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強
制
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裁
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度

と
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議

権
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ラ
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労

働

法

に

お

け

る

一
課

題

1

深

山

喜

一

郎

1

序

説

労
働
関
係
に
つ
き
労
使
の
意
見
の
合
致
を
み
す
、
遂

に
実
力
的
対
抗
状
態
ー
労

働
争
議
が
発
生
し
た
・と
き
、
こ
れ
を
如
何
に
平
和
的

に
処
理
す
う
か
は
、
近
代
産
業
国
家
に
お
い
て
、
そ
の
労
働
政
策

の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
争
議
よ
り
生
す

る
生
産
の
停
滞
、
労
働

者
の
賃
金
の
喪
失
は
、
独
り
当
事
者
の
損
失
た
う
に
止
ら
す
、
広
く
国
民
生
活
を
お
び
や
か
し
、
社
会
不
安

を
惹
起
す

ろ
。
こ
の
こ
と
は

近
代
産
業
が
単
た

ろ
私
的
活
動
た
ろ
を
越
え
、
そ
の
労
働
関
係
が
私
的
関
係
か
ら
社
会
的
関
係
た
る
性
格
を
持
つ
に
至
つ
た
こ
と
を
示
す

に
他
な
ら
な
い
。
か
二
ろ
企
業
の
社
会
性
な
、
そ
の
独
占
化
の
傾
向
と
共
に
、
い
よ
い
よ
増
大
す
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
x
に
国
家
ぱ
何
ら
か

の
形
で
労
働
争
議
に
介
入
す
ろ
必
要
を
認
め
ろ
の
で
あ
ろ
。

勿
論
、
労
働
争
議
に
対
す
ろ
国
家
権
力
の
介
入
ぱ
、
何
れ

の
時
代
に
も
存
し
た
の
で
あ
ろ
が
、
そ
の
意
味

す
う
と
こ
ろ
は
決

し
て
同

一

で
は
な

い
。
即
ち
、
公
式
的
に
こ
れ
を
把
え
れ
ば
、
争
議
に
対
す
る
国
家
の
態
度
は
、
ま
つ
労
働
者

の
団
結
に
対
す
る
弾
圧
ま
し
て
現
わ

れ
、
労
働
者

の
争
議
行
為
に
刑
罰
を
以
て
臨
ん
だ
。
次

の
段
階

で
ぱ
、
争
議
行
為
ば
か
x
ろ
刑
事
制
裁
を
免
れ
、
自
由
な
行
為
と
し
て
認

め
ら
れ
ろ
の
で
あ
る
が
、
反
面
、
市
民
法
的
契
約
理
論

の
制
肘
を
受
け
た
。
最
後

に
労
働
者

の
団
結
権
、
争
議
権
が
確
立
さ
れ
う
ま
こ
ろ

で
ぱ
、
争
議
行
為
は
、
以
上
の
よ
う
な
刑
事
的
、
民
事
的
制
約
か
ら
完
全
に
脱
却
す
る
の
で
あ
ろ
が
、
そ
こ

で
も
争
議
権
ぱ
社
会
平
和
と

"馬



の
調
和
を
求
め
ら
れ
る
。
か
x
る
要
請
よ
り
生
れ
た
も

の
が
労
働
争
議
調
整
制
度
で
あ
る
。

従
つ
て
争
議
調
整
制
度

の
第

一
の
問
題
は
争
議
権
ま
社
会
平
和
の
要
請

の
関
係
に
お
い
て
現
わ
れ

る
。
本
稿
は

フ
ラ
ン
ス
の
団
体
的
争

議
調
整
制
度
、
特
に
仲
裁
判

度
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
を
研
究
し
た
も

の
で
あ
る
。

二

)

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
労
働
争
議
を
団
体
的
争
議
(
c
o
n
f
l
i
t
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
)

と
個
人
的
争
議
(
c
o
n
f
l
i
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
)

と
に
区
別
し
、
夫

々
異
つ
た
調
整
機
構
を
以
て
対
処
し
て
い
る
。
団
体
的
争
議
と
個
人
的
争
議
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
P
.
 
D
U
R
A
N
D
,
 
T
r
a
i
t
s
 
d
e
 
D
r
o
i
t

d
u
 
T
r
a
v
a
i
l
,
 
t
o
m
e
 
i
l
l
,
 
P
.
 
9
4
5
 
e
t
 
s
.
 
;
 
A
.
 
R
O
U
A
S
T
 
e
t
 
P
.
 
D
U
R
A
N
D
,
 
P
r
e
c
i
s
 
d
e
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
p
p
.

3
0
1
-
3
0
3
.

.
参
照
。
社
会
豆
和
と

の
関
係

で
重
要
な
も

の
は
団
体
的
争
議

で
あ
る
こ
と
勿
論

で
あ
り

、
こ
れ
は
、
ほ

ゴ
、
わ
が
国

の
労
調
法
第
六

条
の
定
義
す

る

「
労
働
争
議
」

に
相
当
す

る
。

従

つ
て
本
稿
で

「
争
議
」

「労
働
争
議
」
'と
い
う

の
は
、
す

べ
て

、
"
c
o
n
f
l
i
t
 
c
o
l
l
e
c
t
i
f
 
d
u

t
r
a
v
a
i
l
"

を
意
味
す

る
。

一

争

議

権

に

関

す

る
立

法

の
変

遷

お

よ

そ

労

働

争

議

調

整

制

度

は

、
争

議

権

乃

至

は
争

議

の
自

由

の
認

め
ら

れ

ぬ
所

に

は

存

し

な

い
。

こ

れ

ば
争

議

調

整

制
度

の
本

質

か

ら

し

て
当

然

の

こ
と

で
あ

ろ

が

、

そ

こ
か

ら

、

か

x
ろ
制

度

に
関

す

る
研

究

が
、

ま

つ

、

争
議

権

の
歴

史

よ
り

始

め

ら

れ

ね
ば

な

ら

な

い

こ
と

が
理
.解

さ
れ

ろ

で
あ

ろ

う

。

フ
ラ

ン

ス
に

お
け

ろ
争

議

権

ぱ

一
般

に

一
八

六

四

年

五

月

二

十

五

日
法

に

よ

う

コ
ア
リ

シ
オ

ン

の
法

認

に

ぱ

じ

ま

う
と

さ
れ

て

い
る
。

こ
れ

よ
り

先

、

フ
ラ

ン

ス
は

一
七

八

九
年

の
大

革

命

に

よ
り

、
近

代

的

自

由

主
義

国

家

へ
と

移

行

し

、
資

本

主

義

的

社

会
機

構

が
整

備

さ

れ

つ

x
あ

り

、

そ

こ

で

ぱ
資

本

家

と

自

由

な

る
労

働

者

に

よ

る
近

代

的

労

働

関

係

が
展

開

さ
れ

て

き
た

の

で

あ

ろ
。

然

う
に

一
七

九

一
年

六

月

一
四

日

法

(
シ

ャ
ブ
リ

エ
法
)

ぱ

、

労

働

の
自

由

、
取

引

の
自

山

の
名

の
下

に

あ

ら
ゆ

う
職
業

的

団

結

を

禁

止
し

た

。

同

法

は

労
働

者

の
団

結

を

、

フ

ラ

ン

ス
憲

法

の
禁

止

す

る
中

世

の
特

権

的

同

職

組

合
(
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
,
 
j
u
r
a
n
d
e
)

と

同

視

し

た

の

で

あ

る

。

然

し

、

か

x



ろ
同
職
絹
合
と
労
働
組
合

の
質
的
相
異
は
明
ら
か
で
あ
り
、
叉
、
こ
う
し
た
禁
圧
に
も
拘
ら
す
、
自
然
発
生
的
に
成
長
し
つ
玉
あ
つ
た
労

働
者
の
団
結
は
、
こ
れ
を
否
認

し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
。
即
ち
、

一
八
六
四
年
、
遂
に
国
家
ぱ
コ
ア
リ
シ
オ
ン
を
犯
罪
と
す
る

刑
法
を
改
正
し
た

の
で
あ
ろ
。
尤
も
こ
の
法
認
ぱ
、
争
議
権

の
確
認
と
は
言

い
え
す
、
か
つ
単
な

る
争
議
団
結
成

の
自
由
を
認
め
た
に
過

ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
争
議
遂
行
の
基
盤
た
ろ
べ
き
永
続
的
団
結
!

労
働
組
合

の
法
認
は
更
に
二
〇
年
後

の

一
八
八
四
年
三
月
二

一

日
法
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

こ
の
時
代

の
労
働
運
動
の
盛
り
上
り
ぱ
パ
リ

・
コ
ン
ミ

ュ
ー
ン
に
表
徴
さ
れ
う
が
、
同
じ
く

フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義
も
そ
の
成
長
期
か
ら

成
熟
期
に
移
り
つ
x
あ
b
、
か
く
て
巨
大
化
さ
れ
た
両
陣
営
の
抗
争
ぱ
次
第
に
激
化
さ
れ
て
い
つ
た
の
で
あ

ろ
。

他
方
、
当
将
の
自
由
主
義
灼
法
の
原
則
ぱ
、
労
働
争
議

O
如
き
私
人
間
の
紛
争
の
解
決
に
国
家
権
力
が
関
与
す

ろ
こ
と
を
否
定
し
、
当

事
者
も
自
ち
の
手
に
よ
つ
て
処
理
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
た
。
然
し
、
争
議

の
規
模
が
次
第
に
大
き
く
な
り

、
か
つ
前
述
し
た
よ
う
に
、

そ
の
社
会
的
影
響
か
ら
し
て
、
最
早
そ
の
解
決
を
当
事
者
に
放
任
し
て
お
く
こ
・と
が
極
め
て
有
害
で
あ
ろ
と
考
え
ら
れ
う
に
至
れ
ば
、
当

然
、
国
家
ぱ
そ
の
対
策
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
九
世
紀
末
以
後

が
こ
の
時
期
に

あ
た
る
。

然
し
、
こ
の
よ
う
に
強
力
な
フ
ラ

ン
ス
労
働
運
動
の
支
柱
と
な
つ
た
争
議
権
は
、
必
す
し
も
そ
の
法
律
上

の
性
格
に
お
い
て
、
権
利
と

し
て
十
分
な
も
の
を
有
し
な
か
つ
た
。
そ
れ
ぱ
前
述
し
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
争
議

の
自
由
と
し
て
考
え
ら
ろ
べ
き
で
、
権
利
と
し
て
確
立

さ
れ
た
の
ば
、
実
に

一
九
四
六
年
十
月
二
七
日
の
第
四
共
和
国
憲
法
に
よ
う
も
の
で
あ
る
。

(
一
)
D
U
R
A
N
D
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
P
.
 
7
0
2
 
e
t
 
s
.
;
 
R
O
U
A
S
T
 
e
t
 
D
U
R
A
N
D
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
p
.
 
2
8
5
 
e
t
 
s
.

(
二
)

同
法

は
使
用
者

の
団
結
を
も
勿
論
禁
じ
た
も

の
で
あ
る
。
然

し
な
が
ら
、
現
実

に
こ
の
法
律

に
よ

つ
て
弾
圧
を
受
け
た
の
は
、
殆

ん
ど
全
部

が

労
働
組

合
で
あ

つ
た
。
仮
に

一
部

の
論
者

の
言
う
が
如
き

労
働
者
階
級

の
弾

圧
と
い
う
よ
う
な
政
策

目
的

が
な
か

つ
た
と
し
て
も

、
当
時

の
資
本

ヒ
義

の
発
展
段
階

に
お

い
て
は
、
使
用
者

に
は
団
結

の
禁
止

は
殆

ん
ど
何

の
苦
痛

で
も
な

か

つ
た
で
あ
ろ
う
。
同
法

の
成
立
過
程
、
意
義
等

に

つ



い
て
は
、
恒
藤
武

二

・
『
フ
ラ

ン
ス
労
働
法
史
』
(
法
学
理
論
篇
三
〇
巻
、
日
本
評
論
新
社
)
参
照
。

(
三
)

一
七
九

一
年
法
に
よ

つ
て
禁
止
さ
れ
た
労
働
組
合

は
、
共

済
組
合

、
友
愛

組
合
の
仮
面
を
か
ぶ

つ
て
、
実
質
的

に
は
存
在
を
続

け
て
い
た
。

(
四
)

争
議
権

の
権

利
と
し
て

の
把
握
は
、
必
然
的
に
刑

事
免
責
と
共
に
民
事
免
責
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
当
時
フ
ラ

ン
ス
に
お
い
て
は
、
正
当
な
争

議
行
為

で
あ

つ
て
も
、
そ
れ

は
常

に
労
働
契
約

の
断
絶
(
r
u
p
t
u
r
e
)

を
来
た
す
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

(
五
)

一
九

四
六
年
憲
法

は
、
前
文

の
中
で
争
議
権
を
規
定

し
た
と

こ
ろ
か
ら
、
茅
、の
効
力
に

つ
い
て
争
い
を
生
じ
た
。
そ
し
て
又
、
そ

の
規
定
が
、

争

議
に
対

し
て
新

な
法

的
性
格

を
付

与
す

る
も
の
で
あ
る
か
或

は
単

に
従
来
認

め
ら
れ

て
来
た
程
度
の
争

議
権
を
確

認
し
た
に
す
ぎ

な
い
か
が
論

争

さ
れ
た
が
、
破
毀

胱

は
前
説
を
と
り
、
現
行
憲
法

の
下
で

は
、
争
議

権
の
行
使

が
労
働
契
約

た
解
消

を
き

た
す

こ
と

は
な

い
と
判
示

し
た

二

九

五

一
・
六

・
二
八
破
毀
院

民
事
部
判
決

)。

下
級
審

の
判
決

の
多
く

は
、
そ
れ
以
前

に
こ
の
考
え
方
を
と
る
も

の
が
多
く
な

つ
て
い
た
(
c
f
.
 
D
r
o
i
t
 
S
o
c
i
a
l
,
 
1
9
4
9
,
 
N
o
.
 
4
,
 
p
.
 
1
5
4
 
e
t
s
.
 
 
)

ω
・
)
。

一
九

五
〇
年

二
月

一
一
日
法

は

「
ス
ト
ラ
イ
キ

は
労
働
者
の
責
に
帰
す

べ
き
重
大
な
過
失

な
き
限
り
労
働
契
約

を
解
消

し
な
い

」
と

規
定

し
、
こ

の
考
え
方
を
確
定

し
た
。

二

団

体

的

争

議

調

整

制
度

に
関

す

ろ
立

法

の
沿

革

フ

ラ

ン

ヌ
に

お

け

ろ
最

初

の
団

体

的

争

議

調

整

制
度

に

つ

い
て

の

立
法

は

一
八

九

二
年

一
二
月

二
七

日

法

で
あ

ろ

。

同
法

成

立

の
時

代

的

背

景

に

つ

い
て

は
前

に
略

述

し

た

。

然

し

、

こ

の
法

律

は

必
す

し
も

争

議

の
平

和

的
解

決

に

つ

い
て
十

分

た

効

果

を

有

し

な

か

つ
た

と

言

わ
れ

て

い

ろ
。

そ

こ

で
は

当

事

者

が

そ

の
紛

争

の
解

決

を

か

N
ろ

手
続

に

求

め

う
か

否

か

は

、

全

く

そ

の
自

由

な
意

思

に
任

さ

れ

、

か

つ
仲

裁

々
定

も
当

事

者

の
受

諾

に

よ

つ

て
、

は

じ

め

て
拘

束

力

を

生
す

る

の

で
あ

る
。

従

つ

て
同
法

は

、
調

停

、
仲

裁

の
制
度

を

設

定

し

た

と

い
う

よ
り

も
、
単

に
雇

主

及

び
労

働

者

に

、
紛

争

解

決

に
当

つ

て
老

慮

さ

ろ

べ
き

、
標

準
機

関

を

提

供

し

た

に

止

つ
た

。
調

停

委
員

会

及

び
仲

裁

委

員

会

も

、

一
定

の
事

件

の
た

め

に
、

か

つ
当

事

者

の
意

思

の

み

に

基

い

て
構
成

さ

れ

、

常

設

裁

判

権

を

設

け

ざ

ろ
標

準
機

関

で

し

か

な

か

つ
た

よ

う

な

同
法

は

、

任

意

調

停

。
仲

裁

以
前

と

さ

え

い
え

ろ
も

の

で
あ

つ
た

。



以
上
の
よ
う
に
徹
底
し
た
自
由
主
義
、
任
意
主
義
を
貫
く

一
八
九
二
年
法
に
対
し
て
、
次
の

一
九
三
六
年

一
二
月
三

一
日
法
は
、
こ
れ

と
全
く
反
対
に
強
制
主
義
に
徹
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
ぱ
、
た
と
え
旧
法
に
対
す
る
批
判

の
結
実
で
あ
ろ
と
ぱ

い
え
、
当
時

の
社
会
状
勢

を
無
視
し
て
は
論
じ
え
な
い

。

一
九
三
六
年
は
、
フ
ラ

ン
ス
労
働
法
史
上

、
忘
れ

る
こ
と
の
で
き
な

い
重
要
な
年
で
あ
ろ
。
同
年
六
月
八
日
の

マ
テ
ィ
ニ
オ
ン
協
定

、

六
月
二
四
日
の
労
働
協
約
法
、

一
二
月
三

一
日
の
団
体
的
労
働
争
議
調
停
仲
裁
法
等
、

一
挙
に
労
働
諸
法
規
が
整
備
さ
れ

て
い
る
。
こ
の

開
花
は
決
し
て
偶
然
の
こ
と
で
は
な
か
つ
た
。
こ
れ
を
要
請
す
る
社
会
的
基
盤
が
、.
既
に
数
年
来
醸
成
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
ろ
。
第

一
次

大
戦
後

の
復
興
に
立
ち
上
つ
た

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
幾
度
か
景
気
変
動
に
よ
る
経
済
の
上
下
ば
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、

ア
メ
リ
カ
に
於
け

る
が

如
き
極
端
な
揺
れ
を
み
せ
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
資
本
主
義

の
健
全
性
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
復
興
途
上
と
い

う
特
殊
的
条
件
と
、
そ
の
資
本
主
義
の
後
進

性
の
表
示
に
す
ぎ
す
、
か

Σ
る
表
面
的
経
済
の
上
昇
線
は
逆
に
危
機

へ
の
漸
進
的
移
行
に
他

な
ら
な
か

つ
た
。
労
働
運
動
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

一
九
二
〇
年
、
第
三
イ

ン
タ
ー
加
盟
を
め
ぐ
つ
て
分
裂
し
た
C

・G
・T

・
と
C

・
G

・

T
。U
・
は
、
ド
イ
ツ

、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
ろ
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
拾
頭
に
対
抗
す
べ
く
、
そ
の
統

一
が
促
進
さ
れ

二

九
三
五
年
パ
リ
大
会
で
統

一
決
議
、
三
六
年
実
現
)
、

こ
れ
は
更
に
人
民
戦
綬

へ
と
発
展
し
た
。
か
く
て
再
び
強
力
な
統

一
組
織
を
持
つ
に
至

つ
た
労
働
者
は
、
次
第

に
急
迫
し
つ
x
あ
つ
た
生
活
の
困
難

労
働
条
件
の
実
質
的
低
下
に
対
し
て
強
硬
な

ス
ト
を
以
て
対
抗
し
、
そ

の
改
善
を
迫
う
と
共
に

政
治
的
に
も
人
民
戦
線
を
後
楯
ま
す
る
レ
オ
ン
・
ブ
リ

.一
ム
を
首
相
と
す
ろ
に
至
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ま
や
爆
発
寸
前

に
あ
つ
た
資

本
主
義
の
矛
盾

,
労
働
者

の
全
国
的
統

一
組
織
の
実
現
、
更
に
こ
れ
を
背
景
と
し
た
革
新
政
権
の
三
者

の
合
流
に

一
九
三
六
年
を
見
な
け

れ
ば
な
ち
な

い
。
ブ
リ

ュ
ム
は
当
時

の
社
会
.的
危
機
を
脱
す

る
た
め
、
労
使
代
表
を

マ
テ
ィ
ニ
オ
ン
官
邸
に
招
集
し
、
遂
に

マ
テ
ィ
ニ
オ

ン
協
定
締
結
に
成
功
し
た

の
で
あ
る
が
、
こ
の
協
定

の
内
容
は

一
九
三
六
年
六
月
二
四
日
の
労
働
協
約
法
に
織
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
と
並
行
し
て
あ
ら
ゆ

る
労
働
争
議
を
平
和
的
に
処
理
す

る
こ
と
、
特
に
協
約
法
に
定
め
ろ
労
働
協
約

の
締
結
を
容
易
な
ら
し



め
ろ
た
め
に
制
定
さ
れ
た

の
が
、
同
年

}
二
月
三

一
日
の
国
体
的
労
働
争
議

の
調
停
及
び
仲
裁
手
続
に
関
す
る
法
律
で
あ
つ
た
。

同
法
は
、
商
工
業
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
団
体
的
争
議
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
又
は

ロ
ッ
ク

・
ア
ゥ
ト
に
至
る
前
に
、
必
す
調
停
及
び
仲
裁
手

続
に
付
せ
ら
る
べ
き
旨
規
定
し
た
。
即
ち

一
八
九
二
年
法
の
任
意
主
義
か
ら
、

一
転
し
て
徹
底
的
強
制
主
義
を
採
つ
た
の
で
あ
る
。
尤
も

同
法
は
、
か
く
劃
期
的
立
法
で
あ
つ
た
と
は
い
え
、
全
六
条
よ
り
成
ろ
暫
定
的
法
律
で
あ
つ
て
、
そ
の
後

の
一
九
三
八
年
三
月
四
日
法
に

よ
り
漸
く
調
停
、
仲
裁
手
続
の
詳
細
が
確
立
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に

一
九
三
六
!
三
八
年
法
の
推
進
者
は
労
働
者
自
身
で
あ
つ
た
。
彼
ら
が
自
ら
の
最
大
の
武
器
た
ろ
ス
ト
ラ
イ
キ
の
制
限

を
受
け
て
も
尚
強
制
仲
裁
を
受
け
容
れ
た
の
は
、
国
家
権
力
が
彼
ら
の
側
に
あ
つ
た
か
ら
に
他
な
ち
な
い
。
そ
う
し
た
現
実
は
強
制
仲
裁

に
よ
う
結
果
が
、

ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
り
獲
得
さ
れ
う
ろ
も
の
と
同
等
或

い
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
ろ
可
能
性
を
予
期
せ
し
め
た
の
で
あ

ろ
。
従
つ
て
後
年
、
ブ
リ

ュ
ム
の
右
傾
化
と
共
に
、
労
働
者
が
こ
の
強
制
調
停
、
仲
裁
法
を
、
彼
ら
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
不
当
に
侵
害
す

う
も
の
と
考
え
ろ
に
至
つ
た
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
何
れ
に
も
せ
よ
、
こ
の
法
律
が
団
体
的
争
議
の
平
和
的
解
決

に
貢
献

し
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
何
人
も
こ
れ
を
疑
つ
て
は

い
な
い
。

一
九
三
六
1
三
八
年
法
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
と
共
に

一
九
三
九
年
九
月

一
日
の
命
令
に
よ
つ
て
そ
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
。

一
九
五
〇
年

二
月

一
一
日
法
ぱ
、

一
九
三
六
ー
三
八
年
法
を
廃
止
し
て
新
な
争
議
調
整
制
度
を
定
め
た

の
で
あ
ろ
が
、
旧
法
と
の
相
違

ぱ
仲
裁
が
任
意
的
な
も
の
と
な
つ
た
こ
と
で
あ
ろ
。
ば
じ
め
政
府
案
は
、
旧
法
の
そ
れ
と
同
じ
く
強
制
調
停
、
仲
裁
を
規
定
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
政
府
案
は
、
思
わ
ぬ
反
対
に
遭

つ
た
の
で
あ
ろ
。
使
用
者
が
強
制
仲
裁
に
よ
り
或

ろ
程
度
経
営
の
自
由
を
制
限
さ
れ
る

と
し
、
労
働
者
は
そ
れ
が
争
議
権

の
制
限
で
あ
ろ
と
し
て
反
対
す
ろ
で
あ
ろ
う
こ
乏
は
或
程
度
迄
予
想
さ
れ
て

い
た
。
然
し
な
が
ら
、
こ

れ
ら
の
反
対
に
加
え
て
、
政
府
案

の
修
正
を
決
定
的
な
ら
し
め
た

の
ば

一
九
四
六
年
憲
法

で
あ
つ
た
。
即
ち

「
罷
業
権
は
こ
れ
を
規
制
す

ろ
法
律
の
範
囲
内

で
行
使
さ
れ
ろ
」
と

い
う
前
文
の
規
定
ぱ
、
戦
前
に
見
ら
れ
な
か
つ
た
争
議
権
の
確
認
と
し

て
、
強
制
仲
裁
判

度

に
関



す
ろ
立
法
に
も
制
限
を
加
え
ろ
も
の
と
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
。
議
会
に
お
け
ろ
討
論
に
先
立
つ
て
意
見
を
徴

さ
れ
た
経
済
審
議
会
は
、

「政
府
案
は
…
…
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
罷
業
権
を
侵
害
す
う
も
の
で
あ
ろ
」
と
し
て
全
会

一
致

で
否
認
し
て
し
ま
つ
た
。
こ
の
意
見
は
議

会
に
お
い
て
も
通
り
、
結
局
、
強
制
調
停
と
任
意
仲
裁
と
い
う
妥
協
的
現
行
法
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

団
体
的
労
働
争
議
調
整
制
度
に
つ
い
て
の
立
法
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
原
理
の
激
し
い
変
動
ぱ
、

一
体
何
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

こ
の
種
の
制
度
が
、
す
ぐ
れ
て
政
策
的
な
も
の
と
し
て
、
時
の
政
治
権
力
や
労
使
の
実
力
関
係
か
ら
考
察
さ

ろ
べ
を
こ
と
は
、
特
に

一

九
三
六
年
法
に
関
し
て
述

べ
た
乏
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
に
お
い
て
は
、
更
に
争
議
権

へ特
に

ス
ト
ラ
イ
キ
権
)
と
の
関
連
に
お

い
て
ー

そ
の
意
味

で
極
め
て
法
学
的
問
題
と
し
て

困
難
な
問
題
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
x
に
わ
れ
く

ば
、
争
議
権

の
尊
重
と
争
議

の
平
和
的
処
理
と
い
う
は
じ
め
の
課
題
に
帰
る
の
で
あ
る
。

二

)

石
崎
政

一
郎

『
新
仏
国
労
働
争
議
調
停

及
仲
裁
法
』
法
学
、
七
巻
、
六
号
、
六

二
頁
。

(
二
)

ピ

ッ
ク
、
『
労
働
法
』
下
巻

(協
調
会
訳
)

五

一
九
ー

五
二
〇
頁
。

(
三
)

同
法

を
企

業
の
社

会
的
機

能
の
面

か
ら
把
え

て
紹
介

さ
れ
た
も
の
と
し

て
、

菊

池
勇
夫
、
『
労
働
争
議

調
停

法
の
改

正
問

題
!

企
業
の
社
会
的

機
能

と
調
停

の
社
会
経
済
的
機
能
1
』
法
律
時
報
五
巻

一
号
、

一
六
-

一
八
頁
。
(
同
著

「
労
働
法

の
主
要
問
題
」

所
収
)
が
あ
る
。

(
四
)

一
九

三
六
年

法
及
び

一
九
三
八
年
法
に

つ
い
て
は
、
石
崎

・
前
掲
論
文

へ
七
巻
六
、
七
、
九

、
十

各
号
)

に
詳

し
く
紹
介

さ
れ
て

い
る
。

(
五
)

一
九
三
〇
年
代

の
労
働
立
法
と

そ
の
政
治
的
背
景

に

つ
い
て
は
、
恒
藤

・
前
掲

書
、

一
一
九
頁

以
下

を
参

照
さ
れ
た
い
。

(
六
)

一
九

三
八
年
法

は
、
従
車
、日不

明
確

で
あ

つ
た
仲
裁
人

の
権
限
を
限
定
し
、
他
方
高
等
仲
裁
法
院
(
l
a
 
C
o
u
r
 
 
s
u
p
e
r
i
e
u
r
e
 
d
/
a
r
b
i
t
r
a
g
e
)

な

る
特

別
裁
判
機
関

を
設
置
す

る
な
ど
、

フ
ラ

ン
ス
労
働
争
議

調
整
機
構

に
著

し

い
進
歩
を
も
た
ら
し
た
法
律

で
あ
り

、
そ
の
構
造

は
、
今

日
尚
維

持

さ
れ

て
い
る
。
P
.
 
D
U
R
A
N
D
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
p
.
 
9
2
6
 
e
t
 
s
.

(
七
)

こ
れ
を
示
す

も
の
と
し
て
、

は
じ
め
仲
裁

々
定

に
対
す

る
違
反

は
、
労
働
者

に
は
殆

ん
ど
見
ら
れ
な
か

つ
た
が
、
後

次
第
に
労
働

者
側

の
違

反



が
増
し

て
い
る
。

こ
う

し
た
点
か
ら
す

る

一
九

三
六
-
三
八
年
法
の
研
究
と
し
て
は
、

向
井
喜
典

・
『
フ
ラ

ン
ス
強
制

仲
裁
判

度

の
展
開
、
確
立

過
程
』
(
経
済
論
叢
七
六
巻
、
四
号
)
が
あ

る
。

(
八
)

尤
も
政

府
案
も
、
旧
法

の
如
く
厳
格

な
強
制
主
義

で
は
な
か

つ
た
。
即

ち
、
そ

の
違
反

に
対
す
る
刑
事
制

裁
は
、
使

用
者

に
の
み
、
極
く
軽

い

も

の
が
規
定

さ
れ

て
い
た

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
C
h
a
r
l
e
s
 
C
A
P
E
A
U
,
 
L
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
,
 
1
9
5
1
 
;
 
p
.
 
1
1
6
.

(九
)

議
会

に
お
け
る
反
対
理
由

は
、
多
く

同
法
案

の
法
技
術
的
欠
陥

に
向

け
ら
れ

て
い
た
。
然

し
な
が
ら
、
そ
れ
が
反
対

の
真

の
動
機

で
は
な
か

つ

た
こ
と

は
、
多
く

の
人
に
よ

つ
て
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

例
え
ば
、
D
U
R
A
N
D
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
p
.
 
9
3
3
 
;
 
C
A
P
E
A
U
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
p
p
.
 
 
1
1
7
�

∬

仲

裁

の

強

制

性

と

争

議

権

の

相

克

団
体
的
労
働
争
議
の
調
整
に
関
す

る
立
法
ぱ
、
常
に
強
制
的
要
素
を
有
す

ろ
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
合
意
は
強
制
よ
り
も
、
よ
り
よ
く
当
事
者
に
よ
り
遵
守
さ
れ

う
も
の
で
あ
ろ
。
従
つ
て
争
議
の
解
決
が
、
当
事
4

の
合
意
に
よ
り
、
常
に
平
和
的
に
求
あ
ら
れ
う
ろ
も
の
で
あ
ろ
限
り
ぱ
、
敢
え
て
国
家

の
権
力
干
渉
を
必
要
と
し
な

い
。
当
事
者
の
自
+

的
解
決
は
、
そ
れ
が
直
接
交
渉
に
よ
つ
て
求
め
ら
れ
ろ
こ
乏
も
あ
ろ
う
し
、
或
は
第
三
者

の
仲
裁
に
求
め
ろ
こ
と
も
あ
ろ
う
。
後
者
に
軋

い
て
も
、
紛
争
の
解
決
を
仲
裁
に
求
め
ろ
こ
と
ぱ
当
事
者
の
本
来
の
権
利
で
あ
つ
て
、
特
別
の
立
法
を
ま
つ
ま

で
も
な

い
。
こ
の
こ
と
入

ら
逆
に
見
れ
ば
、
争
議
の
平
和
的
解
決

の
た
め
の
調
停
及
び
仲
裁
に
関
す
ろ
特
別
立
法
は
、
か

x
る
当
事
者
の
自
主
的
解
決
を
否
定
す
ア

現
実
を
予
想
し
て
い
ろ
の
で
あ
る
。

然
る
以
上
、

争
議
調
整
制
度

の
立
法
に
あ
つ
て
は
、

既

に
任
意
仲
裁
ー

そ
の
本
来
的
性
格
に
お
h

て
ー
は
論
議
の
枠
外
に
あ
ろ
と
い
え
ろ
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
任
意
仲
裁
判

度
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
制
度
と
し
げ

法
定
化
さ
れ
た
機
縁
に
お
い
て
、
既

に
任
意
仲
裁
と
ば
異
質
の
何
も
の
か
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
。



こ
の
よ
う
な
調
整
制
度

の
強
制
的
要
因
は
、
争
議
権
保
障
以
前

に
あ
つ
て
も
、
常
に
当
事
者

の
権
利
乃
至
は
自
由
と
矛
盾
す
ろ
こ
と
x

な

る
。
而
し
て
争
議
権
保
障
以
後
に
お
い
て
ぱ
、
特
に
労
働
者
の
罷
業
権

の
制
限
と
し
て
現
わ
れ
う
と
こ
ろ
に
、
最
も
重
要
な
労
働
法
上

の
問
題
を
み
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
〇
年

二
月
二

一
日
法
に
つ
い
て
、
特
に
強
制
仲
裁
か
任
意
仲
裁
か
が
争
わ
れ
た

の
は
、
か

x
る
意
味

に
お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一

法
案
審
議
過
程
に
お
け
ろ
論
争

新
法
制
定
に
あ
つ
て
、
政
府
原
案
が
強
制
主
義
を
貫
く
も
の
で
あ

つ
た

こ
と
、
及
び
同
案

に
対
す

ろ
経
済
審
議
会
の
意
見
に
つ
い
て
は

前
述
し
た
。
こ
N
で
ぱ
、
議
会
に
お
け

る
審
議
過
程
に
現
わ
れ
た
論
争
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

討
議
に
際
し
て
の
首
相
の
言
明
ぱ
、
争
議
権
に
関
す
る
政
府

の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
注
意
さ
る
べ
き
で
あ

る
。

「
強
制
仲
裁
ぱ
、
憲
法
自
身
が
こ
れ
を
定
め
て
い
ろ
よ
う
に
、
こ
の
権
利

(罷
業
権
…
筆
者
)
を
組
織
し
、
規
制
す
う
も
の
で
あ
る
。

政
府
が
定
め
た

シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
使
用
者
が
仲
裁
々
定
を
履
行
し
な
い
場
合

の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

明
ら
か
に
強
制
仲
裁
は

一
種

の
訴
訟
的
手
続
で
あ
つ
て
、
今
日
わ
れ
く

が
こ
れ
を
原
案
に
書
入
れ
た
こ
乏
を
非
難
す
る
者
は
、
か
つ

て
こ
れ
を
認
め
た
人
達
な

の
だ
。

罷
業
権
は
他
に
正
義
を
獲
得
す
ろ
方
法
が
な

い
場
合
に
、
失
望
と
力
と
が
彼
ら
に
残
し
た
方
法
に
よ
り
、
最
後

の
手
段
と
し
て
正
義
を

彼
ら
に
行
わ
し
め
る
た
め
の
、
労
働
者
の
権
利
で
あ
ろ
。

こ
れ
は
正
し
く
国
家
間
に
行
わ
れ
て
い
ろ
庄
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
国
家
に
お
い
て
は
、
こ
の
権
利
は
戦
争
に
訴

え
る
権
利
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
わ
れ
く

は
国
際
社
会
に
お
い
て
今
後
戦
争
が
な

い
よ
う
に
努
力
し
て
き
た
し
、
今
も
こ
れ
を
諦
め
て
は

い
な

い
。

私
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
と
か

ロ
ッ
ク

.
ア
ウ
ト
2
か
呼
ば
れ

て
い
る
暴
力
の
行
使
を
阻
止
す
る
こ
と
が
国
民
間

の
平
和
を
守
る
べ
き
国
家

の
第

一
の
義
務
で
あ
ろ
、
と

い
う
こ
占
に
公
然
と
反
対
す
る
者
は
い
な

い
と
思
う
。
強
制
仲
裁
は
社
会

の
進
歩

に
役
立
つ
。
今
次
大
戦
ま



で
続
け
ら
れ
た

一
九
三
六
年

の
経
験
は
、

い
み
じ
く
も
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
…
…
。」

こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
、
反
対
論
は
前
述
の
経
済
審
議
会
の
意
見
に
代
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
次
の
よ
う
な
意
見
が
述

べ
ら

れ
て
い
る
。

「
…
…
労
働
者
及
び
使
用
者
の

一
致
し
た
意
見
、
更
に
労
働
者
、
使
用
者
何
れ
に
も
与
し
な

い
経
済
審
議
会
の
意
見
に
反
し

て
、
世
論

の
み
が
有
効
な
サ

ン
ク
シ
ョ

ン
た
る
べ
き
領
域
に
お
い
て
、
世
論
が
そ
の
原
理
を
受
け
容
れ
な
い
と
き
に
自

己
の
意
見
を
押
し
通
そ
う
と

す
ろ
こ
と
は
、
全
く
無
効
な
、
従
つ
て
危
険
な
や
り
方

で
あ
ろ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
…
…
。
要
す
る
に
私

の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、

強
制
仲
裁
は
、
労
使
の
団
体
が
そ
の
原
理
を
認
め
う
と
き
に
ぱ
、
そ
の
制
度
を
採

る
も
よ
か
ろ
う
と
す
う
に
あ
る
。
今
日
、
強
制
調
停
の

理
念
は
認
め
ら
れ

て
い
る
か
ら

こ
の
強
制
調
停
制
度
を
作
り
、
任
意
仲
裁

の
理
念
も

}
致
し

て
認
め
ら
れ

て
い
る
か
ら
任
意
仲
裁
判

度
を

作
ろ
う
。
社
会
領
域
に
お
け

ろ
他
の
も
の
と
同
様
に
、
こ
の
方
法

(争
議
調
整
制
度
…
筆
者
)
に
お
い
て
も
、
法
律
は
現
実
に
従

い
、
こ
れ

に
適
合
す

べ
き
で
あ
る
。
」

以
上
の
討
論
は
、
そ
れ
が
議
会
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
に
政
治
的
配
慮
の
上
に
な
さ
れ
た

こ
と
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
た
ゴ

注
意
す
べ
き

は
、
首
相

の
言
明
に
示
さ
れ

て
い
ろ
と
こ
ろ
で
は
、
労
働
者
の
争
議
権
が
使
用
者
の
夫
と
同
列
に
対
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
、で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
当
然
に
、

一
九
三
六
年
法
の
原
理
が
そ
の
ま

N
一
九
五
〇
年
法
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
強
制
仲
裁
反

対
論
も
、
表
面
的
に
は
争
議
権
と
強
制
仲
裁
の
原
理
的
矛
盾
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
本
来

の
動
機

が
労
働
者
及
び
使
用
者
団
体
の
強
制

仲
裁
に
対
す
ろ
嫌
悪
と
い
う
現
実
に
あ
つ
た

こ
と
を
示
し
て
い
ろ
の
で
あ
る
。
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二

学

説

↓
九
四
六
年
憲
法
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
た
罷
業
権

の
意
義
及
び
そ
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
争
が
な
さ
れ
て
い
る
。
然
し
、
本

稿
は
そ
の
よ
う
な

一
般
的
課
題
と
し
て
の
争
議
権
の
限
界
を
論
す

う
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
強
制
仲
裁
と
の
関
連
で
な
さ
れ
た
議
論
を
検

討
す
ろ
こ
と
に
し
た
い
。
か
エ
ろ
問
題
の
起
点
は
、
争
議
権
の
保
障
た
ろ
憲
法
の
規
定
そ
の
も
の
の
中
に
存
す
ろ
。
即
ち

「
罷
業
権
ぱ
こ

れ
を
規
制
す
ろ
法
律
の
範
囲
内
で
行
使
さ
れ
ろ
」
左
い
う
法
律
の
規
制
は
、
強
制
仲
裁
の
如
き
強
力
な
罷
業
権
の
制
限
に
ま
で
及
び
う
ろ

も
の
で
あ
ろ
か
?

先
づ
強
制
仲
裁
に
反
対
す
ろ
論
者
の
意
見
を
き

い
て
み
よ
う
。

彼
ら
は
強
制
仲
裁
判

度
は
論
理
的
に
も
現
実
的
に
も
、

争
議
権
の
保
障
と
矛
盾
す

る
と
考

え
る
。

即
ち
強
制
仲
裁
判

度
の
本
質
は
、

「法
的
規
制
に
よ
う
力
関
係
の
排
除
」
で
あ
ろ
。
か
x
る
制
度

の
下
に
お

い
て
行
わ
れ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
ー
そ
れ
は
禁
止
さ
れ
た
か
ら
と

い

つ
て
無
く
な
う
も
の
で
ぱ
な

い
ー
ぱ
必
然
的
に
労
働
契
約
の
解
消
を
も
た
ら
あ
鰐
更
に
・
強
制
仲
裁
判

度
が
九
の
関
係

と
し
て
否
定
す
う

も
の
こ
そ
が
実
は
労
使
聞
.の
実
質
的
平
等
を
実
現
す
う
に
不
可
欠
の
も
の
な

の
で
あ
る
。

「
労
働
者
と
使
用
者
と
の
討
議
に
お

い
て
法
を
創
り
出
す
た
め
に
衝
突
す
る
の
は
二
つ
の
力
で
あ
ろ
。
当
事
者

の
合
意
は
、
そ
の
時

の
二

勢
力
の
均
衡
点
で
あ

ろ
。
こ
の
力
の
観
念
は
重
要

で
あ
ろ
。
即
ち
、
契
約
に
あ
た

つ
て
各
当
事
者
は
自
己
の
利
益
及
び
正
義
に
つ
い
て
の

考
え
方
を
通
そ
う
と
す
ろ
。
彼
は
物
的

(人
数
、
財
力
)、
知
的

(論
議
)
、
道
徳
的

(
信
念
、
犠
牲
力
)

エ
ネ
ル
ギ
ー

(人
は
こ
れ
を
契
約

力
f
o
r
c
e
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
e
l
l
e

と
呼
ん
で
い
る
)

を
以
て
他
を
圧
服
し
よ
う
と
す
る
。

労
働
者

に
と
つ
て
、
ス
ト

ラ
イ
キ
を
す

ろ
可
能
性
は

こ
の
契
約
力
の

一
部
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
。
強
制
仲
裁
に
よ
れ
ば
、
こ
の
契
約
力
を
弱
め
ろ
の
で
あ
る
。
一

勿
論
強
制
仲
裁
は
、
力
の
関
係
の
否
定
に
止
ら
す
、
更
に
進
ん
で
現
実
の
力
関
係
が
も
た
ら
す
べ
き
不
公
正
を
除
く
た
め
に
、
第
三
者

た
る
仲
裁
人
の
判
断
に
社
会
正
義
の
実
現
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
反
対
論
は
そ
の
可
能
性
を



否
定
す
る
。

「
外
見
上
は
、
強
制
仲
裁

は
斗
争
を
討
議
に
置
き
か
え
、
も
は
や
実
力
に
訴
え
る
こ
と
の
で
き
な

い
当
事
者
は
対
等

の
立
場
で
第
三
者

の
前
に
現
れ
る
如
く
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
対
等
性
は
全
く
理
論
上
の
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
…
…
第
三
者
の
下
に
立
つ
と
き
、
事
業
に
つ

い
て
知
悉
し
て
い
る
使
用
者
が
優
位
に
立
ち
、
労
働
者
は
不
利
な
地
位
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
。
」

要
す
る
に
強
制
仲
裁
は
労
働
者
の
罷
業
権
保
障
と
矛
盾
す
る
の
み
な
ら
す
、
現
実
に
お
い
て
労
使
対
等
の
場
を
作
り
出
す

こ
と
も
で
き

な
い
。
更
に
強
制
仲
裁
に
あ
つ
て
も
罷
業
権
が
全
面
的
に
否
認
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
と

い
う
主
張
に
対

し
て
は
、

「
使
用
者
が
裁
定

を
履
行
せ
ね
時
だ
け
し
か
ス
ト
ラ
イ
キ
を
認
め
す
し
て
罷
業
権
を
保
障
す
る
と
言
う
が
如
き
は
笑

い
話
に
し
か
な
ら
な

い
」
と

一
笑
に
付

す
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
既
に
仲
裁
々
定
自
身
が
、
罷
業
権
保
障
に
よ
つ
て
得
ら
ろ
べ
き
社
会
的
正
義
に
制
約
を
加
え
て
い
う
か
ら
で

あ
ろ
。

こ
れ
ら
の
反
対
論
に
対
し
て
強
制
仲
裁
論
は
、
よ
り
多
く
現
実
的
配
慮

に
基
く
も
の
で
あ

ろ
。
そ
れ
は
主
と
し
て
現
行
法
の
任
意
仲
裁

制
度

の
効
果
に
対
す

る
批
判
さ
し
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

然
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
強
制
仲
裁
論
者
の
争
議
調
整
制
度
に
関
す
る
考
え
方

ぱ
、
反
対
論
者

の
夫
と
は
全
く
異
つ
て
い
る
。
以
下
、
彼
ら
の
主
張
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

「労
働
争
議

の
調
停
及
び
仲
裁
手
続
ぱ
、
強
者
の
法
外
な
主
張
か
ら
弱
者
の
権
利
を
守
る
た
め
の
も

の
で
あ
ろ
…
…
。
若
し
こ
の
手
続

が
か
x
ろ
結
果
を
得
ろ
こ
ま
が
で
き
な

い
な
ら
ば
、
そ
れ
ぱ
意
味
の
な

い
言
葉

の
雑
然
た
る
集
積
で
あ
り
、

ペ
テ
ン
で
あ
り
、
権
利
に
与

か
ら
ぬ
者
の
幻
想
を
醒
ま
さ
せ
る
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
」

他
方

こ
れ
ら
の
手
続
が
効
果
的
な
も
の
で
あ
ろ
た
め
に
は
、
仲
裁
は
必
す
強
制
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「仲
裁
に
よ
る
介
入
が
任
意

的
で
あ
り
、
当
事
者
が
こ
れ
を
受
け
る
か
否
か
に
か
x
つ
て
い
る
限
り
は
、
紛
争
の
平
和
的
解
決

の
た
め
の
手
続
と
い
う
も
の
は
全
く
そ

の
効
果
が
な
い
」
。

任
意
仲
裁
判

度
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
制
度
の
効
果
は
、
全
面
的
に
当
事
者

(
現
在
に
お

い
て
は
、
特
に
使
用
者
)

の



善
意
に
か

x
つ
て
い
る
。

「
こ
の
こ
さ
は
、
こ
の
手
続
に
あ

つ
て
は
直
接
交
渉
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
さ

こ
ろ
以
上

の
も
の
を
獲
得
す

る
を

許
さ
な

い
も
の
で
あ

ろ
か
ら
、
全
く
無
用

の
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る

勿
論
強
制
仲
裁
判

度
は
労
働
者

の
罷
業
権
を
制
限
す
る
こ
と
x
な
る
。

し
、
罷
業
権
は
大
部
分

の
労
働
者
に
と
つ
て
画
餅
に
終
つ
て

い
ろ
の
が
実
状
で
あ
ろ
。

「
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
事
実
、

フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者
に
よ
つ
て
、
彼
ら

の
権
利
を
守

る
た
め
に
労
働
者
に
与
え
ら

れ
た
唯

一
の
効
果
的
手
段

で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
特
に
危
険
な
方
法

で
あ
り
、
彼
ら
の
中
の
数
百
万
の
人
達

は
、
実
際
ぱ
こ
れ
を
行
う
こ

と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
」

然
ろ
以
上
、
強
制
仲
裁
は
む
し
ろ
労
働
者

の
利
益
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
強
制
仲
裁
と
錐
も
決
し
て
ス

、ト
ラ
イ
キ
を
全
面
的
に
禁
止
す
ろ
の
で
ぱ
な
く
、
そ
こ
で
は

「
ス
ト
ラ
イ
キ
が
現
在
で
は
労
働
者

の
行
動

の
普
通
の
形
と
な
つ
て
い
る
こ

と
に
代

つ
て
《
最
上

の
武
器
》
ま
な
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
現
在
よ
り
も
遙
か
に
効
果
的
な
も

の
と
な
る
の
で
あ

る

」

二

)

フ
ラ

ン
ス
に
お
け
る
争
議
権

に
関
す

る
論
争

の
概
括
的
紹
介
と
し
て
は
恒
藤

武

二

・
『
フ
ラ

ン
ス
法

に
お
け
る
争
議
権
』
(
同
志
魁
法
学

一
九
号
)

(
二
)

現
行
法
第

四
条

は

「
ス
ト
ラ
イ
キ
は
労
働
者

の
責

に
帰
す

べ
き
重
大
な
過
失
な
き
限
り
、
労
働
契
約
を
断
絶

し
な

い
」
と
規
定

し
て
い
る
。
強

制
仲
裁
判

度
が
採
ら
れ

た
場
合

、
こ
れ

に
違
反
す

る
ス
ト
ラ
イ

キ
が
不
法

な
も

の
と
な
る
の
は
当
然

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合

は
労
働
契
約

の
断

絶
若

し
く

は
使
用
者

に
よ
る
解
雇

に
理

由
を
与
え

る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。

ノ

C
harles  

SA
V

O
U

IL
L

A
N

, 
"Pour 

1 /etude 
de 

1 /arbitrage 
obligatoire", 

D
roit 

Social, 
Fevrier 

1951, 
pp. 

98-99. 

SA
V

O
U

IL
L

A
N

, 
op. 

cit., 
p. 

99. 

C
harles 

B
L

O
N

D
E

L
E

S, 
Pour 

1/Ptude 
de 

1/arbitrage 
obligatoire, 

D
roit 

Social 
M

ars 
1951, 

p
. 

172. 

Jacque 
T

E
SSIE

R
, 

A
rbitrage 

facultatif 
ou 

arbitrage 
obligatoire?, 

D
roit 

Social, 
Fey. 

1954, 
pp. 

84-85.

T
E

SSIE
R

, 
op. 

cit., 
P. 85.

op. 
cit., 

p. 
83.

op. 
cit., 

p. 
85.

op. 
cit., 

p. 
86.



三

現
行
法
に
対
す
ろ
批
判
と
改
正
案

任
意
仲
裁
し
か
認
め
て
い
な

い
現
行
法
ぱ
、
強
制
仲
裁

を
採
用
し
た

一
九
三
六
ー
三
八
年
法
に
比
べ
て
そ

の
実
績
は
誠
に
淋
し

い
も
の

で
あ
ろ
。
そ
の
理
由
ぱ
種

々
考
え
ら
れ
う
が
、
両
者
の
根
本
的
相
違
、
即
ち
現
行
法
の
仲
裁
の
任
意
性
が
大
き
な
原
因

で
あ

ろ
こ
と
は
確

か
で
あ

ろ
。
従

つ
て
多
く
の
提
案
が
、
こ
の
点
を
め
ぐ
つ
て
な
さ
れ
た

こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
も
強
制
仲
裁
論
者

と
そ
の
反
対
者
ぱ
、
改
正
案
に
つ

い
て
も
当
然
意
見
を
異
に
し
て
い
ろ
。

強
制
仲
裁
論
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
争
議
権

の
実
際
的
効
果
に
多
分
に
疑
問
を
持
つ
と

こ
ろ
か
ら
、
そ
れ

が
或
程
度
制
限
さ
れ
て
も
、

強
制
的
仲
裁
に
よ
つ
て
平
和
的
に
紛
争
の
解
決

さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
、
す
べ
て
の
争
議
が
先
づ
以
て
強
制
的
に
調
停
、
仲
裁
に
か
け
ら

れ

ろ
こ
よ
を
要
求
す
ろ
。
但
し
、
仲
裁
々
定
の
受
諾
ぱ
強
制
し
な

い
。
即
ち
強
制
附
議
、
任
意
受
諾
の
型
と
な
つ
て
、
そ
の
後

の
争
議
行

為
ぱ
当
然
自
由
と
な
ろ
・
そ
こ
で
ぱ
仲
裁
の
強
制
性
は
完
全
に
貫
か
れ

て
い
ろ
と
は

い
え
な

い
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
省
、
そ
の
現
実
的
実

効
性
を
期
待
で
き
う
と
考
え
ろ
。
そ
し
て
そ
の
譲
歩
は
、
ま
さ
に
憲
法
の
争
議
権
保
障

に
由
来
す

ろ
の
で
あ

る
。

こ
れ
に
対
し
て
反
対
論
者
は
、
公
権
力
に
よ
う
斡
旋

の
如
き
介
入
の
必
要
を
認
あ
な
が
ら
、
尚
労
働
者
の
欲
し
な
い
仲
裁
を
認
め
よ
う

と
し
な

い
。
従

つ
て
彼
ら
が
強
制
的
仲
裁
を
認
め
る
の
は
、
労
働
者
が
そ
れ
を
欲
し
た
時
に
限
ら
れ
ろ
。
要
タ
う
に
彼
ら
に
お
い
て
は
憲

法
に
よ
う
争
議
権
の
保
障
ぱ
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
た
ゴ
、
労
働
者
の
要
求
に
よ
う
強
制
仲
裁
は
、
労
働
団
体
の
弱
さ
に
よ
つ
て
生
す

べ
き
現
実
の
不
公
平
を
除
去
す
う
た
め
で
し
か
な
い
。
然
し
明
ら
か
に
、
か

x
る
強
制
仲
裁
は
強
制
仲
裁
の
本
来
の
意
味
か
ら
逸
脱
し
て

い
ろ
の
で
あ
ろ
。

立
法
府
は
そ
の
何
れ
に
対
し
て
も
疑
問
を
持
つ
て
い
ろ
。
即
ち
強
制
仲
裁
が
罷
業
権
の
侵
害
と
な
ろ
こ
ま
を
恐
れ

う
と
同
時
に
、
労
働

者
の
希
望
す
ろ
強
制
仲

の
み
認
あ
る
こ
と
は
労
使
対
等
の
原
則
に
反
す
ろ
と
考
え
て
い
ろ
よ
う
で
あ
ろ
。

何
れ
に
し
て
も
、
現
行
法

の
欠
陥
は
す
べ
て
の
人
の
認
め
う
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
未
だ
に
満
足
す
べ
き
解
決
方
法
は
見
出
さ
れ
て
い



な

い
よ

う

で

あ

ろ

。

二

)

一
九

三
六
ー

三
八
年
法
の
適

用
時

に
は
、仲

裁
に
よ

つ
て
解
決

さ
れ
た
争

議
件
数
は
、
発
生
し
た
争
議
総

件
数
の
二
七

・
三
%

に
及
ん
で
い
た
。

現
行
法
で

は

一
九

五
〇
年

三
月

よ
り

一
九

五
二
年

一
二
月
迄

を
例

に
と
れ
ば
、
争
議
総
件
数
六

、
五
三
〇

中
、
僅

か
に
八
件

が
仲
裁
裁
定

に
よ

つ

て
解
決

し
た

に
す

ぎ
な

い
。

(
二
)

こ
の
理
由
と

し
て
挙
げ

ら
れ

て
い
る
も
の
は
、
大
体

次
の
四
点
で
あ
る
。

①
仲
裁

が
任
意
的

で
あ
る

こ
と
。
②

こ
う

し
た
争
議
規
制
方
法

に
対
す
る
関
係
者

の
反

感
。
③
裁
定

の
履
行
を
保
障
す

べ
き
制
裁

の
な

い
こ
と
。

④
破
毀
後

の
移
送

の
制
度
が
変

つ
て
い
る
こ
と
。

恩

結

語

労
働
争
議
の
平
和
的
処
理
方
法
は
争
議
権
の
強
化
さ
共
に
今
後
ま
す
く

そ
の
必
要
を
増
す
で
あ
ろ
5
。
然
し
そ
こ
に
は
、
以
上
に
概

述
し
た

フ
ラ
ン
ス
の
論
争
が
示
す
よ
う
に
幾
多
の
困
難
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
と
現
在

の
制
度

に
現
れ
た

一
般
的
傾
向
を

指
摘
し
て
、
本
稿

の
結
び
に
代
え
た

い
。

先
づ
争
議
権
よ
の
関
係
で
強
制
仲
裁
判

度
に
加
え
ら
れ

ろ
非
難
は
、
仲
裁
の
強
制
的
機
縁
を
当
事
者
の
協
定

に
求
め
る
こ
と

x
な
る
。

そ
こ
で
ぱ
法
律
的
強
制
ぱ
な

い
け
れ
ど
も
、
協
約
の
仲
裁
条
項
が
当
事
者
を
拘
束
す
る
、
い
わ
ば
義
務
的
仲
裁
判

度
が
求
め
ら
れ
ろ
の
で

あ
ろ
。
第
二
に
、
仲
裁
々
定
に
対
す
る
当
事
者
の
信
頼
を
高
め
、
こ
れ
に
よ
つ
て
仲
裁
判

度
の
効
果
を
あ
げ

よ
う
と
す
れ
ば
、
仲
裁

人
の

選
定
、
そ
の
権
限
の
問
題
と
共
に
統

一
的
裁
判
機
関
の
設
置
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
は
い
わ
ば
法
律
技
術
的

問
題
で
あ
ろ
う
。
最
後

に
法

(T
E

SSIE
R

, 
op. 

cit., 
p.  

82.  )

(D
U

R
A

N
D

, 
op. 

cit., 
p. 

1068. )

T
E

SSIE
R

, 
op 

cit., 
p. 

86.

D
U

R
A

N
D

, 
op. 

cit., 
P. 

1068.

SA
V

O
U
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L

A
N

, 
op. 

cit., 
p. 

99.

D
U

R
A

N
D

, 
op. 

cit., 
p. 

1069.



律
的
強
制
仲
裁
を
排
除
す
る
自
由
主
義
的
要
求
は
国
家

の
権
力
的
介
入
を
当
事
者
の
自
主
的
解
決

の
援
助
の
限
度
に
止
ら
せ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
勢

い
斡
旋
、
調
停
等
が
重
視
さ
れ

て
く
る
。
こ
ゝ
で
は
当
然
、
当
事
者
の
か
ゝ

る
制
度
に
対
す
る
協
力
さ
善
意
と
が
要
請
さ
れ
ろ
の

で
あ
る
。

二

)

ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
う
し
た
仲
裁
協
定

が
広
く
行
わ
れ
な
が
ら

、
仲
裁
判

度

の
法
制
化

に

つ
い
て
は
労
働
組
合

の
反
対

が
強

い
と
い
わ

れ
て
い

る

(
菊
池
勇
夫

・
『
労
働
紛
争

の
平
和
的
処
理
』
、
私
法

、
二
号
、
二
四
頁

)
。

フ
ラ

ン
ス
の
現
行
法

は
任
意
仲
裁
判

度

し
か
採
ら
な
か

つ
た
こ
と

前
述
の
通
り

で
あ

る
が
、
労
働
協
約
法

に
お
い
て
仲
裁
条
項
を
拡

張
適

用
さ
れ
る
協
約

の
任
意
的
記
載
事
項

と
し
て
掲
げ

、
義
務
的
仲
裁

を
勧
奨

し

て
い
る

(石
崎
政

一
郎

・
『
フ
ラ

ン
ス
の
労
働
協
約
法
』
、

(
労
働
法
学

選
書
)

二
二
四
頁
参

照
)
。

(
二
)

こ
の
点

に

つ
い
て

フ
ラ

ン
ス
の
高
等

仲
裁
法
院

は
高
く

評
価
さ
れ

て
、い
る
。
尚
、
同
法
院

は
仲
裁

〃
定

に
関
す

る
裁
判

機
関

で
あ

る
が
、
ド
イ

ツ
の
労
働
裁
判
所
(
A
r
b
e
i
t
s
g
e
r
i
c
h
t
e
)

は
労
働
事
件

一
般

に

つ
い
て
の
統

一
的
裁
判
所

で
あ
り
、

争
議
の
司
法
的
規
制

と
し
て
把

え
ら

れ
る

(菊

池

・
『
裁
判

の
社
会
化

の
問
題
』
、
比
較
法
雑

誌
三
巻
三
、
四
合
併
号
)
。

〈
三
)

フ
ラ

ン
ス
で
は

一
九

五
五
年

五
月

五
日
命
令

に
よ
る
斡
旋
(
m
e
d
i
a
t
i
o
n
)

が

比
較
的
好
成
績
を
挙
げ

て
い
る
と
い
う
(
D
U
R
A
N
D
,
 
o
p
.

c
i
t
.
,
 
p
.
 
9
9
6
)

〈
四
)
D
U
R
A
N
D
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
,
 
P
.
 
1
0
7
0
.


