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少
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ム

ー

▲

r

-

と

し
つ

つ
､

制
度
の

目

標
を

ど
こ

に

置
く
か

､

と
い

う
制
度
の

基

本

的
な

構
造
と

の

関
連
な

し

に
､

こ

の

間
題
に

つ

い

て

の

決
定

的

な

解
答
を

輿
え
る

こ

と

は

不

可

能
で

あ
る

と
い

わ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

｡

そ

し

て
､

こ

の

制
度
が

ア

メ

リ

カ

に

生

ま
れ

た

こ

と
を

考

慮
に

入
れ

る

場
合
に

､

母

法
の

政

策
的
企
国
を

探
究
す
る

こ

と
が

､

不

可
軟
の

準
備
工

作
と

も
い

え

る
｡

だ

が
､

ア

メ

リ
ー
ヵ

法
の

徹
底

的
検
討
に

な

お
､

準
備
不

足
で

あ

る

こ

と

は
､

前
述

し

た

と

う

り

で

あ

り
､

従
っ

て
､

こ

こ

で

は
､

不

嘗
螢
働
行
為
制
度
賓
教
化
の

主

張
が

､

ゼ
の

よ

う
な

動
機
か

ら
､

ま

た
､

ど
の

よ

う
な

構
想
の

下
に

行
わ

れ

て

い

る

か

を

概
観
し

､

こ

れ

を
､

不

嘗
労
働
行
為
制

度
の

目

的
と

､

日

本
の

努
使
関
係
の

賓
偲
と
の

両
面
か

ら

検
討
す

る
､

■
と
い

う

程

度
に

止

め

ざ
る

を

得
な
い

｡

-

茸
激
化
論
の

動
機
と

構
想

一

賓
教
化
の

主

張
の

動
機

不

嘗
努
働
行

為
制
度
を

努
組

法
に

と

り

入
れ

た

昭

和
二

四

年
以

降
､

制
度
運
用
の

経
験
が

啓
績

さ

れ

る

に

つ

れ

て
､

不

嘗
努
働
行
為
制

度
算
数
化
の

問
題
が

提
起

さ

れ
､

か

つ
､

特
に

､

制
度
の

運

用
を

塘
嘗
す
る

労

働
委

員
合
の

側
か

ら
､

毎

年
の

よ

う
に

こ

れ

を

め

ぐ

る

改
善
策
が

提
案
さ

れ

て

い
.
る

の

で

あ

る
｡

そ
の

動
機
ほ

､

こ

の

制
度
に

ょ

る

努
働
組
合
な

い

し

取

合

員
に

対

す
る

救
済
が

､

地

労
委
↓

中

努
委
1

裁
判
所

(

地

裁
↓

高
裁
↓

最
高

裁
)

の

段
階
で

､

多
く
の

日

時
を

経
て

は

じ

め
て

賓
現
さ

れ

る

た

め
に

､

そ

の

賓
を

挙
げ

得
な
い

と
い

う

軍

純
な

事
茸
に

基
く
の

で

あ

る
｡

U

救
済
に

長
期
間
を

要
す
る

こ

と
の

弊

害
を

､

各
種
の

不

嘗

努
働
行

為
に

つ

い

て
､

類
型

的
に

示

す
な

ら

ば

a

不

利
益

待
遇

不

利
益

待
遇

､

例
え

ば
､

正

常
な

組
合

活
動
を

理

由
と

す
る

解
雇
に

つ

い

て

云

え

ば
､

労
働
委
員
禽
の

命

令
は

､

復
職

並
び

に

賃
金
の

瀾

及
排
を

内

容
と

す
る

こ

と

と

な
る

が
､

こ

の

命
令
の

確
定
に

長
期
間
を

要
す

る

こ

と

は
､

解
雇
に

よ

る

生

活
難
の

た

め
に

､

労
働
者
側
が

､

不

本
意
に

､

金

銀
の

支

給

を

條
件
と

す
る

和
解
の

や

む

な
き

に

至

る
､

と

い

う

結

果
を

招

き
､

制
度
の

本
来
の

運

用
が

妨
げ

ら
れ

る

こ

と

と

な

る
｡

b

国

交
拒

否

使
用

者
側
の

圃

交
担
香
に

つ

い

て

は
､

期
･

問
の

経
過
は

､

更
に

致

命
的
な

影
響
を

持
つ

｡

即
ち

､

国

交
は

､

あ

る

具

髄
的
な

日

時
に

お

い

て

か
､

少
な

く

と

も
､

争
議
時
等

一

定

期
間
の

範
囲

内
に

お

い

て

の

み

意
味
を

持
つ

も
の

で

あ

る

か

ら
､

そ

の

時
期
に

遅
れ

た

命
令
の

確
定

は
､

殆
ん

ど

無
意
味
で

あ

る
｡

e

支
配

･

介
入

支
配
･

介
入

に

つ

い

て

は
､

例
え
ば

､

使
用

者
の

支
配

･

介
入
が

逐
次
行
わ

れ

て
､

螢
働
組
合
の

組
織
が

ガ

レ

ト
一

軒
れ

〔

r
■F

′

㌧

㌢
h
`

一

計

ト

㌢
ト
一

己
L
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･
崩

壊
し

ょ
>

}

と

し
て

い

る
.
よ

う
な

事

情
を

考
え
る

と
､

労
働
委
員

含
の

救
済
命
令
が

､

努
働
風
合
の

崩
壊
し
た

後
に

至
っ

て
､

確
定

し

て

見
て

も
､

そ

れ

が
､

本
来
の

意
味
の

原
状
同

復
を

意

味
し

な

い

こ

と

は
､

い

う
ま
で

も

な
い

｡

〔

∽

命
令
が

確
定
す
る

こ

と
､

即
ち

罰
則
の

強
制
力

を

費

接
す

る

の

に
､

極
め
て

多
く
の

日

時
を

必

要
と

す
る

こ

と
が

､

各
種
の

弊
害
を

伴
い

､

場
合
に

よ
っ

て

は
､

制

度
本

来
の

機
能
を

失
わ

し

め
る

､

と
い

う

鮎
が

､

茸
教
化

論
の

よ

り

ど
こ

ろ

と

な
る

｡

従
っ

て
､

後
に

述
べ

る

よ

う
な

､

命
令
確
定
の

迅
速

化
の

諸
方

策
が

､

そ

の

封
策
と
し

て

構
想

さ

れ

る

こ

と
に

な
る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

諸
方

策
の

具
健
的
内

容
に

立

入
る

ま

で

も

な

く
想

定
す
る

こ

と
の

で

き

る
､

賓
教
化

論
の

問
題
鮎
と
し

て
､

あ

ら

か

じ

め
､

左
の

二

鮎
に

注
意
を

求
め
て

置
く

必

要
が

あ

ろ

う
｡

a

救
済
の

迅
速

性
の

要
求
と

封
立

す
る

も
の

と

し
て

､

不

雷

努
働
行
為
の

存
香
の

正

確
な

認
定
の

必

要
性
を

挙
げ

る

こ

と
が

で

き

る
｡

も

ち

ろ

ん
､

こ

の

種
の

封
立

は
､

お

よ

そ

判
定
的
な

機
能
に

内

在
す
る

も
の

で

あ

り
､

裁
判
に

お

い

て

常
に

問
題
と

さ

れ

て

い

る

こ

と
が

ら
で

あ
る

｡

そ

し

て
､

現

賓
に

率
い

て

は
､

常
に

或
程
度

の

妥

協
が

困

ら
れ

て

い

る

し
､

ま

た
､

困

ら

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
｡

そ

し

て

そ

の

妥

協
は

､

こ

の

二

つ

の

要
請
を

共
に

､

耐
え

難

い

程
度
に

は

苦
心

な
い

､

と
い

う
限

度
に

お

い

て
､

そ

の

安
富
性

β

を

保
障
す
る

こ

と

が

で

き
る

α

従
っ

て
. ､

不

嘗
労
働
行
為
制
度
に

お

け
る

､

救
済
の

箕
教
化
に

向
っ

て

の

具
偲
的
諸
方

策
は

､

こ

の

基
準
に

従
っ

て
､

そ

の

債
値
を

測
定
さ

る
べ

き
こ

と

に

な

る
｡

b

右
は

､

算
数
化
論
の

い

わ

ば

内

面

的

な

問

題

鮎
で

あ

る

が
､

第
二

に
､

わ

れ

わ
れ

は
､

算
数
化

論
が

､

法
億
制
度
の

強
制

力
を

媒
介
と

し
て

､

努
働
運

動
の

保
護
助

成
を

強
化
し
ょ

う
と
い

■

ぅ
態
度
を

と
っ

て

い

る

こ

と

と
の

関
係
で

､

法
律
制
度
に

よ

る

努

■

働
運
動
の

助

成
に

な
ん

ら

か

の

限

界
が

存
す
る

か

香
か

を

吟
味
す

べ

き
こ

と

と

な
る

｡

そ

し

て
､

そ
こ

に

な
ん

ら
か

の

限

界
が

あ

る

と

慣
足
す
る

と
､

こ

の

限

界
を

無
成
す
る

資
教
化

論
ほ

､

立

法
政

策
と
し

て

採
用

で

き

な
い

こ

と
に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

二

音
数
化

論
の

方

策

算
数
化

論
は

､

一

部
の

学
者
に

よ
′

っ

て

既
に

と

り

上

げ

ら
れ

て

は

い

る

が
､

な
お

､

掘
り

下

げ

た

研

究
を

見
る

に

至
っ

て

い

な
い

｡

そ

し

て
､

こ

の

論
議
は

､

主
と

し

て
､

努
働
委
員
含

､

特
に

そ
の

労
働
側
委
員
が

､

労
働
委
員
合
の

運

営
の

茸
際
に

即
し
て

展
開
し

て

い

る
｡

従
っ

て
､

そ
の

主

張
の

多
く
は

､

必

ら

ず
し

も

腔
系
的
な

も
の

と

は

い

い

難
く

､

特
に

､

救
済
命
令
が

強
制
力

を

持
つ

に

至

る

段
階
ま

で

の

時
間
的
間
隔
を

短

縮
し

ょ

う

と

す
る

目

的
か

ら
､

不

嘗
努

働
行
為
制
度
の

運
用

面

J
､

七
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の

中
､

こ

の

目

的
に

関
連
す
る

制
度
な
い

し

手

凍
を

個
別

的
に

捉

え
て

､

時
間
短

縮
の

方

策
を

考
慮
す
る

と
い

う
態
度
が

抹
用
さ

れ

て

い

る
｡

い

ま
､

従
来
の

算
数
化

論
の

中
､

特
に

､

注

目

す
べ

き

も
の

を

指
摘
し
ょ

う
と

す
る

な

ら

ば
､

左
の

諸
鮎
を

と

り

あ

げ

る

こ

と
が

で

き
る

｡

り

最
も

端
的
な

方

策
と

し

て

主

張
さ

れ

る

の

が
､

い

わ

ゆ

る

課
罰
主

義
の

採
用
で

あ

る
｡

労
働
組
合
法
に

即
し
て

云

え

ば
､

昭

和
二

四

年
の

改
正

前
の

蕾
労
組
法

第
一

一

俵
に

復
辟
し

､

労

働
委

員
合
の

虞
罰
請
求
を

條
件
と

し

て
､

不

嘗
労
働
行
為
を

行
っ

た

使

用
者
に

封
し
て

､

直

接
こ

れ

を

虞
罰
す
る

方

式
で

あ

る
｡

も
っ

と

も
､

こ

の

鮎
に

つ

い

て

は
､

現
行

法
の

ア

メ

リ

カ

式

原
状
回

復
主

義
を

廃
し
て

､

奮
法
に

完
全

に

復
辟
す
る

と

い

う
主

張
と

並

ん

で
､

課
罰
主

義
を

原
状
回

復
主

義
と

併
用
す
べ

し

と
の

立

場
も

見

ら

れ

る
｡

こ

の

中
前
者
は

､

不

嘗
努
働
行
為
に

封
す
る

漁
防
に

主

眼
を

置
き

､

後
者
は
こ

れ

を

加
味
す
る

と
い

う
立

場
で

あ

る
｡

榊
第
二

が
､

現

行
法
の

審
級
制
度
を

改

革
し
て

､

い

ず
れ

か

の

段
階
を

省

略
し

ょ

う
と

す
る

主

張
で

あ

る
｡

a

努
働
委
員
合
の

段
階
を

省
略
し

て
､

地

労
委
(

又
は

中

労

委
)

の
一

審
制
度
を

採
用
す
べ

し

と
の

立

場
が

主
張
さ

れ

て

い

る
｡

も

裁
判
所
の

段
階
を

省
略
し

て
､

労
働
委
員
合
に

封
す
る

行

政

訴
訟
を

､

直

ち
に

高
裁
に

提
起
す
る

制
度
に

改
め

る

と
い

う
主

張
が

あ

る
｡

川

第
三

が
､

労
働
委
員
合
の

命
令
の

強
制
力
を

(

現

行

法
で

は
､

裁
判
所
の

緊
急
命
令
が

出
さ

れ

た

場
合
と

､

命
令
の

終
局

的

確
定

と
の

二

つ

の

場
合
に

､

強
制
力
が

生

ず
る

が
)

な
る
べ

く

早

期
に

螢

動
せ

し

め
よ

う
と

す
る

立

場
で

あ
っ

て
､

一

例
を

挙
げ

れ

ば
､

事
件
が

中

労
委
の

審
査

に

か

か

っ

た

段
階
で

､

緊
急
命
令
の

蜃

動
を

求
め
る

､

と
い

う
立

場
も

見
ら

れ

る
｡

以

上
の

三

つ

は
､

む
し

ろ
､

例
示

的
に

掲
げ
た

も

の

で

あ
っ

て
､

賓
教
化

論
の

す
ぺ

て

を

網
羅
し

た

も
の

で

は

な
い

｡

し
か

し
､

以

上
の

三

つ

の

ポ

イ
ン

ト

は
､

そ

の

相
互
の

関
係
で

､

密
接
に

関
連

す

る

の

で

あ
る

｡

例
え
ば

､

課
罰
主

義
一

本
で

行
く

場
合
に

は
､

審
級

問
題
な
い

し

命
令
の

強
制
力
の

問
題
は

､

考
慮
の

外
に

置
か

れ

る

こ

と

に

な

る
｡

ま
た

､

中
労
委
の

段
階
で

緊
急
命
令
の

蜃

動

を

求
め

る

と
い

う
見

解
が

現

行
の

二

審
制
度
の

上
に

立
っ

て

い

る

こ

と
は

､

い

う
ま
で

も

な
い

｡

三

さ

て
､

わ

れ

わ
れ

は
､

一

で

賓
教
化

論
の

動
機
を

窺
い

､

二

で

茸
敦
任
論
の

内
容
な
い

し

構
想
を

吟
味
し

た

の

で

あ
る

が
､

こ

こ

で

つ
.
ぎ
の

二

つ

の

問
題
鮎
に

再
度
注
意

を

求
め
て

置
く

必

要

が

あ

ろ

う
｡

j 9
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い
賓
教
化

論
が

､

審
理
の

迅
速
化

と
い

う
見
地
の

下
に

､

さ

ま

ざ

ま
の

提
案
を

行
う

傷
合
に

つ

い

て

は
､

前
に

も

指
摘
し

た

よ

う

な
､

事
件
の

正

確
な

把

握
と

い

う
要
請
と
の

間
に

､

一

種
の

摩
擦

を
生

ず
る

こ

と

を

注
意

し

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

■

脚

つ

ぎ
に

､

特
に

課
罰
主

義
の

主
張
に

封
し
て

は
､

課
罰
主

義
は

､

圃

柘
植
の

侵
害
を

犯

罪
現
す
ぺ

し

と
い

う
理

論
上

の

立

場

と
､

課
罰
主
義
の

漁
防
的
効
果
を

重

税

す
る

賓
際

論
と
の

両

面
か

ら

主

張
さ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

が
､

強
制
力
と
い

う
鮎
で

最
も

強

力
な

庭
罰
に

よ
っ

て

制
度
の

賓
教
化
を

塘
保
し
ょ

う
と

す
る

立

場

は
､

か

か

る

強
制
が

果
し

て

望
ま

し
い

も
の

か
､

特
に

､

そ

の

運

用
上

､

果
し
て

､

制
度
の

趣
旨
を

清
か

す
こ

と
に

な
る

か

ど

う
か

と
い

う

賓
際
上
の

見
地

と
､

そ

も
そ

も

不

官
費
働
行
為
制
度
の

趣

旨
を

､

罰
則
に

よ

る

強

制
と
い

う
形
で

の

法
の

規
制
そ

の

も
の

の

限

界
と
の

関
係
で

､

い

か

に

理

解
す

る

か

と
い

う
理

論
上

の

問
題

と

が

考
慮
さ

る
ぺ

き
こ

と
に

な
る

｡

本
稿
は

､

従
っ

て
､

右
の

二

つ

の

論
鮎
に

分
け

て
､

資
教
化

論

を

検
討
し

ょ

う
と

す
る

の

で

あ

る

が
､

私
の

一

定
の

結
論
を

示

し

な

が

ら
､

賓
教
化

論
の

妥

嘗
性
を

批

判
す
る

よ

り

は
､

賓
教
化

論

に

ま
つ

わ

る

問
題

鮎
を

と

り

出
す
と

い

う

態

度
で

論
じ

て

見
た

い
｡

前
述
の

よ

う
に

､

賓
教
化

論
は

､

む

し

ろ

現

行
制
度
の

連
用

上
の

難
鮎

､

特
に

命
令
が

強
制
力

を

得
る

ま
で

に
､

永
い

年
月

を

必

要
と

す
る

､

と
い

う
賓
際
問
題
に

端
を

餐
す
る

意
見
と

し
て

提

供
さ

れ

て

い

る

に

止

ま

り
､

必

ら

ず
し

も
､

慣
系
的
な

理

論
と

し

て

主
張
さ

れ

て

い

な
い

の

で

あ
る

か

ら
､

現
在
の

段
階
で

は
､

心

し

ろ

問
題
鮎
を

指
摘
し
て

､

餞
系
的
考

察
へ

の

準

備
を

と

と

の
.
え

る

こ

と

が
､

重

要
だ

と

考
え

ら
れ

る

か

ら
で

あ
る

｡

二

不

嘗
努
働
行

為
の

運
用
に

お

け
る

迅
速

と

正

確

儲
に

も

述
べ

た

よ

う
に

､

裁
判
を

は

じ

め
､

す
べ

て

事
貿
の

認

定
を

基
礎
と

し

て

こ

れ

に

法
律
的
な

判
断
を

下

す
と
い

う

判
定
に

お

い

て
､

迅
速
性
と

正

確
性
と

は
､

封
立

す
る

二

つ

の

要
請
で

あ

る
｡

そ

し
て

､

不

嘗
労
働
行

為
制
度
に

お

け
る

努
働
委
員
合
の

機

能
に

つ

い

そ

も
､

こ

の

封
立

す
る

要
請
を

い

か

に

調

節
す
る

か

が

基
本

的
な

問
題
と

な

る
｡

･
し

か

も
､

不

嘗
労
働
行

儀
事
件
に

お

い

て

は
､

事
件
の

本
質
が

､

時
々

刻
々

流
動
す
る

囲

倍
的
な

関
係
で

あ

り
､

時
の

経
過
が

後
に

回
復
で

き

な
い

ま
で

の

決
定

的
影

響
を

持
つ

と
こ

ろ

か

々

特
に

迅
速

性
の

要
請
が

強
く

､

こ

こ

に

迅
速

性
と
正

確
と

の

二

つ

の

要
請
の

調
和
が

､

と

り

わ

け
､

問
題
と

な

る

こ

と

ほ
､

い

う
ま

で

も

な
い

｡
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し
か

し
､

手
績
の

遅
延
の

原
因
は

､

資
は

､

極
め

て

多
様
で

あ

る
｡

言
葉
を

か

え

て

云

え

ば
､

事
賓
の

認
定
を

基
礎
と

し

て
､

法
■

律
的
判
断
を

下

す
場
合
に

､

法
律
的
判

断
が

個
人
の

樺
利
義
務
に

作
用
す
る

だ

け
に

､

正

確
な

事
茸
認
定
の

要
請
を

生
じ

､

そ

れ

に

ょ
っ

て
､

手
横
と

運
用
と

が

慎
重

と

な

る
､

と
い

う
､

極
め
て

一

般
的
な

遅
延
の

動
因
が

存
在
す
る

と

同

時
に

､

制

度
の

本
質
と

は

必
ら

ず
し

も
､

か
.か

わ

り
の

な
い

遅
延
の

原
因
も

､

い

く
つ

か

あ

る
｡

ま

ず
､

後
者
に

つ

い

て
､

そ

の

事
例
を

挙
げ
た

後
､

前
者
に

つ

い

て
､

賓
教
化

論
の

含
む

問
題
鮎
を

明

ら
か

に

し
よ

う
｡

一

審
理

遅
延
の

個
別

的
な

原
因
は

､

極
め
て

多
種
多
様
で

あ

る
｡

本
来

､

審
理
の

遅
延

が
､

労
働
者

側
に

不

利
に

作
用
す
る

､

と
い

う

鮎
か

ら
云

え

ば
､

審
理

遅
延

が
､

使
用

者
側
の

引

起

し

戦

術
の

結
果
と

し
て

生

ず
る

､

と

い

う
よ

う
な

事
態
が

､

一

般
に

想

定
さ

れ

る

の

で

あ

り
､

ま

た
､

こ

の

よ

う
な

傾
向
が

部
分
的
に

は

見
ら
れ

る

け

れ

ど

も
､

し
か

し
､

審
級
制
度
の

利
用

､

即
ち

､

地

勢
委
↓

中

労
委
↓

裁
判
所
と
い

う

段
階
を
フ

ル

に

活
用
し
て

時
を

稼
ぐ

､

と
い

う
よ

う
な

方

策
は

別
と

し

て
､

審
理

遅

延

の

原

因

は
､

必

ら

ず
し

も
､

使
用

者
側
に

お

い

て

の

み

生

ず
る

の

で

は

な

い
｡

労
働
者

側
の

事
情
か

ら
生

ず
る

遅
延
と

し

て

は
､

特
に

､

い

わ

ゆ
る

濫
訴
と

科
せ

ら
れ

る

易
合

､

即
ち

､

不

嘗
労
働
行
為
の

成

立

に

つ

い

て

成

算
の

あ
る

な
し

を

問
わ

ず
に

､

労

働
委

員
合
に

提

訴
す
る

よ

う
な

場
合

､

不

利
な

結
論
が

出
る

の

を

引
き

延

ば

す
た

め

に
､

例
え

ば
､

提
訴
の

ま

ま
､

審
問
廷
に

出
頭
し

な
い

､

と
い

う
よ

う
な

事
例
も

必

ら

ず
し

も

少

な

く

な
い

｡

ま

た
､

群
護
人

の

都
合
で

審
問
期
日

が

延
び

延
び

と

な

る
､

と
い

う
よ

う
な

事
例
も

多
い

｡

し
か

し
､

こ

の

よ

う
な

原
因
が

茸
際
に

､

審
理
の

遅
延
と

い

う
結
果
と

な
っ

て

あ

ら
わ

れ

る

の

は
､

む

し

ろ
､

労
働
委
員
合

で

の

審
理

が
､

極
め
て

裁
判

所
に

お

け

る

審
理

手

横
に

近

く
､

慎

重

に

行
わ

れ

る

と

い

う

鮎
を

利
用
し

て

の

遷
延

策
の

た

め
で

あ

る

こ

と

が

多
く

､

従
っ

て
､

い

わ

ば

制
度
的
な

審
理

の

遅
延
の

副
産

物
と
も

稀
す
べ

き

も
の

で

あ
る

｡

従
っ

て
､

こ

れ

ら

遷
延
の

原
因

に

つ

い

て

は
､

特
に

､

そ

れ

を

と

り

出
し
て

個
別

的
に

迅
速
を

は

か

る
､

と
い

う

考
慮
は

必

要
で

あ

る

け

れ

ど

も
､

む

し

ろ

問
題
の

焦
鮎
は

､

制
度
上
の

遅
延
の

解
決
策
に

あ

る

と
い

わ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

二

制
度
上
の

審
理
の

遅
延
に

つ

い

て
､

審
理

の

各
段

階
に

お

け
る

審
理
の

態
度
と

､

審
級

制
度
そ

の

も

の
､

及
び

､

労
働
委

員

合
の

命
令
が

強
制
力
を

賦
興
さ

れ

る

段
階
等
が

､

そ

の

フ

ァ

ク

タ

ー

と

し
て

､

と

り
上

げ

ら
れ

る

こ

と

は
､

茸
教
化

論
の

動
機
な
い

し

構
想

と
の

関
係
で

､

既
に

､

一

應
の

吟
味
を

経
た

鮎
で

あ

る
｡

別

1
T

l

､ゝ

小

I.
1



ミズ
こ
ナ

i
l

り

ま

ず
各
段
階
に

お

け
る

審
理
の

遅
延

､

と
い

う
鮎
に

つ

い

て

は
､

先
に

述
べ

た

よ

う
な

､

個
別

的
な

原
因
は

別

と

し
て
. ､

最

も

根
本

的
な

原
因
と

し

て

は
､

む

し

ろ
､

各
審
観
閲
に

お

け
る

審

理
の

仕
方
を

奉
げ
る

こ

と

が

で

き
る

｡

即
ち

､

地

労
委
↓

中
労
委

↓

裁
判
所
(

地

裁
1

高
裁
-

最
高
裁
)

と
い

う
段
階
に

お

い

て
､

特
に

事
茸
の

認
定
に

つ

い

て
､

各

段

階
で

､

殆
ん

ど
､

讃

墟

調

べ
､

特
に

讃
人

尋
問
等
を

､

振
り

出

し

に

潤
っ

て
､

繰
り

か

え

す
､

と
い

う
仕
方
が

行
わ

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

も
っ

と

も
､

地

労
委

･

中
労
委
の

関
係
で

は
､

賓
際
上
の

運

用

と
し

て
､

地

勢
委

の

事
賓
認
定
を

尊
重

す
る

､

と
い

う
よ

う
な

態
度
が

見
ら
れ

る

け

れ

ど

も
､

こ

れ

は
､

あ

く

ま
で

､

事
賢
上
の

運
用
の

態
度
で

あ

る

に

止
ま

り
､

讃
接
調
べ

を

反

復
す
る

と
い

う
制
度
上

の

立

前
に

つ

い

て

は
､

法
律
的
な
制
限

は

な

く
､

特
に

､

労
働
委
員
合
と

裁
判

所
と
の

関
係
に

お

い

て

は
､

置

接
調
べ

の

反

優
が

現
に

行
わ

れ

て

居
り

､

特
に

､

螢
働
委
員
骨
の

段
階
で

あ

ら

わ

れ

な

か

っ

た

書

産
､

置
人

等
に

つ

い

て

も
､

無
制
限
に

讃
接
調
べ

が

行
わ

れ

て

い

る
｡

そ

し
て

､

こ

の

事
は

､

単
に

各
審
級
に

お

け
る

審
理

が

省
略

さ

れ

な
い

と
い

う

鮎
で

､

手
横
遅
延
の

原
因
と

な
る

ば

か

り

で

な

く
､

裁
判
所
が

努
働
委
員
禽
の

事
賓
認
定
の

結
論
に

つ

い

て
､

あ

く

ま
で

､

こ

れ

を

洗
う

､

と
い

う
態

度
は

､

骨
然
に

努
働
委
員
合

の

審
理

の

仕
方
に

影
響
し

､

極
か

て

慎
重

な
､

い

わ

ば

裁

判
所
的

㍊

な

事
賓
認
定
の

方

法
を

採
用
さ

せ
､

ま

た
､

法
律
的
判
断
に

つ

い

て

も
､

裁
判
所
の

法
律
的
判
断
の

態
度
な
い

し

傾
向

を

考
慮
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

命
令
の

結
論
を

出
す
こ

と

に

極
め

て

慎
重

と

な

り
､

こ

れ

が
､

手

績
遅
延
の

根
本
原
因
と

な
っ

て

い

る

こ

と

を

香

定
で

き

な
い

｡

即
ち

､

正

確
と
い

う

要
求
に

最
も

忠

茸
な

審
理
の

形
式
が

支
配
し
て

､

迅
速
性
の

要
求
が

殆
ん

ど

抹

殺
さ

れ

て

い

る
､

と
い

う
の

が

審
理
の

現

状
で

あ

る
､

と
い

っ

て

も
､

云

い

過

ぎ

で

は

な
い

｡

さ

て
､

こ

の

鮎
に

封
す
る

賓
教
化

論
の

方

策

は
､

少

な

く

と

も
､

裁
判
所
が

な

ん

ら
か

の

程
度
に

労
働
委
員
合
の

事
賓
認
定
に

拘
束
㌢

れ

る

と
い

う
立

法
措
置
で

あ

ろ

う
(

こ

の

鮎
は

箕
教
化
の

構
想

と

し
て

は
､

前
に

と

り

出
さ

な
か
っ

た

が
､

茸
は

､

こ

の

主

張
も

既
に

存
す
る
)

｡

公
正

取

引

委

員
合
の

事
賓
認
定
と

裁
判
所

と
の

関
係
に

つ

い

て
､

か

か

る

趣

旨
の

規

定
が

存

す
る
(

蒜
汝

)

こ

と

を

よ

り

ど
こ

ろ
と

す
る

立
法
論
で

あ

る
｡

し
か

し
､

こ

の

資

教
化

論
に

ほ
､

つ

ぎ
の

問
題
鮎
が

あ

る

こ

と

を

指
摘
す
べ

き
で

あ

ろ

う
｡

a

右
の

よ

う
な

立

法
論
の

前
提
條
件
は

､

努
働

委
員
合
の

性

蒋
を

､

現

在
よ

り

も

な
お

､

裁
判
所
に

近
づ

け

る

こ

と

で

あ

ろ

∵

七

∵
マ

き
÷
■

J
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う
｡

特
に

事
資
認
定
に

お

い

て
､

現

在
よ

り

も

更
に

巌

椿
な

手

横

が

要
求
さ

れ
､

か

つ
､

勢
働
委
員
含
の

委
員
任
命
に

つ

い

て

も
､

例
え
ば

､

開
合
の

議
を

経
る

､

と
い

う
よ

う
な

條
件
を

附
す
ぺ

き

こ

と
に

な

ろ

う
｡

そ

し
て

､

こ

の

よ

う
な

機
構
上

の

攣
化
は

､

三

者
構
成
の

努
働
委
員
合
を

母

胎
と

す
る

不

嘗
螢
働
行
為
制
度
の

運

用
､

と
い

う
現
行
制
度
と

は
､

相
容
れ

な
い

要
素
を

含
む
こ

と

を

香
定
で

き

な
い

｡

b

労
働
委
員
曾
の

裁
判
所
化

､

と
い

う
こ

と
に

つ

い

て
､

不

嘗
労
働
行
為
を

め

ぐ
る

労
使
の

集
圃

的
関
係
を

盛
理

す
る

に
､

現

在
の

労
働
委
員
合
が

､

裁
判
所
よ

り

も
､

通
常
で

あ

る
､

と
い

う

考
え

方
は

､

反

省
を

飴
儀
な

く

さ

れ
､

び

い

て

は
､

少

な

く

と

も
､

不

利
益

待
遇
に

つ

い

て
､

現

在
､

勢

働

委

員

合
と

併

行

し

て
､

民

事
訴

訟
の

形
式
を

通
し
て

､

事
件
を

虞
理

し
て

い

る

裁
判

所
の

側
に

､

そ

の

判
定
を

委
ね

る

こ

と

が
､

反
っ

て
､

音
数
化

原

則
に

通
う
と

す
る

立

場
を

生
ぜ

し

め
る

こ

と

と

な
ろ

う
｡

切
算
数
化
方

策
の

中
に

､

審
級

制
度
の

省
略
と
い

う
主
張
が

含

ま

れ
､

こ

の

中
に

､

努
働
委
員
合
に

お

け
る
一

審
制
の

主

張
と

､

裁
判
所
段
階
で

､

地

裁
の

審
級
を

省
略
す
べ

し
と

す
る

主

張
と
が

あ
る
r

)

七
は

､

先
に

も

述
べ

た

と

お

り
で

あ

る
｡

こ

の

蕃
級
の

省

略
は

､

使
用
者
側
の

再
審
請
求
な
い

心

行
政
訴
訟
の

此

率
と
の

関

係
で

､

特
に

行
政

訴
訟
の

提
起
が

原
則
化

す
る

事
情
(

現

在
必

ら

ず
し
滝

原
即
化
し

て

い

る

と

は

い

い

難
い

が
､

し

か

し
､

そ

の

比

率
が

必

ら

ず
し

も

低
下
の

方

向

を

指
し
て

い

る

と

も

稀
し

難
い
)

の

下
で

､

効
果
的
で

あ

る

こ

と

は
､

い

う
ま

で

も

な
い

､

し
か

し
､

こ

の

主
張
に

と
っ

て

も
､

吟
味
を

要
す
る

問
題
鮎
と

し
て

､

左
の

二

つ

を

撃
げ
る

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

a

裁
判
所
段
階
で

の

審
級
の

省
略
に

つ

い

て

云

え

ば
､

仙
に

述
べ

た

よ

う
な

､

労
働
委
員
骨
の

裁
判
所
化
が

､

あ

る

程
度
に

お

い

て

賓
現

す
る

こ

と
が

､

こ

の

省
略
の

前
提
と

な
る

ぺ

き
･
で

あ

ろ

う
｡

従
っ

て
､

川
に

述
べ

た

よ

う
な

問
題
鮎
が

､

こ

の

主

張
に

つ

い

て

も

存
す
る

こ

と

を

指
摘
す
る

こ

と

が

で

き

る
｡

b

努
働
委
員
曾
の

段
階
応

お

け
る
一

審
制
の

採
用
に

つ

い

て

は
､

右
と

同

様
に

､

審
級
の

省
略
が

地

労
委

･

中
努
委
の

い

ず
れ

の

側
に

つ

い

て

行
わ

れ

る

に

せ

よ
､

あ

る

程
度
の

裁
判
所
化
が

問

題
化

し
､

特
に

､

そ
の

よ

う
な

考
慮
か

ら
､

地

労
委
段
階
の

み

の

一

審
制
に

は
､

運
用
上

･

制
度
上
の

難
鮎
が

多
い

と

考

え

ら

れ

る
｡

そ

し

て
､

そ

の

よ

う
な

問
題
鮎
を

も

含
め
て

､

地

労
委

･

中

労
委
の

現

在
の

機
構
を

､

現
状
の

ま

ま
に

据
え

置
い

て
､

一

審
制

を

探
合
判
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斗
..
甥
爪

･

る

資
情
に

封
し
て

､

後
者
の

機
能
を

全

く

別

個
の

療
開
(

そ

し
て

､

は

り

裁
判
所
に

近
い

､

完
全
に

中

立

的
な

機
関
)

に

委
譲
す
る

､

と
い

う
よ

う
な

構
想
が

登

場
す
る

こ

と

は
､

ほ

と
ん

ど
､

必

然
で

あ
る

と

考
え

ら
れ

る
｡

川

算
数
化
の

方

策
と

し

て
､

最
も

披
い

と

考
え

ら
れ

る

第
三

の

立

場
､

即
ち

､

命
令
の

弔
制
カ
の

優
生

を
､

行
政

訴
訟
の

前
の

段
階
に

ま

で

測
ら

せ

よ

う
と
い

う

主

張
は

､

労
働
委
員
合
↓

裁
判

所
の

審
級
と

審
級
問
の

関
係
と

を
､

現

状
に

維
持
し
た

ま

ま

で
､

制
度
の

賓
教
化
を

困

る
.

た

め
の

､

最
も

､

穏
健
で

あ

り
､

か

つ
､

賓
現

性
の

高
い

提
唱
で

あ
る

と

見
る

こ

と
が

で

き

よ

う
｡

地

労
委

段
階
で

､

地

労
委
自
身
に

原

状
回

復
に

ユ

い

て

の

恨
虞
分
的
権
限

を

認
め

よ

う
と

す
る

立

場
､

中

労
委
段
階
で

､

裁
判
所
に

向
っ

て
､

緊
急
命
令
の

螢
動
を

求
め

得
る

よ

う
に

す
る

と

い

う

主

張

な

ど

が
､

こ

の

種
の

立

場
に

お

け
る

提

案
で

あ

る

が
､

二

審
制

､

即
ち

､

中
労
委
に

お

け
る

再
審
の

可

能
性
を

残
し
っ

つ
､

地

勢
委
段
階
で

強
制
力
を

伴
う

､

原
状
回
復
の

慣
虞
分
的
権
限
を

地

労
委
に

賦
興

す
る

こ

と

は

困
難
で

あ

り
.､

中

労
委
段
階
で

の

右
の

よ

う
な

主
張

が

よ

り

考
慮
に

償
い

す
る

も

の

で

あ

る
｡

し

か

し
､

現

在
の

労

働
委
貞
合
の

審
理

方

法
が

､

特
定
の

公

益

委
員
に

事

件
を

捨
嘗
せ

し

め

て

い

る

賓
情
を

考
え
る

と
き

に
､

審
理

中
に

､

賢
誘

公
益

委
員

の

ィ

ニ

シ

ア

テ
･イ

ー

ダ

に

よ
･
つ

′

て
､

一
緊
急
命
令

豊
叩

雷
裁
判

所

以

∵

に

向
っ

て

請
求
す
る

こ

と
に

な

ろ

う
が

､

こ

の

こ

と

は
､

審
理
の

結
論
と

し
て

の

命
令
に

つ

い

て

の

漁
断
を

含
ま

な
い

で

行
う
こ

と

は

不

可

能
で

あ

ろ

う

と

考
え

ら

れ
､

ま

た
､

こ

の

よ

う

な

濠

断
を

基
礎
と

し

て
､

裁
判

所
が

緊
急
命
令
を

優

動
す
る

こ

と

は
､

現

行

法
上

の

腐
急
命
令
の

場
合
に

此

し
て

､

裁
判
所
を

し

て

よ

り

慎
重

な

検
討
を

飴
儀
な

く

さ

せ

る

こ

と
に

な
る

で

あ

ろ

う
か

ら
､

果
し

て
､

ど
の

程
度
の

遅
延

防
止
に

役
立
つ

か

は

疑
問
で

あ
る

｡

特
に

､

裁
判
所
が

､

徹
底
的
に

事
資
認
定
を
や

り

直

す
､

と
い

う
､

現

在

の

運

用
の

資
際
と
の

関
係
で

､

益
々

そ

の

盛
が

深
い

の

で

あ

る
｡

結
局

､

不

嘗
労
働
行
為
賓
教
化
の

主

張
の

中
､

原
状
回

復
主

義

を

維
持
す
る

と
い

う
前
提
の

下
に

提
唱
さ

れ

る

諸
方

策
は

､

少
な

く
と

も
､

努
働
委
員
合
制
度
の

根
本

的
再
検
討
と

､

そ
の

機
構
の

再

編
成
の

提
案
と

を

以
て

､

基
礎
づ

け

ら
れ

る

こ

と

な

し

に

は
､

立

法
化
さ

れ

る

こ

と

は
､

極
め
て

困

難
で

あ

ろ

う
こ

と
､

即
ち

､

正

確
の

要
求
に

勤
し
て

､

迅
速
性
の

要
求
を

以
て

封
抗
す
る

こ

と

は

困

難
で

あ

る

と

同

時
に

､

迅
速
化
の

諸
方

策
が

､

機

構
の

裁
判

所
化
を

前
提
と

す
る

こ

と
.
が

､

根
本
の

問
題
鮎
で

あ

る

と

断
定
で

き

る

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

､

裁
判
所
化
の

方

向
が

､

果
し
て

､

労

働
関
係
の

虞
理
の

方

式
と

し
て

邁
嘗
で

あ

る

か

ど

う
か

､

と
い

う

ぺ
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基
本
的
な

問
題
が

そ

こ

に

提

起
さ

れ

る
｡

言
葉
を

か

え
て

い

え

ば
､

そ

れ

は
､

不

苦
労
働
行

鳥
と

い

う

制
度
を

法
制
化
す
る

と
い

う
こ

と

白
身
の

問
題
鮎
と

も
い

い

得
る

の

で

あ

る
｡

し
か

し
､

法

律
制
度
の

限
界
を

問
題
と

す
る

こ

の

よ

う

な

観
察
は

､

つ

ぎ

に
､

課
罰
主
義
の

立

場
と

の

関
係
を

と

り

あ

げ
る

と
き

､

最
も

深
刻
な

問

題
と

な
る

の

で

あ

る
｡

三

課
罰
主
義
と

不

嘗
労
働
行
為
制
度
の

限
界

原
状
同
復
主
義
と

眞
向
か

ら

封
立

し
､

不

嘗
労
働
行

為
に

封
し

て
､

罰
則
を

以

て

臨
む
べ

し

と

す
る

課
罰
主
義
は

､

圃

結
構
の

侵

害
を

犯

罪
成
す
ぺ

し

と
い

う
理

論
上
の

主
張
と

､

原
状
回
復
主
義

の

救
済
の

遅
延
と
い

う

事
情
に

封
し
て

､

不

官
費
働
行
為
の

漁
防

に

全

力
を

傾
倒
す
る

と
い

う

茸
際
的
な

考
え

方
と

に

お

い

て
､

最

も

ラ

ヂ

カ

ル

な

賓
教
化
論
と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

も
っ

と

も
､

先
に

も

述
べ

た

よ

う
に

､

原
状
同

復
と

課
罰
と
の

併
用
を

主
張
す

る

立

場
も
あ

る

が
､

む

し

ろ
､

純
粋
な

課
罰
主

義
を

素
材
と

す
る

こ

と
に

よ

っ

て
､

問
題
鮎
を

､

は
っ

き

り

し

た

溜
で

提
供
す
る

こ

と

が

で

き
る

よ

う
に

思
う

｡

一

課
罰
主
義
の

中
に

､

不

官
労
働
行

為
犯

罪
論
に

よ
っ

て

自

己
の

立

場
を

基
礎
づ

け
よ

う
と

す
る

も
の

が

あ

る

か
､

も
.
と .

よ

り
､

そ
の

制

度
運
用
の

茸
既
に

､

そ

の

立

論
の

眞
の

動
機
が

あ

り
､

ま

た
､

不

嘗
努
働
行
為
犯

罪
論
は

､

な
お

､

素
朴
な

主
張
と
い

う
段

階
に

止
ま
っ

て
､

何
故
に

課
罰
主
義
が

原
状
回

復
主

義
に

封
し
て

必

然
的
で

あ

る

か

の

理

論
的
基
礎
づ

け
を

経
て

い

る
.

も

の

で

は

な

い
｡

従
っ

て
､

わ

れ

わ

れ

は
､

課
罰
主
義
の

算
数
化
の

機
能
に

着

眼

し
っ

つ
､

ま

た

不

雷
労
働
行
為
制
度
の

趣
旨
に

照
ら
し

て
､

こ

の

立

場
の

持
つ

問
題
鮎
を

指
摘
す
れ

ば

足
る

と

考
え

る
｡

二

課
罰
主
義
の

構
想
は

､

必

ら

ず
し

も

髄
系
的
に

示
さ

れ

て

い

る

わ

け
で

は

な

く
､

例
え

ば
､

昭

和
ニ

ー

年
法
第

一

一

保
の

よ

う
に

､

｢

労
働
委
員
合
ノ

請
求
ヲ

侯
ツ

テ
+

､

即
ち

､

労
働
委
員
合

の

虞
罰

請
求
を

僕
件
と

し
て

罰
則
を

適
用

す
る

､

と
い

う

趣
旨
な

の

か

ど

う
か

を

明

ら
か

に

し
て

は

い

な
い

が
､

恐

ら

く
は

､

昭

和

二
一

年
法
に

複
願
す
る

と
い

う
趣
旨
で

あ

ろ

う
と

推
測
さ

れ

る
｡

そ

し

て
､

昭

和
二

四

年
法
に

よ

る

ア

メ

リ

カ

式
の

制
度
の

採
用
に

至
る

間
の

､

営
利
度
運

用
の

賓
蹟
に

つ

い

て

見
て

､

畢
怒
る

統
計

上
の

数
字
の

み

で

そ

の

功
罪
を

論
ず
る

こ

と

は

不

通

嘗
で

あ

る

が
､

し
か

し
､

虚
罰
請
求
の

比

率
が

極
め

て

低
か
っ

た

事
情
に

つ

い

て

見
る

と
､

労
働
委
貞
合
が

､

虞
罰
請
求
の

可

香
を

絶
食
の

決

議
に

よ
っ

て

決
定
す
る

こ

と
が

､

い

か

に

困

難
で

あ
っ

た
か

は
､

推
測
で

き

る

と
こ

ろ

で

あ

る
｡

そ

し
て

制
度
的
に

は

認
め

ら

れ

て

が

L

.■い
や
し

誓
r

､
軒
L

.

丁

㌍

ヂ
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い

な
か
っ

た

原
状
同

復
を

候
件
と

し
て

､

･
慮
罰
請
求
を

さ

し
ひ

か

え

る
､

と
い

っ

た

よ

う
な

運

用
上
の

手

心
が

加
え

ら
れ

た
こ

と

も

想
像
に

難
く

な
い

｡

そ

し
て

､

原

状
同

復
主

義
の

現

行
法
か

ら
､

蓄
法
の

課

罰
主

義
に

復
辟
す
る

場
合
に

､

こ

の

よ

う
な

困

難
を
い

か

に

解
決
す
る

か

の

運
用

上
･

制
度
上
の

準
備
が

果
し
て

行
わ

れ

て

い

る

か

ど

う
か

､

こ

れ

を

問
題
鮎
の

第
一

と

し
て

挙
げ
る

こ

と

が

で

き

る
｡

三

し
か

し
､

課
罰
主

義
の

含
む

問
題
の

焦
鮎
は

､

箕
は

､

不

嘗
勢
働
行
為
制
度
を

ど
の

よ

う

な

趣
旨
の

制
度
と

し
て

理

解
す
る

か
､

ま

た
､

理

解
す
べ

き
か

､

と
い

う
鮎
に

関
連
し
て

定
め

ら

る

ぺ

き

も
の

で

あ

り
､

ま

た
､

び

い

て

は
､

法
が

労
働
関
係
に

勤
し

て

介
入

す
る

と
い

う
機
能
の

限

界
の

問

題
と

接
解
す
る

｡

U

制
度
の

趣
旨
を
い

か

に

理

解

す
べ

き

か

に

つ

い

て
､

嘗

然
､

母

法
と

し
て

の

ア

メ

リ

カ

法
の

趣
旨
が

参
考
さ

る
ぺ

き
で

は

あ

る

が
､

労

働
法
膿
系
を

異
に

し
､

ま

た

努
便
関
係
の

賓

燈
を

異

に

す
る

ア

メ

リ

カ

と
の

関
係
で

､

必

ら

ず
し
も

､

ア

メ

リ

カ

法
の

態
度
に

追

随
す
べ

し
､

と
い

う
結
論
も

､

必

然
的
で

は

な
い

｡

し

か

し
､

こ

の

制
度
が

､

努
使
の

間
の

不

公

正

な

慣
行
を

除
去
し

､

健
全

な

慣
行
の

支
配
の

下
に

､

労
使
関
係
を

安
定
せ

し

め
よ

う
と

す
る

趣
旨
の

下
に

構
想
さ

れ

た
こ

と

は

否
定
す
べ

く
も

な

く
､

原

.
､
_
ら

き
,ジ顔

状
回
復
主
義
は

､

こ

の

理

念
の

下

に
､

構
築
さ

れ

て

い

る

と

見
る

こ

と
が

で

き
る

｡

わ

が

現

行
法
の

運
用
に

即
し
て

云

え
ば

､

わ

が

現

行
法
は

､

労
働
者
側
の

不

嘗
螢
働
行
為
の

制
度
を

認
め

な
い

鮎

で
､

ワ

グ

ナ

ー

法
と

軌
を

一

に

し

て

い

る

が
､

し
か

し
､

使
用

者

側
の

不

嘗
労
働
行
為
の

成
否
を

判
定
す
る

場
合
に

､

必

然
的
に

､

努
働
者
側
の

行
動
の

正

嘗
･

不

嘗
､

軒
ち

､

公
正

･

不

公
正

と
の

相
関
関
係
を

考
慮
せ

し

め

る

結
果
と

な

り
､

こ

の

考
慮
の

下
に

､

労
使
関
係
に

､

よ

り

健
全

な

慣
行
の

成
長
を

刺
戟
す
る

､

と
い

う

効
果
が

､

原
状
回
復
主
義
の

機
能
で

あ

る
｡

こ

の

い

わ

ば
､

機
動

的
な

運

用
が

､

行
政

委
員
合
と

し

て

の

労
働

委
員
禽
に

よ

る

行
政

虚
分
を

通
し
て

行
わ

れ

る

こ

と
の

意

味
で

も

あ

る
｡

課

罰

主

義

は
､

い

わ

ゆ
る

手
心

と
い

う
裏
面
工

作
を

除
い

て
､

そ

の

効
果
を

期
待
で

き

な
い

方

式
で

あ

り
､

そ
こ

か

ら
､

具
膿
的
に

は
､

つ

ぎ

の

よ

う
な

難
鮎
が

生

ず
る

｡

a

右
の

よ

う
な

極
め
て

機
動
性
あ

る

労

働

委

員

合
の

判

断

は
､

課
罰
主

義
の

下
で

は

不

可

能
と

な
り

､

ま

た
､

強
い

て

機
動

的
判
断
の

賓
を

畢
げ

よ

う
と

す
れ

ば
､

デ

リ

ケ

ー

ト

な

判
断
に

犯

罪
の

成
否
が

か

け

ら

れ

る

と
い

う

鮎
で

､

罪
刑
法
定
主

義
の

原

則

と
の

矛

盾
を

も

生

ず
る

こ

と

に

な

る
｡

b

努
働
委
員
曾
な
い

し

裁
判
所
の

民

事
的
な

審
理
の

過

程
に

速

ノ
1

旬

∴

ぎ

竜
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お
い

て
､

労
働
の

慣
行
に

封
す
る

努
使
の

意

議
が

陶
冶
さ

れ

る
■､

と
い

う
現
行
制
度
の

利
鮎
は

､

課
罰
主

義
の

下
で

は

失
わ

れ

る
｡

要
す
る

に
､

一

言
に

し
て

云

え

ば
､

課
罰
主
義
に

よ

っ

て
､

フ

ェ

ア

ー

な

慣
行
の

樹
立
を

困
る

､

と
い

う
こ

と
の

中
に

､

法
が

､

そ

の

限
界
を

越
え
た

強
制
力
を

用
い

た

こ

と

に

な

ら

な
い

か

ど

う

か
､

こ

れ

が
､

課
罰
主
義
の

反
省
す
べ

き

根
本
問
題
で

あ

る
｡

切

お

よ

そ
､

わ
が

国
の

螢
便
関
係
に

接
解
す

を

場
合
に

､

誰

し

も

痛
感
す
る

の

は
､

労
使
の

集
園

的
関
係
に

ぁ

け
る

慣
行
な
い

し

準
則
の

未
成
熟
と
い

う
こ

と

で

あ

る
｡

こ

の

事
は

､

不

嘗
労
働

行
為
事
件
の

虞
理
に

雷
っ

て

も
､

基
本

的
準
則
の

確
立
さ

れ

て

い

ヽ

ヽ

ヽ

な
い

状
鰻
の

中
で

､

不

健
全
な

慣
行
と

健
全

な

慣
行
と

を

し
わ

け

る

こ

と
の

困

難
が

､

労
働
委
員
含
の

判
定
を

動
揺
せ

し

め
､

ま
た

､

こ

の

動
絡
が

､

労
働
委
員
合
の

虞
理
に

封
す
る

不

信
を

誘
覆
し

､

裁
判
所
段
階
へ

事
件
を

持
ち

込

む

原
因
の

一

つ

と

な
っ

て

い

る
｡

不

嘗
労
働
行
為
制
度
は

､

法
の

名
に

お

い

て
､

不

健
全

な

慣
行
を

抑
制
し
ょ

う

と

す
る

と
こ

ろ
に

そ

の

狙
い

が

あ

る

が
､

右
の

よ

う

な
､

労
使
関
係
そ

の

も
の

の

未
成
熟
と

不

安
定
と
い

う
現

賓
の

前

に
､

法
に

よ

る

介
入

が
､

極
め
て

困

難
で

あ

り
､

か

つ
､

比

較
的

狭
い

限

界
の

中
に

立

ち
止

ら
ざ

る

を

得
な
い

理

由
が

存
す
る

｡

課

罰
主
義
の

最
大
の

難
鮎
は

､

賓
に

､

法
則
性
の

確
立
し

な
い

労
使

関
係
に

､

最
も

強
い

強
制
力
に

よ
っ

て
､

法
が

法

則
性
を

強
行
し

よ

う
と

す
る

鮎
に

あ

る

と

考
え

ら
れ

る

の

で

あ

る
｡

以
上

､

冒
頭
に

も
､

あ

ら
か

じ
め

断
っ

て

置
い

た

よ

う
に

､

本

稿
は

､

不

嘗
労
働
行
為
制
度
に

封
す
る

一

種
の

序
論
な
い

し

試
論

と

し
て

域
を

超
え

る

も
の

で

は

な
い

｡

日

本
の

労
使
関

係
の

賓
倍

の

上
に

､

こ

の

制
度
の

運
用

な
ぃ

し

改
善
に

つ

い

て
､

健
系
的
理

論
を

展
開

す
る

こ

と

は
､

私
に

と
っ

て

も

今
後
の

問
題
で

あ

り
､

勢
働
法
畢
界
に

封
し
て

も
､

こ

の

方

向
へ

の

研
究
の

嶺
足
を

期
待

し
て

い

る
｡

′

(

一

橋
大

畢
教
授
)
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