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《

研
究
ノ

ー

ト
》

労
働

組
合
の

目

的
達
成
行
為
と

犯
罪

成
否
の

問
題

植

松

正

】

小

引

最
高
裁
判
所
は

昭

和
三

八

年
三

月
一

五

日

｢

公
共
企

業
体

等
労
働
関
係

法
一

七

条
一

項
違
反
の

争
議
行
為
に

対

し
て

は
､

労
働
組
合

法
一

条
二

項

の

通
用
が

な
い

｡

+

と

い

う
趣
旨
の

有
名
な

判
例
を

出
し

た
(

諾
二

枇
餅

雛

新
旭

琵
鞘

甥
詳

細

㍑
欄

譜
表

準
㍍
和

詣
諜

)

｡

ふ

だ

ん

は

労
働
法

を

専
門
外
の

も
の

の

よ

う
に

考
え

て

比

較
的
疎
遠
に

し
て

い

る

自
分
も

､

こ

の

判
決
が

労
働
法
学

界
そ
の

他
関
係
方
面
で

重
大

問
題
と

な
っ

た

だ

け

に
､

関
心
を

持
た

ず
に

は
い

ら

れ

な

か
っ

た
｡

そ

れ

で
､

こ

れ
に

関
し
て

諸

家
の

論
説
に

も
､

自
然

､

耳
を

傾
け
て

み

た
の

で

あ
っ

た

が
､

そ

う
す

る

と
､

自
分
と

し
て

は
､

そ

れ

ら
の

諸
家
の

あ
る

者
と

所
見
を

同
じ

う
す

る

点
も

あ

る

が
､

そ
の

い

ず
れ

と

も

違
う

見
解
も

持
た
ざ

る

を
え

な

く

思

っ

た

と
こ

ろ

も

あ

る
｡

そ

れ
か

ら
､

い

さ

さ

か

時
が

過
ぎ
た

が
､

さ

い

わ

い

本
欄
に

誌
面
を

与

え

ら

れ
て

み

る

と
､

い

わ

ゆ

る

｢

研
究
ノ

ー

ト
+

の

欄
で

あ
る

た

め
､

い

く

ら

か

気
楽
に

繋
が

と
れ

る

と

思
い

､

自
分
の

意
見

の

や

や

異
色
あ
る

点
を

強
調
し
て

書
い

て

み
る

の

に

適
切

だ

と

考
え

た
の

で

あ

る
｡

こ

と
の

ゆ

き
が

か

り

上
､

そ

の

判
例
に

言
及

す
る

こ

と

が

多
く

な

る

が
､

わ

た

く

し

は
､

こ

れ
を

判
例
批
評
と

し
て

書
く
の

で

は

な
い

｡

こ

の

判
例
に

ち
な

ん

で
､

こ

こ

に

主
題
と

し
た

｢

労
働
組
合
の

目
的
達
成
行
為

と

犯

罪
成
香
+

と
の

関
係
に

つ

い

て
一

般
的
な

見
解
を

述
べ

て

み

ょ

う
と

す
る
の

で

あ
る

｡

し

た

が

っ

て
､

こ

の

判
例
の

こ

と

は

く
わ

し

く
こ

こ

に

書
か

な
い

が
､

い

ち
お

う
議
論
の

糸
口

と

し
て

､

問
題
の

焦
点
を

示

す
た

め

に
､

そ

れ

を

少
し

記
す
こ

と
に

す
る

｡

〓

判
例
上
の

問
題
の

焦
点

こ

の

最
高
裁
判
所
の

判
例
は

同
日
に

二

つ

の

事
件
に

つ

い

て

言
い

渡
さ

れ

た

も
の

で

あ
る

｡

第
一

の

事
件
は

俗
に

松
江

郵
便
局
事
件
と

言
わ

れ
て

い

る

も
の

で
､

昭

和
三

三

年
年
末
闘
争
の

さ
い

､

全
逓
信
労
働
組
合

島
根

地

区
本
部

書
記
長
が

政
江

郵
便
局
郵
便
課
長
等
に

暴
行
を

加
え
て

こ

れ

を

傷
害
し

､

公
務
を

妨
害
し

た

と
い

う
事
件
で

あ
り

､

第
二

の

事
件
は

俗
に

檜
山
丸
事
件
と

言
わ

れ
て

い

る

も
の

で
､

昭

和
三

四

年
八
月
日

本
国
有
鉄

道

労
働
観
合
青
函
地

方
本
部
の

勤
労
制
度
故
意
反
対

闘
争
の

さ

い
､

職
場

大
会
を

指
導
す
る

た

め
､

被
告
人

両
名
が

青
函
連
絡
船
｢

櫓
山
九
+

に

侵

入

し
た

と
い

う

事
件
で

あ

る
｡

こ

れ

ら

の

両

事
件
に

お

け

る

法
律
論
上
の

問
題
の

焦
点
は

､

公
共
企
業

体
等
労
働
関
係
法
(

｢

公

労
法
+

と

略
称

す
る
)

一

七

条
一

項
が

公

共

企

業
体
お

よ

び

国
営
企
業
の

職
員
な

ら

び
に

そ
の

取
合
に

対
し

て

｢

同
盟
罷

業
:

ニ

:

そ
の

他

業
務
の

正

常
な

運
営
を

阻
害
す
る

一

切
の

行
為
+

を

禁
止

し
て

い

る

の

で
､

こ

の

規
定
に

違
反
し

て

同
盟

髄
業
な

ど

を

行
な
っ

た

易

凄4 8

塘
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計

沖

合
に

は
､

同
法
の

適
用
外
の

一

般
の

労
働
組
合
の

場
合
と

異
な
り

､

刑
法

三

五

条
の

規
定
の

適
用
を

受
け
る

わ

け
に

い

か

な

く

な

り
､

そ
の

業
務
阻

害
行
為
が

犯

罪
と

し
て

処
罰
さ

れ

る

可
能

性
を

生

ず
る
の

で

は

な
い

か

と

い

う
点
に

あ
る

｡

こ

れ

ら

両
事
件
い

ず
れ
に

お
い

て

も
､

第
一

審
､

第
二

審
と

も
､

こ

の

点
に

つ

い

て

否
定
的

見
解
を

と

り
､

こ

の

種
の

公
労
法
違

反
行
為
の

あ
っ

た

場
合
に

は
､

違
反
者
を

解
雇
す
る

こ

と
の

で

き

る

の

は

格
別
と

し
て

､

刑
法
上

そ
の

行
為
を

正

当
行
為
と

し

て

扱
お

う
と

す
る

労

働
組
合
法
二

条
一

項
の

規
定
の

適
用
ま
で

を

排
除
す
る

も
の

で

は

な
い

と

し

た
の

で

あ
っ

た
｡

し

か

し

な
が

ら
､

両
判
決
は

被
告
人

等
を

無
罪
と

し

た
の

で

は

な

く
､

結
局
に

お
い

て
､

そ

の

行
為
を

労

働
組
合
活
動
と

し
て

正

当
な
も
の

と

は

認
め

え

な
い

と

し

て

有
罪
を

言
い

渡
し

た
の

で

あ
っ

た

(

松
江

郵
便
局

事

件
で

は
､

第
一

審
は

懲

役
三

月

た

だ

し
一

年
間
執
行
猶

予
､

第
二

審
は

懲
役

四
月

た

だ

し
一

年
間
執

行

猶

予
｡

檜

山

丸

事

件

で

は
､

両

被
告

人

と
も

､

第
一

審
は

懲

役
二

月

た

だ
し
一

年
間

執
行
猶

予
､

第
二

審
は

控

訴

棄

却
｡

)

｡

と
こ

ろ

が
､

検
察

官
は
い

ず
れ

も
､

先
に

判
旨

に

相
反
す
る

高
等
裁
判
所
の

判
例
の

あ

る
こ

と

を

理

由
と
し

て

｢

判
例
違

反
+

を

主
張
し

､

ま

た
､

刑
の

軽
す
ぎ
る

こ

と
を

理

由
と

し

て

｢

量
刑
不

当
+

を

論
じ
て

上

告
し

た
｡

こ

れ

に

対

す
る

最
高
裁
判
所
の

前
記
の

判
決
は

､

両

事
件
と

も

判
旨
の

重
点
は

全
く

同
文
で

､

｢

公

共
企
業
体
等
の

職
員
は

､

争
議
行

為

を

禁
止

さ

れ

争
議
権
自
体
を

否
定
さ

れ

て

い

る

以

上
､

そ
の

争
議
行
為
に

つ

い

て

正

当

性
の

限
界
如
何
を

論
ず
る

余
地

は

な

く
､

し
た

が
っ

て

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

通
用
は

な
い

も

の

と

解
す
る

の

が

額

当
で

あ

る
｡

+

と

判
示

し
､

問
題
の

点
に

つ

い

て

ほ
､

原
著
と

全
く

相
反
す
る

見
解
を

示

し
た

｡

舟

紬

綿

如

し

た

が
っ

て
､

原
判
決
は

本
来
な

ら

破
棄
さ

れ
る

べ

き
理

由
を

持
つ

の

で

ぁ

る

が
､

そ

れ

は

結
局
に

お

い

て

被
告
人

等
の

行
為
を

正

当
と

認
め

る
こ

と

な

く
､

有
罪
と

認
め

て

い

る
の

で

あ
る

か

ら
､

原
判
決
の

違
法
は

判
決

に

影
響
な

く
､

破
棄
の

理

由
と

は

な

ら

な
い

と
し

て
､

検

察
官
の

上

告
を

棄

却
し

た
の

で

あ

る
｡

問
題
の

論
点
に

関
し
て

は
､

学
説
も

判
例
も

従

来
か

ら

二

説
に

分
か

れ
､

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

適
用
が

あ

る

と

す
る

肯
定
説
の

方
が

少
な

く

と
も

数
に

お

い

て

優
勢
で

あ
っ

た

の

で

あ

る
が

､

こ

の

最
高
裁
判
所
判

決
は

従
来
の

少
数
説
た
る

否
定
説
を

採
用
し

た
｡

こ

れ

で

従

来
ま

ち
ま

ち

で

あ
っ

た

各
種
の

事
件
に

つ

い

て

の

下
親
裁
判
所
の

判
例
お

よ

び

同
種
の

法
律
問
題
の

帰
趨
に

統
一

あ

る

方
向
を

与
え
た

わ

け

で

あ

る
｡

し
か

し
､

こ

の

最
高
裁
判
所
の

判
例
が

出
て

か

ら

も
､

学
界
に

は

も

ち

ろ
ん

賛
否
両

論
が

戦
わ

さ

れ

て

い

る
｡

わ

た

く

し
は

興
味
を

も
っ

て
､

そ

れ

ら
の

論
議

の

い

く
つ

か

に

日
を

通
し

た
｡

し
か

し
､

こ

の

一

文
は

判
例
研
究
と
い

う

ゎ

け
で

は

な
い

か

ら
､

そ
れ

ら
の

論
議
に

つ

い

て
､

い

ち
い

ち

犀
利
な

論

評
を

加
え

よ

う

と

す
る

も
の

で

は

な
い

｡

た

だ
､

こ

の

機
会
に

､

こ

の

判

例
に

も

関

連
さ

せ
つ

つ
､

筆
者
の

見
る

と
こ

ろ
の

法
理

諭
を

述
べ

て

み

た

い

と

思
う
の

で

あ
る

｡

そ

れ

か

ら
､

こ

の

判
例
に

つ

い

て

の

意
見
も

最
後

に

は

述
べ

る

つ

も

り
で

あ

る
｡

い

っ

た
い

､

憲
法
改
正
の

是
非
や

労
働
法
の

問
題
に

な

る

と
､

と
か

く

イ

デ
オ

ロ

ギ

ー

が

さ

き

に

立
っ

た

議
論
が

多
い

よ

う
に

思
う
が

､

わ

た

く

し

ほ

法
と

い

う
も
の

の

本
質
か

ら
い

っ

て
､

そ
の

よ

う
な

解
釈
態
度
を

日

ご

ろ

不

満
に

思
っ

て

い

る
｡

わ

た

く

し

と

し
て

は
､

純
粋
に

法
律
解
釈
の

9

常
道
に

従
っ

て

論
理

を

尊
重
す
る

態

度
で

解
釈
し
､

そ

れ

が

た

と

え

ば

労

舶
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働
者
保
護
に

お
い

て

欠
け
る

よ

う
な

結
果
に

な

る

と
か

､

使
用
者
に

不

当

な

圧
迫
を

加
え

る
こ

と
に

な
る

と

か

す
る

な

ら

ば
､

そ
れ

は

立

法
の

問
題

と

し
て

､

別
途
に

次
の

段
階
に

お

け
る

処
置
を

う
な
が

す
べ

き
で

あ

る

と

考
え
る

｡

■
三

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

規
定
の

性
椅

労
働
組
合
法

一

条
二

項
本
文
は

､

｢

労
働
組
合
の

団
体

交
渉
そ

の

他
の

行
為
+

で

｢

労
働
組
合
の

目
的
を

達
成
す
る

た

め
の

行
為
+

に

つ

い

て
∴

そ
の

｢

正

当
な

も
の
+

に

は
､

刑
法
三

五

条
の

適
用
の

あ

る

こ

と

を

規
定

し

た

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

を

簡
略
に

表
現
す
る

と

す
れ

ば
､

労
働
組
合
の

目

的
達
成
行
為
に

つ

い

て

は
､

そ

れ
が

正

当
な

も
の

で

あ

る

か

ぎ

り
､

犯

罪
祝
さ

れ
る

こ

と
が

な

い

こ

と

を

宣
明

し

た

も
の

で

あ
る

と

言
え

る
｡

刑

法
三

五

条
は
い

う
ま
で

も

な
く

違

法
性
阻
却
事
由
を

規
定
し

た

も
の

な
の

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

規
定
は
こ

の

種
の

行
為
に

違
法
性
の

な
い

こ

と

を

明

言
し

た
こ

と
に

な
る

｡

と
こ

ろ
が

､

労
働
法
学
者
の

間
に

は
こ

れ

を

｢

刑
事
免
責
+

の

規
定
で

あ

る

と

言
う
な

ら

わ

し
が

あ
り

､

そ

れ
に

刑
法
学
者
ま
で

が

釣
り

込
ま

れ

て

い

る

よ

う
で

あ
る

が
､

こ

れ

は

決
し

て

責
任
阻
却
事
由
を

規
定
し

た

も

の

で

は

な
い

の

で

あ
る

か

ら
､

こ

れ

を

｢

刑
事
免

責
+

な

ど

と

表
現
す
る

こ

と
は

､

学
問
的
な

厳
密
さ

に

耐
え
る

も

の

で

は

な
い

｡

そ

れ
は

三

五

条

が

違
法
性
阻
却
事
由
で

あ
る

と

し

て

説
か

れ

て

き

た

刑
法
学
の

伝
統
に

従

っ

た

ま

で

の

こ

と
で

あ
る

｡

な
か

に

ほ

構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
だ

と

言
い

た
い

学
者
も
い

る

で

あ

ろ

う
が

､

そ
の

よ

う
に

異
を

立
て

る

見
解
に

つ

い

て

は

∵
別
に

論
議
の

余
地

も

あ
る

こ
ト

と

で

あ

る

が
､

そ

れ

は

主
題
か

増

加
･

ら

外
れ
る

か

ら
､

後
に

論
ず
る
こ

と

と

す
る

｡

い

ず
れ

に

し
て

も
､

要
す

紳J
生

る

に
､

そ
れ

は

責
任
阻
却

事
由
で

は

な
い

の

で

あ

る

か

ら
､

こ

れ

を

示

す

言

葉
と

し
て

｢

刑
事
免
責
+

と

言
う
の

は

粗
末
に

過
ぎ

､

こ

と

が

ら
の

実

質
を

正

確
に

示

す
も
の

で

は

な
い

と

言
わ

ざ
る

を

え

な
い

｡

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

規
定
の

趣
旨
は
つ

ぎ
の

よ

う
な

も
の

な
の

で

あ

る
｡

｢

労
働
組
合
の

団
体
交
渉
そ
の

他
の

行
為
で

あ
っ

て

前

項
に

掲

げ

る

目
的
を

達
成
す
る

た

め
に

し
た

正

当
な

も
の
+

は
､

は

ん

ら

い

刑

法
三

五

条
の

法
令
に

よ

る

行
為
ま
た

は

正

当
業
務
行
為
の

い

ず
れ

か

に

当
た

る

も

の

か

ど

う
か
に

つ

い

て
､

少
な

く
と

も

疑
問
を

持
つ

者
も

あ
る

か

ら
､

そ

の

通
用
の

あ

る

こ

と

を

明
確
に

し
た

も
の

で

あ

る
｡

つ

ま

り
､

そ

れ

は

労
働
組
合
の

目
的

達
成
行
為
は

原
則
と
し

て

違
法

性
を

欠
く
こ

と

を

明

規

し

た
も

の

で

あ

る
｡

同
条
項
が

｢

刑
法
第
三

十
五

条
の

規
定
は
…
:
･

通
用

が

あ
る

も
の

と

す
る

｡

+

と

言
っ

て

い

る

の

は
､

｢

違
法
性
を

欠
く
か

ら

罰

し

な
い

+

と
い

う
意
味
を

示
す
も
の

に

す
ぎ

な
い

｡

法
文
の

｢

第
三

十
五

条
+

と
い

う
と
こ

ろ
に

重
点
が

あ

る
の

で

は

な

く
､

｢

罰
し

な
い

+

と

い

う
こ

と

を

表
現
し
た

い

た

め

に

条
文
を

引
き

合
い

に

出
し

た

に

す
ぎ

な
い

の

で

あ

る
｡

な

ぜ

刑
法
三

五

条
を

引
き

合
い

に

出
し

た
か

と

い

う
と

､

同
条
を

刑
法

学
者
は

お

お

む

ね

｢

正

当

行
為
+

を

規
定
し

た

も
の

だ

と

説
明
し

､

法
文

に

｢

法
令
又
ハ

正

当
ノ

業
務
+

と

あ

る
の

を

拡
張
解
釈
し

て
､

お

よ

そ
正

当

行
為
と
い

わ

れ
る

も

の
一

般
に

及
ぼ

し
て

い

る

か

ら
で

あ

ろ

う
｡

換
言

す
れ

ば
､

犯

罪
構
成
要
件
に

該
当
し

て

い

る
に

か
か

わ

ら

ず
､

法

令
に

も

よ

ら

ず
業
務
上
の

も
の

で

も
な

い

行
為
で

あ
っ

て

も
､

お

よ

そ

正

当

祝
す

ぺ

き

も
の

は
､

(

刑

法
三

六

条
な

ど
の

特

別

規

定
の

あ

る

違

法

阻

却

事

由

や
噸

鶴

城



鶏
▲
叩

サ
外

牡

恥

研 究 ノ ー)押(

に

当
た

る

も
の

は

論

外
で

あ
る

が
､

)

す
べ

て

三

五

条
に

よ

り

違

法

祝
さ

れ

な
い

の

だ

と

説
明
す
る

J

わ

た

く

し

は
､

こ

の

説
明
の

結
論
と

し

て
､

い

わ

ゆ
る

正

当
行
為
を

罰
し

え

な
い

と

す
る

こ

と
に

は

異
議
を

さ

し

は
さ

む

も
の

で

は

な
い

が
､

ネ
の

説
明

は

拙
劣
で

あ

る

と

考
え

る
■U

筆
者
の

見

解
に

よ

れ

ば
､

｢

法
令
又
ハ

正

当
ノ

業
務
+

に

よ

ら

な
い

と
こ

ろ
の

一

般
的

な
い

わ

ゆ

る

正

当
行
為
は

､

法
規
の

成
文
を

も
っ

て

規
定
し

尽
く

さ

れ

て

い

る

わ

け
で

は

な
い

か

ら
､

そ

れ
が

違
法
性
を

欠
く

と

論
定
す
る

た

め
の

嬢
拠
は

､

法
規
を

超
え

た
一

般
原
理
に

求
め

ら
れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

し

て
､

わ

た

く

し
は

年
来
こ

れ

を

超
法

規
的
違
法
阻
却
事
由

(

1
)

と
し

て

説
明

す
べ

き
で

あ
る

と

主

張
し

て

き
て

い

る

の

で

あ

る
｡

筆
者
の

見
解
は
こ

う
で

あ
っ

て

も
､

そ

れ

は

学
界
の

一

異
説
に

す
ぎ

な

い

の

で

あ
る

か

ら

当
然
の

な

り

ゆ

き

と

し
て

､

労
働
組
合
法
の

立

法
当
局

は
､

三

五

条
に

法

規
上
の

根
拠
を

求
め
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

労
働
組
合
の

目

的
達
成
行

為
の

非
犯
罪
性
を

明
ら

か

に

し

よ

う

と

し

た

も

の

で

あ

ろ

ぅ
｡

実
は

刑
法
三

五

条
に

関
す
る

通
説

的
解
釈
に

よ

れ

ば
､

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

定
め
た

よ

う
に

｢

刑
法
第
三

十
五

条
の

規
定
は

…
=
･

適
用
が

ぁ
る

も
の

と

す
る

｡

+

な

ど

と
い

う
規
定
が

な

く

て

も
､

労
働
組
合
の

目

的
達
成
行
為
は
い

わ

ゆ

る

正

当
行
為
と

し

て

違
法
阻
却
事
由
を

有
す
る
こ

と
に

な
る

べ

き

筋
合
で

あ
る

が
､

そ
の

点
に

つ

い

て

な
に

か

艶
定
の

明

文

が

置
か

れ

な

く
て

は
､

不

安
に

思
う
向
き

も

あ
っ

て
､

こ

こ

に

法

規
の

明

文
を

も
っ

て

三

五

条
の

適
用
が

あ

る
こ

と

を

宣
明
す
る

こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ

ろ

う
ひ

し

た

が
っ

て
､

こ

の

条
項
の

本
旨
と

し
て

は
､

三

五

条
と
い

ぅ
こ

と
が

大
事
な
の

で
.
は

な

く
て

､

犯

罪
が
.成

立

し

な
い

と
い

>

ケ
こ

と
が

′

大
切
･な
の

で

あ
･
る

｡

三

五

条
を

挙
げ

た
の

は
､

通
説
的
説
明
に
■従
っ

た
か

ら

に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

し

か

し
､

通
説
的
立

場
に

よ

ろ

う
と

､

筆
者
の

意

見
に

よ

ろ

う
と

､

い

ず
れ
に

し
て

も
､

い

わ

ゆ

る

正

当

行
為
な

る

も
の

は
､

･
い

ち

挙
っ

構
成
要
件
に

該
当
す
る

よ

う
な

形
式

･

外

観
を

呈

す
る

行
為
で

ぁ
っ

て

も
､

実

質
上

は

違
法
性
が

な
い

か

ら
､

犯

罪
が

成
立

し

な
い

と

す

る

こ

と
に

変
わ

り

は

な
い

｡

た

だ

通

説
は

そ
の

違
法
性
阻
却
の

根
拠
を

刑

法
三

五

条
の

拡
張
解
釈
に

求
め

､

筆
者
は

超
法
規
的
な

説
明
に

求
め
る

と

い

う
差
が

あ

る

に

す
ぎ

な
い

｡

つ

ま

り
､

両

説
は

論
拠
に

は

相
違
が

あ

る

が
､

結
果
に

は

差
が

な
い

の

で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

規
定
が

刑
法
三

五

条
を

引
き

合
い

に

出
し

た
の

は
､

違
法
性
が

な
い

と
い

う
こ

と

を

刑
法

学
の

通
説
に

従
っ

て

表
現
し

た

だ

け
の

こ

と
で

あ
っ

て
､

重
点
は

三
五

条
と
い

う
条
文
に

あ

る

の

で

は

な

く
､

違
法
性
が

な
い

か

ら

犯

罪
は

成
立
せ

ず
､

し

た

が
っ

て
､

罰
し

え

な
い

と
い

う
こ

と

を

規
定
す

る

に

あ

る

の

で

あ

る
｡

し

た
が

っ

て
､

そ

れ
は

決
し
て

免
責
規
定
で

は

な

く
､

他
の

不

罰
理

由
を

示

す
も
の

な
の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ

が
､

そ
の

違
法
性
の

な
い

と
こ

ろ
の

労
働
組
合
の

目

的
達
成
行
為
と

は
､

ど
の

よ

う
な
も

の

で

あ

る

か

に

つ

い

て
､

無
条

件
･

無
限
定
に

そ
の

目
的
達
成
行
為
を

違
法
性
が

な
い

と

す
る
の

で

は

な

く
､

同
条
項
は

そ

れ

を

｢

正

当
な

も
の
+

と
い

う

限
定
を

置
く
こ

と
に

よ

っ

て

制
限
を

加
え

て

い

る
｡

そ

う
す
る

と
､

こ

の

規
定
は

ま
こ

と
に

妙
な

も
の

と

な
っ

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

は

｢

正

当
な

も
の

は

違
法
で

な

い
｡

+

と
か

｢

正

当
な

も
の

は

正

当
行

為
だ

｡

+

と
い

う
こ

と

を

言
っ

て

い

る

わ

け
に

な
る

｡

こ

う
い

う

奇
妙
な

循
環
論
理

的
表
現
へ

の

宿
命
は

､

実

は
､

刑
法
三

五

条
そ
の

も
の

に

も

内
在
し
て

い

る
の

で

あ

る
U

ィ
･

⊥

ゎ

た

く

し

は
､

さ

き
に

も

述
べ

た

よ

う
に

､

刑
法
三

五

条
を
も
っ

て
い

舶



一 橋論 叢 第五 十 巻 第 四 号 ( 8 0 )

わ

ゆ
る

正

当
行
為
全
般
を

網
羅
的
.

に

規
定
し

た

と
こ

ろ
の

も
の

で

あ

る

と

解
す
る

通
説
に

反
対
し

､

あ

く
ま
で

限
定
的
に

｢

準
令

又
ハ

正

当
ノ

業

務
+

に

限
定
し
て

解
釈
す
る

か

ら
､

そ
の

他
の

法
文
に

規
定
さ

れ

な
い

正

当
行
為
は

､

す
べ

て

超
法
規
的
な

違
法
性
阻
却
事
由
と

し
て

し
か

認
め

な

い

｡

そ

れ

は
､

そ
の

も
の

の

本
質
上

､

成
文
法
規
を

も
っ

て

規
定
し

尽
く

せ

る

も
の

で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

刑
法
三

五

条
を

改
正

し

て

包

括
的
に

す

べ

て

の

正

当

行
為
を

含
む

よ

う
に

規
定
し

ょ

う
と

す
る

と
､

み

な

循
環

論

理

化
す
る

じ

そ

れ

を

か

ま

わ

ず
. に

試
み

た

も
の

で
､

わ

れ

わ
れ

に

も
っ

と

も

身
近

な
一

例
を

改
正

刑
法
準
備
草
案

一

二

条
に

お
い

て
､

こ

れ

を

見
る

こ

と

が

で

き
る

し

日

く

｢

法
令
に

ょ
る

行
為

､

正

当
な

業
務
に

よ

る

行
為

そ

の

他
法
律
上

許
さ

れ

た

行
為
は

､

こ

れ

を

罰
し

な

い
｡

+

と
｡

結
局

､

｢

法
律
上

許
さ

れ

た

行
為
は

､

こ

れ

を

罰
し

な

い
｡

+

と
い

う
こ

と

な

の

で

あ
っ

て
､

ば
か

ば

か

し
い

ほ

ど

当
た

り

ま

え

の

こ

と

で

あ

る
｡

こ

と

に
､

こ

こ

に

い

う
｢

法
律
+

を

｢

制
定
扶
規
+

と
い

う
意
味
に

限
定
し
て

解
釈
す
る

と

す
れ

ば
､

そ
の

よ

う
な

法
規
の

許
容
以

外
の

領
域
に

無
数
に

存
在
す
る

｢

違
法
性
の

な
い

行
為
+

が

す
べ

て

こ

の

規
定
の

範
囲
外
に

逸

脱
し

て

し

ま

う
し

､

そ

の

｢

法
律
+

と
い

う
の

を

実
質
的
な

法
を

意
味
す

る

も

の

と

解

釈
す
る

と

す
れ

ば
､

許
さ

れ

た

行
為
は

許
さ

れ

て

い

る

に

き

ま
っ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
､

こ

の

文
言
を
い

ず
れ
の

意
味
に

解
釈
す
る

に

し
て

も
､

こ

の

規
定
の

実
質
的
な

存
在
理

由
は

全
く

な
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

規
定
は

あ
っ

て

も

無
く

て

も

よ
い

の

で

あ
る

｡

こ

の

規
定
は

気
や

す

め
に

置
か

れ

た
に

す
ぎ

な
い

｡

要
す
る

に
､

刑
法
三

五

条
を

い

っ

さ
い

の

正

当
行
為
の

不

罰
を

包
括
的
に

規
定
し
た

も

の

と

解
し

ょ

う
と

解
す
ま
い

と

に

か
か

わ
ら

ず
､

外
形
上

犯

罪
構
成
要
件
に

該
当

す
る

よ

う
に

見
え
な

が

ら
､

実
質
上

は

違
法
性
が

な
い

た

め
に

正

当
な

も
の

と

し
て

犯
罪
の

成

甜
.

一

生

立
の

否
定
さ

れ

る

よ

う
な

行
為

ト
い

わ

ゆ

る

正

当
行
為
な

る

も
の

1

の

存
在
を

認
め

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

は
､

あ

ま

り

に

も

明
白
な
こ

と

で

あ

る
｡

′

刑
法
三

五

条
と

同
じ

ょ

う
な

意
味
で

の

｢

気
や

す
め
+

的
性
格
は

､

労

働
組
合
法

一

条
二

項
に

も

存
在
す
る

｡

そ

れ

は

｢

刑
法
…

⊥
二

五

条
の

規

定
は

･

…
‥

正

当
な

も
の

に

つ

い

て

通
用
が

あ
る

も

の

と

す
る

｡

+

と
い

う

の

で

あ

る

か

ら
､

あ
た

り

ま
え

の

こ

と

で

あ
る

｡

も

と

も

と
､

刑
法
三

五

条
は

正

当
な

も
の

に

適
用
す
る

に

き
ま
っ

て

い

る
の

で

あ
っ

て
､

不
正

な

も
の

に

適
用
の

あ

り

よ

う
は

ず
は

な
い

の

で

あ

る
｡

同
条
に

い

う
と
こ

ろ

の
､

｢

法

令
…
:

ニ

因
り

為
シ

タ
ル

行
為
+

が

不
正

で

あ
る

は

ず
は

な

い

し
､

｢

正

当
ノ

業
務
二

因
り

為
シ

タ
ル

行
為
+

が

正

当
で

あ

る

こ

と

ほ

自

明
の

こ

と

だ

か

ら
で

あ

る
｡

そ
の

他
の

正

当

行
為
に

ま
で

拡
張
解
釈
す
る

に

し
て

も
､

そ

れ

は

｢

正

当
行
為
+

と

言
わ

れ

る

名
の

ご

と

く

正

当
な

も

の

に

限
ら

れ
る

こ

と

は
､

こ

れ

ま

た
､

あ

ま

り
に

も

当
然
の

こ

と
で

あ

る
｡

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

規
定
は

､

同
条
項
所
定
の

行
為
が

｢

正

当
な

も
の
+

な

ら

ば
､

そ
の

違
法
性
が

阻
却
さ

れ

る

も
の

で

あ
る

こ

と
を

明
ら

か
に

し
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ
れ

な

ら
ば

､

こ

の

規
定
が

全
く

存
在
し

て

い

な

く

と

も
､

｢

正

当
な

も
の
+

が

犯
罪
と

な

ら

な

い

こ

と

は
､

刑
法

の
一

般
理

論
上

当
然
の

こ

と

な
の

で

あ

る
｡

刑
法
学
上
の

通
説
は

そ
の

根

拠
を

刑
法
三

五

条
の

拡
張
解
釈
に

求
め
る

の

で

あ

り
､

わ

た

く

し
は

こ

れ

を

超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
に

求
め
る

と
い

う
差
は

あ

る
が

､

い

ず
れ

に

し
て

も
､

｢

正

当
な

も
の
+

が

犯
罪
に

な

ら

な

い

こ

と

は
､

あ

え
て

労

働
組
合

浩
一

条
二

項
の

規
定
を

待
つ

ま

で

も

な

く
､

刑
法
学
の

一

般
解
釈

ぜ
触

ヰ
.
収

胡

ぜ
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恥

絆

舟

紬

よ
J

叶

理

論
か

ら

当
然
に

出
て

く
る

結
論
で

あ

る
｡

こ

れ

を

あ

え
て

規
定
し
た

の

は
､

濫
用
に

よ

る

弾
圧
を

恐
れ

る

と
こ

ろ

か

ら

注
意
的
な

意
味
を

も
っ

て

し

た
に

す
ぎ
な

い

で

あ

ろ

う
｡

し

た
が
っ

て
､

今
回

の

判
例
の

事

件
に

つ

い

て

も
､

同
条
項
が

公

労
法
違
反
の

場
合
に

適
用
が

あ

る

か

な
い

か

と
い

ぅ
よ

う
な

議
論
は

､

本

質
論
と

し
て

は
､

は

な

は

だ

お

か

し

い

の

で

あ

る
｡

問
題
は

公

労
法
違
反
の

罷
業
等
の

行
為
が

｢

正

当
な

も
の
+

か

ど

う

か

に

か

か
っ

て

い

る

だ

け
の

こ

と

な
の

で

あ

る
｡

そ

れ

が

｢

正

当
な

も

の
+

で

あ
る

な

ら
ば

､

労
働
組
合
法
の

前
記
条
項
の

適
用
が

あ

ろ

う
と

な

か

ろ

う
と

､

犯

罪
成
立
の

余
地

は

存
し

な
い

｡

こ

の

こ

と

は
､

通
説
的
に

い

え
ば

､

刑
法
三

五

条
の

当
然
の

機
能
か

ら

く
る

と

説
明
さ

れ
る

の

で

あ

り
､

卑
見
か

ら

す
れ

ば
､

超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
が

あ
る

か

ら

犯

罪

は

成
立

し

な
い

と

説
か

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

い

ず
れ
に

し
て

旦
別

記
条
項

に

ば

か

り
こ

だ

わ
る

必

要
は

な
い

の

で

あ

る
｡

こ

う
考
え
て

く
る

と
､

労
働
組
合
法
の

こ

の

条
項
は

､

組
合
運

動
の

弾

圧
を

避
け
る

た

め

の

注
意
規
定
と

し
て

設
け

ら
れ

た

は

ず
で

あ

る
の

に
･､

か

え
っ

て

違
法
性
阻
却
事
由
の

解
釈
を

窮
屈
に

し

て

し

ま
っ

て

い

る
｡

し

か

し
､

そ

れ

は

そ

う
窮
屈
に

す
る

必

要
は

な
い

の

で

あ
っ

て
､

解
釈
自
体

が

誤
っ

た

方

向
へ

行
っ

た
の

で
､

自
縄
自
縛
に

お

ち

い

っ

た

の

だ

と

思

1

つ
0

ち

な
み

に
､

労
働
組
合
の

正

当
な

目

的
達
成
行
為
の

性
格
は

､

違
法

性

阻
却
事
由
を

有
す
る

と

考
え

る

よ

り

も
､

講
成
要
件
該
当
性
阻

却
事
由
を

持
つ

と

考
え

る

べ

き

だ

と

す
る

見
解
も

主
張
さ

れ

て

い

て
､

そ

れ

も

論
評

し
た

い

と
こ

ろ

で

あ

る
が

､

今
は
そ

れ

に

触
れ

る

誌
面
を

持
た

な
い

｡

た

だ
一

言
､

結
論
を

言
え

ば
､

現
行
法
の

解
釈
問
題
と

し
て

ほ
､

労
働
観
合

法

哀
二

項
が

わ

ざ

わ
ぎ

刑
法
三

五

条
と
い

う

違
法
性
阻
却
事
由
に

関
す

る

規
定
を

援
用
し
て

い

る

以

上
､

こ

れ

を

違
法
性
阻
却
事
由
と

解
す
る
の

が

解
釈
理

論
の

常
道
で

あ
っ

て
､

構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
と

解
す
る

こ

と

は

無
理
で

あ

る
｡

こ

の

意
味
で

は
､

同
条
項
の

存

在
自
体
が

か

え
っ

て

解
釈
の

方
向
を

決
定
し

て

し

ま
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

四

公

労
法
違
反
の

争
議
行
為
と

犯

罪
の

成
否

こ

こ

で

話
題
を

も
と

に

戻
し

､

本
年
三

月
一

五

日
の

最
高
裁
判
所
の

判

例
の

こ

と
に

言
及
す
る

こ

と

に

し

よ

う
｡

(

1
)

ま

ず
､

公

共
企
業
体
お

よ

び

国
営
企
業
の

職
員
が

同
盟
簡
業
そ

の

他
の

争
議
を

す
る

こ

と

は
､

法
律
(

㌶
㌔

)

の

禁
ず

る

と

こ

ろ

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

こ

の

禁
止

に

反
す
る

行
為
は

､

違
法
で

あ
り

労
働
組

合
法

一

条
二

項
に

い

う
と
こ

ろ
の

｢

正

当
な

も
の
+

に

は

該
当
し

な
い

｡

こ

の

意
味
で

は

同
条
項
の

適

用
は

排
験
さ

れ
る

｡

判
旨
が

あ

ま

り
に

形
式

的
す
ぎ
る

と

評
さ

れ

る

の

は
､

こ

の

論
理
だ

け
を

示
し

て
､

他
に

永
年
に

ゎ

た

る

肯
定

･

香
定
両

説
の

論
争
に

言
及
す
る

と
こ

ろ

が

な
か

っ

た

か

ら

で

あ

ろ

う
｡

し
か

し
､

そ

れ

だ

け
に

明
快
に

結
論
は

示

さ
れ

て

い

る

の

で

ぁ

り
､

そ

う
曲
■
り

く

ね
っ

た

議
論
を

す
る

必

要
を

認
め

な
い

と

考
え

た
の

で

あ

ろ

う
｡

(

2
)

し
か

し
､

労
働
範
合
法

一

条
二

項
に

い

う
と
こ

ろ
の

｢

正

当
な

も
の
+

で

は

な
い

と
い

う
こ

と
か

ら
､

た
だ

ち
に

､

そ
の

よ

う
な

行
為
が

犯
罪
に

な

る

と
い

う
帰
結
が

生

ま
れ

て

く
る

の

で

は

な
い

｡

も

し
､

通
説
､

の

よ

う
に

刑
法
三

五

条
を
も
っ

て
一

切
の

正

当
行
為
を

包
括
し

て

余
す
と

3

こ

ろ
の

な
い

鹿
足
で

あ

る

と

解
す
れ

ば
､

そ
の

公
労
法
違
反
行
為
に

対

し

如
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て

は

同
条
の

｢

通
用
が

あ

る

も
の

と

す
る
+

と

認
め

ら

れ

な
い

以

上
､

す

べ

て

の

争
議
行
為
は

､

刑
法
上
の

評
価
と

し
て

正

当
行
為
と

認
め

る

余
地

の

全
く

な
い

も
の

と

な
る

わ

け
で

あ

る

が
､

そ

れ

以

外
に

も
正

当
行
為
と

い

う
も

の

が

あ

る

と

考
え
る

こ

と

が

で

き

る
｡

卑
見
に

よ

れ

ば
､

ま
さ

に

そ

う
考
え

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

る
｡

あ

ま

り

｢

卑
見
+

と
い

う
こ

と

を

言
う
と

､

た

と

え

そ

れ

が

ど
ん

な
に

正

し
い

説
で

あ

ろ

う
と

も
､

通

説
と

し
て

一

般
の

承
認
を

得
る

に

至
っ

て

い

な
い

一

家

言
を

前

提
と

し

て
､

自
説
を

採
用
し
さ

え

す
れ

ば
こ

う
な
る

と
い

う
議
論
だ

け

を

し
て

い

る

よ

う
に

聞
こ

え
る

か

も

し

れ

な
い

が
､

決
し
て

そ

う
ば

か

り

で

は

な
い

の

で

あ

る
｡

わ

た

く

し
の

説
に

よ

ら

な

く

と

も
､

適
法
行
為
と
い

う
も

の

は
､

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

規
定
を

離
れ

て

も
､

い

く
ら
で

も

認
め

る

こ

と
の

で

き

る

も
の

だ
か

ら
で

あ

る

公
労
法
違
反
の

罷
業
行
為
が

労
働
組
合
法
の

右
条
項
の

適

用
を

受
け

え

な
い

こ

と

は
､

上

叙
の

と

お

り
で

あ

る

け

れ

ど

も
､

そ

の

通
用
が

な

く
て

も
､

刑
法
上

｢

正

当
行
為
+

と

し
て

違
法
性
阻
却
事
由
を

認
め

ら

れ

る

も

の

は
､

数
多
く

存
在
す
る

こ

と

が

で

き

る
じ

換
言
す
れ

ば
､

問
題
の

行
為

は

労
働
組
合
の

目
的
達
成
行
為
と

し

て

は
､

労
働
組
合
法
上
の

違
法
性
阻

却
事
由
に

当
た

ら

な
い

け

れ

ど
も

､

他
の

一

般
原
理

か

ら
い

っ

て
､

違
法

性
阻
却
事
由
を

持
っ

て

い

れ

ば
､

た

と

え

外
観
上

は

犯

罪
構
成
要
件
に

該

当
す
る

行
為
で

あ
っ

て

も
､

犯

罪
の

成
立
を

否
定
す
る

こ

と
が

で

き
る

｡

同
条
項
が

注
意
規
定
で

あ

る

と
い

う
本
質
を
つ

か

め

ば
､

こ

の

理

解
は

容

易
で

あ

る
｡

本
件
で

は
､

そ
の

余
地

が

あ
る

か

ど

う
か

が

問
わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

(

5
)

公

労
法
の

禁
止
に

反
す
る

行
為
は

､

同
法
上

｢

正

当
+

で

は

あ

り

え

な
い

｡

し
か

し
､

こ

れ

が

刑
法
上
の

正

当
行
為
で

あ

り

う
る

か

ど

う

誕
`

生

か

と
い

う
こ

と

は
､

お

の

ず
か

ら

別
の

問
題
で

あ
る

｡

刑
法
上

｢

正

当
+

と

い

う
の

は
､

単
に

刑
法
上

犯
罪
と

し

て

取
り

扱
う
ぺ

き
ほ

ど

の

違
法
性

が

な
い

と
い

う
こ

と

を

意
味
す
る

に

す
ぎ

な
い

｡

い

わ

ば

消
極
的
な

も

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は

｢

正

当
+

と
い

う
言
葉
か

ら
一

見
想
起
さ

れ
る

積
極
的

な

価
値
の

実
現
を

意
味
す
る

も
の

で

は

な

く
､

単
に

消
極
的
に

犯

罪
の

成

立
を

肯
定
す
る

ほ

ど

の

意
味
の

な
い

こ

と

を

示
す
に

す
ぎ

な
い

｡

説
明
を

わ

か

り

や

す
く
す
る

た

め
､

こ

こ

に
一

つ

の

具
体

例

を

恕

定
し

て

み

よ

う
)

た

と

え

ば
､

あ

る

公
務
員
の

職
場
で

は

綱
紀
維
持
の

目
的
か

ら
､

職

務
上
の

関
係
者
か

ら

は
､

ど
ん

な

些
細
な

贈
与
を

も

受
け
て

は

な
ら

な

い

と

い

う
内

規
が

出
来
て

い

た

と

し
よ

う
｡

そ

う
い

う
立
場
に

あ
る

公
務
員

が

そ

の

よ

う
な

関

係
者
か

ら
コ

ー

ヒ

ー
一

杯
､

茶
菓
子

一

皿

の

馳
走
に

あ

ず
か

っ

た

と

す
れ

ば
､

そ
の

行
為
は
そ

の

内
規
上

正

当
で

は

あ

り

え

な
い

け

れ

ど
も

､

刑
法
上

は

依

然
と

し
て

正

当
行
為
の

範
囲
に

属
す
る

｡

そ

れ

は
い

わ

ゆ
る

社
交
上
の

儀
礼
に

属
す
る

程
度
の

行
為
と

し

て
､

犯
罪
と

は

認
め

ら

れ

な
い

も
の

だ

か

ら

で

あ

る
｡

こ

の

場
合

､

こ

の

行
為
を

違
法
性

阻
却
と

考
え

る
こ

と
に

よ
っ

て

説
明
す
る

の

が

従
来
の

例
で

あ

る
｡

し

か

し
､

そ

も

そ

も

そ

れ

は

法
文
に

い

わ

ゆ

る

｢

賄
賂
+

と
い

う
も
の

で

は

な

い

と

見
て

､

構
成

要
件
該
当
性
を

阻
却
す
る

も
の

で

あ

る

と
の

説
明
方
法

も

考
え

ら

れ

る
｡

ど

ち
ら
が

よ

い

か

は
､

こ

の

小

論
に

お

い

て

は

論
じ

な

い

が
､

い

ず
れ

に

し

て

も
､

犯

罪
の

成
立

は

否
定
さ

れ

る
｡

そ

う
し
て

､

そ

れ

ほ

適
法
行
為
の

範
囲
に

属
せ

ら

れ
.る

の

で

あ

る
｡

ほ

か

に

｢

放
任
行

為
+

と
い

う
こ

と

を

説
く

考
え

も

あ

る

か

と

思
う
が

､

そ
の

与
つ

な

第
三

の

概
念
は

無
用
で

あ
る

ば

か

り

で

な

く
､

か

り
に

そ

れ
を

考
え

て

も
､

不

増

鵬

せ
.

鵬

加

や

一

＼
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恥
､

朴

ヰ
.

恥

書

可
罰
で

あ

る

こ

と
に

お

い

て

変
わ

り

は

な
い

｡

同
様
の

例
は

一

時
の

娯
楽

に

供
す
る

物
を

賭
け
て

賭
博
を

行
な

う
場
合
に

つ

い

て

も
､

容
易
に

考
え

る
こ

と

が

で

き
る

｡

こ

の

よ

う
に

､

公

労
法
違
反
の

行
為
は

違
法
で

あ

り
､

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

適
用
を

受
け

え

な
い

も
の

で

は

あ

る

が
､

だ

か

ら

と
い

っ

て
､

た

だ

ち
に

刑
法
上

犯

罪
に

な

る

も
の

と
は

か

ぎ

ら

な
い

｡

し
か

も
､

も
し

筆
者
の

よ

う
に

超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
を

考
え

る

余
地
が

あ

る

と

の

見
解
を

と

る

な

ら

ば
､

刑
法
三

五

条
の

通
用
は

な

く
て

も
､

な
お

正

当
な

行
為
と

し

て

罰
せ

ら

れ

な
い

も
の

が

あ

る

と

言
い

や

す

く

な

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

右
条
項
に

当
た

ら

な

く

と

も
､

正

当
行
為
と

し
て

犯

罪

の

成
立
が

否
定
さ

れ

る

可
能
性
は

､

残
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

(

4
)

こ

こ

で

構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
と
い

う
も
の

を

も

う
一

度
引

き

あ
い

に

出
し
て

お
こ

う
｡

か

り
に

こ

の

説
の

よ

う
な

考
え
か

た

を

採
れ

ば
､

争
議
行
為
の

う
ち
の

或
る

も
の

は
､

刑
法
三

五

条
そ
の

他
の

違
法
性

阻
却
を

考
え

る

ま

で

も

な

く
､

構
成
要
件
に

該
当
し

な
い

点
を

有
す
る

と

見
ら
れ

る

こ

と
に

な

る
■〕

た

と
え

ば
､

単
純
な

不

就
労
を

手
段
と

す
る

争

議
を

考
え

て

み
る

が

い

い
｡

そ

れ

も

刑
法
上
の

意
味
で

業
務
主
体
の

業
務

を

妨
害
し

た
こ

と
に

な
る

と

見
て

よ
い

か

ど

う
か

は

大
い

に

問

題
で

あ

る
｡

労
働
者
の

単
純
な

不

就
労
で

も
､

見
よ

う
に

よ
っ

て

は
､

た

し
か

に

多
数
の

威
力
に

よ
っ

て

業
務
主
体
の

業
務
の

進
行
を

阻
止

す
る
こ

と
に

な

る

よ

う
に

見
え
る

｡

そ

う

見
れ

ば
､

そ

れ

も
い

ち
お

う
は

威
力
業
務
妨
害

罪
(

詔
紅
)

の

構
成
要
件
を

充

足
す
る

こ

と
に

な
る

(

こ

の

判

例
の

事

件
で

は
､

私

務
で

は

な

く

て

公

務
が

問

題
な
の

で

あ

る

か

ら
､

そ
こ

に

は
一

般

に

公

務
も

ま

た

同

条
の

保

護
す
る

｢

業
務
+

の

う

ち
に

含
ま

れ

る

か

と
い

･

ぅ
こ

と

も

論
議
の

的
に

な
る

わ

け

で

あ

る

が
､

筆

者
は

こ

の
一

般

問
題

に

(

2
〕

っ

き

肯

定

的
に

考
え

て

い

る

か

ら
､

そ

の

限

り
に

お

い

て
､

こ

れ

は

業
務

妨

害

罪
の

問
題
と

し

て

論

じ

て

も
､

少
し

も
さ

し
つ

か

え

な
い

こ

と
に

な

る
｡

)

が
､

反
対
に

､

そ

も

そ

も
､

単
純
な

不

就
労
は

刑
法
に

い

う

と

こ

ろ
の

業
務
妨
害
に

当
た

ら

な
い

と
の

解
釈
を

採
る

余
地

も

あ

る
｡

争
議
権

(

3
)

は

憲
法
上

保
障
さ

れ

て

い

る

も
の

で

も
あ

り
､

現
憲
法
成
立

以

前
に

お

い

･

て

さ

え
､

労
働
者
が

単
純
な

不

就
労
を
も
っ

で

経
営
者
に

対

抗
す
る

に

と

ど

ま
る

行
為
が

業
務
妨
害
罪
に

問
わ

れ

た

裁
判
例
は

伝
え

ら
れ

て

い

な
い

(

4
)

く
ら

い

で

あ

る

か

ら
､

い

わ

ゆ
る

単
純
な

不

就
労
は

､

た
と

え

そ

れ
が

集

団
的
に

行
な

わ

れ

よ

う
と

も
､

そ

れ

を

刑
法
上
に

お

い

て

経
営
者
の

｢

業

(

5
)

務
ヲ

妨
害
シ

タ
+

と
い

う
犯

罪
構
成

要
件
に

該
当
し

な
い

行
為
と

見
る

余

地

も

あ
る

｡

争
議
行
為
そ
の

も
の

を

す
べ

て

業
務
妨
害
罪
そ
の

他
刑
法
上

の

諸
罪
の

構
成
要
件
該
当
性
が

な
い

と

す
る

こ

と

が

で

き

な
い

の

は

言
う

ま
で

も

な
い

が
､

単
純
な

不

就
労
程
度
の

行
為
は

構
成
要
件
に

該
当
し

な

い

と
い

う
考
え

は
､

そ

う
無
下
に

斥
け

ら
れ

な
い

も
の

を

持
っ

て

い

る
｡

し
か

し
､

そ

れ

が

争
議
の

手
段
と

し
て

な
さ

れ

る

以

上
､

実
際
問
題
と

し

て

は
､

使
用
者
に

対

す
る

要
求
と

結
び

つ

い

て

い

る

で

あ

ろ

う
か

ら
､

そ

の

要
求
と
の

関
連
に

お
い

て

考
え
る

と

き
､

全
体

と

し
て

は

｢

単
純
な
+

(

6
)

と

言
い

切

れ

な
い

積
極
性
を

持
ち

､

作
為
犯

た

る

性
格
を

帯
び

て

く

る
｡

そ

う
な

れ

ば
､

｢

業
務
ヲ

妨
害
シ

タ
+

と
い

う
犯

罪
構
成
要
件
に

該
当

し

な
い

と

は

言
え

ま
い

｡

い

さ

さ
か

傍
論
に

は

い

り

す
ぎ

た
が

､

そ

れ

は

と

に

か

く

と

し
て

､

労

働
組
合
法

一

条
二

項
に

よ

る

違
法
性
阻
却
事
由
は

認
め

ら

れ

な

く

と

も
､

)

｢

り

た

と

え
ば

構
成
要
件
に

該
当
し

な
い

場
合
で

あ

る

な

ら

ば
､

や
は

り

犯

罪

舶
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は

成
立

し

な
い

と
い

う
法
理
そ

の

も
の

に
､

こ

こ

で

は

注
意
し

た

い
｡

こ

の

同
じ

論
理

を

も
っ

て

す
れ
ば

､

労
働
組
合
法

一

条
二

項
に

よ

る

違
法
性

阻
却
事
由
は

な

く
と

も
､

そ

れ

以

外
の

違
法
性
阻
却
事
由

-
筆
者
に

よ

れ

ば
､

そ
れ

は

｢

超
法
規
的

違
法
阻
却
事
由
+

で

あ

る

-
が

あ

る

場
合

も

あ

る

か

も

し

れ

な
い

､

し

た

が
っ

て
､

｢

労
働
者
の

利
益
の

た

め

に
+

と

い

う

旗
印
…

も

と
に

法
理
を

考
え

よ

う
と

す
る

の

な

ら
､

ま
さ

に
､

こ

の

一

角
に

お
い

て

聖
州

を

拡
大
す
べ

き

で

は

あ

る

ま
い

か
｡

構
成
要
件
非
該

当
諭
も

､

同
じ

ょ

う
な

意
味
で

､

研
究
の

余
地

の

あ

る
こ

と

だ

と

思
う
が

､

そ

れ
に

は
二

つ

の

難
点
が

あ

る
｡

一

つ

は
､

い

ま

指

摘
し

た

よ

う
に

､

｢

単
純
な
+

不

就
労
と
い

う
も
の

が

実

際
上

は

あ

ま

り

考
え

ら

れ

な
い

と

い

う
こ

と

で

あ

り
､

も

う
一

つ

は
､

構
成
要
件
非
該
当
と
い

う
議
論
は

濫

用
さ

れ

や

す
い

の

で
､

ル

ー

ス

に

用
い

る

と
､

た

と

え

被
告
人
の

利
益
の

た

め
に

そ

れ

を

用
い

よ

う
と

も
､

罪
刑
法
定
主
義
に

反
し

､

刑
事
司
法
の

弛
緩
を

招
く

危
険
が

あ

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

こ

れ

ら
の

点
を

警
戒
し

つ

つ

法
理
の

展
開
を
工

夫
す
る

道
は

､

ま

だ

残
っ

て

い

る

と

言
え

よ

う
｡

(

5
)

従
来

､

労
働
法
学
の

学
説
の

多
く

が

何
と
か

し
て

公
労
法
違
反

〔

7
)

の

争
議
行
為
に

も

労

働
組
合
法
｢

条
二

項
の

正

当
化
規
定
の

適
用
が

あ

る

と

主
張
し

ょ

う
と

し

て

き

た
の

は
､

も
と

も

と

労
働
者
の

争
議
囁
は

憲
法

の

保
障
す
る

基
本
権
で

あ

る

か

ら
､

容
易
に

制
限
で

き

る

も
の

で

な
い

と

の

根
本
精
神
か

ら

出
て

い

る

で

あ

ろ

う
｡

ま

た
I

L

O

条
約
の

精
神
と
の

調
和
と
い

う
こ

と

も

あ

る

か

ら
で

あ

ろ

う
｡

い

ず
れ

も

大
い

に

理

由
の

あ

る
こ

と
で

は

あ
る

が
､

他
面
に

は
､

と

か

く

労
働
運
動
の

節
度
が

守
ら

れ

(

8
)

な

い

た

め
､

こ

れ

も

や

む

を
え

な
い

必

要
な

制
限
で

あ
る

と
の

意
見
も

あ

っ

て
､

こ

れ

ま

た
一

面
の

現
実
を

正

視
す
る

も
の

た

る

こ

と

は

否
定
で

き

な

い
｡

こ

の

双

方
を

勘
案
す
る

と

き
､

前
説
の

正

当
化

事
由
を

見
い

だ

し

甜
一

手

た

い

と
の

熱
意
は

わ
か

る

が
､

そ

れ

を

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

適
用
が

あ
る

と
い

う
形
で

求
め

る

こ

と

は

無
理
で

あ

る
｡

も

し
､

そ
れ

を

求
め

る

こ

と
が

で

き

る

と

す
れ

ば
､

そ

れ

は

構
成
要
件
該
当
性
阻
却
か

､

ま
た

は

超
法
規
的
違
法
性
阻
却
か

に

論
拠
を

求
め

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

も
の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

こ

れ

ら
の

事
件
に

は
､

そ
の

意
味
で

の

阻
却
事
由
は

見
い

だ

せ

な
い

｡

し

か

も
､

そ
れ

が

見
い

だ

せ

な
い

と
い

う
こ

と
を

今
こ

こ

で

詳
論
す
る

必

要
は
.
あ

る

ま
い

｡

な
ん

と

な
れ

ば
､

す
で

に

こ

の

事
件
の

第

一

審
､

第
一

▲
衰
と

も
､

労
働
組
合
法
上
の

正

当

化
規
定
の

適
用
を

許
す
立

場
に

立
っ

て

い

る

に

か

か

わ

ら

ず
､

正

当

性
の

限
界
を

越
え

た

も
の

と

認

め

て

い

た

く

ら
い

､

具
体

的
事
案
の

行
為
は

明

白
に

違
法
な

も
の

で

あ

る

か

ら

で

あ

る
｡

三
日

を

も
っ

て

尽
く

せ

ば
､

暴
力
を

手
段
と

す
る

も
の

は

争
議
の

た

め

で

も

許
さ

れ

な
い

と

解
す
ぺ

き

だ

か

ら
で

あ
る

｡

(

6
)

こ

の

最
高
裁
判
所
の

判
例
に

関
し

て

は
､

な

お

若
干
の

事
項
が

学
者
の

論
議
に

の

ぼ
っ

て

い

る

け

れ

ど

も
､

以

上
に

論
じ
て

き

た
こ

と
に

比
べ

れ

ば
､

は
る

か

に

小

さ

い

問
題
で

あ
る

｡

こ

の

小

論
の

目

的
か

ら

言

っ

て

も
､

そ

れ

を

く

わ

し

く

論
ず
る
こ

と

は

避
け
る

が
､

つ

ぎ

に

簡
単
に

こ

れ

に

触
れ

て

だ

け

お

く
こ

と
に

す
る

｡

(

a

)

公

労
法

一

七

条
一

項
違
反
の

行
為
に

つ

い

て

は
､

違
反
者
た

る

職
員
の

解
雇
の

規

真
鯛

攣
)

が

あ
る

だ

け
で

､

こ

れ

を

罰
す
る

規
定

が

な
い

｡

こ

れ

を

理

由
と

し
て

､

エ

の

違
反
行
為
の

不

可
罰
性
を

主
張

す
る

見
解
が

多
い

が
､

不

当
で

あ

る
｡

刑
法
は

刑
法
の

定
め

る

構
成
要

件
を

充
足
す
る

違
法
有
責
の

行
為
に

対

し
て

は
､

例
外
な

く

通
用
さ

れ

る

も
の

で

あ

る

か

ら
､

公

労
法
そ

の

他
の

諸
法
令
に

お

い

て
､

刑
法
と

頼

僻

ヰ

ぺ

鵜
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牡

紳

●

如

幹

如

ヽ

重

複
し
て

罰
則
を

設
け

る
べ

き

も
の

で

は

な
い

｡

刑
法
で

は

蔽
い

つ

く

せ

な
い

特
別
罪
を

設
け

る

必

要
の

あ
る

と

き
に

だ

け
､

そ
の

法
令
に

罰

則
を

特
設
す
れ

ば

足
り

る
｡

そ
の

意
味
に

お

い

て
､

公
労
法
上

解
雇
に

関
す
る

規
定
だ

け

を

置
い

て

罰
則
を

設
け

な

か
っ

た
の

は
､

刑
法
の

適

用
を

予
定
し

た

も
の

と

言
う
べ

き

で

あ
っ

て
､

い

っ

さ
い

の

処
罰
を

排

除
す
る

趣
旨
と

解
す
べ

き
で

な
い

｡

(

b
)

公

労
法
三

条
に

｢

…

…
こ

の

法
律
に

定
め

な
い

も

の

に

つ

い

て

は
､

労
働
組
合
法

…
･
(

‥

･
:

･
第
七

条
第

一

号
但
書

､

第
八

条
お

よ

び

第
一

八

条
…

…

の

規
定
を

除
く

｡

)

の

定
め

る

う
主
に

よ
る

｡

+

と

定
め
ら

れ

て

い

て
､

そ
こ

に

は

八

条
(

い

わ

ゆ

る

民

事

免

責
)

の

除
外

が

あ

り

な

が

ら
､

一

条
二

項
(

刑

事
上
の

正

当

化
)

の

除
外
が

な

い

の

で
､

後
者
に

よ
る

正

当
化
は

公
労

法
違
反
の

行
為
に

も

及
ぶ

と

す
る

見

解
が

あ

り
､

こ

れ

ま

た

労
働
法
学
者
の

間
に

強
い

主

張
と

な
っ

て

い

る
｡

し
か

し
､

八

条
を

除
外

し
て

一

条
二

項
を

除
外
し

な

か
っ

た

理

由

に

つ

い

て
､

他
の

説
は

､

前
者
は

も
っ

ば

ら

争
議
だ

け

に

関
す
る

規
定

で

あ
る

か

ら
､

そ
の

争
議
そ
の

も
の

の

禁
止

さ

れ
て

し

ま
っ

た

公

共

企

業
体

等
に

つ

い

て

適
用
の

余
地
が

な
い

の

で

除
外
し

た
が

､

後
者
は

単

に

争
議
だ

け

に

つ

い

て

の

規
定
で

は

な

く
､

広
く

労
働
組
合
の

目

的
達

成
行
為
の

す
ぺ

て

に

及
ぶ

も
の

で

あ

る

か

ら
､

そ
の

争
議
外
の

行
為
に

っ

い

て

は
､

適
用
の

余
地

が

残
っ

て

い

る
の

で
､

除
外
す
る

わ

け
に

い

(

9
)

か

な

か
っ

た
の

だ

と

説
明
し

て

い

る
｡

も

と

も

と
､

あ

ま

り

う
ま
い

立

法
と

は

思
わ

な
い

が
､

こ

う

説
明

す
れ

ば
､

説
明
が

つ

か

な
い

も
の

で

は

な
い

｡

さ

ら

に

加
う
る

に
､

刑
事
正

当
化
の

規
定
は

適
用
を

除
外
さ

れ

て

は

い

な
い

が
､

そ

れ
が

公
共
企
業
体
お

よ

び

国
営
企
業
の

職
員
に

一
関
す
る

労
働
組
合
に

適
用
が

あ

る

の

は
､

公

労
法
三

条
の

明

文
上

あ

き

ら

か

な

よ

う
に

､

｢

こ

の

法
律
に

定
の

な
い

も
の

に

つ

い

て
+

だ

け

で

ぁ

る

か

ら
､

争
議
行
為
の

全
面
的

禁
止

と

い

う

特

別
の

規

定
(

㌔
)

が

｢

こ

の

法
律
+

に

あ

る

以

上
､

争
議
に

関
す
る

か

ぎ

り
､

労
働
組
合

法
一

条
二

項
の

正

当
化
の

規
定
が

公

労
法
違
反
の

争
議
行
為
に

対

し
て

適
用
す
べ

き

余
地

の

な
い

こ

と

は

自
明
で

あ

る

と

言
う
べ

き
で

あ

る
｡

(

C

)

立

法
の

変
遷
に

と

も

な
い

罰
則
の

消
失
す
る

に

い

た
っ

た
こ

と
が

問
題
に

な
っ

て

い

る
｡

形
式
論
的
に

は
､

こ

れ

は

相
反
す
る

二

つ

の

方
向
へ

の

解
釈
を

可
能
に

す
る

よ

う
に

見
え
る

｢

)

特
別
法
の

罰
則
の

廃
止

は
､

全
く

罰
し

な
い

趣
旨
を

あ

ら

わ

す
と
い

う

考
え

か

た

と
､

一

般
法
た
る

刑
法
の

罰
則
の

発

動
に

ま
か

せ

る

趣
旨
だ

と

解
す
る

考
え
か

た

と
が

そ

れ

で

あ

る
■｡

そ

れ

は

立

法
の

背
景
と

た
っ

て

い

る

思
想
な
り

社
会
状
勢
な
り

に

も

関
係
の

あ
る

こ

と
で

､

そ

れ

ぞ

れ
の

立
場
に

よ
っ

て
､

そ
の

立

場
に

有
利
な

よ

う
に

解
釈
す
る

か

に

見
え
る

が
､

刑
法
も

特
別
法
も

憲
法
の

下
位
に

立

つ

対

等
の

法
律
で

あ
る

か

ら
､

ど

ち

ら

が

優
先

す
る

と
い

う
こ

と
は

な

い
､

)

後
法
は

前
法
を

廃
止

し
､

特
別
法
は

一

般
法
に

ま
さ

る

の

原
則
に

従
う

よ

り

ほ
か

は

な
い

の

で

あ

る
｡

特
別

法
た
る

公

労
法
の

前
身
に

罰
則
が

あ
っ

た
の

が

公

労
法
に

受
け

継
が

れ

て

廃
止
さ

れ

た

と

き

に

は
､

他
に

特
段
の

理

由
が

な
い

か

ぎ

り
､

一

般

(

1 0
)

法
た

る

刑
法
が

作

用
す
る
よ

う
に

な
っ

た

と

考
え
ざ

る

を

え

な
い

｡

五

結

語

言
お

う
と

す
る

と
こ

ろ

を

要

約
す
れ

ば
､

こ

う
で

あ

る
｡

】7

労

働
組
合
法

一

条
二

項
は

｢

刑
事
免
責
+

の

規
定
で

あ

る

と

通
称
さ

れ

舶
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て

い

る

が
､

た

と

え

便
宜

的
呼
称
と

し
て

で

も
､

ま

ち

が
っ

て

い

る
｡

そ

れ

は

刑
事
上
の

｢

正

当
化
+

を

規
定
し

た

も
の

で

あ

る
｡

現
行
法
の

体
系

か

ら
い

う
と

､

そ

れ

は

違
法
性
阻
却
事
由
を

規
定
し
た

も

の

で

あ

る

が
､

労
働
組
合
の

目
的
達
成
の

た

め

に

す
る

行
為
は

､

一

定
の

限
界
内
に

あ
る

か

ぎ

り
､

ほ
ん

ら
い

正

当
な

も
の

で

あ
っ

て
､

同
条
項
の

設
置
を

待
つ

ま

で

も

な

く

罰
す
べ

か

ら
ざ

る

も
の

で

あ

る
｡

そ
の

こ

と

は

刑
法
理

論
と

し

て

は

超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
と

し

て

理

解
す
る

の

が

正

し

い

の

で

あ

る

が
､

刑
法
学
上
の

通
説
は

刑
法
三

五

条
の

拡
張
解
釈
と
い

う
形
式
を

も

っ

て

説
明

し
て

い

る
｡

そ
の

た

め
､

立

法
者
は

通

説
に

従
っ

て

こ

の

正

当

化
を

法
文
上

に

表
現
し

よ

う
と

し
て

同
条
項
は

｢

刑
法
第
三

五

条
の

…
･

通
用
が

あ

る

も

の

と

す
る

｡

+

と
い

う
立
言
を

し
た
の

で

あ

る
｡

こ

こ

に

解
釈
上
の

混
乱
を

招
く

主
要
な

要
因
が

か

も

し

出
さ

れ

て

い

た
｡

そ

れ

は
､

労
働
組
合
法

一

条
二

項
が

な

け
れ

ば
､

そ

の

目
的
達
成
行
為
は

当
然

に

違
法
で

あ

り
､

可
罰
的
で

あ

る

か
の

よ

う
な

外
観
を

呈

す
る

に

い

た

ら

し

め

た
こ

と

で

あ

る
｡

し

か

し
､

同
条
項
は

単
に

注
意
的
な

規
定
で

あ
る

に

す
ぎ

な
い

｡

そ

の

規
定
の

存
否
に

か

か

わ

ら

ず
､

｢

正

当
な

も

の
+

は

違
法

性
が

な
い

の

で

あ

り
､

罰
す
る

こ

と

は
で

き

な
い

の

で

あ

る
｡

最
近

､

公

共
企
業
体
等
労
働
関
係
法

一

七

条
一

項
の

争
議
禁
止
の

規
定

に

違
反
し
て

争
議
を

行
な

っ

た

職
員
の

刑
事

責
任
に

つ

い

て
､

最
高
裁
判

所
は

そ
の

よ

う
な

違
法
な

争
議
行
為
に

対

し
て

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

正

当
化
規
定
の

適
用
を

否
定
す
べ

き
こ

と

を

判
例
と

し
て

示
し

た
が

､

そ

こ

で

問
題
と

さ

れ

た
二

つ

の

事
件
は

､

い

ず
れ

も
､

か

り
に

同
条
項
の

適

用
を

受
け
る

と

し
て

も

同
条
項
に

い

う
と
こ

ろ
の

｢

正

当
な

も
の

+

と

い

う

要
件
に

お
い

て

欠
け

る

と
こ

ろ
が

あ

る

も
の

で

あ
る

た

め
､

下
絨
審
で

は

同
条
項
を

適
用
し

た

上
で

､

し

か
､
も

正

当
で

は

な
い

と

し
て

有
罪
祝
し

淵J
T

た
の

に

対

し
､

上

告
審
で

は
､

は

じ
め

か

ら

同
条
項
の

通
用
が

な

い

と

し

て

有
罪
と

し

た
の

で

あ
る

｡

卑
見
に

よ

れ

ば
､

公

労
法
上

達
法
と

さ

れ

る

争
議
を

労
働
組
合
法
上

は

｢

正

当
な

も
の
+

と

す
る

と
い

う
の

は
､

法
体

系
の

整
合
を

欠
く
こ

と

に

な
る

か

ら
､

公
労
法
違
反
の

争
議
は

労
働
組
合

法
上

も

労
働
組
合
の

目

的
達
成
行
為
と

し
て

｢

正

当
な

も
の
+

と

は

見
ら

れ

な
い

と

す
る

の

が

正

し
い

｡

そ
の

か

ぎ

り
に

お

い

て
､

こ

の

違
反
行
為

に

労
働
組
合
法

一

条
二

項
の

適

用
が

な
い

と

す
る

判
旨
は

正

当
で

あ

る
｡

し

か

し
､

そ
れ

で

は
､

そ

の

違
反
行
為
は

犯

罪
に

な
る

の

か

と
い

う
と

､

か

な

ら

ず
し

も

そ

う
で

は

な
い

｡

刑
法
各
本
条
の

構
成
要
件
に

照
ら

し
て

構
成

要
件
該
当
性
の

有
無
が

検
討
さ

れ

る
べ

き

は

も

ち

ろ
ん

で

あ

る

し
､

そ

の

場
合
に

争
議
行
為
の

是
認
と

い

う

現

代
社
会
に

お

け
る

良
識
か

ら
､

そ

の

該
当
性
が

論
定
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

)

そ

う
し
て

､

さ

ら

に
､

そ

の
一

般
原
理
に

従
い

､

超
法
規
的
違
法
性
阻
却
事
由
の

有
無
を

論
ず
る

余
地

の

あ

る
こ

と

も

看
過
し
て

は

な
ら

な

い
｡

自
余
の

諸
論
点
に

つ

い

て

は
､

こ

こ

に

繰
り

返
さ

な
い

こ

と
に

す
る

が
､

要
す
る
に

､

形
式
上
い

ち

お

う
の

問
題
に

は

な

る

が
､

結
局

､

判
旨
の

致
命
的
欠
陥
を

指
摘
す
る

に

足
る

も
の

で

は

な
い

｡

(

1
)

植
松
正
｢

刑

法

概

論
+

Ⅰ

昭

和
三

七

年
版

一

七

四
ペ

ー

ジ

以
′

下
｡

初

版
三

一

年
以

前
の

著

述
に

お

い

て

も
主

張
し

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

(

2
)

植
冶
正

｢

刑

法
概

論
+

Ⅱ

昭

和
三

七

年
版
三

一

三

ぺ

1

ジ
｡

(

3
)

｢

日

本

労
働
協

会
雄

誌
+

五

〇

号

(

一
九

六

三

年
)

所

載
の

｢

公

金

体

争

議

新

判

例
を

め

ぐ
っ

て
+

座
談

会

記

事
二

九
ペ

ー

ジ

以

峨

噸

や
㈹

磯

収
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4β9

←

紆

#
.
紬

浄

恥

下
に

お

け

る

吾

妻
光

俊

発
一言
は
こ

の

点
を

強

調
し

て

い

る
｡

(

4
)

こ

の

点

を

強

調

す
る

の

は
､

同
上

座

談

会

記

事
三

て
ヘ

ー

ジ

に

お

け
る

藤
木
英

雄

発

言
で

あ
る

｡

(

5
)

同
上

座

談

会

記

事
三

〇
ペ

ー

ジ

に

お

け

る

吾

妻
発

言
が

｢

歴
史

的
に

い

え

ば
､

争
議
行

為
の

概
念
に

不

当
に

業

務

妨

害
と

い

う

刑
法

上

の

構
成

要
素
に

拡

大
し

て

適
用

し

て

き

た
｡

+

と

し
て

い

る

の

は
､

刑
染
学

的

に

は

ま
さ

に

構

成

要

件
該
当

性
が

な
い

と

い

う
こ

と

を

主

張
す
る

趣
旨
と

受

け

取
れ

る
｡

(

6
)

荘

子

邦
雄

｢

労
働
刑

法
+

一

九

五

九

年

版
三

九
ペ

ー

ジ
｡

そ
こ

に

は
こ

の

点
に

関

す
る

内

外

諸

家
の

見

解
や

名

古

屋
地

方
裁

判

所
の

判

例
の

引

用

が

あ
る

｡

(

7
)

｢

刑

事

免
責
+

と
い

う

表

現
の

誤
っ

て

い

る

こ

と

は
､

さ

き
に

指
摘
し
た

｡

こ

れ

に

代
え

て

簡

明

な

表

現
を

用
い

る

と

す
れ

ば
､

こ

こ

に

用
い

た

よ

う
に

｢

正

当

化
+

と

言

う
ぺ

き

で

あ

ろ

う
｡

(

8
)

慶
谷

淑

夫
､

公

労
法

違

反
の

争
議

行

為
の

刑

事

責

任
に

つ

い

て

(

ジ

ュ

リ

ス

ト

二

七

三

号
､

一

九

六
三

年
､

一

七
ペ

ー

ジ
)

｡

な

お
､

同

旨
の

意
見
と

し

て
､

千

種

達
夫

判

事
が

最
高

裁

判

所
の

前
記

判

決

直

後
の

朝
日

新

聞

耗
上

に

発

表

し

た

も
の

が

あ
る

｡

(

9
)

神
山

欣

治
､

前

掲
座

談

会

記

事
二

八
ぺ

ー

ジ
｡

(

1 0
)

こ

の

点
は

神
山

説
(

前

岡
三

三

ペ

ー

ジ
)

に

賛
成

す

る
｡

な
お

､

こ

の

判

例
に

つ

い

て

の

神

山

評

は

｢

法

律
の

び

ろ

ば
+

一

九

六
三

年

五

月

号
に

く

わ

し

く

出
て

い

る
｡

こ

の

判
決

は

検

察

官
の

上

告
論
旨

を

だ
い

た
い

全

面

的
に

容
れ

た
も

の

で

あ

る

が
､

そ

れ

ほ

明

快
な

神

山
理

論
に

従
っ

た

も
の

に

ほ

か

な

ら
な

い

｡

〔

附
記

〕

こ

の
一

文

は

夏
季
休
暇

中

避
暑

先
で

執
筆
し

た

た
め

､

文
献

参

照
に

困

難

な

事
情
が

あ
り

､

そ

れ

を

緻

密
に

論

ず
る

こ

と

は

で

き

な

か

っ

た
｡

た

だ

蓼
沼

謙
一

､
教

授
が

外

遊
直
前
の

忙
し
い

な

か

で

送

っ

て

く

れ

た

お

か

げ
で

､

上

記

数
篇
を

参
看
す
る

こ

と

が

で

き

た
の

で

あ

る
｡

(

一

九

六
三

･

八
･

一

〇
)

(

二
億
大

学

教

授
)




