

土
に

く

り

び

ろ

げ

ら

れ

た

い

わ

ゆ
る

新
聞
ス

ト

及
び

こ

れ

に

対

す
る

使
用

者
団

体
の

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を

契
機
と

し

て
､

争

議
行

為
に

対

す
る

従

来
の

考
え

方

は
一

変
し

た
｡

ま

ず
こ

の

新
聞

ス

ト

に

対

し
て

従

来
の

ド

イ

ツ

争
議

法

学

説

が

直

面

し

た

問

題

は
､

｢

政

治
ス

ト
+

の

本
質
な
い

し

そ

の

法
的

評

価

を

労

働

法

独

自
の

立

場
か

ら

如
何
に

基

礎
づ

け
る

か
､

更

に

は

そ

の

前

提

と

し
て

､

争
議
行
為
そ

の

も
の

を

法

律
的
に

如
何
に

構

成

す
る

か

と

い

う
こ

と

で

あ
っ

た
｡

け

だ

し

争
議

行

為
が

た

だ

｢

目

的
+

及
び

｢

手

段
+

の

側
か

ら

｢

公

序
良

俗
+

の

概

念
で

把

え

ら

れ

る

限

り
､

そ

こ

に

ほ

政
治
ス

ト

と
い

う

法

律
上

特
別
の

類
型

は

見
出
し

得
な
い

し
､

ま

た

第
一

に

政

治
ス

ト

が

事

実
上

は

い

か

に

営
業
へ

の

積
極

的
侵
害
で

は

あ
っ

て

も
､

そ

れ

は

元

来

｢

公

序

良

俗

違

反
+

(

∽

琵
e

ロ
弓

-

d

ユ

賢
e

吉

と

し
て

評
価
さ

る
べ

き

性

質
の

も

の

で

は

な

か
っ

た

か

ら
で

あ

る
｡

こ

の

た

め
に

ま

ず
ド

イ

ツ

の

学
説

･

判

例
は

､

争
議
行

為
は

独

民

法
八
二

三

条
一

項
｢

そ

の

他
の

権

利
+

に

含
ま
れ

る

｢

組
織
さ

鵬
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れ

運
営
さ

れ

て

い

る

営
業
の

権
利
+

即
ち

｢

営
業

権
+

を

侵
害
す

る

も
の

と

し

て
､

そ

れ

自

体

不

法

行

為
を

構
成

す
る

と

し
た

の

で

あ
る

｡

右
の

新
聞
ス

ト

損
害
賠
償
請
求
訴

訟
に

お

い

て

提
出
さ

れ

(

3
)

(

1

)

た
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

及

び

フ

ッ

ク

の

鑑
定

書
の

見

解
が

そ

れ

で

あ

り
､

こ

れ

ら
の

見
解
は

当
該

事
件
の

係
属
し
た

各
ラ

ン

ト

労
働
裁

(

5
)

判
所
の

ほ

と

ん

ど

大
部
分
の

判
決
に

お

い

て

採
用
さ

れ

る

と
こ

ろ

と

な
っ

た
｡

そ

し
て

争
議
行

為
が

そ

れ

白
体

営
業
権
を

侵
害
す
る

不

法
行
為
で

あ
る

と

す
る

こ

と

に

つ

い

て

は

現

在
は

ほ

と
ん

ど

異

(

6
)

論
が

な
い

｡

圧

争
議
行

為
の

不

法

行

為
法
に

お

け
る

こ

の

よ

う
な

地

位
の

変
化

は
､

解

釈
論
的
に

は
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

自
身
も

認
め

て

い

る

よ

(

7
)

う
に

､

労
働
争
議
法
の

分

野
に

お

け

る

｢

営
業
権
+

概
念
の

拡
張

と
い

う
こ

と
で

あ

り
､

ま

た

単
に

こ

の

拡
張
解

釈
だ

け
に

か

か

る

(

8
)

法

的
変
化
の

意
義
を

認
め
る

論
者
も

あ

る

が
､

よ

り

重

要
な
こ

と

は
､

争
議
行
為
が

そ

れ

自
体

不

法
行

為
と

し
て

評
価
さ

れ

る

に

至

っ

た

実

質
的
意
義
で

あ

る
｡

そ

れ

ほ

端
的
に

い

え

ば
､

争
議
行

為

が

争
議
行
為
と

し
て

の

本
質
に

お

い

て

把
え

ら

れ

た

こ

と

を

示

す

も
の

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

こ

れ

ま

で

ド

イ

ツ

民

法
の

も
と

で

争
議
行

為
が

そ

れ

自
体

不

法

行
為
を

構
成
す
る

こ

と

が

な

か
っ

た

の

は
､

し

ば

し

ば

指
摘
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

ド

イ

ツ

民

法
の

不

法

行

為
に

関
す

る

特

殊
な

構

鵬

(

9
)

成

に

基

因
す
る

こ

と

も

確
か

で

あ

る

が
､

む
し

ろ

争
議
行
為
が

少

な

く
と

も

法

律
上

は

そ

の

本

質
に

お

い

て

評
価
さ

れ

得
な

か
っ

た

た

め
で

あ

る
｡

こ

の

争
議
行

為
の

本

質
に

対

す
る

法

律
的
把

握
が

行
な
わ

れ

な
い

以

上
､

た

と
い

営
業
権
の

侵
害
と
い

う
こ

と

を

営

業
の

存
立

自
体
に

対

す

る

直

接
的
侵
害
だ

け
に

止

ら

ず
､

よ

り

広

く
｢

営

業
の

領
域
へ

の

直
接
的
侵
害
+

(

呂
邑
t

邑
ぎ

違
1

日
n

g

誌

i

ロ

d
e

n

出
ゐ

邑
O

F

d
e

→

G
e

弓
e

→

訂
訂
t

ユ
2

訂
)

即
ち

｢

営
業
活

動
の

権
利
侵
害
+

ま
で

含
む

も
の

と

し

て

拡
張
解

釈
せ

ら
れ

得
た

と

し

て

も
､

た

だ

そ

れ

だ

け
で

は

不

法

行
為
が

成
立

す

る

と
い

う
性
質

の

も
の

で

ほ

な

か
っ

た
｡

と
い

う
の

は
､

営
業
権
概

念
を

右
の

よ

う
に

拡
張
解
釈

し
て

み

て

も
､

争
議
行

為
が

許

容

さ

れ

た

手

段

(

e

ユ

巨
富
①

巨
富

-

)

に

よ
っ

て

遂

行
さ

れ

る

限

り
､

そ

こ

で

は

独

民

法
八
二

三

条
一

項
に

い

う

｢

違
法

性
+

(

責
計

3
｡

F
t
-

-

｡

欝
e

吉

の

何
た

る

か

が

当

然
問

題
と

な

ら
ざ

る

を

得
な

か
っ

た

し
､

ま
た

ヽ

ヽ

ヽ

争
議
行

為
が

そ

れ

自
体
か

か

る

営
業
権
の

違
法
な

侵
害
だ

と

す
る

た

め
に

は
､

少
な

く

と

も

争
議
行

為
の

本

質
的
意
味
が

法

的
に

も

究
明

さ

れ

ざ
る

を

得
な
い

｡

し

か

し
､

こ

う

し
た

争
議
行
為
そ

れ

自
体
の

｢

違
法

性
+

で

は

な

く
､

現

実
具
体

的
に

展
開
さ

れ

る

争

議
行

為
を

個
々

の

場
合
に

即

し
て

そ

の

違

法
性
を

判
断
す
る

の

だ

､

鵬

肘
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一

心
叩

一
川

と

す

れ

ば
､

そ

れ

は

ド

イ

ツ

民

法
の

場
合

第
八

二

三

条
一

項
で

は

(

1 0
)

な

く
､

第
八
二

六

条
の

問
題
に

帰

着
す
る

｡

ま

た

歴
史

的
に

こ

れ

を

み

て

も
､

従

来
､

争
議
行

為
は

､

こ

れ

を

個
人

的
市

民

的
自
由
に

解

体

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

即

ち

市

民

的
な

｢

労
働
の

自
由
+

を

偶
然

的

且

つ

同

時
的
に

行

使
す
る

一

群

の

労
働
者
の

｢

同

時
退

職
+

､

つ

ま

り

法

的
に

は

こ

れ

を

解

約

告

知

と
し

て

構
成
す

る

こ

と

に

よ

っ

て

団

結
独

白
の

活

動
と

し
て

の

争
議
行

為
の

本

質
を

隠

蔽
し

､

そ

れ

自
体

は

法
に

よ
っ

て

禁
止

も

さ

れ

な
い

か

わ

り

に

法

認
も

さ

れ

な
い

｢

自
然
的
行

為
の

自
由
+

(

星
t

守
-

-

○

ど

H

呂
d
-

ロ

n
地

色

邑
F
e

吉

と

し

て

自

己

を

偽
装
し

得
た

と
こ

ろ
に

､

そ

の

合

法

性
の

基

礎
が

あ
っ

た
｡

争
議
行

為
が

こ

の

よ

う
に

､

そ

の

社

会

学

的
実

態
は

と

も

あ

れ

少

な

く
と

も

法
律
上

は
､

一

箇
独

自
の

団

結
活
動
と

し

て

で

は

な

く

｢

同

時
退

職

者
+

の

単
な
る

集

合
に

し

か

す
ぎ

な
い

も
の

と

し

て

あ

ら

わ

れ

る

以

上
､

最
早

独

民

法

第
八
二

三

条
一

項
に

基
い

て

不

法

行

為
が

成

立

す
べ

き

実

体
は

存
在
し

な
い

｡

そ
こ

で

は
､

解

約
告

知
期

間
を

遵

守
し
な

い

個
々

の

ス

ト

被
傭
者
に

つ

い

て

の

労
働
契
約
上

の

債
務

不

履
行

責
任
と

､

そ

れ

が

争
議
行
為
で

あ

る

以

上

当

然
に

､

組
合

及
び

個
々

の

ス

ト

労
働
者
の

使
用

者
に

対

す
る

｢

契
約
違
反
の

誘

致
+

に

よ

る

不

法

行

為
責
任
が

問
題
と

な

る

他

ほ
､

そ

れ

が

各

具

体

的

場
合
に

つ

い

て

｢

公

序
良

俗
+

に

違
反

す
る

と

認
め

ら
れ

る

場
合
で

な

け
れ

ば
､

争
議
行

為
そ

の

も
の

に

つ

い

て

の

不

法
行

為

責
任
は

生

じ

な

い

(

独
民

法

八
二

六

条
参

照
)

｡

こ

の

意
味
で

は
､

独

民

法

第
八
二

六

条
の

争
議
行

為
へ

の

通

用

と

い

う

こ

と

は
､

｢

自
然
的
行

為
の

自

由
+

と

し

て

の

争
議
行
為

､

い

わ

ゆ

る

｢

争

議
の

自
由
+

と

い

わ

れ

る

こ

の

時
期
の

法
理

を

最
も

典
型

的
に

代

表
す
る

も

の

で

あ
っ

た
｡

胤

こ

れ

に

対

し
て

､

新
聞
ス

ト

以

後
の

ド

イ

ツ

争
議
法
学

説

は
､

は

じ

め

て

争
議

行

為
を

法

律
上

も

そ

の

本

質
に

即
し

て

評
価

す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

そ

れ

は
､

最
早

､

｢

争

議
の

自

由
+

の

段

階
に

お

け

る

よ

う
な

労
働
契
約
関

係
の

切

断
を

論
理

的
前

提
と

し

た

争
議
行
為
で

ほ

な

く
､

事
実
上

集
団

的
に

労
働
を

放
棄
す
る

こ

と

に

よ
っ

て

行

な
わ

れ

る
･

そ

れ

自

体

積
極
的
な

団

結
独

白
の

活

動
と

し
て

の

争
議
行

為
で

あ

る
｡

ド

イ

ツ

の

争
議
法

学

説
が

､

ワ

イ

マ

ー

ル

以

来
の

長
い

伝

統

的

な

考
え

方
を

打
破

っ

て
､

争
議
行

為
を

そ

れ

自
体

不

法

行
為

(

諸
宗

二

)

に

該

当
す

る

と

し
た

の

は
､

争
議
権
の

保

障
と

い

う
時
代

的
･

国

際
的

認

識
の

び

ろ
が

り

の

な

か

で

争
議
行

為
の

か

か

る

本

質
に

着
眼
し

､

こ

れ

を

そ

の

本
来
の

姿
に

お

い

て

評

価
し

た

が

た

め

に

他

な

ら

な
い

｡

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

ー∂

ほ
､

｢

争
議
行

為
の

本

質
は

ま

さ

に

企

業
の

営
業
活

動
を

停

止

さ

伽
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(

1 1
)

せ

る

こ

と

に

あ

る
｡

+

と

述
べ

る

に

至
っ

て

い

る
｡

争
議
行

為
を

こ

の

よ

う
に

労
働
者
の

団
結
に

よ

る
一

箇
独

自
の

活
動
と

し
て

理

解
す
る

ド

イ

ツ

で

は
､

英
米
法
上

聞
題

と
な
っ

た

｢

契
約
違
反
の

誘
致
+

を

理

由
と

す
る

不

法

行

為
は

､

単
に

右
に

述
べ

た

解

釈

論

上
の

立

場
か

ら

だ

け
で

ほ

な

く
､

実
質
的
理

由
か

(

1 2
)

ら
も

香
定

さ

れ

る

傾
向
に

あ

る
｡

こ

の

理

由
は

必

ず
し

も

明

ら
か

に

さ

れ

て

い

な
い

が
､

争
議
行
為
を

そ

の

成

立

過

程
に

お

い

て

｢

契
約
違
反
の

誘
致
+

と

し

て

把

え

る

こ

と

は
､

現
に

イ

ギ

リ

ス

法
の

場
合
が

そ

う
で

あ

る

よ

う
に

､

争
議
行

為
を

少
な

く

と

も

法

律
的
に

は

労
働
契
約
関
係
の

切

断
と

し
て

観

念
す
る

市

民

法

的

立

(

1 3
)

場
を

前
提
と

し
て

い

る

と
こ

ろ

か

ら
､

争
議

行

為
と

不

法

行

為
な

い

し
は

次
に

述
べ

る

債
務
不

履
行

責
任
に

つ

い

て

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

及
び

ド

イ

ツ

連
邦
労
働
裁
判
所
決
定
の

一

貫
し

て

と
っ

て

い

る

団

体

法

的
立

場
と

は

相

容
れ

な
い

と

考
え

ら
れ

た

た

め
で

あ

ろ

う
｡

卦

争
議
行

為
が

右
の

よ

う
に

そ

れ

自
体

独
民

法
八
二

三

条
一

項
に

列
挙

す
る

特
殊

･

具
体

的
な

権
利

=

営
業
権
の

侵
害
と

み

ら

れ

る

こ

と

ほ
､

争
議
行
為
が

そ

れ

自
体

特

殊
･

独

立
の

不

法

行
為

で

あ

る

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

そ

れ

は

同

時
に

｢

争
議
行

為
+

が

法
律
上
も

独

自
の

概
念

･

類
型

と

し

て

承

認
さ

れ

る

こ

と

を

意
味

す
る

｡

(

そ

れ
が

一

九
五

五

年

個
々

の

ス

ト

被

傭

者

の

債

務

不

履

行

貴

任
を

排

除
し

て

完

成

さ

れ

る

こ

と

に

つ

い

て

は

後
述

｡

)

し
か

し

争
議
行

為
を

そ

れ

自
体

営

業
権
の

侵
害
と

し
て

把
え

､

そ

こ

か

ら

｢

争
議

行
為
そ

れ

自
体
+

の

概

念
を

抽
出
す
る

と

き
､

.
そ

こ

に

ほ

不

法
行

為
の

成

立

と

び

き
か

え

に

実
質
的
争
議
権

承

認
の

実
体

的
基

礎
が

与
え

ら

れ

る
｡

｢

争
議
行

為
そ

れ

自
体
+

を
一

方
で

は

営

業
権

を

侵
害
す
る

不

法

行
為
と

し
て

構
成
し

な

が

ら
､

他

方
で

は

社

会

的

相

当

性
(

∽
｡
N

E
乳
首
巨
n
N

)

の

原

理
に

よ
っ

て

そ

の

違
法

性
を

排

除
し

た

の

が
､

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

の

新
聞
ス

ト

以

来
の

理

論
の

椅
子

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

の

い

う
｢

社

会
的
相

当

性
+

は

専
ら

争
議
行

為
の

不

法
行

為
に

対

す

る

阻
却
原
理
な

い

し

正

当

化

原
理

で

あ

る

が
､

こ

の

｢

不

法

行

為
と

し

て

の

争
議
行

為
+

は

他

方

H

労

働

協

約

違
反
(

相

対

的
､

絶
対

的
平

和

義
務

違

反
)

の

争

議
行

為
肖

官
吏
義
務
違
反
の

争
議
行
為
肖

組
合
規

約
違

反
の

争
議

行

為
凧

経

営
組

織

法
(

第
四

九

条
二

項
､

使
用

者
と

経

営
協

議

会
の

問

の

労

働

争
議
の

禁
止
)

違
反
の

争
議
行

為
何

刑

罰

法
規
違
反
の

争
議

行

為
等
と

並

ぶ
一

違
法

争
議
類
型
と

し

て

措
定
さ

れ

て

い

る

た

め
■

(

1 4
)

に
､

争
議
行

為
が

右
の

い

ず
れ

の

違
法

類
型
に

も

該

当

し

な

い

と

い

う
意
味
で

の

｢

正

当

性
+

(

｢
e

賢
-

m

宗
t

)

の

概

念

と

は
､

後

に

述
べ

る

よ

う
に

こ

こ

に
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

理

論
の

問
題
点

が

あ

る

が
､

一

応
区

別

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

注
意
す
る

必

要
が

あ

る
｡

β0 6

､

鵬

粥

射
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ガ

純

一

紳

㈲

右
の

ニ

γ

パ

ー

ダ

イ

望
粥

に

卸

し
て

は
､

も

と

よ

り

ド

イ

ツ

に

お

い

て

も

そ

れ

ぞ

れ

批
判
が

展
開
さ

れ

て

い

る

が
､

そ

こ

に

い

う
｢

社

会

的

相

当

性
の

原
理
+

を
､

争
議
行

為
の

不

法

行
為
に

対

す
る

関

係
､

更
に

は

ま
た

次

に

述
べ

る

個
々

の

ス

ト

被
傭
者
の

債
務
不

履
行

責
任
排
除
の

理

論
と

関

連
づ

け

て

考
察
す
る

場
合
に

は
､

種
々

の

基
本

的
疑
問
が

生

ず
る

｡

(

1
)

ニ

ァ

パ

ー

ダ

イ

は
､

不

法
行

為
に

対

し
て

争
議
行

為
の

正

当

性
を

基

礎
づ

け

る

｢

社

会

的

相

当

性
の

原

理
+

を
､

｢

歴
史

的
に

形

成
さ

れ

た

共
同

生

活

就

中

労
働
生

活
の

社

会
倫
理

的
秩

序

及
び

集
団

的

労
働
法
の

基
本

原

理
+

か

ら
､

こ

れ

を

八
つ

の

原

理

(

1 5
)

に

わ

け
て

導
き

出
し

て

い

る

が
､

こ

れ

ら

の

秩

序

原

理

(

O

a
･

ロ

亡

口

篭

唱
i

ロ
N

首
)

に

よ

れ

ば
､

政

治
ス

ト

(

第
二

原

理
)

を
は

じ

め

個
々

の

争
議
行
為
(

内
P

ロ
p
f

F

賀
巴
声
ロ

g
)

､

例
え

ば
ピ

ケ

が

｢

平

和

的
説

得
+

(

g
出

巨
-

O

F
e
s

一

旨
e

3
紆
ロ
)

の

限

界
を

逸
脱
し

､

こ

れ

を

組
合
幹
部
が

容
認

又

ほ

指
令
し
た

と

認
め

ら

れ

る

場

合
(

第
七

原

理
)

ま
で

｢

社

会

的
に

相

当
で

な

い
+

(
∽

O

N

邑
-

ロ

乳
首
巨
t
)

争
議

(

1 6
)

行

為
と

さ

れ

る

結
果

､

か

か

る

争
議
行

為
は

そ

れ

自
体

独

民

法

八

二

三

条
一

項
の

不

法

行

為
と

し
て

､

当

該

争
議
行
為
に

よ
っ

て

生

じ

た

全

損
害
を

賠
償
す
べ

き

責
任

を

負
う
こ

と

に

な

り
､

こ

の

た

め

に

争
議
行

為
の

正

当

性
の

範
囲

を

極
め

て

狭
く

限
定

す
る

結
果

(

l r
)

､

ゝ

ゝ

に

な
っ

て

い

る
｡

し

か

し
ニ

γ

バ

ー

デ

ィ

は

争
義
行

為
が

そ

れ

自

ヽ

体
独

民
法

八
二

三

条
一

項
の

不

法

行
為
に

な

る

か

ど

う
か

と
い

う

と
こ

ろ

か

ら

出
発
し

た

の

で

あ

る
｡

従
っ

て

そ

の

正

当

性
も

争
議

行

為
そ

れ

自
体
に

つ

い

て

問
題
に

な

ら

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

は

ず

で

あ

る
｡

こ

れ

を
一

般
的
に

み

て

も
､

争
議
行
為
が

現

在
の

よ

う

(

1 8
〕

に

｢

社

会
的
に

相

当
な
+

即

ち

｢

社

会

慣
行
的
な

正

常
の

行

為
+

(

若
N

邑
昏
E
｡

訂
∽

､

日
○

コ
ロ

巴
e
∽

}
H

呂
d
e
-

ロ
)

で

あ

る
､

と
い

う

場
合

に

は
､

例
え

ば

｢

治

療
行

為
+

と

か

｢

安

楽
死
+

と
い

っ

た

類
型

と

し

て

の

｢

争
議

行

為
+

が

問
題
と

な
っ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

が

｢

労
働
条
件
の

改

善
の

た

め

に

行

な

わ

れ

る

も
の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
+

と
い

う
の

は
､

争
議
行

為
が

｢

争
議
行
為
+

と

し

て

成

立

す
る

た

め
の

い

わ

ば

要

件
で

あ

る
｡

そ

れ

は

ま

さ

に

｢

正

当

業
務
行

為
+

と

さ

れ

る

｢

自
救
行

為
+

あ

る

い

は

｢

安
楽

死
+

に

そ

れ

ぞ

れ

の

概

念
規
定

-
要
件
が

あ

る

の

に

等
し
い

｡

即

ち

争
議
行
為
が

｢

社

会
的
に

相

当
+

か

ど

う
か

と
い

う
こ

と

は
､

そ

れ

が

法
律
上

又

は

少

な

く

と

も

労
働
法
上

理

解

さ

る
べ

き

争
議

行
為
か

ど

う
か

と
い

う
こ

と

で

あ

っ

て
､

社

会
的

相

当

性
の

原
理

と

ほ

ま
さ

に

こ

の

裏
件
の

問
題
に

他
な

ら

な
い

｡

(

2
)

右
の

よ

う

な

観

点
か

ら
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

の

掲
げ
る

社

会

▲7

的
相
当

性
の

各
具
体

的
原
理

を

み

る

と
､

政

治
ス

ト

ほ

た

し

か

に

即
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労
働
者

団
結
(

通

常

は

労

働

組

合
)

の

目

的

活
動
の

範
囲
に

関
す

る

問
題
と

し

て
､

そ

れ

が
一

般
に

は

争
議
行

為
と

よ

ば

れ

る

も
の

で

は

あ

っ

て

も
､

こ

こ

に

い

う

法

律
上
の

意
味
で

の

｢

争
議
行

為
+

で

あ

る

か

ど

う
か

､

即

ち

蓼
沼
教

授
の

言

葉
を

か

り

れ

ば

｢

争
議

権
の

行

使
と

い

う

性
格
を

認

め

ら
れ

る

法

律
上

の

『

争
議
行

為
』

(

1 9
)

か

ど

う

か
+

と

い

う
次

元
で

把

握
さ

る
べ

き

問
題
で

あ

る

が
､

｢

.

平

和
的
説

得
+

の

限

界
を

逸
脱
し

た

ピ

ケ

等
の

場
合
は

､

元

来
個
々

の

違
法

性
に

関

す
る

問
題
で

あ
っ

て
､

こ

の

限

界
の

逸
脱
に

よ
っ

て

当
該

争
議
行
為
が

最

早

法

律
上

争
議
行

為
と

は

み

ら
れ

な

い

程

度
に

ま

で

達
し

た

か

ど

う
か

と

い

う
観
点

か

ら
で

は

な

く
､

た

だ

(

2 0
)

単
に

こ

れ

を

組
合

幹
部
が

容

認

又
は

指

令
し

た

か

ど

う
か

と

い

う

形
式

的
な

面
か

ら
､

そ

の

争
議
行

為
と

し

て

の

性

格
ま
で

決

定

し

て

い

く
こ

と

に

は

基
本

的
な

疑
問
が

あ

る
｡

ニ

ァ

パ

ー

ダ

イ

は
､

こ

の

第
七

原

理
は

す
で

に

ラ

イ

ヒ

労
働
裁
判

所
に

お

い

て

労
働
争

議
と

い

う
特

殊
な

社

会
現

象
に

対

し

て

修
正

通
用
せ

ら

れ

つ

つ

あ

っ

た

｢

公

序

良

俗
の

一

般

概

念
+

(

已
-

g
の

ヨ
e
-

n
e

→

宮
叫

ユ
鞄

計
1

g

已
e

ロ

∽

賢
e

n
)

を

実
質
的

争
議
権
の

承

認

に

伴
っ

て

こ

れ

を

基

礎
づ

け
る

社

会

的
相

当

性
の

原
理

と

し

て

確
認

し

再
構
成
し

た

も

〔

2 1
〕

の

に

他

な

ら
な

い

と

説
明

し

て

い

る

が
､

こ

の

よ

う
に

元

来
は

違

(

2 2
)

港
催
の

次

元
に

属
す
べ

き

問

題

を

｢

争
議
行

為
+

香
定
の

論

理

に

ま
で

無

批

判
に

お

し

す

す
め

て

い

っ

た

と

こ

ろ

に

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

0 8

〔

2 3
)

β

理

論
の

最
大
の

問
題
点
が

あ

る
｡

(

1
)

E
ロ

n
e

g
e

言
S
･

卜
ゐ

F

2
P

ロ

ゴ
)

S
c
】

岩
-

d
→

2

｡

F
t

こ
阜

･

P

邑
･

ふ
N

山

中

H

N

d
〉

]

腎
ひ

打
e

→
)

∽
c

F

邑
e

ロ

琵
詔
p
t

N

P

n

苗
旨
O

F
e

空
-

払

(

訂
ヨ

r
O

せ
ロ

打
P

ヨ

思
〉

S
.

N

-

声

(

2
)

こ

の

時
代
の

判

例
を

簡

潔
に

ま

と

め

た

も
の

と

し

て

句
･

〇
e

T

-

-

n

g
e

J

U
訂

聖
ト

t

e

臼

∽

賢
e

n

-

日

計
1

P

旨
2

許
諾
O

F
t
-

ど

訂
n

河
e

c

F
t

払

勺
→

e
O

ド

ロ

口
内

n

琶
F

計
ヨ

内
ユ
e

g
2

こ
巴
}

が

あ

る
｡

当

時

は

争

議

行

為
が

｢

契

約
違

反
の

誘

致
+

と

し
て

不

法

行

為
を

構
成

す

る

か

ど

う
か

と
い

う
こ

と

も
､

独

民

法

八
二

六

条
の

も

と

で
､

そ

れ

が

｢

公

序

良

俗

違
反
+

に

な

る

か

ど

う
か

の

点
か

ら

取
上

げ

ら

れ

て

い

た

が
､

ラ

イ
ヒ

労

働
裁
判

所

は
こ

れ

を

消

極
に

解

す
る

の

が

多

数

で

あ
っ

た
｡

(

3
)

呂
写
e

a
e

y
-

E

誌
p
t

N

賀
葛
旨
○

訂

宗
→

巴
e

S
O

F

監
昌
､

d
-

e

d

G

岩
F
n

わ

n

く
O

n

d
e

ロ

G
e

弓
e

→

打

筈
F

已
t

e

ロ

粥
e

呵
e

ロ

d
P
∽

g
e

p
-

2
-

t

e

世
e
-

く
G

慧
f

ロ

F

ユ
2

n

賢
一

t

ロ

ゴ

思
∽

青
e
-

打

づ
0

2
N

ソ

E
∽

N

¢
･

呂
已

-

諾
N

e

n
t

払
t

P

ロ
〔 .

訂
n

巴
ロ

d
〉

S
O

ビ
ュ
巾

t

e

ロ

3
旨
e

n

訂
→

B
ロ
ロ
〔 .

訂

笥
e

T

e
-

2 .

g
仁

ロ

g

計
1

計
已
告
げ
2

n

A

旨
賢
慧
訂
ヨ
e

註
軒
日

計
､

口
e
f
t

¢

(

-

諾
ぃ

)
･

(

4
)

ロ

宍
0

打

b
e
i

句
○

邑
｡

甲
H

焉
C

打
-

D
訂

勺
○
-

E
s
c

訂
ロ

∽
t

邑
打
･

P

打

江
O

n
e

n

d
e
∽

ロ
e

き
琶
F
e

ロ

G
e

弓
e
→

打

琶
F
a
f
t
∽

♂

ロ

ロ
ー
e

∽

p
ロ
ー

酔

苧

ご
O

F

d
e
l

匂
P

ユ
P

ヨ
e

ロ
t

賀
-

若
F
e

n

H

訂

旨
t

串
ロ

g

計
ひ

出
2
t

く
G

旨

旨
→

e

→

く
e

r
f

P
∽

∽

仁
ロ

g

苧
亡

ロ

ト

N

才

賢
e

O

E
-

訂
F
e

ロ

B
e

計
ま
仁

n

g
､

S
O

F

ユ
許
e

ロ
→

巴
ビ
e

倉
→

ロ
ゴ

n

計
s

d

d

諾
F
-

g

仁

目
的

m

訂
1

ロ
2
ト
t

∽

O

F
e

ロ

.

他

山

耶
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′

め

沖
､

､

ゆ

A
l

訂
芹
粥
e

訂
ヨ
e

→

宗
日

計
〉

H
e

訂

か

(
-

£
N
)
.

(

5
)

P

A

旨
G

せ
イ
P

n

紆
f

弓
t

d

d

日
N

〇
.

N
.

-

ま
い

.

阿
仁

A

-

芝
山

〉

∽
.

-

諾
い

)

｢
A

旨
G

句

旨
n

打

ど
ユ

d

d

ヨ
N

ゃ

や

一

茂
い

一

声
P

A

S
一

山

革

｢

担
→

♂

G

告
辞

ロ
O

F
e

β

d

d

日
-

叫
.

P

-

諾
い

〉

河
8

A
-

諾
ぃ

∽
一

N

ぎ

O
r
G

D
串
設
e
】

d
O
r

巾

召
2

-

い
.

∞

+
諾
ぃ

〉

声
n

A

-

ま
い

S
.

い

£
､

せ
G
H

J

d

2
N

P

P

-

設
ヰ

､

A
竹

男
リ

N

N

仁

00

N

A

さ
G
G

等
｡

(

6
)

①
最

近
の

判

例
と

し

て

ぃ
A
P

d

d

日

N

〇
.

-

N
.

-

諾
ぃ

-

A
勺

Z
l
･

窒
N

仁

A
l
什

･

G

G

わ
ユ
〕

e

冨
F
p

2
p
f

･

④
ボ

ン

基

本

法

及
び

州

憲
法

上

保

障

さ

れ

た

｢

ス

ト

の

自

由
+

(

∽
t

→

e

芹
符
e
-

F
2

山

土

を

根

拠
に

争
議

行

為
を

｢

労

働
の

自

由
+

と

し

て

観

念

し
､

か

か

る
一

般

的
合

法

性
の

観
点
か

ら

独

民
法

八
二

三

条

一

項
の

不

法

行

為

成
立

を

香

定

す
る

ラ

ム

及
び

ロ

イ
ス

の

見

解
が

唯

一

の

例

外
で

あ

る
｡

→
F

押
P

ヨ
ヨ
〉

D
a

∽

押
e
O

F
[

m

訂
∽

A
→

b
e
-

t

s
･

打

P

ヨ
見
e

∽

ロ

琶
F

d
e

→

声
e
O

E
葛
詔
O

F
仁
n

g

d
e

払

出
仁

ロ

d
e
払

賀
訂
訂
･

g
e

ユ
O

F
t

仏
〉

-

N
〉

-

芸
｢

∽
.

N

ご

持
-

d
e
→

ヂ

ロ
e
→

∽
t

→
e

芹

巳
s

白

日
e

ユ
m

巨

ど
e

H
a

邑
-

仁

口
叩
〉

A
H

オ
白

河
〉

一

課
ヰ

.

S
.

い

N
←

鞄
-

河
e

亡

霊
-

ロ
岩

.

g

詔
n
N

e

n

-

e

懲
r

-

e

→

担
ユ
U

e

旨
好
打

m

官
e

こ
戸
ユ
賢
e

n

⊥
p

F
→

b

∈
U

F
}

P

せ
(

r

-

芸
と
阜

､

咋

｢

巴
.

(

7
)

H
声
e
e

粁
･

ソ
ロ

勺
匂
e

a
e

y
-

｢
e

F
→

♂

∈
U

F

n

訂
s

A

旨
e
-

t

笥
e

O

F
t

払
-

N
一

世
(

r

∽
一

巴
P

(

8
)

河
p

日
日

ー

U
e
→

哲
宗
旨

巴
仏

日

n
e

ユ

呂
宮
e

H
P

ロ
d
-

仁

日

野

A
?

♂

ロ

河
､

一

心

示
阜

〉

∽
.

u

N

汁

(

9
)

久

保

敬

治

｢

ド

イ

ツ

労

働

法

の

展

開

過

程
+

二

〇

四

頁
､

H
ロ
e

C

打
･

Z

首
七
e
]

邑
e

y
-

｢
e

F
｢

ビ
H

5
F

N
.

ロ
(

r

巴
h

こ

参
照

｡

(

1 0
)

H
亡

わ
○

村

立
首
り
e

a
e

¥

｢
e

F
]

a
⊆

)

ビ

N
.

出
(

r

∽
.

巴
N
.

(

1 1
)

出

琵
｡

打
･

Z

首
p
e

乙
e

¥

訂
ぎ
b

喜
F

-

N
.

監
.

〉

∽
.

巴
ヰ

､

呂
p
･

p
e

a
e

¥

A

旨
e

旨
い

粁
P

2

又

已
払

牢
ロ

e

ユ
a

巨

富
e

拝
p

ロ

d
-

仁

ロ
g
}

句
e

聖
丁

芳
F

ユ
f
t

諾
r

→

控
t
N
-

e

J

-

ま
か

､

∽
.

怒
.

(

12
)

一
九
五

五

年
連

邦

労

働

裁

判

所

決
定

は

｢

契
約
違

反
の

誘
致
+

(

く
e

ユ
e
-

t

亡

口

叫

昌
n

く
e
l
t

岩
唱
官
喜
F
)

と
い

う

観

念
は

専

ら

争

議

行

為
の

個

人
法

的

思

考
に

基

く
も

の

で

あ

る

こ

と

を

示

唆

し

て

い

る
｡

く

g
-

.

Z
-

ノ

司
〉

-

ゃ
い

u
〉

S
一

∞

∞
い

.

(

13
)

イ

ギ

ヴ

ス

で

は
､

現

在
も

な

お
､

ス

ト

被

用

者
は

雇

傭

契
約
の

解

約
手

続

を

ふ

ま

な
い

限
り

債
務

不

履
行

責

任
は

免
れ

な
い

と

さ

れ

て

い

る
｡

(

秋

田

成

就

｢

イ

ギ

リ

ス

に

お

け

る

争

議

権
+

(

『

季

刊

労

働
法
』

十
五

号
)

一
一

一

頁

参
照
)

｡

(

1 4
)

H
仁
e
O

村
･

ソ
ロ

p
匂
e

a
e

y

J
e

F
H

オ
∈

り

F
､

N
.

田
(

r

抑

悪
∞

持

(

15
)

H
ロ
2

0

打
･

Z

首
p
e

l
n

訂
y
}

J
e

F

旨
ロ
O

F

N
.

出
d
.

〉

S
.

竺
卜

持

(

1 6
)

H
仁
e

C

軒
･

2
-

p
p
e

a
e

¥

｢
e

F

旨
宍
卓
N

.

ロ
P

､

∽
.

巴
い

.

(

1 7
)

専

ら
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

理

論
の

こ

う
し

た

結
果

に

力

点

を
お

い

て

批

判

を

展
開

す
る

の

が

さ

き

に

あ

げ
た

河
P

2
ヨ

(

河
e

亡
∽

∽

も
ほ

ぼ

同

じ
)

で

あ

る
｡

声
P

ヨ

m

は
､

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

の

い

う

社

会

的

相

当

性
は

｢

価
値
に

関

係
の

な
い

無

色
の

概

念
+

(

〔 .

訂
→

宅
e

ユ
n
e

已
→

巴
e

訂
→

E
O

芳

田
印

g

ユ
鞄
)

で

あ

り
､

か

つ

て

ワ

イ
マ

ー

ル

時

代

｢

争
議
の

自

由
+

の

も

と
に

認

め
ら

れ

て

い

た

争
議

行

為
の

合

法

性
の

範

囲
を

新
ら

し

く

制

限

す
る

た
め

の

も

の

で

あ
っ

た

と

し
て

､

次
の

例
を

挙

げ

る

(

河
P

ヨ

m
､

A

旨
ロ

グ

要
T

}

∽
･

山

窒
)

｡

H
山

猫

ス

ト

の

禁

止

(

ニ

ッ

パ

ー

ダ
イ

の

社

会

的

相
当

性

第
三

原

理
)

臼
争

議
行

為
の

目

的
は

団
体

協

定
で

規

定
さ

れ

得
る

広

義
の

労

働
条

件
に

関

す
る

も
の

9

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(

第

四

原

理
)

臼
最

後
の

手

段
の

原

則

紬
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(

已
江

m
P

r

巳
ど

缶
→

戸
口

計
p
t
N

‡
第
六

原

理
)

内
手

段
の

公

正
(

第
七

原
理

)

､

く
g

-
.

巴
-

O

F

世
辞

F

ユ
g
､

野
江
巳
a

無
r

q

仁

平
ロ
N

仁

n
一

声
昏
F
訂
T

w
-

賢
有
村
e
i

:
m

A

旨
e

訂
打
P

2
p
叶

蒜
n

F
叶

-

出
e
t

l

く
e

託

+
ま
∞

-

S
･

窒
f

.

な

お

こ

の

声
P

m
ヨ

の

批

判

は

解

約
告

知
と

し

て

の

争
議

行

為

を

前

提
と

し

た

議
論
で

あ
る

こ

と

に

注

意
す
る

必

要
が

あ

る

(

く

的
】

･

河
P

日
日
〉

-

N

∴
℡
〉

S
.

N

ヨ

ご

(

1 8
)

弓
e
-

邑
､

ロ

監

計
已
∽

O

F
O

繁
昌
f
→

e

O

ぎ
N

･

A

邑
･

(

-

窒
¢

ソ

S
.

い

か
.

(

1 9
)

蓼
沼

､

前
掲

論
文

(

『

季
刊
労

働
法
』

二

八

号
)

二

四

-
五

貞
｡

(

2 0
)

守
○

甲
声

き
F
O

記
-

A

旨
2

旨
打

P

日
甘
3
0

ぎ
ー

漂
い

ー

S
･

-

畠

は

争
議
行

為
が

は

じ

め

か

ら

そ
の

よ

う
に

計

画
さ

れ

た

場
合

に

争
議
行

為

全

体
が

｢

社

会

的

相
当

性
+

を

失

う
と

す
る

｡

(

2 1
)

ソ

ロ
p

p
e

a
e

y

も
.

P

〇
･

-

S
･

岩
∞

)

出

岳
○

打
･

室
r

p

p
e

a
e

¥

ど
ぎ
･

♂

⊆
U

F

N
.

出
n

J

抑

訟
-

.

(

2 2
)

特
に

集

団

的

労
働
法
の

基

本

原

理

と

し
て

､

近

代

的

労
働
争

議

の

典

型

的

事

例
を

社

会
的

相

当

性
の

秩

序

原

理

(

第
五

原
理
)

に

掲

げ
､

こ

れ

に

抵

触
す
る

争

議

行
為

(

例
え

ば

労
働
協

約
の

適
用
を

う

け
る

労
働
組

合
か

ら
の

脱
退

者
に

ょ

っ

て

組

織
さ

れ

た

第
二

組

合
に

よ

る

争

議

行

為
)

の

｢

社

会

的

相

当

性
+

を

香

認

し

て

い

る

が

(

H
亡
e
O

打
･

Z
叶

p

勺
e

a
2

¥

2

2

〇
･

】

∽
･

窒
¢
)

､

こ

れ

に

つ

い

て

は
ニ

キ

シ

ュ

の

批
判
が

あ

る

(

Z
-

打
-

琶
F

)

A

旨
e
-

訂
→

e

C

F
t

､

N
･

A
仁

P

N
･

せ

チ
∽
.

-

N

ヰ

f
.

)

(

2 3
)

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ
の

争
議

権
理

論
は

､

新

聞
ス

ト

を

契
機
に

､

主

と

し
て

政

治
ス

ト

を

念
頭
に

お

い

て

構
成
さ

れ

た

も

の

で

あ

る

こ

と

を
こ

の

際

考

慮

す

る

必

要

が

あ

る
｡

く

粥
ナ

ウ
コ

勺
勺
e

a
e

¥

句
e

聖
丁

告
げ
→

琵
t

淫
r

→

∽

芹
巴
e

→
〉

∽
.

ご
N

.

三

争
議
行

為
と

債
務
不

履
行

わ

が

国
で

は
､

一

般
に

､

争
議
行
為
が

｢

正

当
+

と

認
め

ら

れ

る

か

ぎ

り
､

そ

れ

が

不

法
行
為

(

諾
雛
)

に

も

債
務
不

履
行
(

諾
卵
)

に

も

な

ら

な
い

の

は
､

争
議
権
の

保

障
に

よ
っ

て
､

ひ

と

し

く

当

該
行

為
の

違
法

性
が

阻

却
さ

れ

る

た

め

で

あ

る
､

と

説
か

れ

る

だ

け
で

､

そ

れ

以

上
の

理

論

的
な

考
察
は

行

な

わ

れ

て

い

な
い

｡

従

っ

て

こ

こ

で

は

主

と

し

て
一

九
五

五

年
の

ド

イ

ツ

連
邦
労
働
裁
判

(

1
)

所
大

法

延

決
定
の

意
義

と

構
造
を

中
心

に
､

こ

の

間
題
の

考
察
を

す

す

め

て

い

き

た

い
｡

一

ド

イ

ツ

に

お

い

て
､

争
議
行

為
は

､

一

九
五

二

年
新
聞
ス

ト

事
件
を

契
機
と

し

て
､

そ

れ

自
体

独
民

法
八
二

三

条
一

項
に

含

ま

れ

る

営
業
権
を

侵
害
す
る

不

法

行

為
と

し

て

把
え

ら

れ

る

に

至

っ

た

こ

と

ほ

す
で

に

述
べ

た
｡

し

か

し
､

こ

こ

に

(

不

法
行

為
と

し

て

の

側
面
に
)

あ

ら

わ

れ

る

争
議
行
為
は

も

と

よ

り

団

結

独

自

の

活

動
で

あ

り
､

そ

れ

自
体

一

箇
独

自
の

行

為
類
型
で

あ

る

が
､

同
じ

く

｢

行

為
+

で

は

あ
っ

て

も

他

方

そ

れ

が

｢

共

同

的
且

つ

同

(

2
)

一

方

向
に

向

け

ら

れ
■
た

多
数
人
の

行

為
+

(

く
訂
-

N

旨
-

粥
e

m
e
-

n

琶
F
苧

三
-

c

g
l

仁

ロ

P

色
e

訂
F
羽
e

→

訂
廿
t

e
t

名

望
日

誌
-

F

呂
已
ロ

n

溜
β
)

に

お

い

6 J O

､

鵬

嘲
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.

め

紬

て

ほ

じ

め

て

成
立

す
る

点
に

お

い

て
､

代

表
者
が

全

体

を

代

表
し

て

行
な

う
会

社
･

法

人

等
の

行
為
と

は

本
質
的
に

異
な
る

｡

即
ち

争
議
行

為
は

､

こ

れ

を

組
成

す
る

個
々

の

ス

ト

被
傭
者
の

行

為
と

し

て

は

単
な

る

労
務
指
揮
権
の

排
除
に

尽
き

る

も
の

で

は

あ
っ

て

も
､

そ

れ

が

全

体

と
し

て

ほ

｢

企

業
の

営
業
活

動
+

を

積
極
的
に

阻
害
し

こ

れ

を

停
止
さ

せ

る
一

箇

独

立
の
+

行

為
と

し
て

成
立

す
る

と
こ

ろ

に

そ

の

特

色
が

あ

る
｡

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

争
議
行

為

(

特

に

ス

ト
エ
フ

イ
キ
)

は
､

多
数
の

被

傭
者
の

債
務
不

履

行

を

そ

の

本

質
的
要
素
と

し

て

成
立

す

る

特

殊
の

不

法

行

為
で

あ

る

と

い

う
こ

と
が

で

き
る

｡

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

が
､

争
議
行

為
を

そ

れ

自
体

独

民

法

八
二

三

条
一

項
に

規

定

す
る

特
殊

･

具
体

的
な

権
利

=

営

業
権
を

侵
害
す
る

独

自
の

不

法

行

為
で

あ

る

と

し

た

の

は
､

か

か

る

争
議
行

為
の

特
質
に

注

目

し

た

か

ら

で

あ
っ

て
､

そ

れ

が

｢

多

数

人
の

行
為
+

に

お

い

て

は

じ

め

て

具
現
さ

れ

る

も
の

で

あ

る

こ

と

は
､

す
で

に

予

定
さ

れ

て

い

た

も
の

と
い

え

る
｡

従
っ

て
､

一

方
に

お

い

て

か

か

る

争
議
行

為
の

不

法

行

為

責

任
を

排

除
し

た

｢

社

会

的
相

当

性
+

の

原
理

は
､

こ

の

不

法

行

為
を

組
成

す
る

個

個
の

被
傭
者
の

使
用

者
に

対

す

る

法

的

関

係
､

つ

ま

り

労
働
契
約

関

係
に

つ

い

て

も
､

当

然
に

補
充

･

言

及
さ

る

べ

き

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

れ

が
一

九
五

五

年
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

を

長
官
と

す
る

連
邦

労

働
裁
判
所
大

法

廷

決

定
で

あ

る
｡

同
決

定
が

｢

労
働
組
合
に

よ

る

正

当
ス

ト

と

使
用

者
の

対

抗

措

置

の

法

的

評

価
+

(

声
e

旨
t

-

-

c

F
e

出
e

弓
e

ユ
ロ

n

g

d
e
仏

-

e

g

芝
目
e

ロ

g
e

宅
e

サ
打

苦
け

乳
t
-

訂
け
e

n

S
t

蒜
芳
弘

亡

n

d

計
→

G
e

的
e

ロ

ヨ
a

旨
P

ド

ロ
e

日

計
仏

訂
払

専
e

巨
e

ロ

A
→

訂
-

t

的
e

且

と
い

ぅ
主

題
の

も
と

に
､

｢

正

当
ス

ト
+

を

最
初
か

ら

そ

の

評

価
の

対

象
と

し

て

い

る

の

は

こ

の

あ

ら

わ

れ

で

あ
る

｡

コ

も
っ

と

も

新
聞
ス

ト

以

前
､

即

ち

争
議
行

為
が

未
だ

一

箇

独

自
の

行

為
類
型
と

は

み

ら

れ

る

こ

と

な

く
､

専
ら

独

民

法

八
二

六

条
の

も

と

で

そ

の

｢

目

的
+

及
び

｢

手

段
+

の

両

面
か

ら
た

だ

補
充

的
に

評
価
さ

れ

て

い

た

時
代
に

お

い

て

も
､

争
議
行

為
に

不

可

避
的
に

伴
う
個
々

の

債
務
不

履
行

責
任
を

排
除
し

ょ

う

と

す
る

試
み

は

あ
っ

た
｡

む
し

ろ

ド

イ

ツ

払
の

場
合

､

争
議
行
為
は

右
の

よ

う
に

不

法

行

為
と
し

て

ほ

殆
ど

問
題
に

な

ら

な

か

っ

た

た

め

に
､

争
議
行

為
に

つ

い

て

の

法
律

問
題
は

､

不

法
行

為
よ

り

も

債

務
不

履
行
と

の

関
係
に

そ

の

重

点
が

あ
っ

た
｡

従

来
の

ド

イ

ツ

争

議
法

学

説
に

と
っ

て

の

最
大
の

関
心

事
は

､

争
議
行
為
に

執
拗
に

つ

き
ま

と

う
債
務
不

履
行

責
任
を
い

か

に

遮

断

し
､

｢

争
議
の

自

(

3
)

由
+

を

確
立

す
る

か

に

向

け

ら
れ

て

い

た

と
い

え

る
｡

に

も

拘
ら

ず
､

ワ

イ

マ

ー

ル

時
代

及
び

戦
後
の

十

年
問
を

通

じ

て
､

ド

イ

ツ

の

学
説

･

判

例
は

つ

い

に

労
働
法
上
こ

の

債
務

不

履
行
責
任
を

排

仙
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除
す
る

い

か

な

る

法

理

を

も

見

出
す
こ

と

が

で

き

な
か

っ

た

の

で

(

4
)

あ

る
｡

し

か

し

そ

の

理

由
は

極
め

て

明

白
で

あ

る
｡

争
議
行
為
を

一

方
で

は

市

民

法

的
な

｢

労
働
の

自

由
+

に

基

く

｢

自
然
的

行

為

の

自
由
+

即
ち
こ

こ

に

い

う

争
議
行

為
は

こ

れ

を

少
な

く
と

も

法

(

5
)

的
に

は

労
働
契
約
関

係
の

解

消
と

し
て

観
念
し

､

こ

の

点
に

そ

の

合

法
性
の

基
礎
を

求
め

て

お

き

な
が

ら
､

他

方
こ

の

契
約
関
係
の

法
的

拘
束

力
を

否
定

す
る

こ

と

は
､

争
議
行

為
の

依
拠
す
る

基
礎

そ

の

も
の

を

取

去
る

の

に

等

し

い
｡

即

ち

｢

争
議
の

自
由
+

と

い

う
こ

と

を

前

提
と

し

て

債
務

不

履
行

責
任
を

香
走
し

ょ

う
と

す
る

こ

と

自

体
が

最
初
か

ら

矛

盾
で

あ
っ

た
｡

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

債
務

不

履
行

責
任

排
除
の

法
理

は
､

ま

ず
争
議
行

為
が

労
働
契
約

関
係
か

ら
の

離
脱
と

い

う
こ

と

か

ら

遮
断
さ

れ

て

団

結
独

白
の

活

動
と

し

て

認

識
さ

れ
､

か

か

る

実
体
の

上
に

実
質
的

争
議
権
の

承

認
が

可

能
な

ら

し

め

ら
れ

る

段
階
に

お

い

て
､

ほ

じ

め

て

問
題
と

な

り

得
る

も
の

と

い

え

よ

う
｡

そ

れ

ば
か

り

で

は

な

い
｡

争
議
行

為
が

社
会

学
的
に

こ

れ

を

み

れ

ば

同

じ

性
質
の

も

の

で

は

あ
っ

て

も
､

法

律
上
こ

れ

を

｢

争
議

の

自

由
+

と
し

て

構
成
す
る

の

と

実

質
的

争
議
権
の

承
認
の

も

と

に

こ

れ

を

構
成

す
る

の

と

で

は
､

そ

れ

が

不

法
行

為
と

し

て

の

評

価
に

お

い

て

全

く

異
な
っ

て

い

る

よ

う
に

､

こ

れ

を

組
成

す
る

ス

ト

被
傭
者
と
の

関
係
に

お

い

て

も

ま

た

重

大

な

変

化

が

み

ら

れ

∽

る
｡

即

ち

争
議
行

為
に

対

す
る

従

来
の

市
民

法
的
見
方

か

ら

す

れ

ば
､

そ

れ

ぞ

れ

の

被
備
考
ほ

､

自
己
の

雇

傭

契

約

違

反
に

つ

い

て
､

当

該
違
反
に

よ
っ

て

生

じ

た

損
害
に

対

し
て

の

み

賠
償
責
任

を

負
う
も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

争
議
行
為
を

法

律
上

も

そ

の

本

質
に

即

し
て

把
え

る

場
合
に

は
､

各
被
傭
者
は

､

独

民

法
四
二

七

条
を

援
用

す
る

ま

で

も

な

く
､

当

該

争
議
行

為
に

よ

っ

て

使
用

者
に

生

じ

た

全

損
害
に

つ

い

て
､

そ

れ

ぞ

れ

連
帯
し

(

6
)

て

責
任
を

負
う
も
の

と

解
し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

争
議

行

為
を

こ

の

よ

う
に

そ

の

本
質
に

即

し
て

把
え

る

場
合
に

は
､

こ

れ

を

団

結
の

不

法
行
為
責
任
と

そ

の

構
成

員
の

債
務
不

履
行

責
任
に

分

離

し

て

評

価
す
る

こ

と

は

最
早

不

可

能
で

あ

る
｡

こ

の

両

者
は

､

各

構
成

貞
の

債
務
不

履
行

責
任
を

右
の

よ

う
に

全

損
害
に

対

す

る

連

帯
債
務
と

解

す

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

そ

の

賠
償
額
の

点
に

お

い

て

も

ま

た

そ

の

性
質
の

点
に

お

い

て

も

完
全

に
一

致

す
る

｡

た

だ

前

者
が

団
結
独

自
の

活

動
の

行

為
面
で

あ

る

と

す

れ

ば
､

後
者
は

そ

の

成

立

面
な
い

し

は

組

織
面
で

あ
っ

て
､

そ

れ

ら

ほ

と

も
に

争
議

行

為
と

い

う
一

箇
独

白
の

行

為
類
型
の

両

側
面
を

形

成

す
る

｡

そ

れ

は

争
議
行
為
の

集

団
現

象
と

し
て

の
一

種
特
別
の

性
椅
に

基
く

も

の

で

あ

る
｡

こ

れ

を

ブ

ラ

ほ

そ

の

現

象
面
か

ら

｢

二

面

的
に

集

.

仰

鵬

■サ

仰
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.止
叩

血
甲

ち

細
･

(

7
)

団

的

な

労
働
争
議
の

本

質
+

(

臣
∽

N

弓
e
-

邑
江
g

打
○

ご
e

臣
諾

W
e
∽

e

ロ

d
e
∽

A

旨
e
-

t

∽

打

p

ヨ
見
e

エ

と

し

て

表

現

し
た

｡

三

争
議
行

為
は

団

結
そ

れ

自
体
の

独

自
の

集
団

活
動
で

あ

る

と

同

時
に

､

他

方
で

は
､

か

か

る

集
団

的
活

動
が

概

念
必

然

的
に

｢

共

同

的
且

つ

同
一

方

向
に

向
け

ら

れ

た

多
数
人
の

行

為
+

に

お

い

て

は

じ

め

て

成

立

し
､

団

結
構
成

員
全

員
の

個
別

的
行

為
を

通

じ

て

具
現

さ

れ

る
｡

そ

こ

で

は

争
議

労
働
者
の

集
団

的

行

為
も
こ

れ

に

よ
っ

て

具

現
さ

れ

る

争
議
対

抗
関

係
(

内
p

ヨ
p

訂

岳
t

a
▲

邑
)

も

と

も

に
一

体
で

あ

り
､

従
っ

て

こ

れ

ら

を

集

団

性
に

お

い

て

相

互

(

8
)

に

分

離

す
る

こ

と

は

現

象
的
に

不

可

能
で

あ

る
｡

こ

の

意
味
に

お

い

て
､

争
議
行

為
は

｢

二

つ

の

異

な
っ

た
､

し
か

し

相
一

致

す
る

平

面
(

N

宅
0
-

仁

n
t

e

詔
O

E
e

已
-

O

F
e

-

小

旨
e

r

打
○

ロ

g

コ
ト

e

n
t

e

E
b
e

n
e

)

に

(

9
)

お

け
る

集
団

現

象
+

つ

ま

り

｢

二

面

的

集
団

的

本

質
+

を

有
す
る

と
い

う
の

で

あ

る
｡

争
議
行

為
を
こ

の

よ

う
に

そ

の

｢

二

面

的

集
団

的
本

質
+

に

お

い

て

把
え

る

な

ら

ば
､

各
ス

ト

被
傭
者
の

共

同

的

行

為
を
か

か

る

集
団

現

象
と

し

て

の

争
議
行

為
か

ら

概
念
上

分

離
し

､

こ

れ

を

個

人
=

市
民

法

的
に

評
価
す

る

こ

と

は

最

早

不

可

能
で

あ

る
｡

争
議

行

為
を

市

民

法

的
に

評
価
す

る

た

め
に

､

多
数

被
傭
者
の

共

同

的

行

為
に

よ
っ

て

形
成

さ

れ

る
一

箇
統

一

的
な

活

動
を

再
び

個
別

化

し
､

そ

の

集
団
的

関

係
か

ら

離

脱
せ

し

め

よ

う
と

す
る

な

ら

ば
､

(

1 0
)

そ

れ

は

ま
さ

に

労
働
争
議
の

か

か

る

集
団

的

本
質
に

背
馳

す
る

｡

従
っ

て

争
議
行

為
を

組
成

す

る

そ

れ

ぞ

れ

の

被
傭
者
の

労
務
停
止

が

市
民

法
上

の

評
価
に

従
っ

て

債
務

不

履
行
に

な

ら

な

い

の

は
､

争
議
権
の

実
質
的
承

認
に

よ
っ

て

そ

の

連
添
性
が

阻

却
さ

れ

る

た

め

で

は

な

く
､

ス

ト

被
傭
者
の

か

か

る

行
為
を

債
務
不

履
行
と

す

る

市
民

法
的
評
価
そ

の

も
の

が

争
議
行

為
の

法

的
評

価
に

と
っ

て

も

は

や

無
縁
な

も
の

(

w
e
s

e

n

監
→

e

m

e

と

し

て

排
除
さ

れ

る

こ

と

(

1 1
)

に

そ

の

根
拠
が

求
め

ら

れ

る

の

で

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

右
に

あ

げ
た

連
邦
労
裁
の

決
定

も
こ

の

点
に

関
し

て

は

ブ

ラ

の

見

解
と

ほ

ぼ

同
一

の

立

場
に

た

つ

も
の

と

み

る

こ

と

が

で

き
る

｡

｢

余
り

に

も

事
実
に

即
し

な

い
､

生

活
と

遊
離

し

た

結

果
(

昌

の

琶
F

弓

己
ユ
g
e

仁

邑
-

e

訂
n
払

守
e

m
計
E

蒜
e

げ

ロ
ー

宏
e

)

を

招
来
し
な
い

た

め
に

は
､

ス

ト

ラ

イ

キ

及
び

労
働
争
議

一

般
の

法
的

評
価
は

統
一

的
に

し

か

も

そ

の

団
体

法
的

本

質
に

適
合

す
る

よ

う
に

な

さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

+

そ

の

決
定

的
な

法

的
メ

ル

ク
マ

ー

ル

(

e

巳
･

琶

訂
E
e

n

d
e
∽

詔
旨
t
-

i

O

打
払

G
e

p

鼓
g
e

)

は

争

議

行

為
の

正

当

性

(

｢
e

粥
-

-

已
t

賢
)

で

あ

る
｡

け

だ

し

争
議
行

為
の

正

当

性
は

､

争

議

行
為
が

集
団

現

象
で

あ

る

こ

と
､

し
か

も
こ

の

集
団

現

象
が

同

時

3

に
一

箇
の

独

立

し

た

行

為
と

し

て

み

ら

れ

る

と

こ

ろ

に

は

じ

め

て

朗
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成

立

す
る

も
の

だ

か

ら

で

あ

る

(

Z
-

弓
)

S

･
∞

∞

い

ご
｡

→

た

し

か

に

〝

個
別

契
約
上

各

人
に

許

容
さ

れ

な
い

こ

と

は

団

体

で

こ

れ

を

行

な
っ

て

も

合

法
と

は

な

ら

な
い
″

と

の

命
題
は

原

則
的
に

は

正

し

い
｡

し

か

し

個
々

の

行

為
が

も
は

や

独

立
の

意
味
を

も
た

ず
よ

ー
と

い

う
よ

り

団
体

行

動
の

う

ち
に

同
化

し
て

し

ま
い

､

し

か

も

(

1 2
)

法

律
秩
序
が

団

体

行

動
自
体
の

合
法

･

違
法
を

独

自
に

規
定
し

て

い

る

場
合
に

は
､

か

か

る

命
題
は

妥

当

し

な

い
｡

+

従
っ

て
､

ス

ト

ラ

イ
キ

が

団
体

行
動
と

し

て

｢

合
法
+

(

→

e
O

F
t

2

監
-

g
)

で

あ

れ

ば
､

ス

ト

ラ

イ

キ

参
加
は

も

は

や

労
働
契
約
違
反
に

も

ま

た

従
っ

て

違
法
に

も

な

ら

な
い
■｡

そ

し

て

連
邦
労
裁
は

､

こ

の

結
論
は

ス

ト

ラ

イ

キ

と

労
働
争
議
の

本

質
に

基

く

も

の

で

あ

り
､

決
し

て

｢

団

体
法

は

契

約

法

に

優

先

す

る
+

(

単
一

の

現

象
で

あ

る

労

働
争

議
を

団
体

法

と

個
人

法
の

双

方
か

ら

同

時
に

評

価

し
､

こ

の

う
ち

団
体

法

の

方

を

優
先
さ

せ

る
｡

く

g
-

･

2
-

弓
】
ゎ
∞

∞

ご

あ

る

い

は

｢

団
体

信
義

は

契

約
信
義
に

優
先

す
る
+

と
い

う
古
く
か

ら

争
わ

れ

て

い

る

命

題
を

承

認

し
た

も
の

で

は

な
い

こ

と

を

特
に

強
調

す

る
(

■
2
-

W
-

S
.

払

∞

ヱ
｡

胤

以

上

が
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

理

論
の

延

長

と

も

み

ら
る
ぺ

き

連

邦
労
裁
決
定
の

大

綱
で

あ

る

が
､

こ

れ

に

対

し

て

は

す
で

に

多
く

の

批
判
が

あ

る

し
､

ま
た

事
実
ニ

フ

パ

ー

ダ

イ

理

論
の

も
つ

難
点

が

そ

の

ま

ま

展
開

さ

れ

て

い

っ

た

と
い

う

感

を

禁
じ

得
な
い

｡

そ

也
β
U

れ

は

す
で

に

ふ

れ

た

よ

う
に

争
議
行

為
の

正

当

性
に

つ

い

て

の

考

え

方
で

あ

る
｡

こ

れ

を
ま

ず
批

判
学
説
か

ら

出
発
し

て

考

察
し

て

み

ょ

う
｡

問
題
ほ

､

こ

の

決
定
が

､

一

方
で

は

争
議
行

為
を

そ

の

集
団

的

本
質
に

即
し

て

団
体

法
の

観
点
か

ら

統
一

的
に

評
価
す
べ

き
こ

と

を
そ

の

基
本

的
立

場
と

し

な
が

ら
､

(

こ

の

点

に

お

い

て
､

連

邦
労

裁

の

立

場
は

空
n

F

巴

邑
e

ビ
H

e

と

も

よ

ば

れ

る
｡

)

他

方
こ

れ

を

｢

合

岳
+

な

争
議
行

為
に

限

定

し
て

い

る

こ

と
で

あ
る

｡

批
判
学

説
は

､

い

ず
れ

も

｢

違
法
+

争
議
行
為
の

場
合
に

は
､

か

か

る

争
議
行

為
を

組
成

す
る

個
々

の

行
為
も

ま

た

再
び

個
人

法

観
点

か

ら

評
価
さ

れ

違
法

と
な

る

(

債
務

不

履
行

-
損
害

賠
償

､

即

時
解

雇
)

こ

と

を

前

(

1 3
)

提
と

し
て

､

こ

う
し

た

結
論
を

導
く

た

め
に

は

決
定
の

立

場
で

ほ

理

論
上

矛

盾
を

生

ず
る

､

と

指
摘
す

る
｡

即

ち

債
務
不

履
行
責
任

排
除
の

基

礎
が

右
の

よ

う
に

｢

争
議
行
為
の

集
団

的
本

質
+

そ

の

も
の

に

求
め

ら
れ

た

の

で

あ

れ

ば
､

か

か

る

争
議

行
為
が

団

体

法

上

｢

合

法
+

で

あ

る

か

｢

違
法
+

で

あ

る

か

に

よ
っ

て

そ

の

評
価

を

異
に

す
る

と

い

う
の

は
､

こ

の

立

場
の

前
提
と

す
る

｢

集
団

的

(

1 4
)

本

質
+

の

原

則
に

反

す

る

こ

と

に

な
る

と

い

う
の

で

あ

る
｡

ま

た

｢

集
団

的
本

質
+

と
い

う
の

は

元

来

社

会

学

的

事

実
(

s

O
N
-

○

宇

.

鳴

山
叩

J

巾
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紳

紳

惣
∽

旨
①

ゴ
←

t

賢
e

ど
)

で

あ

り
､

こ

れ

を

そ

の

ま

ま

法

概

念
と

し

て

法

的

評

価
(

詔
O

F
t

-

ど
ど

わ

申
m

宅
e

ユ
仁

n

g
)

の

基

準
と

す
る

こ

と

自

体

(

1 5
)

が

問
題
で

あ

る

と

す
る

論
者
も

あ

る
｡

し
か

し
こ

れ

ら

の

批
判
は

い

ず
れ

も
こ

の

決
定
の

論
旨
を

誤
解

し
て

い

る

も

の

と

い

わ

ざ

る

を

得
な
い

｡

こ

れ

ら
の

学

説
の

指
摘

も
､

こ

の

決

定
に

多
大
の

影

響
を

与

え

た

ブ

ラ

の

理

論
に

対

し

て

は
､

た

し
か

に

妥

当

す
る

で

あ

ろ

う
｡

ブ

ラ

が

債
務
不

履
行

排
除

の

根
拠
を

法

概
念
と

し

て

の

そ

れ

で

は

な

く
､

い

わ

ゆ

る

社

会

学

的

意
味
に

お

け
る

争
議
行

為
の

本

質
に

求
め

て

い

る

の

は

た

し

か

(

1 6
)

で

あ

る
｡

こ

う
し

た

観
点

か

ら

は

個
人

法
的

評
価
の

妥

当
し

な
い

理

由
は

､

法

的
に

で

は

な

く
､

い

わ

ば

物
理

的
に

争
議
行

為
の

本

質
に

矛

盾
す
る

こ

と

か

ら

基

礎
づ

け

ら

れ

ざ

る

を

待

な

い
｡

(

従

っ

て

批
判

学

説
の

指

摘

す
る

と

お

り
､

団
体

沃
上
の

｢

合

法
+

･

｢

遵
法
+

に

よ
っ

て

そ
の

区

別
は

な
い

こ

と

に

な

る
｡

)

し
か

し
､

こ

の

決
定
の

基

礎
と

な
っ

て

い

る

考
え

方
は

､

こ

の

点
に

お

い

て
､

ブ

ラ

の

立

場

と

は

原

理

的
に

異
な
る

｡

そ

れ

は

争
議
行

為
の

正

当

性
と

い

う
こ

と

で

あ

る
｡

連
邦
労
裁
の

決

定

に

お

い

て

債
務

不

履
行

責
任
の

排

除

を

基

礎
づ

け
る

も
の

は
､

こ

の

決
定
が

強

調
し

て

い

る

よ

う
に

､

争
議
行

為
の

｢

正

当

性
+

と

い

う

法

概

念
即

ち

実

質
的

争
議
権
の

承

認
そ

の

も
の

の

な
か

に

あ

る
｡

と
こ

ろ

が
ニ

ブ

パ

ー

ダ

イ

理

論
で

不

可

解

な

の

は

こ

の

正

当

性

の

概

念
で

あ

る
｡

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

が
､

不

法

行

為
と

し

て

の

争
議

行
為
を

協
約
違
反
の

争
議
行
為
等
と

並
ぶ

争
議
行

為
の

一

違
法

類

型
と

し

て

掲
げ

､

こ

の

い

ず
れ

に

も

該

当

し

な

い
､

即

ち

｢

違

法
+

で

は

な
い

こ

と

を

｢

正

当

性
+

と

観
念
し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

は
､

す

で

に

述
べ

た
｡

即
ち
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

に

お

い

て

は
､

｢

社

会

的
相

当
性
+

は

専
ら

不

法

行

為
に

対

す

る

原

理

で

あ
っ

て
､

｢

正

当

性
+

の

概
念
は

こ

の

不

法

行

為
を
も

含
め

た

す
べ

て

の

違
法

争
議
行
為
類
型
に

対

す
る

と

い

う

意

味
で

､

｢

社

会
的
相

当

性
+

に

対

し

て

は

い

わ

ば
そ

の

上

位
概
念
で

あ

る
｡

従
っ

て

こ

の

考
え

方
に

よ

れ

ば
､

争
議
行

為
が

｢

社

会
的
に

相

当
で

な
い
+

と
さ

れ

る

場
合
は

勿
論

､

労
働
協
約
(

絶
対

的
､

相

対

的

平

和

義
務
)

に

違
反

す
る

場
合
で

も
､

か

か

る

争
議
行

為
は

｢

正

当
で

な
い
+

(

仁

已
e

g
-

t

F
ロ
)

こ

と
に

な
っ

て
､

し

ば

し

ば

指
摘
さ

れ

る

よ

う
に

､

そ

れ

は

｢

合
法

性
+

(

押
e

O

ビ
ヨ

覧
i

g

訂
-

〇
､

｢

適
法

性
+

(

｢
e

g

巴
芹

賢
)

(

1 7
)

の

概

念
と

は

最
早

区

別

し

得
な
い

も
の

に

な
っ

て

し

ま

う
｡

こ

う

し
た

正

当

性
概

念
の

曖
昧
さ

は

そ

の

後
の

ド

イ

ツ

争
議
法

(

1 8
)

学
説
に

誤
っ

た

方

向
を

示

唆
し

､

ま

た
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

白
身
も
そ

の

概
念
内

容
を

混

同
す

る

結
果
に

な
っ

て

い

る

が
､

そ

の

第
一

原

r
(

J

因
は

､
.

す
で

に

ふ

れ

て

お

い

た

よ

う
に

不

法

行

為
と

し
て

の

争
議

朋
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行
為
を

協

約
違
反
の

争
議
行

為
等
と

並

ぶ
一

違
法

類
型
と

し

て
､

こ

れ

ら

と

同
一

次

元
に

お

い

て

把
え

た

こ

と

に

あ

る
｡

し

か

し

社

会
的
相
当

性
の

原

理

は
､

ニ

ァ

パ

ー

ダ

イ

も
そ

こ

か

ら

出
発
し

て

い

る

よ

う
に

､

独

自
の

行
為
類
型
と

し
て

の

｢

争
議
行

為
そ

れ

自

体
+

(

d
e

→

A

旨
e

訂
材
P

ヨ
p
f

)

A

旨
e
-

t

賢
P

ヨ
p

≠

P
-

仏

琶
-

O

F
e

ユ

び

い

て

は

法
概
念
と

し
て

の

｢

争
議
行

為
+

の

成

立
(

不

法

行

為

責

任
と

債

務
不

履

行

責

任

を

排
除

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

成

立

す
る

｡

)

に

つ

い

て

観

念
さ

れ

る

べ

き

も

の

で

あ

り

(

即

ち

争
議

行

為
の

正

当

性
)

､

そ

れ

が

成

立

し

た

上

で
､

例
え

ば
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

が

社

会

的

相

当
性
の

具
体

的
原

理
と

し
て

掲
げ

る

大

部
分
の

秩
序
原

理
に

抵
触
す

る

争

議
行

為
､

ま
た

協
約
違
反
の

争
議
行

為

等
､

個
々

具
体

的
な

場
合

に

問
題
と

な
る

そ

の

行

為
の

違
法

と

く
に

団

体

法
上
の

違
法

性
概

念
と

は

厳
希
に

区

別
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

も

の

で

あ

る
｡

他

方
で

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

が
､

｢

正

当

性
は

一

般
的
に

は

た

し

か

に

適

法

性
を
そ

の

前
提
と

し

て

い

る

が
､

そ

れ

は

適
法

性
の

概

念
を

超

え
て

法

理

念
即

ち

法

秩
序

全

般
を

支

配

す
る

価
値

観
に

つ

な

が

る

上

位
の

概

念
で

あ

り
､

こ

の

点
に

お

い

て

正

当

化
の

効
力

(

声
e

?

E
訂

邑
聖
-

n

粥
)

が

内

在
せ

し

め

ら
れ

て

い

る

と
こ

ろ
の

も
の

で

あ

(

m
)

る
｡

+

と

述
べ

て

い

る

の

は
､

正

当

性
概
念
に

対

す
る

か

か

る

本

来
の

考
え

方
に

立
っ

た

も
の

と

み

る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

従
っ

て

か

か

る

観
点
か

ら
ほ

､

債
務
不

履
行

責
任
が

排
除
さ

れ

る

の

は
､

ガ
ハ

0

決
定
の

タ

イ

ト

ル

が

示

す
よ

う

に
､

あ

く

ま
で

も

正

当
ス

ト

ラ

イ

キ

(

-

e

巴
t
-

日
e
り

∽
t

邑
村
)

に

つ

い

て

で

あ

り
､

そ

れ

が

団

体

法
上

達
法
(

例
え

ば

協
約
違

反
の

争
議
行

為
)

で

あ

る

か

ど

う

か

に

よ
っ

て

異
な

る

も
の

で

は

な

い

こ

と

を
こ

こ

で

特
に

強
調

し

て

お

き

た

ヽ

0

､し
(

1
)

ロ
e
∽

C

F
-

仁
a

d
e
∽

G
→

○

ロ
e

n

∽
e

n
P
t

読
み
e
∽

出
A
G

く
○

ヨ
N

∞
.

-
.

-

諾
ぃ

〉

せ

担
G
-

〉

N

だ
〉

A
勺

Z
l
.

-

巴
-

p
ユ
.

心

G
G

A

旨
e

訂
打

p

ヨ
官
〉

Z
-

+

句

㍍
い

､

S

.
∞

∞

N
､

-

N

㍍
い

∽
.

山

∞

P

(

2
)

ロ

已
-

P
-

U
P
∽

N

弓
①
-

∽

e
-

t

-

粥

打
○

〓
○

打
t

-

≦
ル

W
e
∽

e

n

n

訂
∽

A
†
『
･

e
-

邑
ハ

P

ヨ
p

訂
s

-

句
e

賢
琶
F

ユ
許

諾
r

り

Z
ぢ.
七

寛
一
①

¥

芯
訟
〉

∽

.
-

ご
.

(

3
)

わ

が

国
の

文

献

と

し
て

緒

方

節

郎

｢

ロ

ッ

ク

ア

ウ

ト

に

関

す

る

法

律
上

の

諸
問

題
+

(

司

法

研

修

報

告

書
)

に

詳

し

い

紹

介

が

あ

る
｡

(

4
)

も

っ

と

も

戦

後

若

干
の

州

憲
+

芯

に

よ

る

ス

ト

権
の

保
障

を

契

機

と

し
て

}
H

e

詮
e
】

〉

竺
詔
芹
→
e

C

F
{

亡

ロ

d

p

旨
e
-

t

s

≦
ル

ユ
→
出

面
〉

好
打

P

-

況
N

〉

∽
.

畠
持

〉

G
.
ウ

芹
r

ご
e

J

G
2
-

ロ

ま

岩
篭
n

計
∽

∽
t

→

e

芹
→

e

O

ど
い

払
→

ロ
ー

レ
一

芸
-

〉

∽
.

N

ミ

ロ

の

注

目

す
べ

き

学

説
が

あ

ら

わ

れ

て

い

る

が
､

そ

の

基
本

的

立

場
は

い

ず
れ

も

労

働
争
議

法
を

労
働

協

約

法
の

一

部
と

し

て
､

労

働

協

約
の

労
働
契

約
に

対

す
る

優
位
(

ニ

ッ

パ

ダ

イ

に

従

え

ば

団

体

法
の

優
位
)

と

い

う

点
に

労

働

契
約
の

拘

束

力

排

除
の

基

礎
を

求

め

る

も
の

で

あ

っ

た
｡

現

在
で

は

出
→

○

甲
声

已
F
･

巧
∽

-

P

P

〇
.

-

咋

N
-

∞

一

.

峨

曲
叩
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.

▲
叩

紳

紳

(

5
)

ス

ト

ラ

イ
キ

の

社

会

学

的

定

義
と

は

も

と

よ

り

異

な
る

｡

法
律

的

に

こ

の

間

題

を

追

求

し
て

い

け
ば

結

局
ロ

ッ

ク

ア

ウ

ト

と

の

関
係

ま

で

遡

ら

ざ
る

を

得
な
い

｡

こ

こ

で

ほ

ド

イ

ツ

に

お

い

て
､

防

禦

的

ロ

γ

ク

ア

ウ

ト

は

未

だ
に

解

約
告

知
と

し

て

構

成
さ

れ
､

こ

こ

に

労

働
争
議
の

最

終

的

解

決

点
が

求

め
ら

れ

て

い

る

こ

と

だ

け
を

指
摘
し

て

お

き

た

い

｡

(

6
)

く

g
-

･

Z
-

W
)

設
-

S
･

∞

∞

い
･

平
和

義

務

違
反
の

争

議
行

為
に

つ

い

て

連

邦

労
裁
の

判

決
(

亡
ユ
e

ご

三
日
ー

ソ

ト

N
･

-

漂
∞

)

A
勺

Z
→
･

い

N

仁

∽

-

→
く
G
)

は

独

民

法

八
三

〇

条
､

同

八

四

〇

条

を

適

用

し

て

連

帯

債

務
を

認

め

て

い

る
｡

(

7
)

出

已
-

P
)

2

P

〇
･

〉

S

･
-

巴

声

(

8
)

出

已
-

P
)

P

2

〇
･

-

S

･
-

ご
代

(

9
)

ロ

已
-

P
〉

2

P

〇
･

〉

∽

･
-

∞

い
･

(

10
)

出

已
-

p
-

2

2

〇
･

､

∽
･

-

3
巾

･

(

1 1
)

U

已
-

P
､

P

2

〇
.

}

∽

-

∞

ヒ
川

･

(

1 2
)

決

定

文

中
で

は

ー

e

g

琵
ヨ
e

→

∽

首
e
-

打

が

専

ら
こ

の

評

価
の

対

象

に

な
っ

て

い

た
の

が
､

こ

こ

で

突

如
と

し

て

こ

の

合

法
･

遵

法
が

持
出

さ

れ

る

が
､

こ

れ

に

つ

い

て

は

本
文

参

照
｡

(

1 3
)

但

し

Z

訂
s

)

A

宏
弓
叶

詩
仁

n

g

召
n

∽
t

詔
宗
一

岩
払

A
亡
∽
∽

p
e

?

2
日

g

P

ロ
f

A

さ
e
-

t

笥
e

l

F

巴
t

n
-

∽
S

2

〉
Z
-
ノ

弓

-

漂
-

)

∽

+
¢

h

N

は
､

争
議

行
為

が

違

法
で

あ
っ

て

も
､

そ

れ

を

組
成

す
る

個
々

の

被

用

者

の

行

為
は

個
人

法

的

に

評

価

し

得
な

い

と

す
る

｡

(

1 4
)

N
e

已
-

e

J

A
l

訂
-

什

賢
P

ヨ
監
亡

n

P

わ

旨

賢
笥
e

ユ

旨
g

J
N

-

漂
N

)

S
.

志
P

こ

こ

で

は

集

団

的
(

協

約
)

秩

序
に

対

す

る

個

別

的

契

約

秩

序
の

非

完
結
性
(

○

哲
n

F
e
-

t

)

､

不

完
全

性
(

q
ロ

召
】

-

賢
軒
ロ

d
-

町

訂
-

t

)

に

契

約
責

任

排

除
の

基

礎
が

求
め

ら

れ

て

い

る
｡

(

1 5
)

句
P

す
i

O

ど
仏

-

E

F
ノ

ミ

詩
牢
口

内

壬
ロ

∽
t

→

e

芹

亡

ロ

a

p

宏
∽

匂
e

芋一

仁
n

叫

巴
-

h

計
口

担

旨
e
-

t

笥
e

ユ

岩
内
-

押
-

担

-

漂
N

)

S
･

芸
･

(

1 6
)

プ

ラ

が

争
議

権
を
ニ

ー

ゼ

に

従
っ

て

集

団

的

自

力

救
済

棒
､

近

代

的

集

団

的
フ

ェ

ー

デ

権

(

句
e

㌢
ロ

蒜
O

F
t

)

の

一

種
と

み

て

い

る

の

は
､

こ

の

あ

ら

わ
れ

と

み

る

こ

と
が

で

き
よ

う
(

句

g
-

.

出

已
-

P
､

P

P

〇
.

-

S
.

-

¢

N

)
｡

(

1 7
)

こ

の

意
味
に

お

い

て

連

邦
労
裁

決

定
で

そ

の

法

的

評
価
の

対

象

と

な
っ

た
ー

e

g

吉
日
e

→

∽
t

r

e

芹

を

ー

e

笥
-

e

l

哲
1
e

芹

の

誤

だ

と

す

る

も
の

､

ま

た
一

般
に

ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ
の

用

語
の

混

乱
を

指
摘
す
る

も

の

は

多
い

｡

例

え

ば

声
e

≠
設
-

河
e

O

F
t

乳
○
-

粥
e

ロ

d
e

→

A
{

転
∽

p
e

?

2
n

野

A
ユ
リ

仁

声

-

漂
い

､

∽
.

N
N

か
一

声
P

日
日

〉

-

N

-

芸
-

】

S
･

N

㌶

出

3
甲
声

已
F
e

詔
〉

P

P

〇
.

〉

S
.

u

N

汁

(

1 8
)

例
え

ば

偏
党

的

解

釈
を

自

認

す
る

｡

S

訂
♂
【

e
O

E
)

ロ
臣

河
e

の

F
什

i

ヨ

A
サ

b
e
-

t
町

村
P

ヨ
p

f
〉

い
.

担
仁

P
-

∽
.

い

∞

参
暦

｡

(

1 9
)

Z
首
p
e

a
e

¥

河
2
0

F
t
仏

p

3
オ
ー

e

ヨ
2

d
e

→

A
亡

詮
匂
e

∃
亡

n

g

仁
n

a

み
e

∽

∽
t

詔
}

打
∽

-

U
山

一

漂
い

､

S
.

-

告
い

.

四

正

当

争
議
行

為
の

法

的
意
味

1

-
結
び

に

か

え
て

-

以

上

争
議
行

為
を

主
と

し

て
ニ

ッ

パ

ー

ダ

イ

理

論
を

中

心
に

､

不

法

行

為
法

及
び

契
約
法
の

側
か

ら
こ

れ

を

｢

二

面

的
に
+

検
討

し

て

き

た

が
､

こ

の

考
察
か

ら

ほ

ぼ

次
の

よ

う
に

結
論
す
る

こ

と

が

で

き
る

｡

βJ 7
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→

争
議

行

為
は

そ

れ

自

体

使
用

者
の

営
業
権
を

侵
害
す
る

不

法

行

為
で

あ

り
､

か

か

る

行

為
は

ま

た

同

時
に

多
数
の

ス

ト

被
勝

者
の

債
務
不

履
行

を
そ

の

本

質
的

要
素

と

し
て

は

じ
め

て

成
立

す

る
｡

大

陸
法

系
諸

国
に

典

型

的
な

争
議
権
保

障
の

意
味
は

､

か

か

る

争
議
行

為
を

､

集

団

的
労
働
法
の

中
心
に

置
か

る

べ

き
一

箇
の

法
概

念
と

し

て

承

認

し
た

も

の

に

他

な

ら

な
い

｡

正

当

争
議
行

為

即
ち

わ

が

国
の

労
組
法

一

条
二

項
及

び

同

法

八

条
に

い

う
｢

正

当
+

の

法

的

意
味
は

､

こ

の

よ

う

な

争
議
行

為
の

法
概

念
と

し

て

の

成
立

を

あ

ら

わ

す

概
念
で

あ

る
｡

た

だ

そ

れ

が

不

法
行
為
責
任

及
び

債
務

不

履
行

責
任
の

排
除
と
い

う

構
造

を
と
っ

て

あ

ら

わ

れ

る

の

は

(

い

わ

ゆ
る

争
議

行
為
の

免
責
)

､

わ

れ

わ

れ

が

常
に

資
本

制

=

市
民

社

会

を

前
提
上

し

て
､

そ

こ

に

あ

ら
わ

れ

る

規

範
体

系
=

市
民

法

論
理
に

よ

っ

て

こ

れ

を

把

え
る

た

め

で

あ

る
｡

二

従
っ

て
､

争
議
権
の

保

障
と
い

い

｢

争
議
の

自

由
+

と

い

っ

て

も
､

そ

れ

は

争
議
行
為
に

対

す
る

国

家

法
の

態
度
の

問
題
で

あ

る
｡

こ

の

両

者
の

基

本

的
な

区

別

は
､

国

家

法
(

憲
法
)

が

争

議
行

為
を

国

家

全

法

秩
序
に

接
合

し
こ

れ

を
一

つ

の

法
概

念
と

し

て

承
認

す
る

か
､

あ

る

い

は

｢

自
然
的

行

為
の

自
由
+

と

し
て

こ

れ

を

法

秩
序
の

枠
外
に

放
置
す
る

か
､

に

あ

る
｡

伝

法

概

念
と

し
て

の

争
議
行

為
の

成

立

即
ち

｢

免
責
+

を
､

法

律
上

違
法

性

阻

却
に

よ
っ

て

構
成

す
る

か
､

あ

る

い

は

こ

れ

を

β
β

U

構
成

要
件
該
当

性
阻
却

に

よ
っ

て

構
成

す
る

か

と
い

う
こ

と

も
､

単
な
る

市

民

法
上
の

技
術
概
念
の

問
題
に

す
ぎ

な

い

も
の

と

考
え

る
｡

こ

の

観
点

か

ら
､

私
は

争
議
行

為
の

不

法

行
為
に

対

す
る

面

に

お

い

て

ほ
､

刑
法

学

そ

の

他
一

般
の

法
律
学
説
に

従
っ

て

違
法

性
阻

却
､

債
務
不

履
行

責
任
排
除
に

つ

い

て

は

こ

れ

を

争
議
行
為

に

対

す
る

市
民

法
の

通
用
そ

の

も

の

の

排
除
に

求

め

た

い
｡

こ

う

し
た

二

重
の

法
律

構
成

は
一

見

矛

盾
す
る

よ

う
に

見

え
る

が
､

団

体

法
=

労
働
法
上

争
議
行

為
は

一

箇
独

自
の

行

為
類

型
で

は

あ
っ

て

も
､

市
民

法
上

は

そ

の

｢

行

為
+

面

と

｢

成

立
+

面

と

い

う

｢

二

面

的
本

質
+

に

即

し

て

評

価
さ

れ

る

の

で

あ

り
､

｢

免
責
+

も

ま
た

市
民

法

上
の

技
術
概
念
に

よ

る

以

上
､

か

か

る

区

別
は

む

し

ろ

当

然
で

あ

る

と

考
え

る
｡

し

か

し
い

ず
れ

に

し
て

も
､

争
議

行
為
の

｢

正

当
+

を
､

わ

が

国
の

学

説
･

判

例
に

お

け
る

よ

う

に

個
々

の

争
議
行
為
の

評
価
概

念
と

し

て

で

は

な

く
､

こ

れ

を

成

立

原
理

と

し
て

把
え

る

本

稿
の

立

場
で

は
､

違
法

性
阻

却
説

に

よ

る

か

又
は

構
成

要
件
該
当

阻
却
説
を

と

る

か

に

よ

っ

て

生

ず
る

唯
一

の

実
益

と

さ

れ

る

｢

正

当
+

の

挙
証

責
任
に

関
す
る

問
題

も

ま

た

ヽ

ヽ

ヽ

起
っ

て

こ

な

い
｡

わ

が

国
で

は

｢

争
議
行

為
の

原

則
的
正

当

性
+

と

い

う
こ

と

を

こ

う
し

た

免
責
に

対

す
る

法

律
構
成
上
の

差
異
に

.

､
巾

胡

･

･

籾
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.

･血
叩

紳

沖

よ
っ

て

表
現

し
ょ

う
と

し

た

感
が

あ

る

が
､

賛
成
し

薙
い

｡

㈲

こ

れ

を

要
す
る

に

｢

正

当

争

議

行

為
+

の

具

体

的

意

味

は
､

法

律
上

又
ほ

少
な

く

と

も

労
働
法
上

の

意

味
に

お

け
る

争
議

行
為
と
い

う
こ

と

で

あ

り
､

又

逆
に

｢

不

当

争
議
行

為
+

は
､

一

般
に

は

争
議
行

為
と
い

わ

れ

る

も
の

で

は

あ
っ

て

も

法

律
上

争
議

行
為
と

し
て

の

性
格
が

香
認
さ

る

ぺ

き

も
の

を
い

う
､

と

解
し

た

い
｡

そ

し

て

政

治
ス

ト

ほ

ま
さ

に

か

か

る

問
題
と

し
て

考
察
さ

る

ぺ

き

典
型

的
な

も
の

で

あ

る

と

考
え

る
｡

五

右
の

よ

う
に

し
て

法
律
上

成
立

し

た

争
議
行
為
が

個
々

具

体

的
な

場
合
に

労
働
協
約
違
反

､

い

わ

ゆ

る

法
規
違
反

､

ピ

ケ

の

〝

行
過
ぎ
″

等
民

刑
事
上

の

責
任
を

負
う
こ

と
が

あ

る

の

は

当

然

で

あ

り
､

こ

れ

を

団

体
法

=

労
働
法

上
の

違
法
と

し

て

明

ら

か

に

す
る

こ

と
が

労
働
争
議
法
の

課

題
で

あ
る

が
､

こ

の

こ

と
が

争
議

権
の

保

障
従
っ

て

そ

の

確
認

規
定
と

し
て

の

労
組

法
一

条
二

項
及

び

同

八

条
の

直
接
の

内
容
で

あ

る

と
い

う

考
え

方
に

ほ

反

対
で

あ

る
｡

ま
た

右
は

ス

ト

ラ

イ

キ

の

理

論
に

し

か

す
ぎ

ず
､

従
っ

て

職

場
占

拠
型

争
議
行
為
を

常
態
と

す
る

わ
が

国
の

現

状
か

ら

は

ほ

ど

遠
い

も
の

が

あ

る

が
､

他

方
こ

の

ス

ト

ラ

イ

キ

撫
で

さ

え

も

十

分

に

確
立
さ

れ

て

い

な
い

現

在
で

は

な

お

こ

う
し

た

理

論
を

強

調

す

る

充
分
な

理

由
が

あ

る

と

考
え

る
｡

(

南

山

大

学

経

済

学

部

助

教

授
)




