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佐
藤
昭
夫
教
授
は
、
団
結
権
と
生
存
権
の
関
連
に
つ
ぎ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
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「
『
労
働
基
本
権
保
障
の
狙
い
は
、
憲
法
二
五
条
に
定
め
る
生
存
権
の
保
障
を
基
本
理
念
』
（
東
京
中
郵
事
件
）
と
す
る
、
と
い
っ
た
表

現
は
一
般
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
二
五
条
は
『
健
康
で
文
化
的
な
』
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
い
る
が
、
『
最
低

限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
』
を
確
認
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
人
間
は
、
決
し
て
最
低
限
度
で
は
な
く
、
社
会
の
生
産
力
と
文
化

の
水
準
が
可
能
と
し
て
い
る
、
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
も
っ
と
も
高
く
自
由
で
豊
か
な
、
そ
し
て
何
よ
り
も
平
和
な
生
活
を
実
現
す
る

権
利
を
有
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
人
権
尊
重
、
国
民
主
権
を
基
本
理
念
と
す
る
憲
法
の
当
然
の
前
提
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
憲
法
前
文

は
、
『
自
由
の
も
た
ら
す
恵
沢
を
確
保
し
、
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
』

し
、
『
全
世
界
の
国
民
が
等
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
』
し
た
の
で
あ
り
、

ま
た
一
三
条
は
、
そ
の
よ
う
な
生
存
の
実
現
を
目
指
す
『
幸
福
追
求
の
権
利
』
の
最
大
の
尊
重
を
要
求
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
は

『
本
来
的
生
存
権
』
と
い
っ
て
よ
い
が
、
資
本
主
義
国
家
に
お
い
て
、
国
民
が
そ
の
よ
う
な
生
存
を
追
求
す
る
権
利
、
そ
の
目
的
の
正
当

性
は
認
め
る
が
、
個
々
の
生
活
面
で
十
分
な
そ
の
具
体
的
実
現
ま
で
積
極
的
に
保
障
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
。
国
家
と
し
て
積
極
的

な
施
策
に
よ
り
保
障
す
る
の
は
、
国
民
の
『
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
』
に
限
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
国
家
は
そ
の
『
最
低
限
度
』
の
水

準
を
社
会
の
生
産
力
と
文
化
の
進
展
に
応
じ
て
た
え
ず
ひ
き
あ
げ
て
い
く
べ
き
義
務
を
負
う
が
（
二
五
条
二
項
、
二
七
条
）
、
二
五
条
は
こ
の

よ
う
な
限
界
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
『
限
定
的
生
存
権
』
と
で
も
言
わ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
憲
法
の
基
礎
に
は
、
よ

り
高
い
『
本
来
的
生
存
権
』
の
承
認
が
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
最
小
限
の
国
家
が
直
接
保
障
す
る
も
の
と
し
て
二
五
条
や
二
七
条

が
お
か
れ
る
と
と
も
に
、
自
助
的
な
向
上
、
幸
福
追
求
の
権
利
と
し
て
、
二
八
条
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
二
八
条
の
団

結
に
よ
る
自
助
的
な
運
動
の
支
え
－
顕
在
的
あ
る
い
は
潜
在
的
な
ー
が
な
け
れ
ば
、
二
五
条
や
二
七
条
の
保
障
す
る
限
定
さ
れ
た
生
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）

存
権
の
全
体
的
な
実
現
と
そ
の
向
上
も
、
不
可
能
だ
と
い
う
構
造
に
あ
る
」
。

　
こ
の
本
来
的
生
存
権
と
限
定
的
生
存
権
に
関
す
る
理
は
、
労
働
権
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
は
人
間
的

誇
り
と
喜
び
を
も
っ
て
労
働
し
、
そ
れ
が
労
働
者
の
生
活
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
間
的
成
長
と
社
会
の
幸
福
を
も
た
ら
す
よ
う

な
労
働
を
な
し
う
る
権
利
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
本
来
的
生
存
権
の
一
つ
の
内
容
と
し
て
の
本
来
的
労
働
権
で
あ

る
。
そ
の
実
現
に
は
国
民
の
不
断
の
努
力
を
必
要
と
す
る
し
、
憲
法
二
七
条
に
定
め
る
の
は
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
研
究
会
の
会
員
の
多
く
は
、
一
九
六
六
年
の
早
大
第
一
次
学
費
闘
争
を
主
体
的
に
闘
っ
た
世
代
で
あ
る
。
そ
の
思
想
的
・
政
治
的
立

場
は
、
時
に
は
激
し
く
対
立
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
も
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
携
わ
る
職
業
も
、
労
働
運
動
、
出

版
編
集
、
弁
護
士
、
公
務
員
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
な
が
ら
、
人
間
と
し
て
共
通
の
関
心
を
持
ち
、
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
研
究
会
を
継
続

し
て
き
た
。
と
り
あ
げ
た
テ
ー
マ
は
、
そ
の
時
々
の
関
心
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
佐
藤

教
授
の
い
わ
れ
る
本
来
的
生
存
権
・
労
働
権
の
具
体
的
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
う
る
か
と
い

う
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
今
回
発
表
す
る
研
究
会
の
成
果
は
、
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
、
本
来
的
生
存
権
・
本
来
的
労
働
権
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
各
人
の
主
要

問
題
関
心
に
従
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
責
任
も
、
各
執
筆
者
個
人
に
あ
る
。

　
「
そ
の
1
　
労
働
戦
線
統
一
の
意
義
と
課
題
」
（
中
嶋
　
滋
）
は
、
日
本
の
労
働
運
動
の
長
期
低
落
傾
向
の
な
か
で
、
真
に
労
働
者
の

運
動
と
し
て
の
再
生
を
め
ざ
す
た
め
に
は
、
労
働
戦
線
の
統
一
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
既
存
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ソ
タ
ー
の
路
線
の
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問
題
で
は
な
く
、
急
激
に
進
展
す
る
社
会
・
経
済
の
構
造
的
変
化
へ
の
対
応
と
矛
盾
の
克
服
、
政
治
反
動
に
対
応
す
る
運
動
の
強
化
、
低

組
織
率
の
克
服
、
運
動
基
盤
の
形
成
・
強
化
の
た
め
に
は
、
労
働
運
動
の
全
的
統
一
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
、
運
動
史
と
実
務
体

験
か
ら
力
説
す
る
。

　
「
そ
の
2
　
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
労
働
関
係
」
（
大
橋
　
將
）
は
、
出
版
社
に
お
け
る
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
高
齢
化
社
会
に
伴
う

企
業
の
年
齢
構
成
の
変
化
の
な
か
で
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
従
来
の
企
業
組
織
論
・
労
務
管
理
論
で
は
対
応
し
得
な
い
現
実
を
明
ら
か

に
し
、
労
働
者
の
主
体
的
意
思
を
最
大
限
尊
重
し
た
企
業
組
織
こ
そ
、
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
企
業
の
生
き
の
び
る
道
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
対
応
策
と
し
て
、
日
常
的
労
働
の
在
り
方
と
役
割
分
担
を
み
な
お
し
、
循
環
構
造
型
人
事
組
織
が
有
用
性
を
持
つ
こ
と
を
提
唱
す

る
Q

　
「
そ
の
3
　
『
労
働
へ
の
自
由
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
須
藤
忠
臣
）
は
、
倒
産
企
業
に
身
を
置
き
、
労
働
組
合
を
通
じ
て
企
業
再
建
闘
争
に

取
り
組
ん
だ
経
験
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
の
な
か
で
、
労
働
者
・
労
働
組
合
が
仕
事
の
内
容
に
積
極
的
に
関
与
し
な
け
れ
ば
、
再
建
は

お
ぼ
つ
か
ず
、
ま
た
再
建
に
こ
ぎ
つ
け
て
も
、
そ
の
経
験
を
身
に
つ
け
た
労
働
者
が
職
場
で
の
主
人
公
た
る
地
位
を
確
保
す
る
た
め
に

は
、
「
仕
事
と
経
営
を
取
り
込
む
労
働
者
」
へ
の
変
身
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。

　
「
そ
の
4
　
働
く
女
性
に
影
響
力
を
与
え
る
の
は
管
理
者
で
あ
る
」
（
平
井
ゆ
き
子
）
は
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
施
行
後
も
、
働
く

女
性
の
地
位
が
大
幅
に
向
上
し
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
原
因
は
企
業
の
職
場
運
営
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
職
場
運
営
の
要
と
な
る
管
理

職
が
、
女
性
社
員
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
意
識
を
変
え
、
女
性
の
能
力
を
十
分
伸
ば
す
方
策
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
地
位
向
上

と
戦
力
化
に
有
益
で
あ
る
こ
と
を
、
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
・
コ
ソ
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
の
経
験
か
ら
述
べ
る
。



　
「
そ
の
5
　
土
地
収
用
事
業
に
お
け
る
公
共
性
の
認
定
」
（
平
松
弘
光
）
は
、
労
働
者
が
地
域
社
会
で
健
全
・
快
適
な
生
活
を
営
む
た

め
に
は
、
個
人
の
住
環
境
は
も
ち
ろ
ん
、
公
共
設
備
・
防
災
施
設
等
が
充
実
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
土
地
収
用
の
元
と
な
る
公

共
事
業
の
公
共
性
は
、
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と
と
い
え
な
い
と
し
、
労
働
者
が
具
体
的
な
生
活
者
と
し
て
土
地
収
用
に
直
面
し
た
と
き
、

自
己
の
納
得
す
る
公
共
性
の
具
体
化
を
担
保
す
る
た
め
の
法
的
手
続
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。

　
「
そ
の
6
　
税
制
改
革
の
理
念
と
方
向
」
（
筒
井
信
隆
）
は
、
政
府
自
民
党
の
強
行
採
決
に
よ
っ
て
、
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
大
型
間

接
税
（
消
費
税
）
に
つ
い
て
、
従
来
の
野
党
に
は
不
平
等
税
制
を
抜
本
的
に
変
革
す
る
対
案
の
提
起
が
欠
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
野
党
の

立
場
か
ら
、
消
費
税
が
平
等
原
則
に
著
し
く
反
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
真
に
平
等
な
間
接
税
改
革
の
理
念
を
探
り
、
税
制
抜
本
改
革
基
本

法
－
筒
井
試
案
を
作
り
上
げ
、
税
制
改
革
の
基
本
理
念
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
生
活
に
即
し
た
税
制
改
革
を
提
案
す

る
。　

卒
業
以
来
二
〇
年
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
こ
の
研
究
会
に
、
佐
藤
教
授
は
欠
か
さ
ず
ご
出
席
の
う
え
、
と
も
す
れ
ば
無
責
任
な
放
談

に
陥
り
が
ち
な
わ
れ
わ
れ
の
議
論
に
根
気
よ
く
付
ぎ
合
っ
た
上
で
、
会
員
の
問
題
関
心
に
即
し
た
有
益
な
ご
指
導
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

教
授
の
還
暦
を
記
念
し
、
会
員
の
研
究
の
成
果
と
し
て
感
謝
を
こ
め
て
こ
の
論
文
を
捧
げ
た
い
。

　
（
1
）
　
佐
藤
昭
夫
「
人
権
と
し
て
の
争
議
権
」
小
林
孝
輔
教
授
還
暦
記
念
論
集
・
現
代
法
の
諸
領
域
と
憲
法
理
念
（
一
九
八
三
年
、
学
陽
書
房
）
四
六
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