
英
米
･
に

於
け
る

螢
働
組
合
と

共
課
罪

･
和

夫

-

螢

働

者
法

･

ニ
､

三

欝
十
八

世

紀

に

於

け
る

刑

事
共

謀
の

法

理

四

国

枯

淡

五

歯
舞

法
の

廃
止

と

刑

事
共

謀
の

決

選

の

復

活

六

英

国
の

螢

働
組

合

法

七

米

国
に

於

け
る

尊
展

英
米
の

努
働
者
が

､

今
日

の

固
持
植

及

び

圃

壁
父

渉
棟
を

確
保

す
る

に

至
つ

た

の

は
､

永

年
に

亙
る

不

断
の

努
力
の

結

果
で

あ

る
｡

彼

等
が

最
初
に

闘
わ

た

け
れ

ぼ
た

ら

た

か

つ

た

の

は
､

労
働
組
合
を

結

成
す

セ
言
自
鰻
が

共
謀
罪
と

た

る

と

す
る

法
理

に

封

し

て

で

あ

つ

た
｡

本
稿
に

於
て

取

扱
お

う

と

す
る

の

は
､

こ

の

労
働
組
合
に

封

す
る

刑
事

共
謀

(
○

旨
-

邑

g
n

畳
替
y
)

の

洪

理
の

沿

革
に

つ

い

■(

一

)

て

で

あ

つ

て
､

そ

れ

は

英
米
労
働
法

史
の

第
一

章
を

な

す
も
の

で

あ

る
｡

(

こ

本
稿
に

つ

い

て

主

と

し

て

参

考
と

し

た

文

献
は

次
の

如

く
で

あ
る
｡

-

2

日
打
∽

-

♭

S

F
0

1
什

買

賢
1

y

O
f

E

讃
-
i

賢

訂
司
}

ご
n

2

チ
ー

墨
T

}

冒
無
岩

-
い

声

苧
-

d

買
○

阜
A

竹

富
t

O

召

○
巾

E

墨
客

訂
弓

こ
○

=
こ
邑
e

チ
ー

¢

ぶ

召

還
-

孟
N

小

邑
･

:
r

a

2

チ

一

男
冒
合

丁

芸
ご

星
-

ふ
ー

¢
N

u

も
勺
･

S
-
訟
中
山

邑
.

】

】

こ
器
叫

-

苛
烏
山

-

苔
-

.

欝
p

F
2

日
}

H
-

監
0
1

…
=
F
e

C
r
i

邑

邑

訂
葛

O
h

E

畳
岩
山

}

星
-

･

♪

-

∞

∞

山
叫

苛
N

O
N

-
N

N

ご

英

米
に

於
け

る

螢

働
組

合

と

共

謀

罪



小

橋

論

叢

啓
二

十
三

食

草
二

放

望
富
ご

ど
r

弓

告
d

O
且

已
O

n

-

ロ

E

長
打
日
d

)

-

苫
♪

等
･

況
-
-

O

N

こ
苦
-
N

O

タ

N

誅
-

N

渋
ド

ロ
p

ロ
d
i

m
-

C
p

芳
の

?
ロ

P
p

♂
O
H

ト
p

弓
-

】

心

室
】

ゃ
ゃ

ー

ー
当
･

G
蒜
唱
U

l

ゴ

ト
p

ぎ
1

昌
江

t

F
2

F
p

弓
-

-

窒
小

〉

p

ワ

ー

い

-
h

芦

.
高
柳

教
授

､

C
O

日

遷
F
c

y
}

日

本
タ

イ
ム

ズ
､

昭

和
二

一

年

六

月
一

四

-
一

六

日
｡

な
お

､

そ

の

他

に

是

非

参

考
と

し

た

く

思
つ

た

文

献
が

相

常
に

あ
つ

た

が
､

一

橋
大

拳
固

書
館
に

は

英

米
法

関
係
の

本

界

極
め

て

少

な
い

た

め
､

見
る

こ

と

が
で

き

な

か

つ

た
｡

右

忙

引

用

し

た

著
書
が
必

ず

し

も

最
新
版
で

な
い

の

も
､

同
一

の

理

由
に

基
づ

く
｡

9 き

中

世
に

於
て

は
､

荘
園

制
度
が

農
屈
を

身
分
的
に

土

地

に

拘
束
し

､

且

各
穫
の

ギ
ル

ド

が

職
人

及
び

徒
弟
に

封

し

て

厳
重

革
統
制
を

し

て

い

た
の

で
､

農
民
及
び

労
働
者
に

は

殆

ん
ど

何
等
の

権
利
も

認
め

ら

れ
て

い

た

か

つ

た
｡

と

こ

ろ
が

､

一

三

四

八

年
か

ら

五

〇

年
に

か

け
て

､

英
国
に

べ

ス

ー

が

流
行
し

､

英
国
の

人
口

の

約
年
数
が

減
少

し

た

L

い

わ

れ
､

そ
の

居

め

労
働
力
が

激
減
し

､

一

方
に

於
て

は
､

(

こ

荘
園

制
度
(

粍
つ

て

又

そ

の

基

礎
の

上
に

立
つ

封
建
制
庶
)

の

崩
壌
を

促
進
す
る

と

と

も

に
､

他
方
に

於
て

は
､

労
働
賃
金
が

五

〇
パ

ー

セ

ン

ー

の

騰
貴
を

示

す
よ

う
に

た

つ

た
｡

そ
れ

で
､

こ

の

弊
働

賃
金
の

騰
貴
を

抑
制
す
る

た

め

に
､

地

主

階
級
の

代

締
着
で

あ

る

園
舎
は

､

一

(

二

)

三

四

九

年
及

び

〓
ニ

五
一

年
に

労
働
者

法
(

望
p
t

已
e

ひ

○
{

P

旨
0

弓
①

記
)

を

制
定
す
る

紅

至

つ

た
｡

英
国
に

於

け
る

最
初
の

努
働
立

法

で

あ

る
｡

(

こ

英

国
に

於
て

ほ
､

夢
十

四

世

紀
の

動
か

ら
､

フ

ラ

ン

ダ

ー

ス

羊
毛
工

業
の

影
響
を

声
け
て
､

一

方
に

於

て

は
､

牧

畜
が

盛
と

な
り

､

他

方
に

於

て

は
､

商
業
が

勃

興
し

て

人
口

が

都
市
に

集
中

す
る

よ

う
に

な
り

､

都
市
の

食

捏
ノぜ

生

産
す
る

た

め

に

農
業
も

大

塊

模
に

行

わ

れ
る

よ

う
に

な
つ

た
｡.ヽ

ト



こ

の

た

め
､

荘

園

領
主

が
､

土

地

を

牧

畜
や

農
業
の

企
業

家
に

一

定

期
間

賃
貸

す
る

こ

と

ボ

始
称

ら

れ
､

封

建

弥

農
民

が
､

或
は

賃
金

を

得
て

螢
洛

を

凍

供

す
る

農
業

螢

働
者
と

な

り
､

或

は

都
市
に

出
て

行

い

よ

う
に

な
つ

た
｡

･
こ

の

よ

う

に

し

て
､

荘

園

制
度
が

改

に

崩
壊
を

始
め

て

い

た

の

で

あ

る

か
､

ぺ

ス

ト

に

よ

る

人
口

激
減
の

結

果
こ

の

傾
向

が
更

に

促
進

せ

ら

れ

た
の

で

あ

る
｡

人
二

)

緊

急

没
で

あ

主

旨
○

邑
日

昌
C

e

n

呂
C

e

邑
日

g

訂
b

呂

喜
ヲ
p

ロ
d

野
宗
旨
こ
窒
心

(
N

ヒ
四

年
芦

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

〕

が
､

警
已
き
2

0
≠

訂
ぎ
雪
e

芸
-

芯
ヒ
(

N

h

E
n

声
Ⅰ

=
}

∽

t
･

N

)

に

よ

つ

て

確

認
さ

れ

措
足
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

螢

働
者
法

は
､

そ

の

後
も

干
リ

ザ
ベ

ス

の

時

代
に

至

る

ま

で

し

ば

し

ば

制
定
き

れ

て

い

る
｡

労
働
者

法

は
､

(

イ
)

六

十

歳
以

下
の

身
鰻
健
全
に

し

て

資
産
の

な

い

者
は

､

従
前
の

慣
習
又
は

成
文

法
に

よ

つ

て

定
め

ら

れ
た

賃
金
で

雇
傭

す
る

旨
の

申
出

が

あ
つ

た

と

き

は
､

そ

の

條
件
で

労
働
す
ろ

義
務
を

負
う
こ

と

と

し

∵
P

)

諸
種
の

労
働
者
に

つ

き

そ

の

賃
金

を

法

定
し

､

(

ハ

)

且
こ

れ

ら

の

規
走
に

違
反

す
る

者
に

刑

罰
を

科
し

､

治
安

剣
事

が

略
式

裁
判
(

帥
ち

陪
審
に

よ

ら

な
い

裁
判
)

に

よ

つ

て

塵
罰
す

る

こ

と

と

し

た
｡

こ

の

よ

う
に

労
働
を

国
家
的
に

統
制
し

､

し

か

も

そ

れ

を

刑

罰
を

も
つ

て

強

行

し

た
の

で

あ

る
｡

こ

の

努
働
の

国
家

統

(

こ

制
の

方

式
は

､

労
働
力
の

不

足
の

時
期
が

過

ぎ

た

後
も

､

数
世
紀
の

間
行
わ

れ
､

ラ
リ

ザ
ベ

ス

の

時
代

に

は
､

賃
金
を

成
文

法
で

公

愛
す

(

二

)

る

代
り

に
､

治

安
判
事
が

定
期
的
に

こ

れ

を

決

定

す
る

こ

と

と

さ

れ

た
｡

(

三
)

■

努
吸
着

法

は
､

全

軍
と

し

て

は
､

必

ず
し

も

労
働

者
に

不

評

列
で

は

な

か

つ

た
｡

何
と
た

れ

ば
､

そ

れ

は

慣

格
溌
別
の

規
定
を

も

含
み

､

且

後
に

は

努
働
者
の

食
事
や

努
働
時
間
に

つ

い

て

の

規
定
も

多

少

附
加
せ

ち

れ

た

か

ら

で

あ

る
｡

し

か

し

た

が

ら
l

賃
金

を

国
家
的
に

公

定
し

て

い

る

以

上
､

努
働
者

が

そ

れ

以
上
の

賃
金

を

要
求
す
る

こ

と

は

必

然
的
に

(

螢

働

雷
に

も

親

定
さ

れ

て

い

る

よ

う
に
)

犯

罪
と

な

り
､

し

か

も
､

努
働

者
が

国

税
し

て

そ

の

要
求
を

た

す
と

き

は

制
度
そ

の

も
の

を

覆
え

そ

う

と

す

る

も
の

と

し

て
､

国
家
に

封

す
る

更
に

重

大

海

反
洗
で

あ

る

と

考
え

ら

れ

る

傾
向
が

あ
■
つ

た
｡

を
し

て

賓
際
に

労
働

者
が

圃

結
し

て

努
働
賃
金

や

労
働

條
傭
の

改

善
を

要
求
す
る

こ

と

英

米
に

於

け
る

螢

働
組

合

と

共

謀

罪

9 ∂



4

一

席

論

叢

第
二

十
三

春

希
二

淡

が

し

ぼ

/
＼

行
わ

れ

た

の

で
､

妄
四

八

年
に

は
､

妄
の

賃
金
又

は

労
働
時
間
に

ょ

つ

で

で

た

け

れ

ぼ

働
か

た

い

と

共
謀
し
･
た

労
働
者

一
朗

.

一

▲

(

円
)

を
､

重

く

罰

す
る

法

律
.

が

制
定
せ

ら
れ

た
｡

労
働
者
の

囲

綜
に

封
す

る

塑
迫

が

始
ま

つ

た
の

で

あ

る
｡

尤
も

､

昔
時
の

か

ゝ

る

圏

結
は

多

く

は

永

続
的
潅

も
の

で

は

た

く
､

且

昔
時
に

於
て

は

職
人
町

中
の

あ

る

者
ほ

後
に

親
方
と

な

つ

た
の

で
､

親
方
と

職
人
と
の

封
立

が

明

瞭

(

玉
)

で

た

い

つ

た

か

ら
一

､

常
時
の

努
働

者
の

困
鯉
を

も
つ

て
､

近

代
の

労
働
組

合
の

先
騒
で

あ

る

と

す
る

こ

と

は

正

常
で

な

い
｡

(

一

)

螢
働
着
港

は
､

終
り

方
に

は

賛
際
に

ほ

行

わ

れ
て

い

な

か

つ

た

が
､

そ

の

正

式
に

廃
止
せ

ら

れ
た

の

竺
八

七

五

年
で

あ

る
｡

(

ニ

)

h

空
山

N

.
(
】

設
N

)
}

P

今

こ

の

洪

律
は

､

ま

た
､

徒
弟
制
度

を

改

革

し
､

技
術

を

要

す
る

磯

業
に

は
､

七

年

間
の

徒

弟
修
業
を

準

芸
者
で

な

い

と

牲
事
で

き

な
い

と
し

た
｡

(

三
)

l

e

日
打
切

}

○

ワ

C

F
-

ワ

い

N

N
･

(

四
)

N

紆

ひ

世
良

声

く
H

-

P

忘
･

(

五
〕

W
e

g
∴
り

F
e

望
蔓
じ

苗
○
巾

ゴ
p

d
e

P
2 .

q

已
s

2

こ
e

く

打
払

e

チ
ー

¢

N

O
-

勺
廿
･

N

⊥
-

･

ゴ

英
国
で

は
､

内

乱
戟
季
か

ち

光

柴
草
命
に

至

る

不

安
た

時

期
を

厳
っ

て
+

欝
十

七

世
紀
末
か

ら

第
十
八

世
紀
の

初
に

か

け
て

､

(

エ

リ

ザ

ベ

ス

時

代
の

頃
か

ら
一

時
盛

に

な
つ

て

い

た
)

樫
臍
活

動
が

再
び

襲
展
を

始
め

､

近

代

資
本
主

義
的
企

業
が

成
立

す
る

よ

う
一
に

た

り
､

営
業
の

自
由
と

い

う

こ

と

が

高
唱
せ

ら

れ
､

弟
十

四

世
紀
以

釆
の

企

業
に

関
す

る

諸
種
の

制
限
的
法

律
(

勢
働
者
に

謝

し

て

の

み

で

な

く
､

雇
士

丁

生

(

こ

産
着
に

勤
し

て

も

種
々

の

制
限

が

あ
つ

た
)

を

非
と

す
る

考
え

方
が

生

じ
､

そ

の

あ

る

も
の

は

廃
止
せ

ら

れ
､

他
の

も
の

は

事
箕
上

行
わ

れ

た

(

二

)

く

た

つ

た
｡

他
方
に

於
て

､

近

代

的
企

業
成
立
の

満
濃

､

努
働
者
の

数
が

多

く

た

や
､

し

か

も

彼
等
は

そ
一

の

利
益
を

擁
護
す
る

た
め

圃
鮨

(

.

ト

■､

′
紘
一

∴

l



ナ
る

必

要
を

益
々

感
じ

る

よ

ケ

に

た

っ

た
む

そ

し
て

､

右
に

述
べ

だ
よ

今
に

､

凰

綜
を

軌
隠
す
る

規
定
が

除
か

れ

た
の

で
､

螢
働

組
合
が

多

数
結
成
せ

ら

れ

宅

近

代

的
努
働

絶

食
が

襲
生

し

た
の

で

滴

る
｡

(

一

)

例

え

ば
､

前
に

書
い

た

二
血

四

八

年
の

法

律
は

､

一
食

糧
品
の

安
生

が
そ

の

償

柊
を

吊
上

げ
る

よ

う

に

共

謀
し

た

場

合
に

も
､

螢

働
着
が

賃
金

を

増

額
せ

し

め

よ

う
と

共

謀
し

た

場

合
と

同

株
に

庭

罰

す

る

こ

と

に

し
､

又
一

五

五

二

年
の

法

律
(

仏

和

小

田
江

戸

く
Ⅰ

-

C
.

-

占

は
､

買
占

行

麓

(

昌
粥

岩

邑
日
g

こ

㌢
払

邑
】

i

ロ

g

呂
n

蒜
g

邑
ど
g
)

を

犯

罪
と

し

た
｡

(

二

)

例
え

ば
､

エ

リ

ザ
ベ

ス

の

労

働
者
法

に

よ

つ

て
､

治

安

判
事
が

定

期
的
に

各

種
の

職
業

に

つ

き

賃
金

を

決

定
す
る

こ

と

に

な
つ

て

い

た

が
､

治

安

剣
事
が
こ

れ

を

決

定
し

な

く

な
つ

た

如

き
で

あ

る
｡

近

代

的
努
働
組
合
が

盛
に

結
成
せ

ら

れ

る

よ

う
に

た

る

と
､

資
本
家
は

形

勢
が

自
己

に

不

利
に

た

る

と

考
え

､

園
舎
及
び

裁
判
所

に

封

し
て

保

護
を

求
め

､

開
合
は

､

弟
十

八

世
紀
に

は

い

つ

て

か

ら

諸
種
の

企

業
に

つ

き

個
別
的
に

､

労
働
者
の

固

持
を

共
謀
罪
と

す
る

法

律

へ

一

)

を

作
り

､

裁
判
所

も
､

特
に

成
文
法
な

く

と

も
､

か

1

る

圏
饅
は

普

通
法

上

共
謀
罪
を

構
成
す
る

と

し

た
｡

後
者
が

即
ち

普
通

法
上
の

共

謀
(

c

O

臼
m
O

ロ

ー

買
C

｡

n

旦
→

p
｡

ユ

又

は

刑

事

共

謀
(

3 .

m
F
已

〔

呂

邑
蔓

り

y
)

の

法

理
で

あ
つ

て
､

そ

の

嚢
初
抄

判
決
は

戸
く
･

(

二

)

甘
昌
e

コ
ロ
e

ロ

ざ
ー
ー

｡

詔

｡
{

C

昌
琵
舟
e

人
-

記
-

)

で

あ

る

と

さ

れ

て

い
.
る

｡

こ

の

事
件

は
､

労
働
者
が

圃
結
し

て
一

定
の

賃
金

以

下

で

は

働
く
こ

と

を

拒
香
す

る

旨
の

合
意

を

し

た

事
件
で

あ
つ

て
､

公

訴

状
を

｢

成
文

法
の

方
式
に

違
反
し

て
+

(

g
已
岩
f

O
→

ヨ
P

ヨ

賢

覧
･

(

三
)

邑
)

と

い

う

文

言
で

結
ん
で

い

た

い

と
い

う

抗

桁
に

勤

し

て
､

裁
判
所

は
､

本
件

は

普
通
法

上
の

犯

罪
で

あ

る

共
謀
に

封

す

る

公

訴
で

あ

(

四
)

る

か

ら
､

■
公

訴

状
を

そ

の

文

言
を

も

つ

て

臨
ぶ

必

要
が

た

い

と
云

つ

た

の

で

あ
る

｡

(

こ

例

え

ば
､

ロ

ン

ド

ン

及
び

ウ

ェ

ス

ー

ミ

ン

ス

ク

の

仕

立

職

人
に

つ

い

て
一

七

七

ニ

○

年
の

染

律
(

叫

G
e

〇
.

【
-

芦
】

-

P

-

8
､

毛

緻

聴

人
に

つ

英

米
に

於
け

る

螢

優
艶

合

と

共

謀

罪

J OJ



一

橋

静

叢

算
二

十
三

春

第
二

凍

い

て
一

七

二

五

年
の

溝

律
(

-

N

の
e

｡
.

Ⅰ

●

C
.

窒
)

､

黎
帽

職
人
に

つ

い

て
一

七

四

九

年
の

法

律
(

N
N

G
e

｡
･

Ⅰ

【
-

P

N

O
､

縞

織

攻

入
に

つ

い

て
一

八

八

七

年
の

法

律
(

-

叫

G
e

O

J
H

H

-

C
.

訟
)

､

製

紙
職

人
に

つ

い

て
一

七

九
⊥

ハ

年
の

法

律
(

設

G
e

O

J
i

l
)

C
･

ニ
ー

)

等
で

あ

る
｡

(

二

)

00

呂
O

n
.

】

①
一

(

三
)

成
文

法

に

よ

つ

て

設
け

ら

れ
た

犯

罪
に

つ

い

て

は
､

公

訴

欺
の

末

尾
に

こ

の

窒
亭

を

書
く
こ

と

を

要
し

た
｡

(

四
)

な

お
､

第
十
八

世

紀
中

に

報
告
せ

ら

れ

た

同

趣
旨
の

利
敵
と

し

て
､

声

七
.

冒
〔
】

e

ス
】

叫

監
)

}

山

冒
亡

羊

訟
ご
.

声
く
･

巴
F

ヨ
ヨ
｡

已
〔
】

議
)

一

N

.E
払

下

ご
¢

が

あ
り
+

又

同
趣

旨
の

俸

給

と

し
て

G

冒
驚

こ
.

i

臼

戸

く
･

宣
p

弓

訂
)

1

.(
】

遥
か

)
)

ひ

づ
･

声

巴
¢

が

あ

る
｡

こ

の

裁
彼
の

事
件

に

於
で

G
･
岩

発

こ
.

は

｢

各

人
は
そ

の

賃
金
を

埠
額

す
べ

き

こ

と

を

主

張

し
て

も

差
安

な
い

｡

し

か

し
､

数
人
が
そ

の

日

的
の

た

め

に

共

同

す

れ

ば
､

そ

れ

ほ

不

法
で

あ
つ

て
､

嘗

尊

者
は

共

謀

罪
と

し
て

起

訴
ざ

れ

る

か

も

知
れ

な
い

+

と

云

つ

て

い

る
｡

尤
も

､

こ

の

時
期
即
ち

第
十

八

世
紀
■
に

､

果
し

て

こ

の

普
通
法

上
の

共
謀
の

韓
理

が

行
わ

れ

て

い

た
か

は
､

季
の

あ

る

鄭
で

あ

る
｡

第

(

こ

十

九

世
紀
及
び

第
二

十

世
紀
初

に

於

け
る

有

力
説
は

こ

れ

を

香

定
し

て

い

た

が
､

最
近

に

於
て

は

ロ
｡
-

n

.
芸

1

0
→

早

F
P

n

巴
苧

等
が

こ

れ

(

二

)

を

肯
定
し

て

い

る

の

で

あ
つ

て
､

こ

の

間
題
は

昔
時
の

祀
食
事
情
に

基

く
一

般
法

律
思

想
を

基

礎
と

し

て

判
断
し

な

け
れ

ば
た

ら

た

い
｡

次
に

､

昔
時
に

於

け

る

共

謀
罪
の

法
理

及
び

営
業
の

自
由

に

対
す

る

束
縛
に

つ

い

て

の

一

般
法
理

に

つ

い

て

述
べ

る

こ

と
と

す
る

｡

(

こ
､

例

え

ば
､

望
】

t

O

ロ

<
.

冒
訂
邑
e

叫

(

-

∞

払

ぃ

)
一

小

声

紆

河

毛

に

於
て

､

笛
二

審
の

C

岩
ヨ

昔
日

-

ナ

が

俸

給

と

し

て
､

か

ゝ

む

国
籍

は

直

接
に

哲

業
の

自

由

な

経
過

(

コ

ー

ス

)

を

害
し

ょ

う

と

す

る

も
の

で

あ

り
､

.
普

通

法
上
の

犯

罪
で

あ
つ

た

と

云

つ

た

の

に

射
し
､

同

審
の

C
P

m
7

訂
ご

〉

C

+
.

も

夢
二

審
の

と
紆
誌

呂
}

申

も

反
射
し

､

更
に

呂
○

叫

已

∽
t

e

p

ヨ
旨
首

C
〇
･

く
･

呂
口

G

蒜
g
O

J

G
〇
一

く

戸
ロ

n

C
｡
･

〔

-

∞

記
〕

A
･

C
･

N

u

に

於
て

､

F
)

昆

H
巴

旨
亡
→

ご

P

C
.

も

ー

b

星

口
p

ロ

日

昌

も

右

C

岩
ヨ
恩
｡

タ

〕

･

の

見

解
に

反

射

し

た
｡

又

警
e

く
e

プ

｡

ワ

C
i

t
･

}

マ

N

志
”

l

e

ロ

打
払

一

〇

ワ

C
i

t
.

〉

ワ

い

N

00

”

W
e

▲

富

も
り

告
.

も
や

窒
-

詮

革

も
､

第
十
八

世

紀
に

螢

働

者
の

園

結
を

普
遍

洪

上

共

謀

罪

と

し

て

い

た

と

の

見

解
忙

反
射
し

て

い

る
｡

私

ほ
､

拙
稿
｢

英

米
法

に

於

け

る

取

引

制

限
の

港
理
L

毎
刊

億

律

単
三

靡
二

四

京
､

+

三
文
(

昭

和
二

三

年
)

に

於
て

､

之

J O β

､

二

.
J㌧

ド



れ
.ら
の

詮

に

徒
つ

て

い

た

が
､

今

は
こ

れ
を

改
め

る
｡

(

二

)

H

訂
】

計
空
U

ユ
ゴ

二
U

ワ

C
i

t
.

〉

く
○
】

.

∞

も
.

誌
】

〉

く

○

:
】

-

七
.

念
○

”

ト

呂
巴
㌘

○

ワ

9 .

←

.
二
つ

マ

;
-

-

-
･

P

賀
已
s

は
､

(

イ
)

反

射

詮

が
､

こ

の

書
▼

鮎
に

つ

い

て

の

樺
極

誇
の

根

壕
と

な
つ

て

い

る

前

掲
の

声
く
.

甘
亡

ロ
e

呵

ヨ
e

ロ

づ

已
-

C

訪

に

つ

き
､

同

事
件
は

成
文

法

(

前
に

鼓
の

中
で

述
べ

た

一

/

叫

G
e

〇
一

【
-

C
.

-

山

)

に

基

く
犯

罪
で

あ

り
､

普
通

法

上
の

犯

罪

と

し
た

も
の

で

は

な
い

と

主

菜

す
る

の

に

勤
し

､

同
港

は
ロ

ン

ド

ン

及

び

ウ

エ

ス

ト

ミ

ン

ス

タ

♂

仕

立

職

人
に

射

し
て

適
用

あ

る

の

み

で

あ
.
つ

て
､

本
事
件

ほ
ケ

ン

ブ

リ

ッ

ジ
の

仕
立

職

人
の

事
件

で

あ
田

1

そ

の

判

決

白

煙
が

本
件

は

普
通
法

上
の

犯

罪
と

し
て

起
訴

し
た

も
の

で

あ

る

と

云

っ

て

い

る

の

で

あ
る

か

ら
､

右
主

張

は

嘗
ら

な
い

と

な

し
､

(

ロ

)

本
事
件
の

報
告
が

信

政
で

き

な
い

と

の

反

射
静

に

射

し

て

は
､

一

般
的
に

は

雷

時
の

判
例

集
に

射

し
て

そ

う

云

え

る

か

も

知

れ

な
い

が
､

特

定
の

こ

の

判
決

に

対

し
て

そ

う

結

給

し
て

し

ま

う
忙

は
､

更

に

充

分

な

琵

壊
を

必

要
と

す
■
る

と

し
､

更
に

(

ハ

)

反

射
説

が
､

若
し

本

事
件
の

報
告
が

誤
つ

て

い

な

い

と

す

る

も
､

そ

れ

は

普

通

法

上
の

基

礎
を

有
し

て

い

な
い

(

換
言

す
れ

ば
､

誤
つ

た

判

決
で

あ
る
)

と

主

菜

す
る

の

に

射

し
て

､

本

事
件
に

射

す
る

二

三

の

尭

例
の

み

を

耽
り

と

し
て

静

ず
べ

き
で

は

な

く
､

(

普

通
蔑

も

蚤
展

す
る

も
の

で

あ
る
■か

ら
)

本

事
件
の

判

決
の

な
さ

れ

た

嘗

時
の

酷
食

事

情
に

寒
く

一
般
法

.'

律
思

想

を

考

慮
し
て

判

断
し

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

､

と

云
つ

て

い

る
｡

な

お
､

第
十
八

世

紀
に

､

こ

の

趣
旨
の

列
泳

が
こ

れ
一

つ

あ
る

の

み

で

は

な

く
､

飽
･
に

も

同

趣
旨
の

判
決

及
び

倖

静

が

あ
る

こ

と
､

前
の

鼓
に

於
て

引

用
し

た

通

り

で

ぁ
る
｡

三

英
米
法
に

於
け

る

共
謀
罪
と

は
､

通
常
｢

不

法

た

目

的
を

達

成
し

ょ

う

と

す
る

合
意
(

圃

綜
)

､

又

は

適
法
な

目

的
を

不

法

た

手

段

を

も

っ

て

達

成
し

ぅ

う

と

す
る

合
意

(

園
綜
)
+

で

あ
る

と
.

定

義
さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

そ

の

不

法

と
い

う

意

味
が

､

単
に

瀧

罪
又

は

不

法

行
為
の

み
を

意

味
す

る

の

で

は

た

く
､

漠
然
と

し

て

い

る

鮎

が

特
徴
で

あ
る

が
､

初
め

は

そ

う
で

な

か

つ

た
｡

共
謀
罪
と
い

ぅ

犯

罪
が

第

(

こ

3

十

四

世
紀
以

前
か

ら

存
在
し
て

い

た

と
の

見
解
も
た

く

は

た

い

が
､

一

般
に

は
､

そ

れ

ほ
エ

下

ワ

一

三
世
の

成

文

法
に

基

く
と

さ

れ

て

〟

英

米
に

於

け
る

螢

働

租

合
と

共

謀

罪



一

橋

静

叢

夢
二

十
三

春

希
二

襲

い

る
｡

常
時
の

訴

訟
手

績
が

不

完
全
で

あ
つ

た

た
め

､

数
人
の

者
が

共
謀
し

て

他
人

を

誕

肯
し

､

又

は

他
人
の

民
罫
訴

訟
を

不

普
に

按
助

し
て

権
利
の

た

い

者

を

勝
た
せ

る

こ

と

が

歴
々

行
わ

れ
､

そ

の

弊
害
が

甚
だ
し

か

つ

た

の

で
､

か

1

る

司

法

権
の

正

常
た

行

使
を

妨
げ

る

た

め

の

共
謀
を

､

㌧
+

れ

ら

の

成
文

法
に

ょ

つ

て

犯

罪

と

し

た

の

で

あ

つ

た
｡

従
つ

て

共
謀
罪

は
､

そ

の

初
め

に

於
て

は
､

誕

普
及

び

訴

訟

宥
助
に

つ

い

て

の

共

謀
に

凝
ら

れ

て

小

た
｡

と

こ

ろ

が
､

共

謀
罪
の

概
念
が

､

為

第
十

七

世

紀
に

星

座
裁
判
所

(

C
O

喜
一

｡
代

竺
P
→

C

訂
-

n
b

寛
)

に

ょ

つ

て

蹟
張
せ

ら

れ

た
｡

星

座

裁
判
所
は

､

刑

事
法

に

つ

い

て

衡
平

法

を

行

使
し

た

(

普

通
蔑

裁
判

所
で

は

慶
菊

し

な
い

が
､

治
安

維

持
の

た

め

に

虔
蔀

す
.
る

こ

と
を

要

す
る

と

考

ぇ
た

府
魚
を
､

慶
萄
し

た
)

の

で

あ

る

か

ら
､

必

要
に

應
じ

て

共
謀

罪
の

概
念
を

摸

賎
し
た

の

は

雷
然
で

あ

る
･｡

雷

時
､

詐
欺
で

虞
罰

さ

れ

た

い

湯

合
が

多
か

つ

た
の

で
J

.
星

座
裁
判
所

は

共
謀
の

法
理

を

先
ず
詐
欺
の

場
合
に

壊
張

し

た
｡

こ

の

よ

う

に
､

適
用

範
囲
の

限
ら

れ

て

い

た

共
謀
罪

を
一

産
地
の

場
合
に

蹟

張
す

れ

ぼ
､

そ

の

後
次

第
に

更
に

蹟

張
さ

れ
て

､

そ

の

範
囲
が

弾
力
性
を

持
ち

漠
然
と

な
る

の

は
､

自
然
の

成
り

行
き

で

あ
つ

た
｡

星

座
裁
列

研

が
一

六

四
一

年
靡
止

せ

ら

れ

た

後
は

､

そ

の

管
轄
権
は

王

座
裁
判
所

(

C
O

宅
t

O
f

内

ぎ
粥
オ

】

冨
n
O

F
)

に

受

け

稽
が

れ
､

第
十

八

世
紀
中
に

､

犯

罪
を

犯

す

た

め
■
の

圃
綜
は

素
よ

り
､

不

法

行

為
又

は

契
約
違
反
を

た

そ

う

と

す

る

圃

(

二
)

⊇
こ

結
､

更
に

公

益

又

は

道
徳
に

反
す
る

行

為
を
し

よ

う

と

す
る

固
持
も

､

共
謀
罪

と
な

る

と
の

見
解
が

行
わ

れ

る

よ

う
に

た

つ

た
｡

(

こ

そ
の

代

表
的

な

成
文

法

は
､

s
t

巳
ま
e

｡
巾

C

昌

旦
蔓

り

i

e
払

こ
旨
○

-

N

00

監
声
}

-

芦
ひ

}

P

-

○

及

び

○

邑
星
日

記

O
れ

2
日

畳
語
岩

訂
,

-

山

急

こ
ひ

E
d

声
H

忘
t

･

N

で

あ
る
｡

こ

れ
ら
の

成
文

法

に

よ
つ

て

作

ら

れ

た

∃
訂

○

:
○

岩

音
g
て
は

､

常
時
の

飽
の

喜
-

-

と

同

夜
に

､

民

事
的

な

滝
の

で

あ
る

か

刑

事
的

な

も
の

で

あ
る

か

は

明
l

ら

か

で

な
い

が
､

茸
際
に

ほ

双

方
の

性

質
の

性

質
を

有

す
る

も
の

と

苦

れ
､

被

害
者
は

､

刑

事
的

に

訴
え
る

こ

と

も
､

民

事

的
に

損

害
飴

償
を

訴
求

す
る

こ

と

も

で

き

た
｡

･

メロ壬



∴
吋

､

＼
ユ

(

ニ

)

数
人
が

国

籍

し
て

劇
場
で

舞

毒
の

役

者
に

対
し
て
･
ジ

ー

シ

ー

と

云
つ

た

(

E
払

る

場

合

忙

も
､

共

謀
と

な
る

と

の

意
見

も

現

わ

れ
た
｡

(

三
)

共

謀
罪
の

沿

革
に

つ

き
､

H
O
-

計

喜
1

臣
-

○

ワ

賢
-

邑
.

ヂ
勺

り

吉
T
･

告
叫

】

く

豆
･

ダ

宅
･

当
や
1

室
ご

高
柳

教
授

､

前

掲
､

日

本
タ

イ

ム

ズ

晦
潮

≡
年

六

月

〓
凹

日
､

江

家
教
授

､

｢

英

米
法
に

お

け
る

共

謀

罪
+

1

の

中
､

早
相
田

法

華
高

空
一

･

四
.
合

併

竺
一
六
九

頁

な
い

し

三

六
五

.

京
{

昭

和
二

四

年
)
｡

限

を

樽
じ

て
､

螢
兼
の

白
丸
に

封
す
る

干

渉
に

つ

い

て

の

常
時
の

法
理

を

見
る

に
､

営
業
自
由
の

原
則
と
い

う
こ

と

が

特
に

強
く

主

張

(
一

)

せ

ら

れ
､

営
業
制
限
(

取

引

制
限
)

(

宗

旨
巴

邑
○

:
岩
計
)

の

契
約
は

､

一

般
的
に

､

不

法
に

し

て

無
数
で

あ

る

と
の

法

理

が

確
立
し

(

二

)

､

て

い

て
､

こ

の

鮎
に

関
す
る

指
導
的
列
決
で

む

る

呂
邑
F

e
-

く
.

押
e

冒
○
】

曾
の

判
決
せ

ら

れ

溌
の

什

二

七

二

年
で

あ
つ

た
｡

営
業
制

限
の

契
約
と

は
､

通

常
何
ら

か

他
の

主

た

る

契
約
に

附
隠
し

て

た

さ

れ
る

の

で

あ

つ

て

.
(

例

え

ば
､

営

業
轟

渡
契
約
に

附

随
し

て
､

轟

受

入
が

褒
美
し

な
い

と

約

し
､

又

些
雇

用

契

約
に

附
醸
し

て
､

被

用

暑
が

雇
用

契

約

終

了

後
雇
主

と

競
業
し

な
･

い

と

約

す
る

如
き

で

あ

る
)

､

そ

の

制
限
が

合
理

的
た

程
度
以

上
で

あ

る

と

き

は
､

公

益
に

反
し

無
数
で

あ

る

と
せ

ら

れ
る

の

で

あ
つ

て
､

右
事
件
に

於
て

ぎ
→

打
e

J

C
･

ナ

は
､

そ

の

理

由
と

し

て
､

｢

螢
菜
の

制
限
は

､

被
制
限
者
か

ら

生

計
の

途
を

奪
う

弊
害
が

あ

る

の

み
で

な

く

∵
公

益
の

見
地

か

ら

も
､

制
限
に

ょ

つ

て

社

食
は

そ

の

有

用
た

一

員
を

失
う

に

至

る

弊
害
が

あ

る
+

と

云

い
､

更
に

績
け
て

｢

営
業
の

制
限
は

､

例
え

ば
､

唐
に

営
業
の

排
他

的
利
益

を

追
い

営
業
を

で

き

る

だ

け
少

数
の

者
の

手
に

辟
せ

し
め

る

こ

と

に

努
力
し

て

い

る

法

人
に

よ

つ

て
､

又

徒
弟
が

就
業
し

て

自
己
の

鼓
季

(

三
)

者
と

な

る

こ

と

を

妨
げ
よ

う

と

す
る

親
方
に

ょ

つ

て
､

大
き

た

濫
用
が

た

さ

れ

る

傾
向
が

あ
る
+

-

占
･苔
つ

て

い

る
｡

こ

う
い

う

時
期
で

あ

つ

た
か

ら
､

裁
判
所

が
､

賃
金
の

滅
頗
又

は

努

働
時
間
の

延

長
を

企

圏
し

て

赦

し

た

資
本
家
の

由
綜

､

及
び

貸
金

9

の

檜
顔
又

は

労
働
時
間
の

短

縮
を

強

行
し

ょ

う

と

し
て

た

し

た

労
働
者
の

困

綜
を

､

不

雷
で

あ

る

と

考
え

､

と

れ

を

弾
力

性

を

も
つ

た

共

英
米
に

於
け

る

労

働
粗

食
と

共

秩

亦

J〃き



一

橋

静

叢

夢
二

十

主
春

希
二

部

1 0

謀
罪
の

中
に

包

含
せ

し

め

る

て

と

は
､

橡
め
■
て

自
然
の

こ

と

で

あ
■
つ

た
｡

こ

れ

ら

の

固
持
は

､

多

数
の

塵

力
に

よ

つ

て

目

的
を

達

成
し

ょ

(

四
)

ぅ

と

す
る

も
の

で

あ
り

､

と

れ

に

ょ

つ

て

努
働
者
又

は

資
本
家
の

営
業
の

自

由
を

束
縛
し

ょ

う
ど

す
る

甘
の

で

ぁ
っ

た

か

ら

で

あ
る

｡

し

か

も
､

第
十

八

世
紀
中

頃
か

ら

は
､

産

業
革
命
の

進
行

と

と

も
に

､

(

殊
に

紡
績
工

業
に

於
て
)

労

働
粗
食
は

し

ぼ

′
～

､

個
々

の

労
働
者
を

脅
迫

し
､

資
本
家
に

対

し

て

暴
力
を

用
い

磯
城
を

破
壌

す
る

等
不

法

た

手

段
に

ょ

つ

て

目

的
を

達

成
し

ょ

う

と

し
て

､

労
働
組

合
の

内

部

に

於

け
る

造

営
も

多

く
は

秘
密
主

義
で

､

組
合

員
は

非
公

開
の

委

員
倉
の

決

議
に

服
従
を

強
い

ら

れ
､

そ

の

指
令
に

基
づ

い

て

し

ぼ
′

＼

犯

罪
行

為
を

も

行
わ

ざ
る

を

得
た

い

と
い

う

状
態
に

た

つ

て

お

り
､

他
方
経

済
嬰
詮
と

し

て

も
､

や

が

て
､

ア

ダ
ム

･

ス

ミ

ス

の

囲
審
論

が

出

版
さ

れ
､

マ

ル

サ

ス

の

人
口

論
が

展

開
さ

れ
､

努
働
基

金

詮
が

主

張
せ

ら

れ

上

う

と

し

て

い

る

時
代
で

あ
つ

た
の

で
､

裁
判
官
が

､

(

五
)

労
働
者
の

困

結
を

英
国
の

利
益

に

反

す
る

と

考
え

､

こ

れ

を

共

謀
罪
と

し

て

罰
し

ょ

う

と

考
え

た

の

は
､

寧
ろ

雷
然
で

あ
つ

た
の

で

あ

る
｡

尤
も

､

本

葬
の

意

味
に

於

け
る

賛
美
制
限
臥

法

理

は
､

封

内

潮
間
題

､

即
ち

営

業
制
限
の

全
息

を

し

た

首
尊

者

間
に

瀧
け

る

そ

の

全
息

ヽ

の

有

数
無
数
の

問
題
で

あ
る

の

に

反
し

､

共
謀
罪
と

な
る

か
■
香
か

の

問
題
は

､

封

外

的
問
題

､

即
ち

そ

の

合
意
(

園

結
)

に

よ

つ

て

不

利

(

六
)

益

を

受
け
る

第
三

者
と

の

関
係
を

考
慮
し

て

の

周
題
で

あ

る

が
､

右
に

引

用
し

た

吋

寛
村
の
→

､

C
一

ナ

の

意

見
に

ょ

つ

て

も

明

ら

か

た

よ

う

(

七
)

に
､

本
衆
の

営
業
部
限
の

法
理

に

於
て

も

封

外

的
問
題
も

考
慮
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
つ

て
､

本
茶
の

営
業
制
限
の

法

理

が

共

謀
の

問
題
に

も

影
響
を

及

ぼ

し

た

の

も

雷
然
た

の

で

あ
る

｡

(

+

)

蓉

業
の

自

由

は
､

マ

グ

ナ
･

カ

ル

タ

第
二

九

僻
の

保

障
す

る

｢

自

由
+

の

一

部
で

あ
る

こ

と

は
､

コ

ー

ク

忙

よ

つ

て

も
記

か

れ
て

い

る

と
こ

ろ

で

あ
■
り
･
(

C
O

訂
)

∽
e

g
β
D

】

ロ

賢
-
t

.

エ

コ
､

斧
十
四

世

紀

以
衆

浄

業
に

閲
し

諸
種
の

廟
限
の

法

律
が

作

ら

れ
た

と

い

う
こ

と

は
､

野

菜

が

自

由
で

あ

る

こ

と

を

前

凝

と

し
て

い

た

わ
け

で

あ

る
｡

エ

リ

ザ
ベ

ス

時

代
に

､

し

ば

く
女
王

が

特

定
の

者
に

特

定
商
品
の

製

邁
･

版

膏
･

購
入

･

使

用

に

つ

J O β

㌧

∵
′



11

い

て

鞠

占

耀

(

ヨ
○

㌢

名

号
)

を

特

許

す
る

こ

と

が

行

わ
れ

た

が
､

か

1

る

猿

占

樺
の

特
許

を

ネ

法

に

し
て

飯

盛
で

あ
る

と

し

た

卯
泳

が

あ
る
｡

こ

れ

も
､

港

律
に

よ

ら

な
い

野

菜
の

自

由
の

制
限
で

あ
つ

た

か

ら

で

あ
る

(

拙
稿

､

前

掲
､

季
刊

港

律

単
三

撃
一
6
頁
三

妄
)

｡

こ

の

螢

業

自

由
の

原
理

は
､

諸
種
の

馳
好
が

法

律
に

よ

つ

て

科
せ

ら

れ
で

い

た

間

は
､

賛
際
上

明
白

に

は

意

識
せ

ら

れ

な
か

つ

た

が
､

｡

れ

ら
月

利
限

規

定

が

な

く

な
る

と

と

も

に
+

常
葉
自

由
の

原

理

が

明

月
に

意

識
せ

ら

れ

る

よ

う

に

な
つ

た

の

で

あ

る
｡

(

ニ

)

′

(
-

ご
ー

)

∵
r

P
-

W
2
∽

+
∞

00
･

(

三
)

常

葉
制

限
の

港
理

に

つ

き
､

末
延

教

授
｢

雇

備
に

放
け

る

静

業

制
限
の

特

約
+

法

聖
二

余
二

表
一
九

九
五

頁
､

五

二

余
二

一

撃
一

〇
五

三

文
(

昭

称

∧
･

九

年
)

､

拙
稿

､

前

掲
､

季

刊

法

律
学
二
一

旗
二

一

四

貢
｡

(

四
)

英

雄
に

於
け

る

｢

常

葉
+

(
-

買
-

e

)

と

は
､

企

業
の

み

で

な

く
､

螢

働
者
が

自

己
の

螢

働
に

つ

い

て

な

す

取

引
を

も

含
ん
で

い

る
｡

例

え

ば
､

英

国
の

富
計

邑
O

n

と

は
､

勢

働
組

合
の

み

で

な

く
､

資
本

家
の

図

絵
を

も

含
ん
で

い

る

の

で

あ

る

(

現

在
の

米
国
で

は
､

螢

働
組

合
の

こ

と

.
を
】

p

b
O

り

亡

2 .

昌

と

い

う
の

が

通

常
で

あ

り
､

こ

れ

は

勢

働

者
の

組

合
の

み

を

指

す
)
｡

(

五
)

H
e
】

倉

喜
旨
}

○

ワ

C
i

√

き
】

+
】

も
平

喜
こ

∞

○

小

の

ぷ
叫

｡

J
→

も
マ

〔
i

(

･)

ワ

N

〇
･

な
お

､

∽

訂

首
e

ヱ

｡

ワ

号
1

｡
-

･

い
･

ワ

N

-

-

■
蓼
原

｡

(

六
)

企
業

家
聞

及
び

螢

働

著
聞
の

偉

業
制

限
の

同

終
に

関
す
る

港

確

聞

題
に

は
､

こ

の

契

約

港

上
の

問

題
と

刑

法

上
の

問

題
と

の

外
忙

､

更

に

不

改

行

急

務
上

の

問

題
が
あ

る
｡

こ

れ
､

民

事
潔

謀

(

c
i

v

こ

c

｡

空

音

貰
)

の

問

題
で

あ
■
り

､

刑

港

上
の

問
題
と

同

桂
に

､

封

外

的

問

題
､

即

ち

そ

の

国

籍
に

よ

つ

て
■
不

利
益

を

受
け

た

第
三

者
に

対

し
て

不

浩
二

打

壊
と

な

る

か

の

問

題
で

あ
る
｡

(

七
)

螢

業

制

限
の

特

約

も
､

そ

の

制
限

が

合

理

的
で

あ

る

と

き

は
有

敦
､

不

合

理

な

場

合

に

無

放

な
の

で

あ

つ

て
､

け

甘
已

苧
ぎ
乙
e

出

訂
】

t

の
β

n

,

C
〇
.

<
.

字
じ

見
訂
口
一

邑
t

∴
】

∞

ウ
ニ

A
.

C
.

訟
小

に

於
け

る

有

名

な

卜
｡
】

ふ

買
昌

蒜
F
t

昌

の

言

葉
に

も
､

そ

の

｢

合
理

的
と

は
､

関
係

爾

嘗

尊

者

の

利

益

及
び

公

益
の

鮎
か

ら

見
て

合
理

的
+

で

あ

る

こ

と

を

要

す
る

､

と

云

つ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て
､

.
季
は

あ
る

が
､

第
十

八

世
紀
に

於
て

は
､

努
働
賃
金
の

増

額
又

ほ

努
働
條
件
の

改

善
を

目

的
と

す

る

労
働
者
の

圏

綜
は

､

成
文

法
の

有

準
牝

拘
ら

ず
､

尊

適
法

上

も

共

謀
罪
と

た

る

と
の

法

理
が

行
■

わ

れ

て

い

た

と

解
す
べ

き
で

あ
る

｡

而
し

て
､

英
国
に

英

米
に

於
け

る

螢

働
親

合
と

共
謀

罪

J O 7



一一

2i

一

橋
■
静

叢

各
二

イ
三

番
.

第
二

鍍

於
て

こ

の

刑

責
謀
の

墓
が

普

雲
上

認
め

ら

セ
い

た

こ

と

が
■､

露
の

叢
賢
大
き

な

影
響
を

も

芸
の

で

あ

る
｡

何
と
た

れ

鵬

ぼ
､

常
時
の

英
国
の

成
文
法

は

葦
米
国
に

は

適
用
が

た

か

宗
■の

に

反

し
､

普
通

法
の

牽
展
と
･し

て

刑

責
謀
の

法

理
が

で

き

上

つ

た

J

と

す
れ

ぼ
l

普
通
法
を

栂
受
し

た

米

国
に

於
て

も
､

そ

の

楷
受

し

霊
日

通

法
か

ら

同

じ

く

刑

事

共
謀
の

法

理

が

展
開
す
べ

き

で

あ

る

と

考

え

る

の

が
､

雷
然
で

あ
つ

た

か

ら

で

あ
る

｡

(

こ

雷
ほ

､

植
民

昔

時

(

そ

し

て

そ

れ

竺
般
に

､

ジ
ュ

イ
ム

三
世
の

帥
位

第

妄
即

ち

…
〇

三

年
と

克
て

い

る
)

の

英

国
の

.
並

違
法

及

び

成

文
港

を

纏
愛
し

た

も
の

と

き

れ
て

い

る
｡

そ
の

後

(

勿

論

三
七

歪
以

哲
の

英

国
の

成

芸
ほ

､

特

に

米

植
民

地
に

適
用

あ

る

も
の

と

し

て

制
定
せ

ら

れ

た

も
の

の

み

が
､

英

国
に

適

用

が

あ
る

の

で

あ
る
｡

前
に

述
べ

空
よ

う

に
､

第
十

八

せ
紀
に

た

つ

て

か

ら
ー

努
働

者
の

固

持
を

共

謀
罪
と

す

る

法
律
が

個
々

の

企

菓
に

つ

き

歴
々

鰍
定
せ

ら

れ
て

い

た

が
､

同

世

紀
の

中

頃
か

ら

警
つ

た

産

業
革
命
め

結
果

-

大

多

数
の

国
民
が

労
働

者
と

雷
､

労
働
組

合
が

益
々

琴
刀

と

た

り
､

し

か

も

常
規
を

逸

す

る

こ

と

多
く

､

■
そ

の

上
フ

ラ

ン

ス

に

頗
る

過

激

豊
丁

命
が

行

わ

れ

た

の

で
､

国
倉
は

途
に

国
内

秩
序
を

維
持
す
る

に

一

は

労
働
組
合
を

絶
滅
す
る

こ

と

が

必

要
で

あ
る

と

考
え

て
､

一

七

九

九

年
及

び

六
〇

〇

年
に

す
べ

て

の

労
働

者
の

固
持
を

共

謀
罪
と

す

(

一
)

る

表
的
た

困

結
法

(

C
O

m

旨
邑
O

n

訂
w

も

を

制
定

す

る

に

至
つ

た
｡

多
く
の

論
者
は

､

こ

の

成

文

法
を

も
つ

て

労
働
組

合
に

封

す

勺

る

政

策
を

根
本

的
に

欒
更
し

雷
の

で

あ

る

と

す

る

が
､

前
に

述
べ

た

よ

う

に
､

第
十

八

世
紀
に

既
に

普
通

法
上

刑
事

共

謀
の

墜
埋

が

行

ゎ

れ

て

い

た

と

見
る
べ

き

で

曽
ソ

､

従
つ

て

既
存
の

法

則
を

園
舎
が

制
定
法

を

も
つ

て

書
口

し
､

そ

の

法

則
を

強

行

す
る

意

思
を

表
人



■一.
1
t

､

き
■

?

イ
ヽ
)l

(

ニ

)

(

三
)

に

知
ら

せ

た

も
の

と

見
る
べ

き

で

あ
る

｡

(

こ
ぃ

芸
e

O

∵

H

I

I

(

-

謹
)

も
00

ご
い

芸
巷

G
e

｡

+
Ⅰ

Ⅰ

(
-

琶
)

も
岩
P

後
者
は

､

申
者
に

蒜
の

修

雷
加
え
て

こ

れ
を

慧
哀
し

た

も

の

で

あ
る
｡

に

れ
ら
の

溝

律
に

つ

い

て
､

警
官
ロ

も
･

き
邑

･

少

も
や

N

O

T
N

O

ご

H
O
-

d

害
d

卓
○

ワ

阜

邑
-

-

も
p

･

念

丁
蓋

"

■
U
i

c

e

y
-

○

ワ

C

芦
)

課

⊥
O

N

小

｢

旨
巴
Ⅵ

)

O

p
･

P

芦
-

宅
･

-

中

こ
㌣

(

二

)

普
通

法
の

港

則
を

成
文

法
を

部

定
し

て

誓
言
る

こ

と

は
､

常
時

革々

行
わ

れ

た

と

こ

ろ
で

あ
る

｡

(

三
)

国

籍

法

と
､

錐
前
の

個
々

の

企

業
に

つ

い

て

の

成
文

法
と

を

比

較

す

る

に
､

後

者
は

､

本

衆
そ

れ

ぞ

れ
の

企
業
を

統
制
す
る

こ

と

を

目
的

と

し

た

も
の

で

あ

り

(

例

え

ば
､

賃
金

率

及
び

労

働
時

間
を

公

定
し

､

そ

の

撃
付

を

期
す
る
)

､

螢

働
者
の

園

繚

を

共

謀
罪

と

し

て

産
前
す

る

の

ほ
､

寧

ろ
こ

の

主
た

る

目

的
を

達

成
す

る

た

め
.

の

附

瞳

的

な
も
の

で

あ
つ

た

が
､

国

籍

洩

は

螢

働
者
の

国

籍
を

罰
す

る

こ

と

を
■そ

の

本
衆
の

目

的

と

し

た

も

の

で

あ
つ

で
､

法

律
の

性
格
を

異
に

し

て

い

た
｡

一

七

九

九

年
の

沫
律
の

規
宝
の

大

要
は

､

次
の

如
ぐ

で

あ
つ

た
｡

(

イ
)

労
働

賃
金
を

増

加
し

又

は

労
働

時
間
若
し

く
は

労
働
の

量
を

減

少

せ

し

め

る

目

的
計

持
つ

た
l

労
働
者
そ

の

他
の

者
の

問
の

契
約
は

す
べ

て

不

法
で

あ

ら
､

か

ゝ

る

契
約
を

締
結
す
る

こ

と

は

犯

罪
と

た

る
｡

(

ロ

)

か

ゝ

る

圃
綜
を

な

し

た

者
が

､

他
人
の

雇
用
の

拒

絶
又

は

離

職
を

勧
誘
す

る

こ

と
､

及
び

雇
主
の

屠
入

を

妨
害
す
る

こ

と

も

瀧
､

罪
と
た

る
｡

.
(

ハ

)

か

ゝ

る

圃

結
の

結
成
又

は

維
持
の

目

的
で

開
か

れ

る

合
合
に

出

席
し

又

は

出

席
を

勧
誘
す
る

こ

と
､

及

び
か

ゝ

る

圏

結
の

た

め
に

醸
金

し

又

は

集
金

す
る

こ

と

も

犯

罪

と

た

る
｡

(

ニ

)

こ

れ

ら
■
の

犯

罪
に

射

す
る

裁
判
は

､

治
安

判
事
に

よ

つ

て

略

式
に

(

帥

ち

陪

審
を

用
い

ず
に
)

た

さ

れ

る
｡

こ

の

法

律
に

封

す
る

非
難
が

強
か

つ

た

の

で
l

園
舎
は

こ

の

問
題
に

つ

い

て

再

考
慮
し

､

一

八

〇

〇

年
の

法

律
を

制
定
し

た
の

で

あ

る

9

が
､

そ

の

中
に
.

竺
七

九

九

年
の

法

律
の

圭

蓬
規

定
が

殆

ん

ど
そ

の

ま
ゝ

再

親

書
れ

l

修
正
さ

れ

た

去

年
鮎

は

次
の

如

く
･

で

あ
つ

た
｡

加

英

米

に

於
け

る

螢

働
組

合
と

共

謀

凝



一

橋

論

叢
一
発
二

十
三

春

夢
二

凍

≠

ヘ

イ
)

一

人
の

治
安

刑
事
に

ょ

つ

て

で

な

く
､

二

人
の

紆
安

署
で

象
糾
し

､

雷
該

準
罪

に

路
係
あ

る

企

業
の

密

替
着
た

る

漁

安
知
事

は

除

(

一
)

斥
せ

ら

れ

る
｡

(

ロ

)

労
働

賃
金

を

減
少

し
､

労
働
時
間

若
し

く

ほ

労
働
の

量
を

増
加

す
る

た

め
の

雇
主
の

園

結

を

も
l

犯

罪

と

す

る
｡

(

〇
労
資
問
の

紛
争

を

解
決

す
る

た

め
の

仲
裁
手

績
を

設

け
た

｡

(

こ

こ

の

よ

う
に

こ

の

洩

律
は

､

雇
主
の

国

籍

を

も

労

働
者
の

圏

待
と

同

榛
に

共

謀

罪

と

し

た

が
､

新
し

い

企

業
組

織
の

下
に

於

て

は
､

雇
主
什

二

人
で

も

多

数
の

螢

働
組

合
に

匹

敵
ナ

る

カ

を

持
っ

て

お

り
､

し

か

も

W

喜
-

丘
)

･

C

デ
p

･

ご

の

述
べ

る

と

こ

ろ

に

よ

れ

ば
､

数
千

人
の

螢

働
者

は

固

辞
の

罪

に

よ

り

罰
せ

ら

れ

た

が
､

雇
主

が

同

言
犯

罪
に

･

よ

つ

て

産
前
せ

ら

れ
た

と

い

う

事
件

は
､

一

つ

も

記

録
さ

れ
て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

メイα

園
舎
は

､

固
持
法
を

制
定
し

て
､

弊
働
組
合
を

結
成
す

る

こ

と

自
壊
を

犯

罪
と

し

∵
r
+

れ

に

よ

つ

て

労
働
運

動
を

碍
堕
し

ょ

う

と

考
え

た
の

で

あ

る

が
､

そ

れ

は
､

何
が

故
に

努
働
組

合
が

結
成
せ

ら

れ
､

労
働
運
動
が

盛
と
な

つ

た

か

の

理

由

を

理

解
し

た

か

つ

た

も
の
.
で

あ

る
｡

圃

繹
法
に

よ

る

起

訴

が

多

く
な

さ

れ

た

結
果

､

却
つ

て

努
働
者
は

同

法
に

よ

る

碍
壁
に

反

抗

し

て

極

端
た

行

動
に

出
で

､

資
本
家
も

こ

れ

に

勤

続
し

て

暴
力

的
た

手

段
さ

え
.

も
.
使
用

す

る

よ

う
に

た

り
､

産
業
不

安
は

更

に

増
す

こ

と

と

た

つ

た
｡

他
方
に

於
て

､

新
し

い

機

械
の

採
用
と

と

も

に
､

労
働

賃
金
は

次

発
に

減
少

し
､

成
年
の

男

子
の

代
り

に

婦
人
や

年
少

者
を

使

用

す
る

よ

う
に

た

り
､

し

か

も

元

一

五

年
制
定

せ

ら

れ

挺

穀
物

條
例
の

繹
果
食
糧
の

慣

格
が

騰
貴
し

､

大

衆
の

生

活
は

益
々

悲

惨
と

た

つ

て

行
つ

た
｡

(

一
)

(

二

)

こ

の

よ

う

に

し

て

圏

紆
法

靡
止
の

運

動
が

興
り

､

一

八
二

四

年
に

囲

綜
法

靡
止
の

法
律
が

制
定
せ

ら

れ

た
｡

同

法
は

､

(

イ
)

勢
働
者
の

圃

精
に

関
す

る

す
べ

て

の

既
存
あ

法

律
を

靡
止

し
､

(

こ
労
働
者

は
､

労
働
賃
金

､

努
働

時
間
そ

の

他
の

労
働
條
件
の

改

善
を

得
る

た

め
､
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他
人
に

労
働
の

担
膚

を

勒
誘
す

る

た

め
､

又

は

企

署
の

経

営
方

法
に

干

渉
す

る

た

妙

に

圏

結
し

た

敵
を

も
り

七

は
､

普
漁
法
上

も

成
文
汲

上

も

共

謀
そ

の
■
他
の

理

由

を

も
つ

て

刑

事

的
に

虚
罰
せ

ら

れ

る

こ

と

た

く
､

(

ハ

)

雇
主
の

固

持
に

も

労
働
者
の

圏
綜
に

封

す

る

と

同

様
に

免

責
し

､

(

ニ

)

但
し

､

こ

れ

ら
の

目

的
の

た

め

暴
力
又

は

脅
迫

を

用
い
.
る

と

き

は
､

犯

罪
と

た

り
､

そ

の

た

め

の

圃

綜
も

犯

罪

と

た

る
､

旨
を

規
定
し

た
｡

(

こ
/

h

G
e

｡
･

H

J
､

(
-

氏
占

一

C
･

芦
こ

の

法

律
及
び

次

に

述
べ

る
一

入

二

五

年
の

法

律
に

つ

き
､

s
t

e

首
昌
-

O
p
.

賢
-

萱
-

.

♪

勺

り

臣
N

I
N

-

¢
小

【
ヱ
〔

2
レ

■1

}

○

ワ

〔

F
)

勺
勺
･

】

害
-
N

O

C

山

卜
p

β

巴
∽

-

○

ワ

C
i

-
･

-

宅
●

㌫
】

-

叫
●

(

ニ

)

国

籍

港
の

慶
止
に
H

晋
努
力
し

た
の

は
､

ロ

ン

ド

ン

の

仕

立

職

人

句

声
ロ

C
i

払

吋
-

g
¶

で

あ
つ

た
｡

し
か

し

こ

の

労
働

者
の

勝
利
は

永

続
き

し

た

か

つ

た
｡

右
の

法

律
に

よ

つ

て

労
働
者
は

そ

の

束
縛
か

ら

解
放
せ

､

ら
■
れ

た

の

で

あ

る

が
.

彼
等
は

こ

の

新
た

に

待
溌

権
能
を

､

何
等
の

自

制
た

く

極

度
に

振
り

廻
し

､

高
賃
金

を

要
求
し

､

罷
業
が

相

稚
い

で

起
り

､

し

か

も

罷
業

に

は

暴
力

と

脅
迫

と

が

伴
い

.

輿
論
は

か

ゝ

る

自
由
の

附
輿
に

反

封

す
る

に

至
つ

た
｡

か

く

し

て

次
の

園
舎
に

於
て

､

同

法
の

改

正
が

企

て

ら

れ

た
｡

初
め

に

提

出
さ

れ

た

法
案
は

､

非
常
に

反
動
的
た

も
の

で

あ
つ

た

が
､

一

八
二

四

年
の

法

律
の

制
定
に

努

力
し

た

人
々

の

努

(

こ

カ
に

よ

つ

て
､

綬
和

さ

れ

た

形
に

於
て

一

八
二

五

年
の

法

律
が

制
定
せ

ら

れ

た
｡

同

法

は
､

(

イ
)

従
前
の

囲

綜
法
を

巌
止

し

た

こ

と

堅
剛

年
の

法

律
と

同
じ

で

あ
つ

た

が
､

普
通
法
の

法

則
に

つ

い

て

は

何
等

言
及

し

な

か

つ

駕

次
い

で

(

こ

暴
力

･

脅
迫
を

用
い

た

場
■
合
に

(

二

)

っ

い

て

の

規
定
を

楕
詳

細
に

し
､

そ

の

手

段
に

つ

い

て

も

暴
力

･

脅
迫
の

外

に

妨
害
と
い

う

文

字
を

加
え

､

(

〇
労
働
者
が

自

分
達
の

労

働

賃
金

又

ほ

労
働
時
間
に

つ

い

て

相

談
し

決

定

す
る

の

み
の

目

的
を

も
つ

て

合
合
す
る

こ

と
､

及

び
こ

れ

ら
■
を

確
定

す
る

た
め
■
に

全
息

を

す
る

こ

と

を
､

明

示

的
に

適
法
で

あ

る

と

規
定
し

､

(

ニ

)

雇
主

に

つ

い

て

も
と

れ

と

同

様
の

免

責
規
定
を

設

け
た

｡

英

米
に

於
け

る

螢

働
組

合

と

共

謀

罪

･

曹

･
γ

J 上J



′
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Ul

V

一

橋

静

叢

第
二

十
三

春

希
二

親

(

こ

の

C

告
.

Ⅰ

く

(

-

∞

N

u

)
〉

P

】

N

¢
.

(

二

)

.
こ

の

畠

律
は

､

前

年
の

法

律
と

異
り
､

こ

れ

ら
の

行
麓
を

な

す

国

籍

白

虎
を

単
狗

に

虔
罰

す
る

裁

定
を

設
け

な

か

つ

た
｡

そ

れ

は
､

犯

罪
を

な

す

共
謀

は
､

雷

望
遠
鏡

上

底
萄
し

得

る

と

考

え

た

ふ

ら
で

あ
る
｡

一

般
に

は
､

∫

初
め

は
､

こ

の

法

律
と

前
年
の

法

律
と
の

規
定
の

差

異
を

重

大
た

も
の

上

は

思

わ

な
か

つ

た
｡

弟
十

九

世
紀
の

中

頃
か

ら
､

労
働
組

合
を

職
種

別
に

全

国
的
に

統
一

す
る

連

動
が

起
り

､

そ

の

全

国
的
な

連
合
髄
の

強

大
た

カ
で

資
本
儀
に

対
抗

す
る

よ

う
に

た

つ

た

の

で

､

資
本
家
は

こ

れ

に

対
し

て

攻

勢
に

出
よ

う
と

し
た

が
.

一

般
に

は
､

一

八
二

五

年
の

法

律
は

､

労
働
組

合
が

同

法
の

許
す

枠
内

に

(

こ

於
て

行

動
す
る

限
り

､

全

く

刑
事

問
題
と

す
る

こ

と

が

で

き

た

い

と

考
え

､

そ

し

て

そ

の
.
旨
の

.
外
決
も

な

さ

れ

た
｡

(

二

)

と
こ

ろ

が
､

一

八

五
一

年
の

押

串
く
･

g
邑
ぎ
告

に

於
て

､

買
e

こ
.

は
､

(

イ
)

一

八

二

五

年
の

法

律
の

脅
迫
及
び

妨
害
と
い

う

′

文
字
を

廉
く

解
し

て
､

雇
主
に

勤

し

て

賃
金
の

檜

額

を

要
求
し

ヾ

そ

の

要
求
を

貫
徹
す
る

た

め

に
､

r

政
用

者
に

封
し

て

仕
事
を

休

む
べ

き

こ

と

を
､

又

被
用

者

以

外
の

者
に

雇
入
を

拒
絶
す
べ

き
こ

と

を

勧
誘
す

る

こ

と

も
､

雇
主
に

封

す
る

脅
迫
文

は

妨
害
で

あ

る

と
し

､

そ

の

行
為
は

同

法
に

ょ

る

犯

罪
で

あ

り
､

そ

う

す
る

た

め
の

固
持
は

雷
然
に

刑

事

共
謀
で

あ
る

と

し
､

更
に

(

こ

成
文

法

を

度
外

祀
す

る

も
､

雇
主
の

営
業
を

害
す
る

目

的
を

も
つ

て
､

即
ち

被
用

者
に

仕

事
を

休
む
べ

き
こ

と

を

勧
誘
す
る

こ

と

に

よ
つ

て

賃
金
の

檜

顧
を

強

制
す

る

(

三
)

目

的
を

も
つ

て

葦
圏
結
は

､

法

(

普
適
法
)

の

違
反
で

雪
と

遥

遠
｡

こ

の

(

こ
に

よ

つ

て
､

普
通

望
の

共
謀
罪
の

法

理

が

復

(

五
)

活
す
る

こ

と

と

た

つ

た
1 ｡

即
ち

､

こ

の

判
決
に

よ

つ

て
､

一

八

二

五

年
の

法

律
と

一

八
二

四

年
の

法
律
と
の

差

異
の

重

大
た

こ

と

が

明

瞭
に

さ

れ

た
｡

一

八

二

四

年
の

法

律
に

は

｢

普
通

法

上

も
+

共
謀
罪

と

せ

ら

れ

る

こ

と

が

た

い

旨

を

明

言
し

て

い

た

か

ら
､

右
の

よ

う

た

列
決
を

す
る

傲
地

が

た

か

/ J β



71

っ

た
.の

で

あ
る

が
､

→

八
二

五

年
の

法
律
に

は

そ

の

旨
の

痩
定
が

な

く
l

且

特
七

､

努
働
者
が

労
働

賃
金

又

は

労
働
時
間
に

つ

い

て

称
談

し

決

定
す
る

臥

み
の

自
的
を

も
つ

て

禽
合
す
る

こ

と
､

及
び

労
働
者

間
で

自
分
達
の

労
働
賃
金

又

は

労
働

時
間
を

確
定
す
る

合
意
を

す
る

こ

と
を

列

馨
し

て
､

去
れ

を

適
港
で

あ

る

と

規

定
し
て

い

た

の

で
､

こ

の

狭
い

例

外
.

に

該
督
す

る

以

外
･

の

労
働
者
の

圃
緯
は

す
べ

て

普
通

法
の

適
用
を

受
け

∵
普
通

法
上
の

共
謀
罪

と

せ

ら

れ

得
溌

の

で

あ

告

尤
も

､

一

.
八
二

四

年
以

前
と

全

く

同
一

の

状
態
と

た

買
わ

け
で

は

た

い
｡

即
ち

､

前
に

述
べ

た

戸

こ
0

日
頂

莞

…
邑
0
→

払

O
f

′C
P

■m
♂

ユ

舟
〇

.
の

事

案
の

よ

う

に
､

労
働
賃
金
の

嗜
癖
又

は

労
働
時
間
の

短

縮
を

得
よ

う

と

す
る

単
純
な

圃

綜
は

､

右
の

例
外

規
定
の

適

用
を

受
け

､

共

謀
罪

と
せ

ら

れ
る

こ

と

は

た

い
｡

そ

し
て

叉
､

そ

の

要
求
を

貫
徹
す

る

た

め

に

そ

の

圏

結
を

た

し

た

労

働

者

が

個
々

に

｢

自

費
的
+

に

仕
事
を

休
ん
で

も
､

犯

罪
と

せ

ら

れ

る

筈
が

た

く
､

更
に

進
ん
で

罷
業
の

形

を

探
つ

で

も
､

そ

れ

が

普
通
の

平

和

的
罷
業

(

六
)

で

あ

も
な

ら

ば
､

共

謀
罪
と

し

て

罰
す
べ

き

で

は

た

い

と

す
る

侮
向
が

強

か

つ

た
｡

裁
列
所

が

こ

う
.
い

う

態
度
を

採
つ

て

い

た

か

ら
､

労

働
組

合
の

存

在
債

値
が

法

律
上

も

あ
つ

た

の

で

あ

る
｡

し

か

し

こ

の

線
か

ら
一

歩
で

も

出
て

､

裁
判
官
が

好
ま

し

く
た

い

と

考
え

る

目

的

(

七
)

の

た

め

に

又

は

裁
判
官
が

脅
迫
で

あ
る

と

考
え

る

手

段
を

用
い

て

罷
業
を

し

た

な

ら

ば
､

共
謀
罪

と

し

て

罰
せ

ら

れ

る

危
険
が

あ
つ

た
｡

(

こ
､

労
e

甲

く
一

S
e
-

功
一

首
(

-

窒
○

こ
C
O

舛

C
.

C
一

念
山

戸

(

ニ

)

河
e

甲

く
.

労
○

弓
-

巴
乙
四

(
-

00

ヒ
)

-

仙

C
O

舛

C
.

C
.

念
仇

.

(

三
)

同

列

事
は

､

更

に
､

螢

働
者
は

自
分

蓮
の

利

益

増

遊
の

た

め

に

は

国
籍

し

て

も

差

支

な
い

が
､

他

人
を

害
す
る

咽

的

を

も
つ

て

な

す

国
籍

は
､

直

撃
て

の

他

人
に

射

し
て

向
け

ち

れ
た

国
籍
で

あ
つ

て
､

全

く

性

質
を

異
に
.
し
､

溝

は

前
者
を

許

す

も

後

者
を

是

認
し

な
い

､

と

云
つ

で

い

る
｡

(

四
)

裁
判

官
が

､

陪

審
忙

射
す

る

教

示

と

し

て

述
べ

た

の

で

あ

る
｡

(

五
)

し

か

も
､

′

こ

の

‖
よ
■
う

に

復

潜
し

た

普

通

法

去
共

藻
の

溝

避

ほ
､

一

入
エ

ハ

妄
の

○

計

器
書
琶
邑

t

ど

穿
切

昌

A

阜
-

00

巴

(

窒

和

音
釆

忙

潜
り

る

単
働

璧
H

と

共

謀

濁

J J ∂



一

1 8

一

朽

汁
‥

荘

終
二

十
三

番

啓
二

家

N

h

≦
c
什

.

一

P

-

苦
}

㌘

き
〕

に

よ

つ

て

密
か

に

成
文

法
に

採
り

入

れ
ら

れ

た

?
同

港

は

｢

賃
金

率
を

引

上
げ

る

た

め

の

す
･べ
て

の

不

法

な

園
蘇

又

娃

共

謀
+

と

云
■

つ

て

い

る
｡

l

(

六
)

C

岩
臼

昔
日

こ
+
臼

W
P

訂
b
『

.声

A
･巳
e

y

人
-

∞

巴
)

こ
芦

紆

戸

巴
示

こ
N

山
.

そ

し

て

又
､

峯
U

㌃
監
申
t

小

昌
｡
{

W
｡

旨
ヨ
e

臼

■
A

き
一

宏
¢

(

N

N

≦
c
t

一

も
.

N

山

)

は
､

一

入

二

五

年
の

法

律
の

｢

妨

害
+

と

い

う

文

字

に

つ

き
い

好
働
賃
金

又

は

螢

働
略

間
に

関

す
る

要

求
を

貰

敬

す
る

た

め

に
､

他

人
に

仕

事
を

休
む

よ

う
に

脅
迫
を

用

い

ず

に

平

和

的
に

詮

得
す

る

の

み

で

は
､

｢

妨
専
+

主
は

な
ら

な
い

と

規

定

し

た
｡

尤
も

こ

の

鮎

は
､

刃
e

甲

く
.

U
キ
コ

芹

(

-

00

$
)

-

-

O

C
｡

H

C
･

C
∵
山

¢
N

に

よ

つ

て
､

｢

脅
迫
+

を

靡
く

解
す
る

よ

う

に

な
つ

た

か

ら
､

賓
衆
が

少

な

く
な
つ

た
｡

七

普

通

淡

上
も

､

そ

し

て

又
一

入
二

五

年
の

法

律
の

脅
迫

行

寛

と

し

て

も
､

罰
せ

ら

れ

た

わ

け
で

あ
る

｡

非

組

合

長
の

解
雇
を

要
求

し

て

な
す

罷

業

の

如
き

､

そ
の

例
で

あ

る

(

≦
1

巴

筈
巧

く
●

A
已
0

呵

(

-

宗
-

)
-

い

甲

紆

声

ヒ

8
｡

J ノブ

大

普
通

法

上
の

共
謀
の

法
理

が

復
活
し

て
､

そ

れ
に

従
つ

て

多

く
の

労
働
者
が

慶
罰
せ

ら

れ

る

よ

う

に

た
■
る

ヤ
､

労
働
者
の

憤
激
を

か

い
､

罷
業
が

頻

馨
し

た
｡

こ

の

螢
働
者
の

動
揺
の

結
果

､

一

八
六

七

年
労
働
問
題
に

つ

い

て

の

調
査

委

月
食
が

設

置
せ

ら

れ
､

そ

の

報
告
に

基

(

こ

づ

い

て
一

八

七
一

年

ゴ
邑
e

q
n

5
.

n

A
毘

及
び

C

ユ

m
ぎ
巴

P
p

w

A
ヨ
e

n
払

ヨ
e

β
t

A
O
t

が

制
定
せ

ら

れ

た
｡

努
働
組
合
法
の

第
二

條
は

､

｢

努
働
組

合
の

目

的
は

､

単
に

そ

れ

が

営
業
の

制
限
で

あ

る

と
の

理

由
の

み
に

よ

つ

て

は
､

不

法
と

看
倣
さ

れ

ず
､

従
.

つ

て
■

そ

の

合

意
を

無

教
な

ら

し

め

る

も
の

で

は

た

く
､

又
そ

の

組
合
員
を

共

謀
罪
そ

の

他
の

罪
で

起

訴
を

受

け

し

め

る

も
の

で

は

な
.

い
+

と

規
定
し

た
｡

へ

二
)

労
働
組

合
が

営
業
制
限
と

た

ろ

と
の

理

由
の

み
で

､

慶
罰
す
る

こ

と

が

た

く
た

つ

た
の

で

あ

る
｡

刑
法

修
正

法
は

､

一

八
二

五

年
の

法

律

を

靡
止

し
､

ピ

ケ

プ

チ

ィ

ン

グ

の

許
さ

れ

る

限
界
を

定
め

､

不

法
な

脅
迫

及
び

妨
害
の

範
囲
を

定
め

た
｡

即
ち

､

前

者
に

よ

つ

て

労
働
組

け
毎



〔

-

耶

+
･

J

(
､

{
j
ピ

･
_
■

･

合
の

合
淡

性
を

認
め

た

が

ら
､

後
者
に

よ

づ

て

そ

抄

行

動
を

制
限
ナ

各

鑑
定
を

設

け
た

の

で

あ

る
か

こ

の
知

性

魔
の

立

法
を

も
つ

て

し

て

は
.

労
働
者
を

満
足

せ

し

め
る

こ

と

が

で

き

た

い

こ

と

が
､

す
ぐ
に

明
ら
■
か

に

た

つ

た
｡

労
働
者
の

一

磨
罰
が

綾
き

､

他
人
を

罷
業
に

参
加
せ

し

め

よ

う

と

す
れ

ば
､

痢
罰
を

受

け
る

と

と

を

覚
悟
し

な

け
れ

ば

寧
b

な

か

つ

た
｡

し

か

し
.

グ

ラ

ブ

､
ド

ス

ト

ン

の

自
由

案
内

閣
(

二
八

六
八

年

-
七

四
)

は
､

そ

れ

以

上

法
律
を

改
正

す
る

と

と
に

反

対
し

績
け
て

い

ね
｡

(

こ

ゴ
監
e

q
ロ
小

昌
A
n
t

こ
00

ご
-

窒

紆

訟

≦
耳
】

C
･

H
こ

C
ユ

m
i

邑
訂
弓

A

㌢

昌
告
口

邑
A

阜
-

Ⅷ

コ

ニ
ー

和

い

∽

≦
c
什

･

-

P

声
こ

れ

′

ら
の

法

律
に

つ

き
､

警
e
]

甘
e

日
-

○

ワ

〔
小

√

く

○
】

.

小
■

召
.

N

N

斗
-

N

N

や
"

P

呂
巴
の

､

○

ワ

各
.

､

召
.

N

-
-

N

N
.

(

ニ

)

こ

こ

に

常

葉
の

制
限
と

は
､

本
衆
の

憲

政
､

即

ち

国
籍
を

な
し

た

嘗
事
著
聞
に

於

け
る

野

内

的

意

疾
か

ら

韓

化

し

て
､

そ
の

囲

緒

が
篤
二
二

者

(

雇

主
〕

の

常

葉
の

自

由
に

束

絡
を

加
■
え

る

と

い

う

野

外
的

意

味
に

用
い

ら

れ
て

い

る
(

三
の

鼓

六

蓼

康
)

｡

螢
業

制
限

を
こ

の

意
味
で

用
い

る

こ

と

は
､

既
に

そ

の

前
か

ら

始
め

ら

れ

て

お

り

(

ト

賀

憲
)

｡

乍

旨
･

}

ワ

ー

)

参
照
)

､

又

こ

の

意

療
で

g
臼

旦
2
岩

エ
ロ

琵
-

旦
已
｡

:
旨
d
e

と

い

一】一
丁

ぅ

概

念
が

後

述
の

米
国
の

シ

ャ

ー

マ

ン

港

に

も

用
い

ら

れ
て

い

る
｡

こ

の

鮎

に

つ

き
､

大

隅

教
授

｢

英

国
コ

ン

毛

ン

:
り

に

お

け

る

掲

占

及
び

取

引
制

限
+

の

中
､

法

叢
五

三

春
五

･

六
合

併

撃
一

四

三

二
一

四

四

貴

重
照

｡

拙
稿

､

蔚

鴇
､

季

刊

染

律
単
三

撃
言
責
(

殊

に

二

八

貢
)

は
､

こ

の

一

■
瓢

に

つ

き
､

.
曹

業
制
限

(

取
引

制
限
)

の

本

衆
の

意

味
に

執
着
し

過
ぎ

た

嫌
が

あ

る
｡

一

八

七

四

年
の

絶
選
拳
に

際
し

て

は
､

労
働
組
合
は

既
に

政

治
上
の

一

勢
力
と

な

つ

と

お

り
.

保

守
箕
の

領

袖
は

こ

の

勢
力
を

認
識
し

､

保

守
景
候
補
.
者

は

刑

法

修
正

法
の

靡
止

を

公

約
し

た
｡

こ

の

漁
選
拳
に

於
て

自
由

寛
が

不

測
の

敗

北
を

喫
し

た

原
因
が

､

■
螢
働
組
合
の

反

感
の

み
に

よ

つ

た

も
の

で

あ

る

か

香
か

は
ー

一

つ

の

問
題
で

あ

る

が
､

こ

の

絶
遭
拳
の

結
果
グ
ラ

ッ

F

ス

ト

ン

内

閣
が

倒
ね

､

そ
.
れ
に

代

9

∵
っ

た

保

墓
の

ジ

ス

㌧
り

内

閣
(

至

芋
八

｡

年
)

詣
で

､

畜
-

譜
刑

筐
正

法
が

落
せ

ら

れ
､

そ

の

代

り

と

し

て

1

C

8

昏
P
｡

㌻
邑
や
3

萱
i

｡

n

O

岩
3

笥
t

叫

A

阜
-

∞

記

が

制
定
せ

ら

れ

た
｡

そ

レ
て

そ

の

第
三

倣
は

､

｢

二

人
以

上
の

者
が

､

努

仏

英

米
に

於
け

る

努

働
組
.
合

と

共

謀

罪



一

橋

翰

叢

孝
二

十
三

巷

第
二

旗

2 0

働
争
議
甘

企
て

又

は

遂
行
す
る

た

め
に

､

如

何
た

る

行

為
を

た

し

又

は

た

さ
し

掛

る

合
意

文
は

圏

綜
を

た

す

も
､

そ

の

行

虜
が

一

人
で

な

し

た

場
合
に

犯

罪
と

し

て

慶
罰

さ

れ

た

い

行

為
で

あ
る

と

き

は
､

共
謀

罪
と

し
て

起

訴

さ

れ

る
■
こ

と

が

嶽

い
+

と

現
定
し

た
｡

こ

の

規
定

に

よ

つ

て
､

漠
然
と

し

た

共

謀
罪
の

法

理

を

労
働
組
合
に

封

し

て

適
用

す
る

こ

と

が
､

終

局
的
に

た

く
た

り
､

以

後
螢
働
組
合
に

射

す
る

共
謀
法

理
の

復
活

と
い

う
こ

と

が

起

ら

た

か

つ

た
｡

尤
も

､

そ

の

後
も

､

裁
列
研

が

他
の

方
面
で

労
働
観

合
に

不

利
益

た

判
決
を

す

る

こ

L

が
､

絶
無
と

な

つ

た

わ

け
で

は

な

い
｡

民
事

共

(

三
)

謀
(

O
i

≦.

-

g
n

竜
ぎ
P

n

ユ
の

法
理

が
､

そ

の

最
た

る

も
の

で

あ
る

｡

た

お
､

そ

の

後
の

労
働
組

合
及
び

螢
働
季

議
に

閲
す
る

立

法
と

し

て

●

は
､

ゴ
邑
e

望
名
ま
e
班

A

阜
-

苫
小

い

ゴ
邑
の

亡

2 .

〇

ロ

A

阜
-

㌣
山

”

ゴ
邑
e

巨
竜
已
針

賀
払

ゴ
邑
れ

q

2 ･

〇

日
払

L

ど
什

こ
¢

N

¶

等
が

制
定
せ

ら

れ

た
｡

(

一

)

論

陣

い

¢

ノ

エ
O
t

･

}

n
･

00

小
･

こ

の

法

律
忙

つ

き
､

s
t

2

首
e

タ

○

ワ

〔
小

√

く

○
】

.

い
-

勺

勺
.

N

N
u

-
N

N

ご

望
n
e

ヨ
○

ワ

9 .

-
.

)

宅
.

N

誅
-
N

記
い

｢
控
ロ
･

巴
の

ー

O
p

.

C
i

t
.

-

勺
七

N

牟

1
N

仇
.

(

ニ

)

+

芳
川

ビ

b
)

○

ワ

C

F
-

召
.

N

00

小

-
N

浬
.

.

(

三
)

他

人
を

肯
す
る

目

的
で

共

謀
し

､

他

人
に

規

審
を

輿

え
た

場

合
収

は
､

不

準
何

食

と
な

る

と

い

う

法

理

で

あ

り
､

し

か

も
こ

の

港

理

を

適

用

す

る

に

昔
つ

て
､

費
本

家
の

廃

港
の

場

合

に

此
し
､

螢

働
組

合
に

つ

い

て

不

利

益

忙

適
用

し

て

い

る

の

で

あ

る

(

告
e

粥

｡

J
一

二
U

ワ

2 .

什
.

､

顎
.

㌍
-
芝
山

朝
稿

､

前

掲
､

季

刊

港

律
孝
三

額
五

α

京

な
い

し

七
五

貫
)

｡

ヱJ β

▲

屯

.

▲

一.t

■㌧

･ノ
ー

■■
J
･･

･

･

､

ノ
ーヰ
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八l
与

.



幻

)

､

米
国
に

於
け
る

野
傲
問
題
に

蘭
す
る

最
古
の

卯
敢
は

､

一

八

〇
六

牛
の

ア

↑

ラ

デ

ル

フ

↑

ア

の

数

列

所

の

吋

E
-

邑
e

官
許

賢
㌣

.
へ

一

)

吉
ぎ
e

蔓
C

屋
で

あ

る

と

さ

れ
て

い

る
｡

靴
職
人
が

組
合
を

作
つ

て
､

雇
主

達

に

労
働

賃
金
の

檜
叡

を

要

求
し

､

雇
主

達
に

､

組
合
員

一

ほ

組
合
で

定
め

た

賃
金

表

以

下
で

墜
働
か

ず
､

且

そ

れ

以

下
の

賃
金
で

働
く

職
人
を

使
つ

て

い

る

雇
主
の

下
で

は

働
か

た

い

と

届
督

し
た

事
件

で

あ
つ

て
､

裁

邦
所

は
､

･
努
働

賃
金
の

嗜

癖
を

要
求
す
を

固

持
は

刑
事
共
謀
と
た

る

と
の

英
国
の

法
理

を
､

そ

の

ま
1

適
用
し

た
｡

恵
時
の

米

国
の

裁
判
官
の

多
く

は
､

英
国
裁
列
官
の

探
つ

た

態
度
を

そ

の

ま
1

受

け

入

れ

も

傾

向
の

あ
る

連
邦
派
(

句

a

瑠
亡

邑
の

人

▼

人
か

ら

成
り

､

し

か

も

三
の

最
後
に

述
べ

た

よ

う

に
､

弟
十

八

世
紀
に

英
国
裁
判
所

ほ

普
通

港
上

刑
事

共

謀
の

法

理

が

存
在
す

る

と

し

て

い

た

か

ら
､

こ

れ

に

従
つ

て

裁
列
し

た
α

は
､

寧
ろ

宮
路
で

あ

つ

た
｡

こ

の

趣
旨
の

判
決
が

､

そ

の

後
三

十

年
の

間
､

東
部
諸
州
に

於
て

1

行
わ

れ

て

い

宅

中

に

は

多

少

誘
歩
し

て
､

固

持
し

て

労
働
賃
金
の

要
求
を

し

て

も
､

そ

の

手
段

が

平

和

的
罷
業
で

あ
る

と

き

は

共
謀
罪

と
た

ら

た

い

上
の

傍
論
も

現

わ

れ
て

は
い

る

が
､

そ

れ

ら

は
い

ず
れ

も
､

昏
該

事
件
の

列
決
と

し

て

は
､

本
件
･
は

そ

の

手

段
が

不

常
で

あ

(

二
)

る

と

か
､

目

的
が

不

常
で

あ

る

(

例

え

ば
､

非

組

合

長
の

解
雇
要

求
)

と
か

の

理

由
で

､

被
告

人
を

有
罪
と

⊥

た

も
の

で

あ
つ

た
｡

こ

れ

ら
の

列
決
に

画
し

て
､

労
働
者
が

反

感
を

持
つ

た
ナ
+

と

は

ご
買

う

ま
で

も

な
い

ヲ
彼
等
は

働
く

権
利
と

同

時
に

働
か

た

い

権

利
を

､

も

有
し

て

い

る

と

信
じ

て

い

た
に

拘
ら

ず
,

そ

の

働
か

た

い

権

利
を

固
持
し

て

行

使
す

る

と
､

虚
罰
せ

ら
れ

た

か

ら

で

あ

る
｡

そ

し

て
一

般
民
衆
に

も
､

こ

れ

と

考
え

を

同
じ

く

す
る

者
が

多

く

た

り
､

陪
審
が

､

裁
判
官
の

説
示

す

る

共
謀
罪
の

構
成
要
件

が

明

ら

か

に

澄
明

さ

(

三
)

れ
て

い

る

に

も

拘
ら

ず
､

有
罪
の

評

決

を

た

す
こ

と

を

拒

香
し

た
こ

と

さ

え

あ
つ

た
｡

(

一

)

(

-

00

0

8
-

山

C
O

m
ヨ
0

日
仏

和

G
こ

芦
○

完

治
.

{
二

)

ト

音
已
ヂ

O

p
･

∩

き
･

)

宇

ヒ
"

G
H

e

驚

喜
○

ワ

C

F
-

勺
.

N

仇
.

英

米
に

於
げ

る

勢

働
組

合
と

共

謀

罪

山7
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l書

一

席

静

叢

夢
二

十
三

春

希
二

我

(

三
)

の
蒜
叫

名
y

O

勺
.

2 .

t

`

p
.

N

叫
-

′

.
右
に

述
べ

た

裁
弼
所
の

態
度
を
+

始
め
て

欒
吏

し

た
の

は
､

一

八

四

二

年
の

マ

サ

チ

エ

セ

ク

ツ

州
の

最
高

裁
興
研
の

判
決
た

る

C
O

ヨ
l

(

一

)

月
e

づ

W

邑
旨
く
･

､

冒
ト

ロ
t

で

あ
る

｡

こ

れ

は
､

非
組
合
月
を

使

用

し

た

雇
主
に

対
し

て

罷
業
を

た

し

て
､

そ

の

非

組
合
員
を

解
雇
せ

し

め

た

靴

職
人

組

合
の

七

人
の

幹
部
を

､

虔
罰

し

た

判
決
に

封
す
る

上

訴

審
の

判
決
で

あ
■
る
｡

こ

の

判
決
に

於
て

C

E
e
f

甘
毘
冨

S

訂
弓

は
､

｢

本
件

公

訴

倣
に

記

載
す
る

と
と

ろ
は

､

蔽
合
が

そ

の

職
業
に

従
事

す
る

す
べ

て
1
ゐ

者
を

勧
誘
し

て

組
合
見
た

ら

し

め

る

意
圏
を

有
し

て

い

た

と

い

う
に

轟
き

る
｡

而

し

て
､

そ

の

こ

と

自

健
は

､

組
合
の

権

力
を

確
保

す
る

こ

し
を

企
て

た

の

み
で

あ
つ

て
､

そ

の

権
力
は

有
害

た

目

的
の

た

め

に

用
い

得
る

と

同

時
に

､

有

益

な

目

的
の

た
め

に

も

用
い

得
る

の

で

あ

る

か

ら
､

不

法
で

は

た

い
｡

有

害
た

目

的
を

有

し

て

い

た
の

な

ら

ば
､

そ

の

こ

と

を

公

訴
状
に

明

確
に

記

載
し

た

け
れ

ぼ
た

ら

た

い
+

と

云

つ

て
､

原
判
決
を

破

毀
し

､

被
告

人

を

放
免

し

た
｡

即
ち

､

労
働
組
合
も

そ

の

目

的
如
何
に

よ

つ

て

は

必

ず
し

も
不

法
で

は

な

い

と

し

た
の

で

あ

告

尤
も

､

本
件
の

組
合
の

目

的
如
何

は
､

公

訴

状
に

記
載
な

く

せ

も

明
ら

か

で

あ

つ

た
｡

而
し
て

､

と
■
の

よ
■
う

に

剣
決
し

た
の

は
､

決

し

て

警
P

j

が

努

働
者
に

好

意
を

持

っ

た
.
裁
判
官
で

ぁ

っ

た

か

ら

で

は

な

く
､

彼
が

新
聞
に

よ

つ

て
､

本
件
を

有
罪
と

す
れ

ぼ

労
働
者
の

反
抗
が

兇

暴
に

た

る

で

あ

ろ

う

こ

と

(

ニ

)

を

知
り

､

そ

の

結
果
米
国
の

初

期
の

エ

菓
を

破

襲
し
て

し

ま

う

に

至

る

か

も

知

れ
た

い

と

と

を

恐

れ

た

か

ら

で

あ
■
る

､

と

さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

判
決
は

､

右
に

述
べ

た
よ

う
打

､

決

し
て

刑
事

共
謀
の

法

理

を

拒
否

し

た

も
の

で

は

た

く
. ､

公

訴

状
の

頼

痍
と

い

う

扱
術

的
た

問

題
に

よ

つ

て

た

さ

れ

た

の

で

あ
つ

た

或

有
名
た

裁
判
官
が

､

従
前
と

同

様
の

事
件
に

つ

い

て
l

無
罪
の

列
決

を

し

た
の

で

あ
.

. る

か

ら
､

刑

事

共
謀
の

法
理

は
､

賓
際
上

大

き

な

打
撃

を

受
け

､

■
そ

の

後
内

乱
哉
季
(

ズ
⊥

二

年

-

六
五

年
)

が

遡

る

ま
で

の

憫
止

､

こ

の

港
避

妊

(

三
)

王

づ

て

虔
罰

す
る

羊
と

は

庵

め
て

稀
と

た

つ

溌
｡

J J ∂

1

1

ンり
J

/

′

ら

し

､

■
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(

一

)

(

-

掌
N

)
-

早

民
e
t

串
】

巾

-

-

-
●

(

ニ

)

の

蒜
的
○
り

ヨ

O
p
-

2 .

√

勺
ト

N

P

(

三
)

P
聖
P

已
ダ

O

p
●

2 .

t
●

〉

ワ

訟
･

内

乱
戦
争
中

及
び
そ

の

後
に

は
l

潜
働
組
合
の

行

動
に

封

す
る

反
感
が

強

く

繁
ソ

､

一

時
皮

紐
合

的
た

立

法
が

諸
州
の

立

法

府
に

よ

つ

て

た

さ

れ
､

文

教
列
所

も
こ

れ
に

應
じ

て
､

再

び

労
働
組
合
の

幹
部
を

共
謀
罪

を

も
つ

て

虞
罰
す
る

こ

と

が

多

く

な

り

二
八

七

〇

年
代

(

こ

の

努
個
不

安
時
代
に

そ

の

傾

向
に

拍
辛
が

か

け

ら

れ

宅

し

か

し
l

こ

の

一

八

七

〇

年
代
の

労
働
不

安
の

極

鮎
と

し

て

起
つ

た

六
七

七

へ

二

)

年
の

鋳
造
罷
業
紅

際
し

て
､

罷
業
に

封

す
る

差

止

命
令
(

互
昌
○
-

ぎ
)

が

米
国
で

始
め
て

蟄
令
さ

れ
､

こ

の

い

わ

ゆ

る

労
働
差

止

命

令

が
､

罷
業
に

封

し

て
､

刑

事
共
謀
の

法
理

よ

り

も

よ

り

有

数
た

対

抗
手

償
で

あ

恵
こ

と

が

わ

か

つ

た
の

で
､

そ

の

後
は

専
ら

差

止

命
令
を

(

三
)

利
用

す
る

こ

と

と

た

り
､

刑
事
共
謀
の

法
理

に

よ

つ

て

起

訴

す
る

こ

と
は

事
賓
上

行
わ

れ

な

く

た

つ

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

米
国
で

は

刑

事

共

謀
の

法

理

が
､

事
資
上
の

問
題
と

し
て

滑
滅
し

て

し
ま

つ

た

の

で

あ

る
｡

一

そ

の

後

六
九

〇

年
に

制
定
せ

ら

れ

た

∽

訂
1

日

呂
A
O
オ

中
に

は
､

｢

営

業

を

制

限

す

る

共

譲
+

(

苫
β
叩

号
p

8

こ
日

計

賢
p

巨
○
巾

t

→

い

㌍
及

び

｢

猫

占

的
共
謀
+

(

g
β
月

号
p

8
t

O

喜
n
O

官
已

邑
と
い

う

概
念
が

用
い

ら

れ

た
川

同

法
は

本
葬

+

五

大
た

資
本
の

圃
綜

に

射

し

て
一

般
滑

費
者
を

保

護
す
る

目

的
を

も
つ

て

制
定
せ

ら

れ

た

の

で

あ

る

が
､

努
傲
者
の

圏

終
に

封
し

て

ぁ
適
用

せ

ら

れ

る

よ

う
に

■
(

五
)

た

り
ー

労
働
組
合
に

封
し

て

同

法
に

基
く

差

止

命
令
で

屡
々

蟄
せ

ら

れ
る

こ

と

と

た

つ

た
｡

同
法

は
､

違
反

者

に

封

し

て
､

刑

罰
.

差

止

命
令

･

損
害
賠
債
の

三

種
の

制

裁
方
法
を

規
定
し

て
ノ

い

る

の

･で

あ

る

が
､

右
に

掲
げ

た

共
謀
を

理

由
と

す

草
野
働
者
の

虔
罰
と
い

ぅ
こ

と
･
は

､

畢
要

晶
題
と

た

ら
.
た

か

つ

た
｡

こ

の

よ

う
に

し
て

､

そ

の

後
の

米
国
勢
働
者
の

努
力

は
､

主
■と

し
て

勢
働
差

止

命

令
の

禁
止
に

∴

英

米
に

於

け

る

螢

働
飯

食
と

共

謀
罪

J J ご



一

ユ
･2

､
.ヽ

一

橋

静

叢

夢
二

十
三

春

希
二

故

向
け
ら

れ

た
｡

そ

し

て
二

九
三

二

年
に

､

労
働
差

止

命
令
を

原

風
と

し

て

禁
止

す
る

誉
r

ユ
?

訂

ぎ
邑
6

･

A
a

が

制
定
せ

ら

れ
､

他

糾′
一

方
､

労
働

者
の

圏

精
権

･

圃

鰻
交
渉
権
が

､

誉
呈
払
･

｢
P

G

転
昔
A
｡
ト

を

摩
て

､

一

九
三

五

年
の

W
長
日

頸

A
c

叶

に

よ

つ

て

確
立

(

六
)

.

せ
ら

れ
､

次
い

で

一

九

四

七

年
の

づ
p

芋
ロ
P

邑
e

叫

A
O
t

の

制
定
と

た

つ

た
の

で

あ

る
｡

(

こ

ぃ
㌢
ロ

巴
ヂ

○

ワ

n

F
〉

ワ

山

戸

(

二

)

勢

働
差

止

命

令
と

は
､

勢

働
者
の

不

法

な

行
麓

に

よ

つ

て

償
う
こ

と
の

で

き

な
い

揖

審
が

生

ず

る

庚
あ
る

こ

と

を

理

由

と

し

て
､

そ

の

現

に

な

し

又

は

な

そ

う

少

す
る

行

軍
豊
富
す

る

裁

判

所
の

命

令
で

あ
■
る
｡

こ

の

命

令
に

違

反

し

た

と

き

は
､

裁
判

所
侮
辱
と

な
り

､

略
式
で

(

帥

ち

陪
審

裁

判
に

よ

ら

ず

に
)

庭
覇
き

れ
る
｡

従
つ

て
､

多

く
の

場

合

重

大

な

投

書
が

起
つ

て

か

ら

起

訴

し
､

し

か

も

陪
審
裁
判
に

よ

つ

て

裁

判

す

る
､

共

謀

罪
よ

り

も
､

螢

働
差

止

命

令
の

方
が
よ

り

有

敦
適

切

な

射
故

事

段

な
の

で

あ

る
｡

螢

働
差

止

命

令
に

つ

い

て

ほ

多
て
の

文

献
が

あ
る

が
､

我

が

国
の

も
の

と

し

て
､

有
泉

教
授

｢

レ

イ
バ

‥
イ
ン

ジ
ァ

ン

ク

シ

ョ

ン

+

港

律
時

撃
一

一

隻
ハ

彗
石
七

票
昭
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二

四
･
年
)

､

拙
稿
｢

螢

働
争
叢
と

差
止

命

令
+

港

律
タ

イ
ム

ズ
一

巻
一

二

戟
｢

二

貫

(

昭

和
二

二

年
)
｡

(

三
)

′

訂
ロ

d
i

払
-

｡

や

C

子
勺

･

史
ご

G
蒜

驚
喜
○

ワ

〔

F
-

勺
.

旨

(

四
)

大
の

最
初
の

証
二

番

應
｡

(

五

∨

吾

妻

教
授

｢

シ

ア

ー

マ

ン

港

と
ア

メ

㌢

カ

の

螢

簡
裁

制
+

港

律
時

報

三
春

三

凍

七

五

貢
､

四

戟

三
三

斉
1

六

撃
一

二

九

貫

(

昭

和

三

年
)

ヵ

(

六
)

■
こ

こ

に

引

用
し

た
の

は
､

い

ず

れ

も

連

邦
法

で

あ

る
｡

各

州

蔑
も

､

大

味
同

穫
の

域
内

を

有
し

で

い

る

と

考

え
て

､

大

過

な
い

で

あ

ろ

う
｡




