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判
点
櫛
穏
魔
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
二
二
五
八
）

〔
労
働
法
　
一
七
〕
　
行
政
官
庁
に
届
出
の
な
い
就
業
規
則
の
効
力

（
繍
鰹
難
講
糠
四
号
）

　
【
事
輿
】
　
被
申
請
人
（
以
下
「
会
社
』
と
い
ラ
。
）
、
は
．
東
京
都
西
多
摩
郡
福

生
訂
に
お
い
て
従
業
員
約
三
〇
名
を
も
つ
て
自
動
車
教
習
所
の
業
務
を
営
む
も

の
憾
あ
り
、
申
請
人
ば
．
昭
和
三
八
年
二
月
一
〇
日
頃
会
祉
に
雇
わ
れ
、
技
能

指
導
負
の
業
務
に
従
寡
し
て
き
た
と
こ
る
．
昭
和
三
九
年
一
月
二
三
日
会
社
か

ら
鰹
雇
の
意
思
表
示
を
受
け
た
．

　
解
雇
理
由
は
次
の
瓶
り
で
あ
る
．

　
9
　
1
　
（
勤
務
状
況
の
不
良
）
申
請
人
は
．
昭
和
三
八
年
以
降
解
口
ま
で
の

間
無
届
欠
勤
一
五
日
、
無
届
早
退
一
回
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
游
状

況
で
は
、
毎
日
多
数
の
教
習
生
を
指
導
教
習
す
る
会
社
の
業
務
運
営
に
甚
だ
し

い
支
障
を
来
た
す
。



　
2
　
（
指
導
員
と
し
て
の
不
適
格
性
）
自
動
車
教
習
所
の
指
導
員
は
、
運
輯
技

能
は
も
と
よ
り
．
生
活
態
度
に
お
い
て
も
ま
た
運
転
者
の
師
範
た
券
に
ふ
さ
わ

し
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
．
申
請
人
は
．
教
習
生
に
対
す
る
指
導
応
待
の
書

－
励
が
租
暴
で
、
教
習
生
ら
の
非
難
が
絶
え
な
い
。

．
ま
売
．
申
請
人
は
．
昭
和
三
八
隼
一
二
月
二
三
日
会
社
従
業
員
ら
が
教
習
所

濃
室
に
お
い
て
会
社
代
表
で
あ
る
渡
辺
所
長
も
列
席
し
て
忘
年
会
を
開
い
た

際
．
た
い
し
て
飲
酒
酩
酊
も
し
て
い
激
い
の
に
、
突
然
立
つ
て
、
重
油
ス
ト
ー

プ
を
蹴
倒
し
、
つ
い
で
教
室
出
入
ロ
の
ガ
ラ
ス
戸
の
腰
板
を
蹴
破
つ
て
外
に
出

る
や
、
憲
ガ
ラ
ス
九
枚
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
打
ち
こ
わ
し
た
。
そ
の
結
果
幸
い
火

災
に
至
ら
な
か
つ
た
が
、
ス
ト
ー
ブ
は
使
用
不
能
に
帰
し
た
。
し
か
も
申
請
人

は
右
所
為
に
つ
き
会
社
に
対
し
一
言
の
陳
謝
も
損
害
賠
償
の
申
出
も
せ
ず
、
改

侵
の
情
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
．
右
の
行
為
は
、
申
請
人
が
日
頃
渡
辺
所
長
か

ら
自
己
の
欠
点
を
指
摘
、
訓
示
さ
れ
る
こ
と
に
つ
ら
あ
て
の
た
め
と
思
わ
れ
る

が
．
結
局
．
申
請
人
生
来
の
粗
暴
な
性
格
の
発
露
に
ほ
か
な
ら
な
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
3
　
（
所
内
規
律
の
不
遷
守
）
会
祉
は
．
従
業
員
に
対
し
通
勤
用
車
輌
を
教
習

所
の
コ
量
ス
．
作
業
場
．
教
習
車
置
場
に
乗
り
入
れ
る
こ
と
を
禁
じ
そ
の
旨
を

掲
示
し
て
い
た
が
、
申
請
人
は
．
し
ば
し
ば
自
己
の
通
勤
用
車
を
こ
れ
ら
の
場

班
に
乗
り
入
れ
た
。

　
4
　
な
お
、
会
祉
は
、
叙
上
の
無
届
欠
勤
や
通
勤
用
車
乗
入
れ
の
禁
止
．
教

習
生
に
対
す
る
指
導
態
度
等
の
点
に
つ
き
渡
辺
所
長
か
ら
従
業
負
に
し
ば
し
ば

訓
示
し
て
い
た
が
、
申
請
人
は
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
申
請
人
の
上
記
所
為
は
．
会
社
の
「
従
業
員
規
則
』
（
就
業
規
則
）
に
定

め
る
謎
責
事
由
（
螂
棚
拙
陛
．
）
『
教
習
生
の
指
導
、
応
待
に
熱
意
を
欠
き
非
臨
を

　
　
　
　
判
例
研
寵

受
け
る
者
』
、
『
理
由
な
く
無
届
欠
勤
し
た
者
』
．
『
そ
の
他
．
し
ぱ
し
ば
服
務
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

律
錘
反
す
る
者
』
、
同
じ
く
懲
戒
解
雇
事
真
糞
酸
奪
ε
ば
隊
龍
責

処
外
を
受
け
て
も
改
俊
せ
ざ
る
者
』
．
『
正
当
な
理
由
な
く
無
届
欠
勤
繍
○
日
以

上
に
及
ぶ
者
』
、
『
刑
事
上
の
罪
を
犯
し
解
職
を
適
当
と
認
め
た
者
』
．
『
当
人
の

言
動
．
性
格
．
技
能
、
教
養
等
が
本
教
習
所
の
教
職
員
と
し
て
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
者
』
に
該
当
す
る
。

　
㊧
　
よ
つ
て
会
社
は
．
昭
和
三
八
年
一
二
月
二
五
研
申
講
人
に
対
し
、
以
上

の
事
由
に
よ
り
懲
戒
解
雇
す
る
旨
を
口
頭
で
告
知
し
た
。
し
か
し
、
気
の
後
外

部
の
労
働
組
合
員
と
が
右
解
雇
の
撤
回
を
求
め
て
い
た
ず
ら
に
騒
ぎ
．
教
習
所

の
平
和
を
乱
し
て
教
習
生
に
も
迷
惑
を
か
け
る
の
で
、
昭
和
三
九
年
一
月
二
三

日
懲
戒
解
雇
を
撤
回
し
．
改
め
て
．
予
告
手
当
を
提
供
し
た
上
本
件
普
通
解
雇

を
し
た
の
で
あ
る
（
訟
難
綴
）
。

　
こ
れ
に
対
L
て
、
申
請
人
は
右
解
雇
は
次
の
理
由
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
し

て
地
位
保
全
の
仮
処
分
を
求
め
た
。

　
e
　
会
社
は
申
講
人
に
会
社
の
就
業
規
則
所
定
の
懲
戒
解
雇
事
由
に
該
当
す

る
行
為
が
あ
つ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
右
解
雇
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
．
右

事
由
に
該
当
す
る
事
案
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
．
右
就
業
規
則
は
制
定
に
陳
し

従
業
貴
代
表
者
の
意
見
聴
取
も
な
く
．
行
政
官
庁
へ
の
届
出
を
も
欠
く
無
効
の

も
の
で
あ
る
。
よ
つ
て
．
本
件
解
雇
は
な
ん
ら
相
当
の
理
由
な
し
に
な
さ
れ
た

解
雇
権
の
乱
用
で
あ
る
。

　
．
⇔
　
本
件
解
雇
は
．
労
働
緯
合
法
第
七
条
一
号
の
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
会
社
は
、
か
ね
て
よ
り
従
業
員
の
団
結
．
こ
と
に
企
業
の
枠
を
越

え
た
労
働
者
と
の
団
結
を
嫌
い
．
申
請
人
ら
各
従
業
負
か
ら
内
所
聾
の
組
含
に

九
七

（
一
二
五
九
》



　
　
　
灘
卿
縫
繋

掬
匁
趨
鉦
雲
、
鍵
分
下
都
組
織
の
構
成
員
と
な
り
．
・
或
い
は
そ
の
指
示
皮
援

に
よ
り
行
癖
す
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
よ
う
な
行
動
撒
絶
対
に
し
な
い
も
旨
の
誓

約
書
を
徽
し
て
い
た
が
．
申
講
人
厭
・
東
京
都
内
の
自
動
率
運
転
手
で
組
織
す

る
㍉
東
自
交
』
の
艦
含
賞
で
あ
り
．
同
組
合
が
昭
和
三
八
年
の
年
末
一
時
金
要

累
に
関
し
て
行
な
つ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
に
も
参
茄
し
粍
そ
こ
で
、
会
社
は
．
東

β
交
懸
合
員
を
会
社
か
ら
排
除
す
る
意
図
の
も
と
に
．
前
記
忘
年
会
の
際
の
些

鋸な

事
故
に
籍
ロ
し
て
申
講
人
を
解
雇
し
た
の
で
あ
る
。

　
【
獅
蒋
】
申
請
人
の
申
講
を
謬
容

　
山
　
就
業
規
剰
の
効
力
に
つ
い
て

　
看
魂
擬
は
、
昭
和
三
六
年
四
月
頃
会
祉
が
全
従
業
員
の
意
見
を
聴
い
た
う
え

作
虞
し
た
も
の
燈
．
当
時
そ
の
全
文
を
事
務
室
．
指
導
員
控
室
等
に
傭
え
付
け
て

あ
つ
丸
が
、
昭
和
茗
八
年
繍
一
月
二
〇
田
頃
こ
れ
ら
備
付
書
類
が
紛
失
し
て
し

ま
9
て
い
る
の
に
気
付
き
．
あ
ら
た
め
て
そ
の
全
文
を
従
業
員
全
員
に
印
刷
配

布
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
．
右
認
定
に
よ
れ
ば
、
会
社
は
従
業
員
観
則
を
制

驚
ゆ
上
当
時
こ
れ
を
従
業
員
の
了
知
で
き
る
状
態
に
お
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
か
ち
、
そ
れ
に
よ
つ
て
右
規
則
は
就
業
規
則
と
し
て
の
効
力
を
生
じ
．
そ

の
後
塁
れ
を
廃
止
変
更
し
た
と
認
む
べ
き
事
情
の
疎
闘
は
な
い
の
で
本
件
解
雇

当
聴
ま
で
有
効
に
存
続
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
右
解
雇
時
ま
で
会
社

が
所
轄
行
敵
宮
庁
に
右
規
則
の
届
出
を
し
て
い
な
か
つ
た
事
実
は
当
事
者
間
に

争い

が
な
い
け
れ
ど
も
．
就
業
規
則
の
作
成
や
周
知
方
法
に
関
す
る
労
働
基
準

淺第八九条．

第
九
〇
条
．
第
顔
〇
六
条
の
規
定
ぽ
就
業
規
則
の
有
効
要
件
を

定
祷
な
も
の
で
な
く
・
行
政
上
の
坂
締
規
定
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
か
ち
．
同
法
第
九
〇
条
（
第
八
九
条
の
意
味
か
ー
筆
者
注
）
所
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
　
（
一
二
六
〇
）

の
届
出
を
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
つ
て
．
直
ち
に
上
記
規
則
を
無
効
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
．

　
二
　
会
社
主
張
の
解
雇
理
由
に
つ
い
て

　
ー
　
（
勤
務
状
況
の
不
良
に
つ
い
て
）

会
祉
の
従
業
員
幾
則
第
二
匠
条
に
は
「
教
職
員
が
欠
勤
又
は
休
暇
を
実
施
し

た
い
時
は
そ
の
前
日
迄
に
文
書
を
以
て
届
出
て
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
．
止
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
日
午
前
中
に
電
議
又
は
電
報
に

て
達
絡
す
る
こ
と
。
怠
つ
た
時
は
無
断
欠
勤
と
す
る
．
』
と
定
め
ら
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
．
会
社
に
お
け
る
事
務
駁
扱
い
の
上
で
は
、
欠
勤
考
が
や
む

を
得
な
い
事
由
か
ら
事
前
又
は
事
後
に
電
話
、
伝
言
等
の
方
法
に
よ
り
会
社
に

連
絡
し
た
と
否
と
を
問
わ
ず
文
書
に
よ
る
届
出
が
な
か
つ
た
も
の
は
す
べ
て

『
無
断
欠
勤
』
の
坂
扱
い
と
し
て
い
た
の
で
あ
つ
て
、
申
講
人
が
し
た
欠
勤
の
ラ

ち
．
昭
和
三
八
年
六
月
二
七
縫
、
七
月
二
七
貝
、
二
八
β
．
八
月
一
八
日
．
ご

二
日
．
一
〇
漏
八
β
か
ら
一
三
日
ま
で
．
　
一
一
月
一
四
日
、
　
一
二
月
二
四
日
、

の
計
醐
三
日
が
右
取
扱
い
に
よ
つ
て
『
無
断
欠
勤
』
と
さ
れ
、
六
月
二
三
日
の

早
退
が
『
無
断
早
退
』
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
．
偲
方
、
一
〇
月

八
冠
か
ら
コ
ニ
日
ま
で
の
欠
勤
は
虫
垂
炎
に
よ
る
入
院
の
た
め
で
、
申
請
人
は

同
月
六
日
病
気
に
よ
る
正
規
の
届
出
を
し
て
欠
勤
し
（
七
日
は
公
休
日
）
．
八
9

匿
ば
虫
垂
炎
に
よ
り
入
院
す
る
旨
を
会
社
に
電
話
遮
絡
し
た
が
．
さ
ら
に
一
四

日
頃
会
祉
に
そ
の
旨
の
医
蛎
の
証
明
書
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
、
前
記
会
社
の
見
解
に
よ
つ
て
も
「
無
断
欠
勤
』
と
し
て
取
り
扱
わ
る
べ

き
い
わ
れ
は
な
く
．
そ
の
億
の
欠
勤
β
に
つ
い
て
も
、
そ
の
殆
ん
ど
が
傷
癖
等

の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
欠
勤
の
当
日
始
業
時
蟹
ま
で



樗
電
話
あ
る
い
は
同
僚
指
導
員
に
伝
欝
を
依
頼
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
そ
の
冒

会
社
に
届
け
出
て
お
り
、
会
社
で
は
右
連
絡
に
よ
り
配
車
係
等
で
臨
畿
の
措
置

を
構
ず
る
こ
と
に
よ
り
業
務
に
一
応
支
障
の
な
い
よ
う
処
理
さ
れ
．
業
後
に
会

祉
か
ら
申
驚
人
に
対
し
書
面
に
よ
る
届
出
を
追
完
す
る
よ
う
注
意
し
た
事
実
も

な
か
つ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
．
以
上
に
よ
れ
ぱ
4
申
請
人
の
前
記
欠
勤
．
早

邊
の
大
岸
は
従
業
黄
規
則
に
定
め
る
『
無
断
欠
勤
』
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と

い
う
べ
く
．
従
つ
て
会
祉
が
申
請
人
を
同
規
定
の
懲
戒
解
口
事
由
『
正
当
な
事

由
な
く
無
届
欠
動
一
〇
日
以
上
に
及
ぶ
者
』
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
問
責
す

る
の
ば
当
ら
な
い
．

　
2
　
（
指
導
負
と
し
て
の
不
適
性
に
つ
い
て
）

　
申
講
人
の
指
導
態
度
に
つ
き
二
、
三
の
教
習
生
か
ら
渡
辺
所
長
に
対
し
言
葉

遣
い
が
悪
い
等
の
苦
情
の
申
出
が
あ
つ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
申

請
人
以
外
の
指
導
員
に
つ
い
て
も
教
習
生
か
ら
指
導
態
度
等
に
つ
い
て
苦
情
が

出
る
こ
と
が
あ
り
．
し
か
も
そ
の
苦
情
の
漂
因
が
む
し
ろ
教
習
生
側
の
態
度
や

欝
力
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
場
を
が
少
く
な
い
こ
と
．
に
も
か
か
わ
ら
ず
会
社
側

で
は
串
請
人
に
対
す
畜
前
認
苦
情
に
つ
い
て
そ
の
真
否
な
い
し
当
否
を
確
め
る

な
ん
ら
の
措
ほ
も
と
つ
て
い
な
い
し
．
，
指
導
員
中
の
先
任
者
で
申
請
人
ら
を
直

籔
摺
簿
監
督
す
る
地
位
に
あ
る
鉢
本
砿
申
請
人
の
指
導
態
度
が
他
の
指
導
員
に

－
比
し
と
く
に
わ
る
い
と
も
評
債
し
て
い
な
い
挙
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
紅
．

し
て
み
る
と
．
串
請
人
が
教
轡
生
か
疹
前
記
普
情
を
髭
け
た
か
ら
と
い
つ
て
．

二
れ
を
直
ち
に
従
業
員
規
剣
第
四
七
条
一
号
の
『
教
習
生
の
指
導
．
応
待
に
熱

慧セ

欠
き
葬
難
を
受
け
る
嚢
』
と
か
沸
同
規
則
第
四
九
条
の
『
当
人
の
書
動
b

が
高
教
職
負
と
し
て
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
』
と
断
ず
る
の
は
当
ら
な
い
．

　
　
　
　
料
椀
研
駕

　
次
に
忘
年
会
の
際
の
申
請
人
の
行
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
窓
年
会
に
勲

け
る
申
請
人
の
行
動
を
も
つ
て
、
懲
双
解
雇
事
由
た
る
『
刑
事
上
の
罪
を
犯
し
』

た
も
の
と
は
認
め
難
く
、
ま
た
『
教
職
員
と
し
て
不
適
当
』
な
粗
暴
な
性
絡
の

発
現
と
み
る
こ
と
も
明
ら
か
に
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
る
．

　
3
　
（
所
内
規
則
の
不
遵
守
に
つ
い
て
）

　
会
祉
は
申
講
人
が
所
定
区
域
に
通
勤
用
準
を
乗
り
入
れ
で
は
な
ら
な
い
旨
の

会
社
の
規
則
に
違
反
し
た
と
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
右
事
実
を
認
め
ら
れ
る
疎

窮
は
な
い
．

　
4
　
な
お
．
申
請
人
が
従
前
「
し
ば
し
ば
謎
責
処
分
を
受
け
』
た
事
実
に
つ

い
て
は
会
社
の
主
張
も
疎
明
も
な
い
．

　
結
局
会
社
が
本
件
解
雇
の
理
由
と
し
て
主
張
す
る
申
請
人
の
行
為
は
、
蓬
拠

上
な
い
し
解
釈
上
い
ず
れ
も
会
社
が
援
用
す
る
前
記
規
聚
第
四
九
条
告
号
の
懲

戒
事
由
に
該
当
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
．

　
ゑ
　
本
件
解
雇
の
効
力

　
本
件
解
雇
の
意
思
表
示
は
懲
戒
解
雇
で
は
な
く
．
こ
れ
を
撒
回
し
改
め
て
普

遁
解
雇
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
争
い
が
な
い
と
こ
ろ
．
退
磯
事

由
を
規
定
し
た
從
業
員
規
則
第
四
一
条
に
よ
れ
ば
、
　
一
な
い
し
四
号
と
し
て
停

年
、
休
職
期
閥
満
了
も
任
意
退
職
．
懲
戒
解
雇
を
列
挙
す
る
ほ
か
、
宏
号
a
し

て
『
天
災
地
変
．
事
業
不
振
、
基
の
他
止
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
解
口
し
た

場
合
』
が
鍋
げ
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
同
号
に
よ
る
欝
雇
は
、
慾
震
鱒
口
と

は
刑
個
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
そ
の
例
示
ナ
る
解
雇
事
由
等
か
ぢ
考
え

て
、
従
業
貴
の
責
に
帰
す
べ
き
懲
戎
事
由
を
理
由
と
す
る
場
合
を
含
ま
な
い
も

の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
右
規
定
を
も
つ
て
本
榛
樋
甑
爆
の
擁
篶
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
　
《
輌
，
二
穴
一
）



勃
例
　
蘇
兜

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
．

　
榊
、
般
に
使
用
者
が
慾
戒
娼
分
の
種
類
も
段
階
．
要
件
等
を
就
業
規
則
に
短
定

し
之
以
上
、
そ
の
蔵
旨
を
没
却
し
み
だ
り
に
普
通
解
雇
の
形
式
に
よ
つ
て
そ
れ

ら
の
規
定
な
潜
撹
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
の
事
理
と
解
さ
れ
る
と

こ
ろ
．
申
請
人
の
行
為
が
前
認
定
の
程
度
の
軽
微
な
も
の
で
あ
つ
て
．
他
に
解

属
を
紹
当
と
す
る
諮
別
の
理
由
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
．
本
件
解
雇

は
他
の
争
点
に
つ
き
剃
断
す
る
ま
で
も
か
く
．
解
覆
権
の
乱
用
と
し
て
無
効
と

い
5
べ
奪
で
あ
る
．

　
【
欝
駅
】
　
判
旨
の
結
論
に
賛
成
．
た
だ
し
理
諭
構
成
に
は
反
対
。

　
慣
　
労
働
叢
繁
法
は
、
就
業
規
則
の
制
定
手
続
に
つ
い
て
．
労
働
線
合
ま
た

は
労
働
者
の
代
表
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
（
勅
O
）
、
行
政
官
庁
に
届
出
る
こ
と

（鱗∀労

讐
髭
智
馨
髪
（
驚
）
を
難
し
て
い
る
．
裏
ら
の
規

定
に
違
反
L
た
場
合
．
そ
の
就
業
規
則
は
無
効
と
な
る
か
否
か
．
す
な
わ
ち
効

力
規
定
と
解
す
る
か
取
締
規
定
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
．
学
説
。
判
例
に
対

立
が
あ
る
．

　
0
ゆ
　
イ
．
第
九
〇
条
（
意
見
聴
取
義
務
）
を
取
締
規
定
と
解
す
る
学
説
・
判
例

　
石
井
照
久
『
就
業
規
則
論
』
私
法
六
号
三
三
頁
．
吾
妻
光
俊
・
労
働
基
準
法
三

凶
八
頁
。
萩
沢
清
彦
『
就
桑
規
則
』
労
働
法
演
習
二
〇
三
頁
、
荒
木
誠
之
『
就

桑
規
則
の
効
力
』
労
働
法
大
系
匠
巻
七
六
頁
、
京
都
市
交
通
局
事
件
昭
二
四
．

醐
O
・
二
〇
京
都
地
判
．
三
井
造
船
玉
野
制
作
所
事
件
昭
二
五
．
四
．
一
四
岡

由
地
決
．
理
研
発
条
鋼
業
事
件
昭
二
匠
・
七
二
…
東
京
地
決
、
燦
本
商
事
昭

二
七
・
一
一
・
＝
一
一
神
戸
地
判
、
同
昭
二
八
．
六
。
二
二
大
阪
高
判
、
十
和
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
　
　
　
　
（
噌
二
幽
公
一
）

観
光
電
鉄
事
件
昭
三
四
・
三
二
一
青
森
地
八
戸
支
判
．
慈
雲
堂
病
院
事
件
昭
三

七
二
一
7
一
二
東
京
地
判
等
．

　
ロ
．
効
力
規
定
と
解
す
る
も
の

　
孫
田
秀
春
・
現
代
労
働
法
の
諸
問
題
二
三
八
頁
、
松
岡
三
郎
・
条
解
労
働
墓

準
法
一
〇
三
二
頁
、
沼
田
稲
次
郎
・
就
業
規
則
諭
一
二
三
頁
．
峯
村
光
郎
．
労

嶺
法
講
議
二
二
四
頁
．
中
村
武
『
就
業
規
則
』
労
働
法
講
座
第
五
巻
＝
嵩
八
七

頁
．
片
岡
昇
『
就
業
規
則
の
法
的
性
格
と
規
律
の
限
界
』
季
判
労
働
法
二
二
号

五
〇
頁
、
本
多
淳
亮
『
就
業
規
則
の
問
題
点
と
対
策
』
季
刊
労
働
法
三
一
号
六

六
頁
、
西
村
他
・
労
働
基
準
法
論
囚
一
八
頁
（
正
田
彬
担
当
部
分
）
．
擁
川
他
・

判
例
労
働
法
の
研
究
一
四
七
頁
、
山
本
吉
人
「
就
業
規
則
の
瓢
定
・
改
廃
』
労

働
法
大
系
蓋
巻
孟
九
頁
．
有
泉
亨
・
労
鋤
基
準
法
一
九
七
頁
、
ト
ヨ
タ
自
動
車

工
業
事
件
昭
二
孟
・
六
・
二
四
名
古
屋
地
決
、
東
洋
精
機
事
件
昭
二
八
・
八
。

鞘
○
神
戸
地
尼
崎
支
決
、
貝
本
事
務
器
事
件
昭
三
五
・
五
・
三
〇
福
岡
地
判
．

平
中
鉄
工
所
事
件
昭
三
七
。
五
・
一
四
神
戸
地
判
、
茶
漬
染
色
事
件
昭
三
八
・

二
。
四
名
古
屋
地
判
等
。

　
③
　
イ
、
第
八
九
条
一
項
（
届
出
義
務
）
を
取
締
規
定
と
解
す
る
学
説
・
判

例　
石
井
・
前
掲
論
文
三
三
頁
・
吾
妻
・
前
掲
書
三
四
六
頁
、
萩
沢
・
前
掲
論
文

二
〇
三
頁
、
荒
木
・
前
掲
論
文
七
六
頁
、
松
岡
・
前
掲
書
一
〇
一
二
頁
．
中
村

・
前
掲
論
文
＝
二
八
八
頁
、
柳
川
他
・
前
掲
書
一
匠
○
頁
、
有
泉
・
前
掲
寮
一

九
八
頁
、
荒
木
・
前
掲
論
文
七
六
頁
、
京
都
市
交
通
局
事
件
、
山
形
新
聞
社
事

件
昭
二
四
・
七
二
七
山
形
地
決
．
南
都
交
通
事
件
昭
三
三
・
五
・
九
大
阪
地

判
．
小
糸
製
作
所
事
件
昭
三
三
・
㎝
一
・
二
四
東
京
地
判
．
十
和
田
観
光
事



件
．
害
士
文
化
工
業
事
件
昭
三
五
・
三
・
三
〇
浦
和
地
判
、
慈
雲
堂
病
院
事
件

昭
三
七
二
一
7
舶
二
東
京
地
判
等
。

　
慨
．
効
力
規
定
と
解
す
る
も
の

　
沼
田
戸
前
掲
書
一
二
三
頁
．
峯
村
。
前
掲
書
二
二
四
頁
、
片
岡
・
前
掲
論
文

五
〇
頁
、
本
多
・
前
掲
論
文
六
七
頁
．
西
杖
他
。
前
掲
書
四
二
四
頁
．
山
本
・

前
掲
論
文
六
四
頁
．
北
振
精
密
工
業
事
件
昭
二
六
・
七
二
八
東
京
地
判
、
東

洋
精
機
事
件
射
平
中
鉄
工
所
事
件
．
茶
漬
染
色
事
件
等
．

　
③
　
第
一
〇
六
条
一
項
の
周
知
義
務
を
取
締
規
定
と
解
す
る
立
場
で
も
．
労

働
考
が
全
く
内
容
を
知
ら
な
い
就
業
規
則
に
よ
つ
て
拘
東
さ
れ
る
と
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
、
　
一
〇
六
条
と
別
に
周
知
義
務
を
有
効
要
件
と
し
て
い

る
．
な
お
鶴
掲
慈
雲
堂
病
院
事
件
は
、
か
か
る
意
味
で
の
周
知
義
務
を
も
必
要

廼
な
い
と
解
し
て
い
る
よ
ラ
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
．
就
業
規
則
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
契
約
譜
を
と
る
者
は
．
取
締

規
定
と
解
し
（
翻
獄
翼
緬
醗
）
．
法
規
説
の
立
場
を
と
る
者
ば
効
力
規
定
と
解
す
る

（
闘
餓
翌
欄
噸
綴
輯
）
傾
向
粧
あ
る
が
．
そ
の
よ
う
に
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
論
理
的

必
然
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
．
契
約
説
の
立
場
で
も
、
か
か
る

手
続
規
定
を
重
要
な
も
の
と
考
え
て
．
か
か
る
手
続
を
ふ
雲
な
い
就
業
規
則
は

労
働
契
約
の
内
容
に
な
ら
な
い
と
解
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
し
．
法
規
説
の
立
場

で
も
、
か
か
る
手
続
を
重
要
な
も
の
と
評
徳
し
な
け
れ
ば
、
単
な
る
坂
締
規
定
と

解
玄
こ
走
馨
λ
鑛
趣
鵠
頒
細
鱒
翻
欝
轟
巌
罐
雛
離
縫
磯

“、

）
．
結
局
、
現
在
論
じ
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
問
題
は
就
業
規
則
の
法
的

性
格
を
ど
の
よ
う
に
把
え
る
か
に
あ
る
の
で
ぽ
な
く
．
か
か
る
手
続
規
定
の
解

釈
、
立
法
趨
旨
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
．

刺
▼
例
研
兜

　
そ
こ
で
ま
ず
．
労
働
者
の
意
見
聴
駁
義
務
を
定
め
た
第
九
〇
条
で
あ
る
が
．

本
条
は
、
就
業
規
則
の
作
成
に
つ
い
て
労
働
者
に
団
体
参
加
の
機
会
を
保
障
し

こ
れ
を
通
じ
て
広
汎
な
労
働
協
約
へ
の
道
を
開
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
が
．
他
方
．
本
条
は
、
従
来
わ
が
国
で
行
な
わ
れ
て
き
た
使
用

者
の
一
方
的
な
就
業
規
則
の
制
定
・
変
更
を
、
労
働
条
件
は
自
由
に
対
立
し
う

る
労
働
関
係
の
当
事
者
が
対
等
な
立
場
で
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
近
代
労

働
組
合
主
義
（
噛
鱒
識
肱
蝕
影
璽
）
に
も
と
づ
い
て
．
労
働
者
の
団
体
の
意
風
を
尊
重

し
て
行
な
わ
し
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
墓
準
法
は
．
各
艦

の
規
笥
を
撫
え
な
が
ら
．
就
業
規
則
を
通
じ
て
保
護
法
を
経
営
組
織
体
の
中
に

流
し
込
み
、
労
働
条
件
の
最
低
基
準
を
確
保
し
よ
う
と
七
て
い
る
。
と
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
就
業
規
期
の
制
定
に
お
い
て
労
働
者
側
の
意
見
聴
取
は
労
働
者

保
護
の
立
場
か
ら
み
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
取
締
規
定
で
は
な
く
、
効
力
規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．

　
次
に
行
政
官
庁
へ
の
属
出
で
あ
る
が
、
属
出
の
際
に
意
見
賞
の
添
付
が
妻
求

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
意
見
聴
取
の
有
無
の
具
体
的
表
徴
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
．
行
政
官
庁
に
就
業
規
則
の
変
更
命
令
権
が
認
め
ら
れ
、
労
鋤
春
の
保
養
が

図
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
届
出
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
し
て
効
力
規

蜜
解
す
る
霧
蓄
る
（
聾
沖
瓢
）
．
し
か
し
．
繕
出
の
な
駐
甕
嬰

無
効
と
解
す
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
常
に
労
働
者
の
保
護
に
な
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
が
さ
ら
に
必
要
で
あ
ろ
う
（
㏄
勘
協
に
読
軟
齢
脳
錨

論
灘
翻
燕
鍵
露
蝦
と
）
．

　
最
後
に
周
知
義
務
で
あ
る
が
．
就
業
規
則
の
内
容
が
全
く
わ
か
ら
な
い
の
に

拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
準
法
の
保
護
法
原
理
か
ら
い
つ
て
考
え
ら
れ

一
〇
一

（
鱒
二
六
三
）



　
　
　
、
擁
欝
欝
党

漢
蛮
、
誉
主
o
素
叢
締
規
案
縣
銚
）
嘉
し
た
と
し
ξ
、

な
お
再
ら
か
の
方
法
で
実
質
前
に
鷺
知
せ
し
め
て
始
め
て
．
就
業
規
則
は
効
力

ぞ
鐵
生
す
る
と
欝
す
べ
き
で
あ
る
．

　
と
ζ
る
で
本
件
で
は
．
第
入
九
条
、
九
〇
条
．
欄
〇
六
条
を
す
べ
て
取
締
規

驚
凄
欝
し
て
い
る
6
た
だ
．
欄
知
義
務
に
つ
い
て
は
．
明
確
で
鳳
な
い
が
．
幽

実
粂
と
騎
讐
黎
焦
錺
禰
）
毒
し
置
る
吉
で
蓉
．
し
た
が
つ

て
礎
水
件
が
．
意
晃
聴
最
．
行
致
官
庁
～
の
届
出
の
な
い
就
業
幾
則
を
有
効
と

．

郷
し
で
6
る
の
は
、
前
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
妥
当
で
紘
な
い
と
考
え
る
．

な
お
本
件
で
は
．
労
働
者
全
員
の
意
晃
を
聴
い
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る

が
、
九
〇
条
で
求
め
ら
れ
て
い
る
意
見
聴
駁
の
対
象
は
、
労
働
組
合
又
は
労
働

者
を
代
表
す
る
嚢
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
「
就
業
規
則
の
作
成
や
周
知
方
法
に

窮
ず
．
る
労
働
墓
準
法
纂
八
九
条
．
第
九
〇
条
、
第
一
〇
六
条
の
規
定
は
就
業
規

欝
の
有
劫
要
件
を
定
め
た
も
の
で
な
く
．
行
政
上
の
取
締
規
定
に
す
ぎ
な
い
も

の
と
解
す
る
の
が
縮
当
で
あ
る
か
ら
．
同
法
第
九
〇
条
所
定
の
届
出
を
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噸
O
二
　
　
　
　
（
一
二
幽
ハ
四
一
）

な
い
か
ら
と
い
つ
て
．
直
ち
に
上
記
規
則
を
無
劫
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
』

と
述
べ
て
、
九
〇
桑
一
項
の
意
見
聴
寂
を
し
て
い
る
か
の
よ
ラ
に
料
示
し
て
い

る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
誤
り
で
あ
る
（
聯
薮
畿
罐
編
鍛
黎
振
器

　
　
　
　
む

驕
鷲
貌
主
）
．

　
二
　
判
旨
第
二
点
は
就
業
規
則
が
窮
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
使
用

者
側
主
張
の
解
覆
事
由
が
実
際
に
は
存
在
し
な
か
つ
た
と
劉
示
し
て
い
る
。
妥

当
な
翻
断
で
あ
る
．

　
三
　
判
旨
第
三
点
で
述
べ
て
い
る
懲
戒
解
雇
と
普
通
解
雇
の
関
係
に
つ
い
て

は
賛
成
で
あ
る
．

　
以
上
、
就
業
規
則
ボ
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
本
件
解
簾
に
は
会

社
側
主
張
の
解
雇
事
由
に
該
当
す
る
事
実
が
存
在
し
な
い
か
ら
．
本
件
駕
雇
は

解
餐
権
の
乱
用
で
あ
つ
て
無
効
で
あ
る
と
の
判
旨
に
、
結
諭
は
賛
成
で
あ
る

が
．
そ
の
理
論
構
成
に
反
対
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
子
　
鳥
）


