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説

問
題
の
所
在

論

労
働
組
合
法
五
条
二
項
八
号
は
、
組
合
規
約
の
必
要
的
記
載
事
項
と
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
組
合
員
も
し
く
は
代
議
員
の
直
接
無
記
名
投

票
の
過
半
数
に
よ
る
決
定
を
経
て
開
始
す
べ
き
旨
の
定
め
を
掲
げ
る
。
こ
の
規
定
そ
の
も
の
は
、
労
働
組
合
が
い
わ
ゆ
る
法
外
組
合
と
し
て

労
組
法
上
の
一
定
の
不
利
益
を
受
け
な
い
た
め
の
資
格
要
件
を
定
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
大
多
数
の
わ
が

国
労
働
組
合
に
お
い
て
は
、
組
合
規
約
に
右
の
規
定
と
同
趣
旨
の
定
め
が
お
か
川
~
そ
れ
に
も
と
づ
く
投
票
は
「
ス
ト
投
票
」
、
ス
ト
投
票

に
よ
っ
て
ス
ト
実
施
を
決
め
る
こ
と
は
「
ス
ト
権
確
立
」
あ
る
い
は
「
ス
ト
権
集
約
」
と
呼
ば
九
也
、
こ
の
ス
ト
権
の
確
立
・
集
約
が
成
功

し
な
い
限
り
ス
ト
ラ
イ
キ
は
行
わ
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
と
思
わ
人
見
。

さ
て
、
「
ス
ト
権
確
立
」
な
い
し
「
ス
ト
権
集
約
」
と
は
、

法
的
に
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
と
し
て
ま

ず
芳
え
ら
れ
る
の
は
、
規
約
に
定
め
ら
れ
た
ス
ト
投
票
を
経
な
い
ス
ト
ブ
イ
キ
、

ス
ト
権
が
「
確
立
」
も
し
く
は
「
集
約
」
さ
れ
な
い
ま
ま

に
実
施
さ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
、
あ
る
い
は
規
約
に
ス
ト
投
票
の
定
め
が
な
い
場
合
に
ス
ト
投
票
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
手
続
を
ふ
ま
ず
に

行
わ
れ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
の
、
争
議
行
為
と
し
て
の
正
当
性
の
有
無
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

(
4〉

議
行
為
は
正
当
で
な
い
と
い
う
見
解
」
は
「
現
在
で
は
殆
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
実
際
問
題
に
な
ら
な
い
」
、

「
組
合
規
約
違
反
の
争

と
一
般
に
芳
え
ら
れ
て

い
る
。
後
に
や
や
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
今
日
の
労
働
法
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
、

ス
ト
投
票
を
経
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
を
は
じ
め
と
す
る
規

約
違
反
の
争
議
行
為
は
組
合
内
部
の
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
の
み
で
、
民
刑
事
免
責
の
保
護
を
失
わ
な
い
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も

後
に
ふ
れ
る
が
、
判
例
の
な
か
に
は
、
学
説
と
は
反
対
の
芳
え
方
に
立
っ
て
判
断
を
下
し
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
労
働
組
合
の
実
務
に
お

ハ
5
)

い
て
は
ス
ト
権
確
立
な
し
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
違
法
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

戸

6
ぜ

「
学
者
の
議
論
と
組
合
の
実
態
と
が
ず
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
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ス
ト
権
確
立
の
法
的
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
、
近
年
あ
る
論
者
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
争
議
行
為
は
法
的
に
は
ど

ハ
7
)

の
よ
う
に
し
て
「
成
立
」
す
る
の
か
と
い
う
重
要
問
題
と
も
関
連
が
あ
る
。
仮
り
に
、
こ
の
論
者
が
言
う
よ
う
に
、
争
議
行
為
は
決
議
と
通

〈

8
〉

告
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ス
ト
投
票
は
お
そ
ら
く
、
そ
の
「
決
議
」
の
最
も
主
要
な
方
式
と
い
う
こ
と
に
な

さ
ら
に
、

る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

ス
ト
投
票
、
あ
る
い
は
ス
ト
権
の
確
立
も
し
く
は
集
約
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
芳
察
を
加
え
る
こ
と
が
、

な
る
具
体
的
な
結
論
に
達
す
る
の
か
は
別
と
し
て
一
つ
の
意
義
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
争
議
行
為
の
正
当
性
判
断

の
た
め
の
規
準
の
設
定
お
よ
び
争
議
行
為
の
概
念
の
明
確
化
と
い
う
、
争
議
行
為
法
に
お
け
る
最
も
基
礎
理
論
的
な
重
要
課
題
へ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
所
在
の
認
識
の
下
で
、
ス
ト
権
確
立
を
め
ぐ
る
判

例
・
学
説
の
諸
見
解
の
分
析
・
検
討
を
中
心
に
、
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
論
議
を
も
参
芳
に
し
な
が
ら
、
若
干
の
芳
察
を
試
み
よ
う
と
す
る
も

いわゆるスト権確立の法的意味について

の
で
あ
る
。

(

1

)

労
使
関
係
法
研
究
会
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
七
年
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
規
約
に
争
議
行
為
開
始
の
た
め
の
手
続
を
欠
く

組
合
は
一
四
Mm
で
、
他
の
組
合
規
約
に
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
み
、
あ
る
い
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
含
む
争
議
行
為
に
つ
い
て
、
組
合
員
の
投
票
に
よ
る
決
定

を
必
要
と
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
(
労
使
関
係
法
研
究
会
『
労
使
関
係
法
運
用
の
実
情
及
び
問
題
点
3
』
〔
昭
四
二
〕
三
六
四
頁
以
下
〉
。
今
日
で

は
、
「
わ
が
国
の
労
働
組
合
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
法
内
組
合
で
あ
る
」
か
ら
労
組
法
五
条
二
項
八
号
に
適
合
し
た
規
定
が
組
合
規
約
に
設
け

ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
(
有
泉
亨
『
労
働
法
実
務
大
系
5
・
労
働
組
合
の
争
議
戦
術
』
〔
昭
五

O
〕
八
三
頁
)
、
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

(

2

)

石
川
吉
右
衛
門
『
労
働
組
合
法
』
〔
昭
五
三
〕
一
二
九
頁
に
よ
れ
ば
、
連
合
団
体
で
あ
る
労
働
組
合
に
お
い
て
そ
の
構
成
員
で
あ
る
各
単
位
組
合
が

ス
ト
棒
を
確
立
し
た
場
合
に
、
「
ス
ト
権
が
集
約
さ
れ
た
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
ス
ト
権
の
「
確
立
」
も
「
集
約
」
も
結
局
は
同
意

義
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
「
ス
ト
権
確
立
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

(

3

)

と
は
い
え
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
に
お
い
て
は
、
ス
ト
投
票
は
必
ず
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施
す
る
と
い
う
前
提
の
下
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ス
ト

し、

か

北法31(3-4・II.131) 1517 



説

権
確
立
は
団
交
の
終
斎
点
で
は
な
く
出
発
点
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
組
合
は
団
交
を
始
め
る
前
あ
る
い
は
団
交
が
煮
つ
ま
る
前
に
、

組
合
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
う
意
思
の
有
無
・
程
度
を
調
べ
る
意
味
を
も
含
め
て
ス
ト
投
票
を
行
い
、
ス
ト
権
が
確
立
さ
れ
れ
ば
執
行
部
指
令
に
よ
る

ス
ト
ラ
イ
キ
が
可
能
な
態
勢
が
確
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
団
交
に
臨
み
、
そ
し
て
使
用
者
側
も
ス
ト
権
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
初
め
て
本
腰
で

団
交
に
応
ず
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
実
態
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
場
合
に
ス
ト
権
確
立
は
ず
い
分
と
早
期
に
行
わ
れ
、
ま
た
「
確

立
」
さ
れ
た
ス
ト
権
は
か
な
り
包
括
的
な
事
項
を
目
的
と
し
、
そ
の
有
効
期
間
は
長
い
も
の
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
(
以
上
に
つ
き
、
労
使
関
係
法
研

究
会
・
前
掲
三
七

O
頁
以
下
、
有
泉
ほ
か
『
産
業
構
造
の
変
化
と
労
働
法
』
〔
昭
四
八
〕
一
四
八
頁
以
下
参
照
)
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
今
日
で
も
基
本

的
に
変
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
私
鉄
総
連
が
昭
和
五
一
年
の
大
会
に
お
い
て
、
従
来
の
ス
ト
投
票
は
決
意
表
明
と
し
て
行
わ
れ
た

が
今
後
は
団
交
に
お
い
て
「
ホ
ン
ネ
の
回
答
」
を
提
示
さ
せ
て
そ
れ
に
不
満
の
と
き
に
ス
ト
投
票
に
入
る
と
い
う
方
針
を
決
定
し
た
(
週
刊
労
働
ニ
ュ

ー
ス
七
七
六
号
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
三
年
秋
の
中
央
委
員
会
で
は
、
こ
れ
を
修
正
し
て
回
公
目
前
で
も
ス
ト
投
票
を
行
う
と
い
う
方
針
に
一
戻
し

て
い
る
こ
と
(
週
刊
労
働
ニ
ュ
ー
ス
八
八
二
号
)
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
。

(

4

)

石
川
・
前
掲
一
二
九
頁
。

(

5

)

有
泉
ほ
か
・
前
掲
一
五
二
頁
に
お
け
る
香
森
発
言
参
照
。

(

6

)

同
右
に
お
け
る
萩
沢
発
一
言
。

(

7

)

山
口
浩
-
郎
「
争
議
行
為
法
締
論
三
則
」
『
石
井
追
悼
・
労
働
法
の
諸
問
題
』
〔
昭
四
九
〕
四
七
頁
以
下
参
照
。

(

8

)

山
口
・
前
掲
五
二
頁
以
下
。

論

ス
ト
権
確
立
と
争
議
行
為
の
正
当
性

←) 

判
例
・
学
説
の
諸
見
解

ω
ス
ト
権
確
立
を
経
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
の
正
当
性
に
つ
い
て
見
解
を
示
し
た
判
例
と
し
て
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
比
較
的
古
い
時
期

の
数
件
の
下
級
審
判
例
を
知
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
も
解
雇
・
懲
戒
解
雇
の
効
力
が
争
わ
れ
た
仮
処
分
事
件
で
、
使
用
者
側
か
ら
、

北法31(3-4・n.132)1513 



ス
ト
権
確
立
な
し
の
ス
ト
ラ
イ
キ
も
し
く
は
怠
業
は
違
法
で
あ
る
こ
と
が
処
分
理
由
の
一
つ
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ス
ト
投
票
と
の
関

連
で
事
実
関
係
を
見
る
と
、
①
投
票
を
班
別
に
行
っ
て
、
過
半
数
を
と
え
る
賛
成
が
え
ら
れ
た
班
か
ら
争
議
行
為
に
入
っ
た
が
、
組
合
全
体

で
は
ス
ト
賛
成
者
は
過
半
数
に
達
し
な
か
っ
た
例
、
②
上
部
団
体
の
指
令
に
よ
り
一
旦
は
ス
ト
を
中
止
し
た
が
、
そ
の
後
、
他
組
合
と
向
調

(

2

)

ハ
3
)

し
て
投
票
を
経
ず
に
再
び
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
っ
た
例
、
@
遵
法
闘
争
が
ス
ト
権
確
立
以
前
に
行
わ
れ
た
例
、
④
ス
ト
権
確
立
時
の
「
春
闘
要

(

4

)

 

求
書
」
に
は
必
ず
し
も
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
ス
ト
ラ
イ
キ
が
行
わ
れ
た
例
、
な
ど
が
あ
る
。

判
例
は
一
応
、
少
く
と
も
ス
ト
ラ
イ
キ
は
ス
ト
権
を
確
立
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
違
法
で
あ
る
と
す
る
芳
え
方
の
も
の
と
、
逆
に
ス
ト
権

確
立
が
な
か
っ
た
こ
と
は
争
議
行
為
の
正
当
性
に
は
関
係
が
な
い
と
す
る
考
え
方
の
も
の
に
分
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
前

者
に
属
す
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
前
記
①
の
事
案
に
関
し
て
、
労
組
法
五
条
二
項
八
号
は
ス
ト
ラ
イ
キ
が
他
の
争
議
行
為
と

違
っ
て
「
使
用
者
並
び
に
第
三
者
に
与
え
る
影
響
が
重
大
で
あ
る
か
ら
」
、

そ
れ
を
行
う
に
は
組
合
員
の
過
半
数
に
よ
る
直
接
の
意
思
決
定

いわゆるスト権確立の法的意味について

を
要
す
る
こ
と
と
し
て
「
役
員
の
専
制
を
抑
え
て
組
合
の
民
主
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
」
ゆ
え
、
本
件
ス
ト
指
令
は
「
当
然
違
法
」
と

ハ
5
V

す
る
判
例
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
前
記
③
に
関
し
て
、
労
組
法
五
条
二
項
八
号
に
よ
っ
て
組
合
員
の
投
票
に
よ
る
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
同
盟
罷
業
の
み
で

あ
っ
て
、
遵
法
闘
争
も
争
議
行
為
で
あ
る
が
同
盟
罷
業
と
は
同
視
し
え
な
い
か
ら
、
ス
ト
権
確
立
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
不

(
6
)
 

当
に
組
合
活
動
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
判
例
で
は
争
議
行
為
は
正
当
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
ス

ト
ラ
イ
キ
は
ス
ト
権
確
立
が
な
け
れ
ば
正
当
性
を
失
う
と
芳
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
。
さ
ら
に
、
前
記
①
の
事
例
に
つ
い
て
、
組
合

の
「
か
し
あ
る
決
定
も
ス
ト
ラ
イ
キ
が
統
一
性
を
保
ち
団
体
交
渉
の
責
任
主
体
と
争
議
行
為
の
責
任
主
体
と
を
明
ら
か
に
す
る
か
ぎ
り
、
組

合
内
部
に
お
け
る
規
約
違
反
の
責
任
問
題
を
生
ず
る
に
と
ど
ま
り
、

ス
ト
ラ
イ
キ
自
体
は
違
法
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
、
こ
の
事
件
に
お
い

ハ
7
〉

て
は
か
か
る
事
実
の
存
在
を
認
め
え
な
い
か
ら
労
組
法
五
条
ニ
項
八
号
に
違
反
し
正
当
性
を
欠
く
、
と
し
た
判
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

北法31(3-4・II.133) 1519 



説

は
、
ス
ト
権
確
立
な
し
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
原
則
的
に
違
法
と
す
る
見
解
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
対
し
て
、
前
記
②
の
事
案
に
関
す
る
つ
ぎ
の
判
例
は
、

論

ス
ト
権
確
立
は
争
議
行
為
の
正
当
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
見
解
に

立
つ
も
の
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
で
は
ス
ト
権
は
確
立
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
規
約
違
反
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
「
争
議
指
令
者
の
対
内
的
責
任
の
問
題
を
生
ず
る
が
対
外
的
に
は
組
合
の
行
為
で
あ
る
か
ら
直
ち
に
之
を
違
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
」

「
組
合
幹
部
や
一
部
少
数
者
が
或
る
野
望
を
達
す
る
た
め
に
多
数
の
意
思
を
排
し
て
独
裁
的
に
か
よ
う
な
行
為
に
出
た
」

ず、

と
い
う
よ
う

な
争
議
権
の
濫
用
と
見
る
べ
き
場
合
は
も
は
や
組
合
の
行
為
と
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
本
件
に
は
そ
の
よ
う
な
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら

(
8
)
 

「
使
用
者
そ
の
他
に
対
す
る
外
部
関
係
に
お
い
て
は
:
:
:
適
法
で
あ
る
」
、
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

(
9
)
 

ょ
、
フ
に
一
言
、
フ
。

前
記
④
に
関
す
る
判
例
は
つ
ぎ
の

争
議
行
為
が
正
当
で
あ
る
た
め
に
は
「
組
合
員
の
総
意
に
基
く
(
具
体
的
に
は
、
組
合
員
の
過
半
数
に
よ
る
意
思
決
定
に
基

く
)
こ
と
を
要
す
る
」
が
、
「
ス
ト
ラ
イ
キ
が
事
実
上
全
組
合
員
の
過
半
数
に
よ
り
、

ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
る
こ
と
の
明
舷
な
認
識
の
も
と
に
、

そ
の
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
実
行
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
仮
に
投
票
に
よ
る
過
半
数
の
意
思
集
約
を
経
た
も
の
で
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
団
体
意
思
形
成
の
要
請
は
み
た
さ
れ
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
:
:
:
・
:
投
票
に
よ
る
意
思
表
明
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と

は
、
単
に
組
合
内
部
に
お
け
る
規
約
違
反
の
問
題
を
生
ず
る
に
と
ど
ま
り
、
:
:
:
使
用
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
当
該
ス
ト
ラ
イ
キ
を
違

法
あ
る
い
は
不
当
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
:
:
:
」
。
こ
の
後
者
の
判
例
は
、
右
に
引
用
し
た
判
示
の
後
で
、

ス
ト
ラ
イ
キ
が
正
当
と
い

え
る
に
は
「
直
接
無
記
名
投
票
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
準
ず
る
よ
う
な
、

ス
ト
ラ
イ
キ
た
る
こ
と
の
明
確
な
認
識
な
い
し
理
解
」
の
下

で
組
合
員
に
よ
り
支
持
さ
れ
実
行
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
、
要
す
る
に
、

ス
ト
権
確
立
が
な
い
た
め
に
直
ち

に
違
法
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
芳
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

∞
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
の
学
説
は
殆
ん
ど
全
く
一
致
し
て
、
ス
ト
権
確
立
を
経
て
い
な
い
こ
と
は
争
議
行
為
の
正
当
性
を

失
わ
せ
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
た
っ
。
し
か
し
、
諸
学
説
を
多
少
と
も
子
細
に
見
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
発
想
方
法
が
基
本
的
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に
違
う
ゆ
え
に
無
視
で
き
な
い
差
異
を
有
す
る
二
つ
の
考
え
方
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
場
合
は
、
要
す
る
に
ス
ト
権
確
立
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
対
使
用
者
の
関
係
に
お
い
て
違
法
と
な
る
契

機
に
な
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
理
由
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

ス
ト
権
を
確
立
せ
ず
に
ス
ト
ラ
イ
キ
が
指
令
さ
れ
る
と
、
組
合
規
約
違

「
使
用
者
に
組
合
要
求
の
申
入
れ
を
な
し
て
団
交
を
経
て
や
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
」
非
公
認
ス
ト
で
も
山
猫
ス
ト
で
も
な

(

ω

)

 

く
、
「
労
使
の
聞
で
合
意
が
成
り
立
て
ば
争
議
は
解
決
す
る
わ
け
で
、
通
常
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
特
に
変
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
さ
れ
る
。

こ
の
見
解
に
あ
っ
て
は
、
非
公
認
ス
ト
や
山
猫
ス
ト
は
、
一
部
組
合
員
が
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
た
と
え
一
部
局
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

反
に
は
な
る
が
、

そ
の
交
渉
の
本
来
の
当
事
者
は
組
合
で
あ
っ
て
決
定
権
も
組
合
に
あ
り
、

決
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
、

「
使
用
者
と
し
て
は
組
合
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
問
題
を
解

て
も
、

一
部
組
合
員
た
ち
か
ら
の
交
渉
の
申
入
れ
は
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
建
前
で
あ
り
、
組
合
と
の
関
係
で
は
そ

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

いわゆるスト権確立の法的意味について

う
す
る
義
務
さ
え
も
負
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
使
用
者
と
の
関
係
で
も
正
当
性
が
な
い
、

こ
れ
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
見
解
が
あ
る
。
「
争
議
行
為
は
、

団
結
活
動
の
一
態
様
で
あ
り
、
団
結
の
統
一
的
な
意
思
に
支
え

ら
れ
て
い
る
と
き
に
初
め
て
団
結
権
の
行
使
と
し
て
の
法
的
な
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
、
「
争
議
行
為
は
団
結
体
の
多
数
決

「
争
議
行
為
が
団
結
の
意
思
決
定
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

原
理
に
よ
る
意
思
決
定
に
基
づ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
が
、

ま
で
実
質
的
に
判
断
す
る
こ
と
を
要
し
、
組
合
規
約
の
定
め
る
正
規
の
手
続
を
経
な
い
で
開
始
さ
れ
た
争
議
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
事

実
上
組
合
員
の
意
思
に
基
づ
く
組
合
の
統
一
的
行
動
と
認
め
ら
れ
る
か
が
ぜ
り
、
組
合
内
部
に
お
い
て
組
合
規
約
違
反
の
責
任
問
題
を
生
ず
る

ハロ
v

こ
と
は
あ
り
え
て
も
、
民
刑
事
免
責
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
は
、
な
お
正
当
性
を
失
う
も
の
で
は
な
い
」
。

つ
ま
り
、

権
確
立
を
経
な
い
争
議
行
為
も
団
結
権
行
使
と
認
め
る
に
ふ
さ
わ
し
い
労
組
の
行
動
で
あ
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
な
い
ゆ
え
に
正
当
性
を
失
わ

な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
山
猫
ス
ト
は
き
わ
め
て
厳
し
く
正
当
性
を
否
定
さ
れ
、
そ
れ
は
「
組
合
の
使
命
を

団
結
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
を
危
く
す
る
が
ゆ
え
に
団
結
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
争
議
権
の
保
障
を
受
け
え
な
い
」

無
視
し
、

と
さ
れ

あス
ト
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説

円
山

M
)

門

u
u
v

る
。
な
お
、
こ
の
学
説
の
見
解
と
ほ
ぼ
同
旨
の
解
釈
例
規
が
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
論
議

(.::.) 

~þ. 
両問

ω
ド
イ
ツ
の
労
働
組
合
に
お
け
る
「
ス
ト
投
票
」

(
C
S
σ
E
g
g
E巴
の
制
度
は
、
組
合
運
動
の
初
期
段
階
に
し
ば
し
ば
生
じ
た
組
合

方
針
無
視
の
争
議
の
規
制
の
た
め
に
組
合
規
約
に
定
め
ら
れ
た
争
議
公
認
制
の
な
か
で
、
争
議
行
為
の
開
始
の
た
め
に
必
要
な
本
部
執
行
機

関
の
承
認
の
前
に
、
争
議
行
為
を
実
施
す
る
下
部
組
織
の
全
組
合
員
に
よ
る
投
票
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

(

路

〉

形
成
さ
れ
た
、
と
言
わ
れ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
労
働
組
合
総
同
盟
〈
D
G
B
)
が
一
九
四
九
年
一

O
月
の
結
成

大
会
で
採
択
し
た
争
議
準
則
(
百
円
町
長
包

g
色
町
田
り
の
回
N

日
目
忌
E
口
ぬ
き
口
〉
忌

2
2
E
5
1
8
)
に
、
争
議
行
為
の
開
始
と
続
行
は
組

合
執
行
機
関
の
承
認

(cgmFEmgmむ
と
投
票
権
限
を
有
す
る
争
議
参
加
者
の
秘
密
投
票
に
よ
る
七
五
%
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
旨
が
定

ハ
日
)

め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、

D
G
B
傘
下
の
組
合
の
中
に
は
ス
ト
投
票
な
し
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
開
始
で
き
る
場
合
を
認
め
て
い
た
も
の
も
あ
っ

(口〉た
。
そ
し
て
、

D
G
B
も
一
九
七
四
年
に
新
し
い
争
議
準
則
を
制
定
し
て
、
ス
ト
投
票
を
行
う
べ
き
か
ど
う
か
を
個
々
の
組
合
に
委
ね
る
こ

(四〉

と
と
し
た
。
こ
れ
は
、
ス
ト
投
票
な
し
で
の
争
議
行
為
の
合
法
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
の
下
で
、
ス
ト
投
票
を
欠
く
ス
ト
ラ
イ
キ

(
g
s
r
o
v
s
c
s
g
H
5
5
5巴
が
合
法
公
開

nrgSEEm〉
か
ど
う
か

(
幼
)

が
一
つ
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
連
邦
労
働
裁
判
所

(
B
A
G
)
の
判
例
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
学
説
は
か
な
り
早
く
か
ら
こ
の
間

(

幻

〉

い
く
つ
か
の
下
級
審
判
例
も
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
合
法
説
が
優
勢
だ
が
違
法
説
も
相
当
に
有
力
、
と
い
う
と
こ
ろ
の
よ

題
を
論
じ
、

う
で
あ
る
。
以
下
、
わ
が
国
に
お
け
る
問
題
解
決
へ
の
示
唆
を
求
め
て
、
現
在
の
主
要
文
献
と
思
わ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
理
論
状
況
の
一
端

に
ふ
れ
て
み
た
い
。

違
法
説
の
方
か
ら
見
る
と
、
ニ
ァ
パ

i
ダ
イ
日
ゼ
ッ
カ
l
は
以
下
の
よ
う
に
説
く
。
第
一
に
、
規
約
所
定
の
ス
ト
投
票
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
は
、
組
合
と
組
合
員
の
関
係
に
生
じ
た
違
法
性
が
直
ち
に
対
使
用
者
関
係
に
お
け
る
違
法
性
を
帰
結
せ
し
め
る
の
で
は
な
い
。

(2) 
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いわゆるスト権確立の法的意味について

し
か
し
、
労
働
争
議
の
当
事
者
は
相
手
方
に
対
し
て
、
他
人
の
利
益
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
前
に
自
ら
の
側
で
平
和
的
解
決
の
あ
ら
ゆ
る
可

能
性
を
検
討
し
、
そ
の
た
め
に
努
力
し
つ
く
し
、
そ
し
て
ま
ず
は
構
成
員
た
ち
に
要
求
実
現
を
目
指
し
て
争
議
行
為
を
な
す
用
意
が
あ
る
か

ど
う
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
の
で
あ
っ
て
、
ス
ト
投
票
の
僻
怠
は
か
か
る
義
務
に
違
反
す
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
規
約
に
争

議
行
為
開
始
要
件
と
し
て
の
ス
ト
投
票
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
労
組
は
ス
ト
投
票
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
争
議
行
為
の
実
施
に
つ
い
て
の
団
体
構
成
員
の
共
同
決
定
権

(
ζ
x
g
E
S
E
E
m∞B
n
r
C
は
、
共
同
体
の
自
由
に
し
て
直
接
的
な
意
思

形
成
の
基
本
的
な
構
成
要
素
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
欠
く
と
き
に
は
職
業
団
体
の
民
主
主
義
的
な
適
格
性

2
m
s
o
w
S
Z
2
Z
F
a
E
B伊
丹

5
5

円
相

μ
)

と
協
約
締
結
能
力
が
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
論
述
の
前
半
部
分
で
は
、
要
す
る
に
、
ニ
ッ
パ

l
ダ
イ
ら
が
か
ね
て

(

m
品

)

か
ら
強
調
し
、

B
A
G
に
よ
っ
て
争
議
行
為
の
最
も
基
本
的
な
合
法
性
要
件
で
あ
る
「
相
当
性
」
(
〈
巾
吾
郎
P
E
8
5前回一
m
r
S
)
の
重
要
な
内

(
M
V
 

容
を
な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
「
争
議
行
為
は
最
後
的
手
段

Q
Z
N門

2
宮
正
巳
)
と
し
て
行
わ
れ
る
と
き
に
の
み
合
法
で
あ
る
」

と
い
う
基
本
原
則

(
C
E
E守
刀
但
片
山
O
七
吾
旦
巴
に
ス
ト
投
票
な
き
争
議
行
為
は
抵
触
す
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ロ
イ
タ
ー
は
、
争
議
行
為
は
「
最
後
的
手
段
」
原
則
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
ほ
か
、

争
議
行
為
能
力
(
〉
手
企
2
・

E
5
1
E
E事
同
一
昨
)
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
と
く
に
ス
ト
投
票
を
含
む
団
体
意
思
形
成
の
明
確
な
定
式
化
が
団
体
の
内
部
組
織
の
最
少

限
の
条
件
と
し
て
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
非
合
理
的
な
偶
発
性
と
は
逆
の
「
合
理
的
」
令
丘
一

og--)
な
争
議
行
為
が
担
保
さ
れ

(

お

〉

る
、
と
述
べ
る
。
そ
れ
か
ら
ミ
ュ

l
ラ
l
は
、
問
題
提
起
の
み
に
と
ど
め
て
結
論
を
留
保
し
て
い
る
が
、
ス
ト
投
票
を
ス
ト
ラ
イ
キ
の
合
法

性
の
要
件
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
ス
ト
投
票
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
経
済
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
ス
ト
ラ
イ
キ

が
組
合
員
た
ち
に
よ
っ
て
た
め
ら
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
事
態
の
冷
却
化
が
促
進
さ
れ
て
争
議
行
為
の
実
行
を
妨
げ
る
期
聞
が
生
ず
る
こ
と
、

お
よ
び
、
争
議
行
為
に
い
わ
ば
歩
兵
と
し
て
参
加
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
失
職
す
る
か
も
し
れ
な
い
個
々
の
労
働
者
が
何
人
に
も
先
ん
じ
て

(
m
v
 

争
議
行
為
を
な
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
賛
否
表
明
の
機
会
を
持
つ
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
言
う
。
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説

合
法
説
に
つ
い
て
は
、
ザ
イ
タ
l
の
説
く
と
こ
ろ
か
ら
見
ょ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
違
法
説
は
ス
ト
投
票
と
「
最
後
的
手
段
」
原
則
と

ス
ト
投
票
実
施
が
ス
ト
開
始
を
遅
ら
せ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
は
何
の
関
係
も
な
く
、
ま
た
、

(3) 
の
関
係
を
言
う
が
、

至急ム
日岡

ス
ト
投
票
も
争
議
行
為
の
一
態
様
で
あ
る
の
な
ら
ば
そ
れ
を
行
う
か
ど
う
か
は
争
議
手
段
選
択
の
自
由
に
属
す
る
し
、
さ
ら
に
、
よ
り
強
烈

な
争
議
手
段
の
前
に
よ
り
ソ
フ
ト
な
ス
ト
投
票
を
行
う
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
争
議
行
為
を
強
度
の
小
さ
い
も
の
か
ら
順
序
づ
け
て

な
す
と
い
う
義
務
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
、

ス
ト
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
は
組
合
員
の
共
同
決
定
権
の
保
護
に
は
な
る
が
、
組
合
と
組

合
員
の
関
係
に
お
け
る
義
務
違
反
に
つ
き
使
用
者
と
の
関
係
に
お
い
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
の
理
由
は
不
十
分
で
あ
り
、
ま

た
、
組
合
員
が
争
議
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
挙
げ
る
者
も
い
る
が
、
そ
れ
を
言
う
な
ら
ば
、
争
議
と
の
関
わ
り
を
持
た
さ

れ
る
第
三
者
に
も
争
議
意
思
の
形
成
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
ス
ト
投
票
の
問
題
は
組
合
の
内
部

問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
組
合
員
が
ス
ト
ラ
イ
キ
開
始
の
決
定
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、

ス
ト
指
令
は

組
合
員
を
法
的
に
拘
束
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
ス
ト
指
令
へ
の
不
服
従
を
理
由
と
す
る
除
名
な
ど
の
制
裁
は
正
当
性
を
持
ち
え
な
い
と
解
す

円
前
副
〉

る
の
が
よ
い
、
と
さ
れ
る
。
ツ
ェ
ル
ナ
l
も
、
「
最
後
的
手
段
」
の
原
則
か
ら
ス
ト
ラ
イ
キ
開
始
前
に
ス
ト
投
票
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
帰

(
叩
叫
)

結
は
ひ
き
だ
さ
れ
え
な
い
と
し
、
も
っ
ぱ
ら
組
合
内
部
の
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
ミ
ュ

l
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
違
法
説
は
歩
兵
で
あ
る
組
合
員
を
ス
ト
意
思
の
形
成
に
必
ら
ず
参
加
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

る
が
、

ス
ト
ラ
イ
キ
に
関
与
さ
せ
ら
れ
る
の
は
組
合
員
の
み
に
限
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
ベ
ぎ
で
あ
り
、
ま
た
、
奇
襲
的
な
争
議
戦
術
が
常

に
不
当
だ
と
は
い
え
ず
、
労
働
争
議
に
は
た
し
か
に
社
会
全
体
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
同
時
に
紛
争
解
決
の
た
め
の

と
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
労
働
組
合
内
部
に
民
主
的
秩
序
が
維
持
さ
れ
る
べ

き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
個
々
の
組
合
員
が
組
合
機
関
の
な
す
決
定
に
直
接
に
関
与
し
う
る
よ
う
に
組
織
構
成
さ
れ
て

い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
ま
で
は
言
え
ず
、
代
表
制
民
主
主
義
の
原
則
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
組
合
員
が
労
働
組
合
の
力
の
担
い
手
で
あ
る
こ

不
可
欠
な
方
法
で
も
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
、
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と
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
「
最
後
的
手
段
」
の
原
則
は
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ス
ト
投
票
は
そ
れ
自
体
が

争
議
行
為
ゆ
え
、
そ
の
段
階
で
は
平
和
的
解
決
の
す
べ
て
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
一
線
は
す
で
に
越
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
し

た
が
っ
て
ス
ト
投
票
の
有
無
は
「
最
後
的
手
段
」
原
則
が
遵
守
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
は
関
係
が
な
い
、
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
一
畑
山

日

問
題
の
芳
察

(1) 

ス
ト
権
確
立
を
経
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
え
ど
も
、
使
用
者
に
と
っ
て
は

学
説
に
お
け
る
二
つ
の
考
え
方
の
一
方
が
言
う
よ
う
に
、

普
通
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
特
に
変
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
は
、
か
か
る
ス
ト
ラ
イ
キ
も
争
議
行
為
と
し
て
の
正

当
性
を
失
わ
な
い
と
い
う
簡
明
な
結
論
が
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
学
説
で
は
、
争
議
行
為
は
「
団
結
の
統
一
的
意
思
」
に
支

え
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
正
当
性
を
否
定
さ
れ
、
た
だ
ス
ト
権
確
立
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
正
当
性
要
件
の
欠
落
を
意
味

し
な
い
、
と
い
う
論
理
に
よ
る
立
場
が
強
い
。
ま
た
判
例
あ
る
い
は
行
政
解
釈
に
も
、
こ
れ
に
近
い
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
ま

いわゆるスト権確立の法的意味について

ず
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

争
議
行
為
の
正
当
性
に
関
し
て
は
、
今
日
、
そ
の
有
無
は
目
的
と
手
段
の
二
方
面
か
ら
社
会
通
念
に
照
ら
し
具
体
的
諸
事
情
を
総
合
し
て

決
定
さ
れ
る
と
い
う
一
般
的
な
理
解
が
あ
る
。
「
団
結
の
統
一
的
意
思
」
に
支
え
ら
れ
る
と
い
う
正
当
性
要
件
は
、
こ
れ
と
は
や
や
異
質
な

内
容
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
具
体
的
に
は
い
か
な
る
こ
と
を
指
し
、
ま
た
そ
れ
が
正
当
性
の
要
件
と
さ
れ
る
の
は
何
ゆ
え
か
が
明
ら

か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
断
と
は
い
え
な
い
説
明
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
山
猫
ス
ト
が
全

く
当
然
に
正
当
性
を
否
定
さ
れ
、
ま
た
、

「
幹
部
独
裁
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
か
、

組
合
員
の
多
数
に
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す

る
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
筆
者
自
身
に
も
適
切
な
表
現
が
で
き
な
い
が
、
要
す
る
に
、
争
議
行
為
は
統
制
の
と
れ

た
、
し
か
も
組
合
員
多
数
の
主
体
的
意
思
に
支
え
ら
れ
た
集
団
的
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
「
統
一
的
意
思
に
支
え
ら
れ
た
」
ス
ト
ラ
イ
キ
と
は
、

い
わ
ば
、
争
議
行
為
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
で
あ
る
。
現

北法31(3-4・n-139)1525 



説

実
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
こ
の
「
あ
る
べ
き
姿
」
、

ス
ト
ラ
イ
キ
を
成
功
さ
せ
る
た

E命

も
し
く
は
こ
れ
に
近
い
状
態
の
下
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
、

め
に
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
組
合
民
主
主
義
の
面
か
ら
も
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

正
当
性
の
判
断
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
解
釈
の
い
わ
ば
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
争
議
行
為
意
思
の
形
成

必
要
と
考
え
ら
れ
る
手
続
が
実
際
に
正
し
く
履
践
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
外
形
か
ら
判
断
さ
れ

過
程
に
お
け
る
手
続
面
に
蒼
眼
し
て
、

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
さ
に
規
約
所
定
の
争
議
開
始
手
続
、
と
り
わ
け
ス
ト
権
確
立
の
成
否
が
最
も
一
般
的
な
判

す
な
わ
ち
、

断
基
準
と
さ
れ
、

た
と
え
ば
ス
ト
投
票
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
が
組
合
大
会
で
の

そ
の
上
で
、

当
該
ケ
!
ス
の
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
、

起
立
も
し
く
は
挙
手
に
よ
る
採
決
が
あ
っ
た
か
ら
「
統
一
的
意
思
」
の
形
成
が
認
め
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ス
ト
投
票
は
確
か
に
行
わ
れ

そ
の
実
施
過
程
に
重
大
な
暇
庇
が
あ
っ
た
た
め
に
「
統
一
的
意
思
」
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
、
と
い

(
鈎
〉

う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
判
例
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学

て
過
半
数
の
賛
成
は
え
ら
れ
た
が
、

説
に
お
い
て
は
、
統
一
的
意
思
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
多
数
決
原
理
に
よ
る
意
思
決
定
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
「
あ
く

ま
で
実
質
的
に
判
断
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
「
事
実
上
組
合
員
の
意
思
に
も
と
づ
く
統
一
的
行
動
と
認
め
ら
れ
る
か
ま
り
」
争
議
行
為
と
し

〈

氾

)

て
の
正
当
性
は
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
問
題
は
「
規
約
違
反
で
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
組
合

の
統
一
的
行
動
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
も
の
か
ど
う
か
」
で
あ
必
げ
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
統
一
的
意
思
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
か
ど

う
か
は
、
規
約
の
定
め
に
も
と
づ
く
ス
ト
権
確
立
の
成
否
と
い
っ
た
手
続
の
面
か
ら
で
は
な
く
、
意
思
形
成
の
実
体
に
お
い
て
こ
そ
判
断
さ

こ
れ
は
筆
者
の
読
み
込
み
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、

あ
る
い
は
組
合
の
統
一
的
行
動
と
把
握
で
き
る
か
否
か
は
単
な
る
外
形
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
い
わ
ば
、
多
数
の
組
合
員
が
組
合
執
行
部
の
統
制
の
下
で
「
団
結
し
て
闘
う
」
意
思
を
真
に
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら

れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
争
議
行
為
は
そ
の
実
体
に
お
い
て
組
合
員
多
数
の
主
体
的
な
、

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
理
論
に
お
い
て
は
、

さ
ら
に
、

一
的
意
思
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

あ
る
い
は
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「
真
に
」
団
結
す
る
意
思
に
支
え
ら
れ
た
統
制
あ
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
労
働
組
合
の
行
動
の
現
実
の
あ
り
方
に

対
す
る
理
想
主
義
的
な
原
則
の
提
示
と
し
て
は
、
十
分
に
有
意
味
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
争
議
行
為
の
正
当
性
の
有
無
、
つ
ま

り
民
刑
事
免
責
の
法
的
保
護
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
判
断
枠
組
み
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
芳
え
る
。
そ
れ
は
、
法
的
な
問
題
処
理

の
規
準
と
し
て
は
具
体
性
に
乏
し
す
ぎ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
、
ス
ト
権
確
立
は
形
式
的
に
は
成
立
し
た
が

組
合
員
た
ち
が
実
際
に
は
漫
然
と
し
た
態
度
で
投
票
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
統
一
的
意
思
が
形
成
さ
れ

た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
ス
ト
権
確
立
時
に
は
大
多
数
の
組
合
員
が
ス
ト
実
施
に
賛
成
し
て
い
た
が
後
に
多
数
の
脱
落
者

が
発
生
し
た
場
合
は
、
統
一
的
意
思
が
欠
落
す
る
に
至
っ
た
か
ら
正
当
性
が
失
わ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
は
、
労
働
者
の
争
議
権
行
使
に
対
し
て
あ
ま
り
に
厳
し
い
制
約
を
課
す
る
と
い
う
批
判
を
受
け
ざ
る
を

え
な
い
で
あ
ろ
う
。

いわゆるスト権確立の法的意味について

(2) 

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
争
議
行
為
が
正
当
で
あ
る
た
め
に
は
多
数
組
合
員
の
統
一
的
意
思
の
支
え
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
の
で
あ

ス
ト
権
確
立
を
経
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
は
正
当
性
を
欠
く
も
の
と
推
定
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
な
に
ゆ

れ
ば
、
む
し
ろ
、

え
に
そ
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
組
合
民
主
主
義
の
原
則
が
要
請
す
る
か
ら
だ

一
般
の
労
働
組
合
に
と
っ
て
最
も
非
日
常
的
な
、
使
用
者
に
対
決
す
る
同
盟

的
行
動
を
行
う
に
当
つ
て
は
、
団
体
意
思
形
成
の
方
式
と
し
て
は
最
も
民
主
主
義
的
で
あ
る
と
一
般
に
芳
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
団
体

構
成
員
の
直
接
無
記
名
投
票
の
過
半
数
以
上
に
よ
る
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
に
な
る
。

と
附
合
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、

ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
う
、

ス
ト
投
票
を
欠
く
争
議
行
為
を
違
法
と
解
す
る
西
ド
イ
ツ
の
理
論
が
あ
げ
る
主
要
な
理
由
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
こ
の
組
合
民
主
主
義
論
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
争
議
行
為
の
実
施
に
つ
い
て
の
組
合
員
の
共
同
決
定
権
は
団
体
意
思
形
成
の
基
本
的
構

成
要
素
で
あ
っ
て
労
働
組
合
の
民
主
主
義
的
適
格
性
の
要
件
で
あ
る
と
か
、
ス
ト
投
票
を
含
む
団
体
意
思
形
成
の
明
確
な
定
式
化
が
組
合
の
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説

内
部
組
織
の
最
少
限
の
要
件
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
争
議
行
為
の
歩
兵
と
し
て
失
職
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
組
合
員
に
こ
そ
ま
ず
賛
否

の
意
思
表
明
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
結
論
的
な
賛
否
の
如
何
は
別
と

し
て
、
十
分
に
理
解
可
能
な
も
の
と
言
え
る
。

ハ
お
)

と
こ
ろ
で
、
組
合
民
主
主
義
は
現
行
の
わ
が
国
労
働
法
に
お
け
る
基
本
原
則
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
労

組
法
五
条
二
項
八
号
は
組
合
民
主
主
義
の
法
原
則
に
も
と
づ
く
規
定
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
規
約
所
定
の
ス
ト
権
確
立
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に

ス
ト
ラ
イ
キ
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
が
組
合
の
内
部
関
係
に
お
け
る
法
的
問
題
の
処
理
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で

(
M
)
 

あ
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
〈
、
こ
こ
で
の
問
題
は
そ
の
よ
う
な
ス
ト
ラ
イ
キ
が
正
当
性
あ
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
の
か
ど
う

議

車且
t. 
口

民
主筆
主者
晋は
の、
原 予
則み
;よ点
旦に
柑、つ
し ι

た呆
意口
固定

第円
成ヘ
過
圭早 てコ

をま
経り
た人
争 ト
議壁

z主
的の

ふ有
1.1' 宍京

民は
刑争
事 Z善
命イ7
責為
を の
付正
与当
さ性
れと
るは
と 無
解関
す係
る で
こあ
とる
はと
論解
理し
的た

か
で
あ
る
。

に
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
目
的
に
も
手
段
に
も
何
ら
の
問
題
が
な
い
争
議
行
為
に
対
し
て
、
そ
の
意
思
形
成
過

程
に
お
け
る
取
庇
の
ゆ
え
を
も
っ
て
法
的
保
護
を
拒
否
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
芳
え
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
さ
ら
に
、
「
幹
部
独
裁
」

の
下
で
の
争
議
行
為
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
、
争
議
権
濫
用
な
ど
と
し
て
そ
れ
を
違
法
視
す
る
こ
と
に
反
対
で
あ
る
。
組
合
民
主
主
義
の

法
原
則
の
い
わ
ば
射
程
を
、
ス
ト
権
確
立
を
経
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
や
「
幹
部
独
裁
」
の
争
議
行
為
な
ど
の
正
当
性
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
ま

で
及
ぶ
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
、
労
働
者
の
争
議
権
行
使
の
方
法
に
対
す
る
厳
格
に
す
ぎ
る
制
約
を
意
味
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
か
ら
、
組
合
民
主
主
義
を
解
釈
論
の
次
元
で
取
扱
う
か
ぎ
り
は
裁
判
所
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
組
合
民
主
主
義
原
理
に
よ
る
組

ハ叩ぢ

合
統
制
と
い
う
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
組
合
民
主
主
義
の
原
則
に
反
す
る
争

議
行
為
に
対
し
て
違
法
性
の
レ
ッ
テ
ル
を
張
る
な
ど
と
は
も
っ
て
の
ほ
か
と
言
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(3) 

西
ド
イ
ツ
の
違
法
説
が
あ
げ
る
主
要
な
理
由
の
他
の
一
つ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

ス
ト
投
票
は
争
議
行
為
の
「
最
後
的
手
段
」
原
則
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か
ら
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
争
議
行
為
は
相
手
方
で
あ
る
使
用
者
の
利
益
を
害
し
、
し
か
も
社
会
的
な

影
響
が
大
で
あ
る
場
合
も
少
く
な
い
か
ら
、
で
き
る
か
ま
り
回
避
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
非
合
理
的
で
な
い
態
度
の
下
で
行
わ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
く
、
そ
こ
で
、
争
議
行
為
を
行
う
前
に
は
必
ら
ず
ス
ト
投
票
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
法
の
要
請
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
わ
が
国
の
判
例
・
学
説
に
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た

と
言
っ
て
よ
い
。
僅
か
に
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
使
用
者
と
第
三
者
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
か
ら
ス
ト
権
確
立
な
し
で
は
正
当
た
り
え
な
い
と

(
叩
岬
〉

し
た
判
例
、
お
よ
び
、
こ
れ
は
争
議
行
為
と
し
て
の
正
当
性
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
ス
ト
決
定
は
使
用
者
の
最
終
提

(
U
d
 

案
が
な
さ
れ
て
か
ら
後
に
投
票
形
式
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
わ
が
国
の
組
合
に
お
け
る
現
状
を
批
判
す
る
学
説
に
、
西
ド
イ
ツ
の

いわゆるスト権確立の法的意味について

論
議
に
い
く
ら
か
共
通
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

争
議
行
為
は
団
体
交
渉
等
に
よ
る
平
和
的
解
決
の
可
能
性
を
追
求
し
つ
く
し
た
後
に
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
方

は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
世
間
一
般
の
常
識
に
は
近
い
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
労
働
法
理
論
に
と
っ
て
は
一

般
に
き
わ
め
て
な
じ
み
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
団
交
と
争
議
の
ス
パ
イ
ラ
ル
現
象
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
特
徴
を
有
す
る
わ

が
国
の
集
団
的
な
労
使
関
係
に
お
け
る
従
来
の
実
態
と
も
甚
だ
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
も
し
も
「
最
後
的
手
段
」
原
則

が
確
立
さ
れ
た
法
的
ル

i
ル
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
が
現
実
に
行
っ
て
い
る
争
議
行
為
の
か
な
り
多
く
の
部
分
が
正
当
性

を
否
定
さ
れ
る
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
、
今
日
の
わ
が
国
の
よ
う
な
高
密
度
社
会
に
あ
っ
て
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
‘
や
怠
業
な
ど
は
出
来
る
か
ぎ
り
回
避
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る

と
い
う
社
会
的
要
請
が
次
第
に
強
め
ら
れ
、
そ
れ
が
争
議
行
為
の
正
当
性
判
断
の
規
準
に
も
反
映
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
法
的

一
つ
の
必
然
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
団
体
交
渉
を
組
合
活
動
や
争
議
行
為
と
同
じ

団
体
行
動
権
の
行
使
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
な
考
え
方
は
明
確
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
ル

意
味
を
持
つ
こ
と
は
、
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説

と
は
い
え
、
団
交
を
重
ね
た
末
に
出
さ
れ
た
使
用
者
の
最
終
提
案
に
不
満
な
場
合
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
型
に

ス
ト
ラ
イ
キ
等
を
行
い
な
が
ら
も
団
交
な
ど
に
よ
る
使
用
者
と
の
折
衝
を
断
た
ず
に
要
求
実
現
を
図
る
と
い
う
日
本
型
が
、
労
働

比
べ
て
、

論

組
合
の
行
動
様
式
と
し
て
当
然
に
マ
イ
ナ
ス
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
あ
ろ
う
。
後
者
は
、
か
え
っ
て
、
企
業
別
組
合

組
織
そ
の
他
の
顕
著
な
特
質
を
有
す
る
わ
が
国
労
使
関
係
の
現
実
に
よ
り
適
合
的
な
紛
争
解
決
過
程
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
は
、

少
く
と
も
法
解
釈
論
の
レ
ベ
ル
で
は
、
争
議
行
為
は
最
後
的
手
段
と
し
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
を
認
め
る
こ
と
に
消
極
的
で

あ
り
た
い
。

か
く
て
、

ス
ト
権
確
立
を
経
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
は
こ
の
原
則
か
ら
も
正
当
性
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
芳
え
る
。

「
最
後
的
手
段
」
原
則
と
ス
ト
投
票
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
見
解
の
方
が
よ
り
説
得
力
を
有
す
る
よ

に
、
西
ド
イ
ツ
の
論
議
を
見
て
も
、

う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
〉
八
日
本
通
運
事
件
〉
秋
田
地
判
昭
二
五
・
九
e

五
労
民
集
一
巻
五
号
六
八
三
号
、
〈
何
〉
秋
田
地
決
昭
二
六
・
六
・
一
一
労
民
集
二
巻
二
号
一
一
一
二

頁。

(

2

)

〈
杵
島
炭
鉱
大
鶴
鉱
業
所
事
件
〉
佐
賀
地
判
昭
二
五
・
五
-
一
一
一

O
労
民
集
一
巻
三
号
四
二
三
頁
。

(
3
〉
八
日
本
化
薬
厚
狭
作
業
所
事
件
〉
山
口
地
判
昭
一
二

0
・一

0
・
一
三
労
民
集
六
巻
六
号
九
一
六
頁
、
〈
同
〉
広
島
高
判
昭
三
四
・
五
・
三

O
労
民
集

一
O
巻
三
号
五
四
九
一
貝
。

(

4

V

八
興
国
人
絹
パ
ル
プ
事
件
〉
大
分
地
判
昭
四
一
・
一

0
・
二
五
労
民
集
一
七
巻
五
号
一
二
八
一
頁
。

(

5

)

前
掲
〈
日
本
通
運
事
件
〉
秋
田
地
判
昭
二
五
・
九
・
五
。
当
該
の
ス
ト
ラ
イ
キ
が
統
制
違
反
で
あ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
違
法
と
さ

れ
て
い
る
。

(

6

)

前
掲
八
日
本
化
薬
厚
狭
作
業
所
事
件
〉
山
口
地
判
昭
三

0
・一

0
・
一
一
ニ
、
八
同
〉
広
島
高
判
昭
三
四
・
五
・
三

O
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
本
件

の
遵
法
闘
争
は
山
猫
争
議
で
あ
る
、
規
約
違
反
ゆ
え
違
法
で
あ
る
、
ピ
ケ
が
正
当
性
の
限
界
を
こ
え
る
、
な
ど
の
使
用
者
側
の
主
張
は
容
れ
ら
れ
て
い

E

、。

J
J刊
し
V

〈

7
)
前
掲
八
日
本
通
運
事
件
〉
秋
田
地
決
昭
二
六
・
六
・
一
一
。
こ
れ
も
、
統
制
違
反
の
理
由
と
あ
わ
せ
て
ス
ト
ラ
イ
キ
は
違
法
と
さ
れ
た
。

そ
れ
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いわゆるスト権確立の法的意味について

(

8

)

前
掲
八
杵
島
炭
鉱
大
鶴
鉱
業
所
事
件

V
佐
賀
地
判
昭
二
五
・
五
・
三

O
。

ハ
9
)
前
掲
〈
興
国
人
絹
パ
ル
プ
事
件
〉
大
分
地
判
昭
四
一
・
一

0
・
二
五
。
他
の
理
由
と
も
あ
わ
せ
て
、
こ
の
事
件
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
正
当
と
判
断
さ
れ

た。

(
叩
)
有
泉
・
前
掲
八
四
頁
、
同
・
一
一
二
頁
。
組
合
規
約
が
守
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
統
制
カ
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
「
そ
の
点
を
使
用
者
が
と
り
あ
げ
て
、

労
働
者
と
の
関
係
で
自
己
に
有
利
な
結
果
を
収
め
う
る
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
、
規
約
違
反
の
ス
ト
も
民
刑
事
免
責
を
失
わ
な
い
と
す
る
石
井
照
久

『
新
版
労
働
法
』
〔
昭
四
五
〕
三
八
六
頁
、
争
議
行
為
の
規
約
違
反
は
組
合
内
部
問
題
に
す
ぎ
ず
「
法
は
そ
れ
を
対
外
関
係
に
投
影
す
る
構
造
を
と
っ

て
い
な
い
」
と
す
る
大
野
雄
二
郎
『
争
議
行
為
法
総
論
」
〔
昭
四
二
〕
一
二

O
頁
も
向
旨
で
あ
ろ
う
。
久
保
敬
治
「
争
議
制
限
論
l
組
合
規
約
に
よ
る
制

限
」
『
浅
井
還
暦
記
念
・
労
働
争
議
法
論
』
〔
昭
四

O
〕
二
五
三
頁
は
、
規
約
所
定
の
決
議
を
経
る
こ
と
な
く
、
ま
た
か
し
あ
る
決
議
に
も
と
づ
き
な

さ
れ
た
争
議
行
為
に
も
、
そ
の
正
当
性
に
は
問
題
は
な
く
、
そ
れ
が
統
制
あ
る
行
為
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
規
約
違
反
の
責
任
も
生
じ
な
い
、

と
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
秋
田
成
就
「
争
議
行
為
と
組
合
規
約
」
『
労
働
法
大
系
3
・
争
議
行
為
』
〔
昭
三
入
〕
一
三

O
頁
以
下
は
、
ス
ト
投
票
を
行
う
な

ど
の
問
題
は
「
組
合
内
部
の
い
わ
ば
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
ゆ
え
」
、
そ
れ
を
規
約
に
定
め
る
か
杏
か
な
ど
は
「
全
く
組
合
の
自
由
に
属
す
る
」
こ
と

で
あ
り
、
争
議
行
為
が
規
約
に
反
し
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
、
「
公
共
性
に
反
す
る
と
い
う
理
由
に
基
き
刑
事
上
の
責
任
を
生
ず
る
は
ず
が
な
い
し
、

か
っ
、
対
使
用
者
関
係
に
お
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
組
合
が
責
任
を
追
及
さ
れ
る
い
わ
れ
が
な
い
」
と
す
る
(
一
三
四
1

一
三
五
頁
〉
点
で
は
、

こ
れ
ら
の
見
解
と
同
じ
で
あ
る
。

〈
日
)
有
泉
・
前
掲
一
一
一
ニ
頁
。
石
井
・
前
掲
三
八
六
頁
も
、
山
猫
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
一
部
組
合
員
だ
け
で
は
「
本
来
そ
の
主
張
事
項
に
つ
ぎ
使
用
者
と

交
渉
し
う
る
地
位
に
な
い
」
こ
と
か
ら
正
当
性
を
否
定
す
る
。

ハ
ロ
)
外
尾
健
一
『
労
働
団
体
法
』
〔
昭
五

O
〕
四
九
四
頁
以
下
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
現
在
の
労
働
法
学
説
の
多
数
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
考
え
方

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
宮
本
安
美
「
組
合
規
約
違
反

l
日
本
通
運
事
件
」
労
働
判
例
百
選
ハ
第
三
版
)
〔
昭
四
九
〕
二
三
二
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、

秋
田
・
前
掲
一
三
五
頁
は
、
「
規
約
を
頭
か
ら
無
視
し
て
幹
部
が
独
裁
的
に
ス
ト
を
決
定
し
た
」
よ
う
な
場
合
は
、
規
約
遠
反
の
問
題
と
し
て
で
は
な

く
「
争
議
行
為
の
本
質
の
問
題
と
し
て
・
:
:
・
争
議
権
の
濫
用
の
有
無
の
見
地
か
ら
判
断
す
」
る
と
述
べ
る
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
と
も
共
通
す

る
考
え
方
を
示
す
。

(
日
)
外
尾
・
前
掲
四
九
九
頁
。
宮
本
・
前
掲
二
三
三
頁
も
同
旨
と
息
わ
れ
る
。

〈
M
)
す
な
わ
ち
、
「
当
該
労
働
組
合
の
規
約
が
労
組
法
第
五
条
第
二
項
第
八
号
の
規
定
を
含
ま
な
い
場
合
、
当
該
組
合
の
規
約
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て

北法31(3-4・II-145) 1531 



説

同
盟
罷
業
を
開
始
す
る
こ
と
は
、
同
盟
罷
業
を
指
令
し
た
役
員
が
組
合
員
か
ら
そ
の
点
で
規
約
違
反
の
責
を
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
丈
で
あ

っ
て
、
同
盟
罷
業
そ
の
も
の
の
当
、
不
当
と
は
関
係
が
な
い

G

し
か
し
乍
ら
、
同
盟
罷
業
の
開
始
は
組
合
員
の
総
意
に
基
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と

は
労
組
法
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
第
八
号
の
如
き
要
求
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
規
約
に
従
っ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
組
合
員

の
総
意
に
反
し
、
又
は
こ
れ
を
無
視
し
て
同
盟
罷
業
を
開
始
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
不
当
で
あ
る
が
、
な
お
当
該
同
盟
罷
業
の
当
、
不
当
に

つ
い
て
は
具
体
的
な
事
件
に
つ
き
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
(
昭
二
四
・
八
・
三
労
働
法
規
課
長
内
翰
)
と
す
る
も
の
、
お
よ
び
、
「
規
約
に
違
反
す
る
手

続
に
よ
っ
て
そ
の
開
始
を
決
定
さ
れ
た
同
盟
罷
業
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
実
質
的
に
組
合
員
の
多
数
意
思
の
支
持
を
う
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か

っ
、
労
働
組
合
と
し
て
の
統
制
あ
る
行
為
と
し
て
の
態
様
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
同
盟
罷
業
は
、
使
用
者
に
対
す
る
関

係
で
は
、
-
般
に
違
法
な
争
議
行
為
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
規
約
が
遵
守
さ
れ
た
か
否
か
は
組
合
内
部
の
問
題
と
な
り
う
る

に
す
ぎ
な
い

i
・e-
」
(
昭
三
人
・
コ

7
ニ
O
労
働
法
規
課
長
内
翰
〉
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

(
日
〉
久
保
・
前
掲
二
四
六
頁
以
下
参
照
。

(
凶
)
出
gwnweZM匂匂
mvEOM?印位口}同町叫
-
r
o
F『σzny

《

H
g
〉『
σ
E
g
z
n
v
g
u
叶
〉
区
間
F-
回
L
-
M
U
N
白
色
『
σ
9ロ仏・

5
叶0
・
∞
-
H
C
M日・

(
げ
)
〈
m
-
-
z
s
n
r
e
Z
G宮
a
a
B
ω
昨

n
r
m
p
p
酔・

0
・・

ω
・
5
N日
〉
ロ
5
・
Sσ
・
ま
た
、
ス
ト
投
票
に
付
す
る
か
ど
う
か
を
執
行
機
関
の
裁
量
に
委
ね
る

。
F
O
E
O
-
P
6
-
2
a聞
内
向
即
日
野
労
組
の
規
約
の
効
力
が
争
わ
れ
た
事
例
と
し
て
、
〉
与
の

U
C由
白
色
合
同
町
凶
ピ
ュ
・
〈
-NH
・∞・

5
叶
N・
0
n円
切
丘
三
和
F・

5
J
P
ω
・
∞
吋
白
町
四
・
が
あ
る
。

(
叫
叩
)
〈
m
-
-
g
-
z
o
p
〉
『
『
四
回
件
印
円
相
門
戸
印
〉
三
戸
・
・

5
a
-
ω
・叶
N・
な
お
、
西
谷
敏
「
西
ド
イ
ツ
争
議
法
論
の
展
開
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
ニ
ニ
九
号
〔
昭

五
三
〕
二
三
頁
参
照
。

(
四
)
ロ
oσ
『。若田
E
-
o
p
=
-
u
U胆
凹
〉
同
roFH凹円開
nr砕
い
同
出
回
四
件
同
広
σ・叶〉口町一
-w

回仏
-
M
W
H由叶
m
r
m
H
ω
ω
・

(
却
)
な
お
、
ス
ト
投
票
の
実
施
は
労
働
協
約
の
平
和
義
務
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
す
る
判
例
が
出
さ
れ
て
い
る
ハ
切
〉
の
〉
匂

Z
F
N
N
z
m
H
吋
〈
の

同りユ白色合同曲百一
2
-
n
r
同〉。

(
幻
)
〈
∞
戸

ω
O伊

丹

o
p
ω
可
丘
町
四
円
E

Cロ
仏
〉
巴
回
目
司
自
吋
巴
口
町
田
司
開
n
F
F
S斗問、

ω
・
問
。
坦
〉
ロ
ヨ
-AF・

(幻

)
E
E
n
n
r
'
Z
F官官白色。可白∞田口}円相ア円、開}回叫『ロロ}戸門回開印〉円
r
a
z司自円}呂田・国内同・

M
L
白
色
σσ
同ロ門戸

H由・
3
・
∞
-HCN日円

(
幻
)
こ
の
点
に
つ
き
、
西
谷
・
前
掲
ニ
ニ
頁
以
下
参
照
。

(
制
)
出
回
目
nw・2
仲間】宮司品目可‘
ω肱
nroF
目
・
目
。
--m-SNω
・

論
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いわゆるスト権確立の法的意味について

(お〉

H
N
g
M
g
p
m可刊日
W

C
ロ
品
〉
ロ
田
由
旬
開
吋
『
巳
口
問
・
閉
山
由
円
宮
島
氏
〉
円
r
a
F
H定一間一
.
ω
-
N∞
N-

(
部
)
宮
E
}
]
R
u
g
〉
H
E
z
r
h
g耳
目
n
F
H
5
∞四国口
E
Z
E
品
目
印
。
『
D
田町ロ

ω
g同
Z
ι
自
由
回
口
出
合
的
但
円
r
a
g
m
E
n
r
H曲

S
S
M
-
-
〉
宮
山
ご
由
叶
H・

同

m
n
Z
弘
和
司
〉
同
r
a
F
H由一口・

ω・
ωNAP-

(
幻
)
∞
色
同
冊
子
同
-
白
・

0
・
ω・日
H
C
同・

ハ
鉛

)
N
g
E
2・
〉
円
r
a
Z
8
n
z
-
H由
叶
叶
・
切
-
N
3・

(
m
U
)

前
掲
(
注
(
口
)
)
の
判
決
が
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
つ
つ
、
ス
ト
投
票
を
執
行
機
関
の
裁
量
に
委
ね
た
規
約
規
定
の
効
力
を
肯
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

回
c
r
g耳
目
釘
目
。

E--
担-田・

0
・・∞-同
ωω

は
判
旨
の
引
用
部
分
の
後
半
と
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
。

(
初
)
前
掲
八
日
本
通
運
事
件
〉
秋
田
地
判
昭
二
六
・
六
・
一
一
、
同
〈
興
国
人
絹
パ
ル
プ
事
件
〉
大
分
地
判
昭
四
一
-
一

0
・
二
五
な
ど
。

(
況
)
外
尾
・
前
掲
四
九
四
頁
以
下
参
照
。

(
n
v

宮
本
・
前
掲
ニ
コ
一
三
頁
。

(
m
M
〉
浜
田
富
士
郎
「
組
合
民
主
主
義
と
団
結
自
治
」
『
現
代
労
働
法
講
座
2
・
労
働
組
合
』
〔
昭
五
五
〕
八
二
頁
以
下
は
、
組
合
民
主
主
義
は
今
日
あ
た
か

も
公
理
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
組
合
民
主
主
義
な
る
諮
の
意
義
、
組
合
が
民
主
的
に
管
理
・
運
営
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
理
由
な
ど
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
は
法
原
理
論
的
な
考
察
が
殆
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
「
組
合
民
主
主
義
」
と
は
「
組
合
な
い
し
組
合
役

を
個
員
別
組
合
員
の
意
向
、
な
い
し
要
求
に
敏
感
か
つ
忠
実
で
公

2
3
5
Z与
あ
ら
し
め
る
た
め
の
手
続
原
理
を
意
味
す
る
も
の
」
と
解
し
た
上

で
、
現
行
の
わ
が
国
労
使
関
係
法
制
に
は
組
合
が
民
主
的
で
あ
る
べ
き
と
と
を
一
般
的
に
要
求
す
る
制
定
法
規
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
労
組
法

が
、
不
当
労
働
行
為
制
度
に
よ
る
保
護
、
争
議
行
為
の
民
事
免
責
、
労
働
協
約
に
つ
い
て
の
規
範
的
効
力
の
承
認
等
、
組
合
の
使
命
遂
行
に
つ
い
て
の

利
便
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
強
力
な
労
働
条
件
規
制
の
権
能
と
法
的
地
位
を
労
働
組
合
に
付
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
組
合
の
民
主
主

義
的
な
管
理
・
運
営
は
一
般
的
な
法
の
要
請
で
あ
る
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
組
合
民
主
主
義
の
法
原
則
に
関
し
て
、
筆
者
は
さ
し

あ
た
り
こ
の
見
解
に
依
拠
す
る
。

(
川
剖
〉
組
合
内
部
の
問
題
処
理
の
あ
り
方
に
関
し
て
は
、
前
述
し
た
ザ
イ
タ
l
の
見
解
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
浜
田
・
前
掲
九
四
頁
。

(
お
)
前
掲
八
日
本
通
達
事
件
〉
秋
田
地
判
昭
二
五
・
九
・
五
。

(
幻
〉
峯
村
光
郎
『
労
働
法
概
論
』
〔
昭
五
一
U

一
一
一
四
真
。
な
お
、
労
使
関
係
法
研
究
会
・
前
掲
三
七
二
頁
も
同
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
。
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説

(
お
〉
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
有
泉
享
「
団
体
交
渉
と
い
う
権
利
」
『
石
井
追
悼
・
労
働
法
の
諸
問
題
』
〔
昭
四
九
〕
五
頁
以
下
参
照
。

論

ス
ト
権
確
立
と
争
議
行
為
の

「
成
立
」

モう

問
題
の
意
味

つ
ま
り
法
的
な
意
味
に
お
け
る
争
議
行
為
は
い
つ
、

め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
年
に
な
っ
て
あ
る
論
者
が
指
摘
す
る
ま
で
は
そ
の
所
在
す
ら
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

争
議
行
為
の
「
成
立
」
、

ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、

こ
の
論
者
の
見
解
を
筆
者
な
り
の
理
解
に
も
と
ぞ
つ
い
て
要
約
す
れ
ば
、
争
議
行
為
は
集
団
的
意
思
形
成
と
実
行
行
為
か
ら
成
る
が
、
前
者
に

あ
た
る
具
体
的
行
為
が
争
議
決
議
で
あ
り
、
そ
れ
が
組
合
員
に
伝
達
さ
れ
、
さ
ら
に
使
用
者
に
宣
言
H
通
告
さ
れ
た
と
き
に
争
議
行
為
が
成

立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
争
議
決
議
を
経
な
い
争
議
宣
言
は
効
果
意
思
を
欠
く
ゆ
え
に
争
議
行
為
を
、
法
的
に
は
成
立
せ
し
め
な
い
、

(
1
)
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
な
に
ゆ
え
に
争
議
行
為
の
「
成
立
」
を
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
言
う
と
、
第
一
に
は
、
わ
が
国

の
実
定
法
上
は
争
議
行
為
に
つ
い
て
は
空
白
定
義
、

つ
ま
り
労
働
者
の
な
す
争
議
手
段
は
す
べ
て
争
議
行
為
で
あ
る
と
定
義
す
る
ほ
か
な
い

ス
ト
ラ
イ
キ
や
怠
業
な
ど
の
主
要
な
争
議
手
段
は
労
務
の
不
提
供
ま
た
は
不
完
全
提
供
で
あ
る
た
め
に
外
見
上

(

2

V

 

は
通
常
の
欠
勤
や
職
務
僻
怠
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
は
、

規
約
所
定
の
方
式
に
よ
る
争
議
決
議
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

ス
ト
権
確
立
は
争
議
行
為
の
「
対
内
的
成
長
の
た
め
の

ス
ト
権
確
立
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
代

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
争
議
行
為
の
「
成
立
」
に
関
す
る
理
論
に
従
う
な
ら
ば
、

わ
る
組
合
大
会
に
お
け
る
採
決
の
事
実
で
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
争
議
行
為
は
法
的
に
は
成
立
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
正
当
性
の

有
無
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
民
刑
事
免
責
の
付
与
と
い
う
法
的
効
果
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
、
ス
ト
権
確
立
を
経
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
の
正
当
性
が
争
わ
れ
た
ケ
l
ス
に
つ
い
て
の
判
例
の
な
か
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
規

は
じ
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約
違
反
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
え
ど
も
、
組
合
員
の
過
半
数
に
よ
り
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
認
識
な
い
し
理
解
の
下
で
支
持
さ
れ

(
4
V
 

実
行
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
団
体
意
思
形
成
の
要
請
は
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
法
的
に
は
何
ら
の
問
題
も
な
い
、
と
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
、
-
定
の
法
的
効
果
を
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
争
議
行
為
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
行
う
組
合
員
た
ち
の
意
思
、
つ
ま
り
欠

勤
や
僻
怠
で
な
く
集
団
的
H
同
盟
的
な
労
務
給
付
拒
否
行
為
た
る
争
議
行
為
を
な
す
と
い
う
意
思
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
の

も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
全
く
無
理
で
は
な
い
。
ま
た
、
今
日
の
多
数
説
と
思
わ
れ
る
学
説
の
見
解
に
お
い
て
、
統
一
的
意
思
に
支
え
ら
れ

て
い
る
と
き
に
初
め
て
争
議
権
行
使
と
し
て
法
的
保
護
を
受
け
る
と
か
、
争
議
行
為
は
団
結
体
の
多
数
決
原
理
に
よ
る
意
思
決
定
に
も
と
づ

く
こ
と
を
要
す
る
と
か
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
実
は
、
争
議
行
為
の
「
正
当
性
」
の
問
題
で
は
な
く
「
成
立
」
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
労
働
組
合
運
動
の
実
務
に
お
い
て
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
る
に

は
ま
ず
ス
ト
権
を
確
立
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
法
的
な
意
味

いわゆるスト権確立の法的意味について

で
争
議
行
為
と
し
て
成
立
さ
せ
る
手
続
と
し
て
ス
ト
権
確
立
が
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

仁江

問
題
の
検
討

筆
者
は
、
争
議
行
為
の
「
成
立
」
を
問
題
に
す
べ
き
こ
と
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
前
述
の
こ
点
の
う
ち
、
争
議
行
為
の
概
念
に
関
し

て
は
、
わ
が
国
の
現
行
法
の
下
で
は
争
議
行
為
の
定
義
は
内
容
空
白
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
す
る
芳
え
方
と
は
全
く
異
っ
た
見
解
を
有
し
て

〈

B
V

い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
か
ら
ス
ト
権
確
立
を
争
議
行
為
の
成
立
の
問
題
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
は
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

れ
に
対
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
や
怠
業
を
通
常
の
欠
勤
や
職
務
僻
怠
か
ら
法
的
に
区
別
す
る
必
要
性
に
関
し
て
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
提
起

が
な
さ
れ
て
い
る
と
芳
え
る
。
実
際
上
は
多
く
の
場
合
、
使
用
者
側
に
と
っ
て
争
議
行
為
と
普
通
の
僻
怠
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど

困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
と
く
に
怠
業
、
な
か
で
も
わ
が
国
労
働
組
合
独
自
の
争
議
戦
術
で
あ
ろ
う
電
話
応
待
拒
否
な
ど
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
が
原
則
的
に
は
法
的
保
護
の
対
象
と
な
る
べ
き
争
議
行
為
で
あ
る
の
か
ど
う
か
不
分
明
に
な
る
場
合
が
少
か
ら
ず
生
ず
る
と

北法31(3-4・II.149)1535 



つ
設
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
'
人
、
ご
の
点
か
ら
ス
ト
権
確
字
を
争
議
行
為
の
成
立
の
問
題
に
関
連
さ
せ
て
法
的
に
意
味
φ
げ
る
こ
と
は
ほ
十
分
の
意

汗
V
J
V
義
が
あ
る
と
言
え
る
。
要
す
る
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
。
ス
ト
権
確
立
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
方
式
に
よ
る
争
議
決
議
に
よ
っ

レ
1

r
請
て
争
議
行
為
を
な
す
「
意
思
」
が
形
成
さ
れ
、

「
争
議
行
為
」

そ
れ
が
使
用
者
へ
の
通
告
に
よ
り

法
的
な
意
味
で
の

「
表
示
」

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

が
成
立
し
、

「
効
果
」

が
付
与
さ
れ
る
、

も
'1' 

と

れ
は

鮮
か

論
理
的?

手玉
毒性
リを
さ山 否

定雪
法れ
也.な

..-:.---:い
ばか
翠.ぎ
EE り

五百

毒事
官主
何責
の
閣と
玄 不
理 利
岬益
成取
と
却す及
ロT 主主

すてで
る L

V と
七、

」う
の
で
き
る
も
の
で
あ
る

ち
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
解
釈
論
と
し
て
、
組
合
内
で
の
決
議
と
対
使
用
者
の
通
告
を
欠
く
ス
ト
ラ
イ
キ
等
は
争
議
行
為
と
し
て
法
的
保

J

護
を
受
け
る
に
値

b
な
守
す
る
エ
と
に
は
、
ゃ
斗
り
同
意
で
き
な
い
@
そ
斗
よ
う
な
理
論
が
も
た
ら

4
結
果
の
妥
当
性
の
乏
し
さ
?
黙
視

f

、
九
円
で
き
な
い
、
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
ス
ト
権
確
立
な
ど
の
争
議
決
議
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
争
議
行
為
が
成
立
し

，l
o
d
 

刀
ヤ
♂
，

K
〆
な
い
と
す
る
と
、
使
用
者
側
に
組
合
内
部
に
お
い
て
争
議
決
議
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
暇
庇
な
く
成
立
し
た
の
か
ど
う

'
H
/
 

か
を
知
る
必
要
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
組
合
内
部
の
事
情
に
つ
い
て
は
使
用
者
は
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
決
議
に
取
庇
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
芳
え
て
み
る
と
、
法
律
行
為
論
一
般
の
次
元
で
は
、
意
思
表
示
が
無
効
ま

た
は
取
消
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
表
意
者
の
利
益
と
、
逆
に
法
律
行
為
の
効
力
が
維
持
さ
れ
る
べ
ぎ
こ
と
を
望
む
相
手

方
・
第
三
者
の
利
益
を
い
か
に
調
整
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
争
議
決
議
に
関
し
て
は
、
表
意
者
で
あ
る
組
合
側
が
決
議
の
有
効
性
を
必

要
と
し

J

相
手
方
で
あ
る
使
用
者
側
に
そ
れ
が
無
効
で
あ
る
こ
と
の
利
益
が
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
表
見
法
理
な
ど
、
効

果
意
思
の
形
成
過
程
に
暇
庇
あ
っ
た
場
合
の
処
理
に
関
す
る
一
般
開
論
で
は
解
決
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
団
交
を
開
始

す
る
前
に
包
括
的
な
事
項
に
つ
い
て
ス
ト
権
を
確
立
す
る
こ
と
が
多
ば
と
言
わ
れ
、
た
と
え
ば
「
今
後
一
年
間
、
目
的
を
問
わ
な
い
」
と
い

っ
た
ス
ト
権
確
立
も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
争
議
決
議
を
争
議
行
為
を
成
立
せ
し
め
る
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
の
集
団
的
意
思
形
成

と
解
す
る
と
、
右
の
よ
う
な
内
容
の
ス
ト
権
確
立
で
は
法
的
に
有
意
味
な
争
議
決
議
と
は
評
価
で
き
な
い
と
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
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、、‘。
し
カつ

ぎ
に
、
使
用
者
に
対
す
る
通
告
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
争
議
行
為
は
成
立
し
な
い
と
い
う
点
は
ど
う
か
。
争
議
行
為
の
通
告
な
い
し
予
告

に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
学
説
は
こ
れ
を
正
当
性
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
、
労
調
法
三
七
条
も
し
く
は
労
働
協
約
の
平
和
条
項

に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
組
合
に
は
事
前
の
通
告
な
い
し
予
告
の
義
務
は
な
い
、
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
は
、
不
意
打
ち
ス
ト
等
は
で
き
る
限
り
回
避
す
べ
き
こ
と
が
、
フ
ェ
ア
・
プ
レ
イ
の
原
則
、
あ
る
い
は
集
団
的
労
働
法
上
の
信
義
則
か

ら
労
働
者
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
芳
え
る
。
し
か
し
、
今
日
の
わ
が
国
の
労
働
争
議
の
実
際
に
お
い
て
は
、
使
用
者
側
は
多
く
の
場
合
に
ス

ト
ラ
イ
キ
等
の
実
施
を
事
前
に
察
知
し
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
団
交
を
く
り
返
す
合
い
聞
に
短
時
間
の
ス
ト
ラ
イ
キ
や
怠
業
が
何
回
も
行
わ
れ

いわゆるスト権確立の法的意味について

る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
争
議
の
状
況
で
あ
ろ
う
か
ら
、
争
議
行
為
は
常
に
必
ず
使
用
者
に
対
す
る
通
ι危告山官口
J

を
ど
必
要
と
す
る
と
解
す
る
の
は
、

公
平
の
見
地
か
ら
芳
芳4

，
え
え
て
妥
当
と
は
ι=

で
あ
れ
、
事
前
の
通
告
な
き
争
議
行
為
を
法
的
に
保
護
し
な
い
と
い
う
法
原
則
を
立
て
る
こ
と
に
は
、
筆
者
は
賛
成
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

争
議
行
為
が
予
告
な
し
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
た
め
に
違
法
と
さ
れ
る
の
は
、
と
く
に
怠
業
に
つ
い
て
そ
れ
が
言
え
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う

〈

7
V

が
、
具
体
的
事
情
に
照
ら
し
て
抜
打
ち
で
あ
る
ゆ
え
に
争
議
権
濫
用
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(

1

)

山
口
・
前
掲
五
一
頁
以
下
参
照
。

(

2

)

山
口
・
前
掲
四
八
頁
。

(

3

)

山
口
・
前
掲
五
二
頁
。

(

4

)

前
掲
〈
興
国
人
絹
パ
ル
プ
事
件
〉
大
分
地
判
昭
四
一
・

)
0
・
二
五
。

(
5
〉
下
井
「
争
議
行
為
と
物
権
の
関
係
に
つ
い
て
の
-
考
察
l
職
場
占
拠
を
め
ぐ
る
諸
見
解
の
検
討
を
中
心
に

l
」
北
大
法
学
論
集
二
八
巻
-
号
〔
昭
五

二
〕
二
一
七
頁
以
下
。

(
6
〉
本
稿
一
の
注
(

3

)

参
照
。
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Hokkaido L. Rev. 

The Legal Significance of the Strike Resolution 

Takashi SHIMOI* 

Section 5 subsection 2 (8) of the Trade Union Act prescribes 

that constitutions of a union in the meaning of this act shall include 

a provision requiring that a strike be initiated only after it is 

sustained by the majority of the members or the workplace delegates 

through direct and secret baIlot. In these days most of the unions 

in this nation maintain a constitutional provision to this effect foI-

lowing the statutory instructions. As a matter of course， strike 
actions are usuaIly waged by unions only when they are supported 

by the majority at the union conventions. 

羽ThatIs the legal meaning of winning the majority in a strike 

vote procedure? First， we should probe whether or not a strike 

without beforehand strike vote， or a strike without winning majority 

sustaining it in a violation of the constitutional procedures， can be 

treated as a ‘just' strike， and accordingly be given the protection of 

anti-discrimination mandate to the employer (~ 7① TUA) and the 

immunity from 1iabilities arising both from privat巴lawandcriminal 

Iaw (~~ l-II， 8 TUA). Next， we should clarify whether or not a 

strike resolution by the majority at the union convention must be 

deemed as a requirement in a legal sense for a strike to be treated 

a8 8uch. If 80， it might be concluded that a strike not supported by 

the majority members is unable to be given the afore-mentioned 

provided by the Act. 

Confronted with these problems， the author， after analyzing 

various views of court decisions and commentators， and after refer-

ring to the prevailing opinions of羽TestGermany， gets to a solution. 

In short his conclusion Is that to win majority votes sustaining a 

* Professor of Labour Law， Faculty of Law， University of Hokkaido 

北法31(3-4・II.527)1913 羽
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strike should not be considered as a requirement for a strike to be 

treated legal1y as such， and that a strike without a strike resolution 

in accordance with union rules cannot necessarily be denied the 

statutory protections as 'unjust' one. 

W 北法31(3-4・II'526)1912 


