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論壇
は
じ
め
に

「
法
律
の
適
用
は
す
べ
て
解

釈
か
ら
始
ま
る
。
最
高
裁
判
決

で
示
さ
れ
た
解
釈
が
一
番
正
し

い
。
」
と
思
っ
て
い
る
人
が
多

い
。
し
か
し
解
釈
と
は
、
条
文

を
構
成
す
る
文
言
が
不
確
定
概

念
や
多
義
的
概
念
で
表
現
さ
れ

て
い
る
場
合
、
又
は
条
文
の
文

理
が
不
明
確
な
場
合
に
、
初
め

て
必
要
と
さ
れ
る
手
続
と
思

う
。
適
用
�
解
釈
で
は
な
い
。

条
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文

言
が
社
会
通
念
に
し
た
が
っ
て

明
ら
か
に
認
識
で
き
る
部
分

や
、
条
文
の
内
容
が
文
理
に
し

た
が
っ
て
明
ら
か
に
理
解
で
き

る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
社

会
通
念
や
文
理
の
通
り
に
認
識

し
て
、
そ
れ
を
事
案
に
適
用
す

べ
き
で
あ
る
。
文
理
と
は
、
書

か
れ
て
い
る
条
文
を
正
し
い
文

法
に
し
た
が
っ
て
理
解
す
る
こ

と
で
あ
る
。

租
税
法
律
主
義
と
公
平
の
原
則

租
税
法
律
主
義
と
公
平
の
原

則
に
つ
い
て
金
子
宏
教
授
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（
注
１
）

「
租
税
法
の
全
体
を
支
配
す

る
基
本
原
則
と
し
て
は
、
租
税

法
律
主
義
と
租
税
公
平
主
義
の

２
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
両
者
は
、
と
も
に
、

近
代
以
前
の
国
家
に
お
け
る
租

税
の
あ
り
方
に
対
す
る
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
と
し
て
、
相
互
に
密
接

に
関
連
し
な
が
ら
、
近
代
国
家

に
お
い
て
確
立
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
前
者
が
課
税
権
の
行
使

方
法
に
関
す
る
原
則
で
あ
る
の

に
対
し
、
後
者
は
主
と
し
て
税

負
担
の
配
分
に
関
す
る
原
則
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
は

形
式
的
原
理
で
あ
り
、
後
者
は

実
質
的
原
理
で
あ
る
。
」

形
式
的
原
理
と
は
、
一
旦
法

律
が
制
定
さ
れ
た
後
に
条
文
を

適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ

の
条
文
を
構
成
す
る
文
言
と
文

理
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
原
理
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
税
法
の
適
用
に
あ
た

っ
て
、
条
文
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
文
理
を
、
公
平
の
原
則

の
名
に
よ
っ
て
曲
げ
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
税
法
の
適
用
に

あ
た
っ
て
、
公
平
の
原
則
の
名

の
も
と
に
実
質
原
理
が
優
先
し

て
尊
重
さ
れ
る
の
は
、
行
政
が

国
民
を
支
配
し
て
い
た
時
代
の

考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国

会
が
租
税
負
担
配
分
の
方
法
を

公
平
の
原
則
に
基
づ
い
て
条
文

に
形
式
化
し
た
法
律
を
、
行
政

や
司
法
が
否
定
す
る
の
と
同
じ

で
あ
る
。
立
法
・
司
法
・
行
政

の
三
権
分
立
に
反
す
る
。

税
法
を
適
用
し
な
か
っ
た
具
体
例
と
し
て
の

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
裁
判
の
位
置
づ
け

税
法
を
適
用
し
な
か
っ
た
具

体
例
と
し
て
、「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ

シ
ョ
ン
裁
判
」
を
取
り
あ
げ
、

以
下
に
検
討
す
る
。
本
件
ス
ト

ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
と
は
、

民
法
の
「
売
買
の
一
方
の
予

約
」
に
準
ず
る
契
約
で
あ
る
。

将
来
会
社
の
株
式
を
一
定
の
価

額
（
権
利
価
額
と
い
う
）
で
従

業
員
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
会
社

が
一
方
的
に
約
す
る
契
約
で
あ

る
。
そ
の
契
約
の
履
行
義
務
は

会
社
だ
け
が
一
方
的
に
負
う
。

こ
の
段
階
で
は
、
株
式
を
購
入

す
る
義
務
は
従
業
員
に
発
生
し

な
い
。
そ
の
契
約
を
完
結
し
て

株
式
売
買
契
約
を
成
立
さ
せ
る

こ
と
の
で
き
る
権
利
を
ス
ト
ッ

ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
い
う
。

本
件
で
は
、
従
業
員
が
、
そ

の
契
約
の
完
結
権
を
行
使
す
る

に
は
、
５
年
と
か
１０
年
と
い
う

一
定
期
間
の
勤
務
の
後
と
い
う

特
約
が
つ
い
て
い
る
。「
予
約
完

結
権
を
取
得
し
て
か
ら
５
年
な

い
し
１０
年
経
過
し
た
時
に
、
株

式
時
価
が
与
え
ら
れ
た
権
利
価

額
を
超
え
た
時
点
に
売
買
予
約

の
完
結
権
を
行
使
し
て
、
株
式

売
買
契
約
を
成
立
さ
せ
、
権
利

価
額
相
当
の
株
式
代
金
を
支
払

い
、
株
式
を
取
得
し
た
。
」
と

い
う
の
が
納
税
者
の
具
体
的
行

為
で
あ
る
。

「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

（
予
約
完
結
権
）
を
行
使
し
て

株
式
を
取
得
し
た
と
い
う
行
為

に
基
因
し
て
生
じ
た
所
得
」

が
、
給
与
所
得
と
一
時
所
得
の

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
が
争
わ

れ
た
事
例
で
あ
る
。

判
決
は
、法
３６
条（
収
入
金
額
）に
定
め
る「
収

入
認
識
の
要
件
」を
適
用
し
て
い
な
い
。

難
解
な
所
得
税
法
３６
条
に
つ

い
て
文
理
解
釈
を
試
み
る
と
、

同
条
１
項
は
、「
所
得
を
認
識
す

る
の
は
収
入
の
発
生
を
認
識
し

た
時
点
で
あ
る
こ
と
」
を
定
め

た
も
の
と
認
識
で
き
る
。
法
３６

条
は
、
収
入
が
発
生
し
て
初
め

て
利
益
な
い
し
所
得
を
認
識
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
社
会

通
念
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

第
２
項
は
、
物
又
は
権
利
で

収
入
し
た
場
合
は
、
そ
の
物
又

は
権
利
を
取
得
し
た
時
の
時
価

で
「
収
入
の
金
額
」
を
計
算
す

る
こ
と
。「
経
済
的
な
利
益
」
を

も
っ
て
収
入
す
る
場
合
は
、
そ

の
経
済
的
な
利
益
を
享
受
す
る

時
の
時
価
で
「
収
入
の
金
額
」

を
計
算
す
る
こ
と
を
定
め
た
も

の
と
し
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
判
決
は
、「
株
式
の
時

価
と
権
利
行
使
価
額
の
差
額
に

相
当
す
る
経
済
的
利
益
を
得

た
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
法

３６
条
の
要
件
を
正
し
く
適
用
す

る
知
識
と
意
思
が
あ
っ
た
ら
、

事
実
の
確
定
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
表
現
を
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
筈
で
あ
る
。
法
３６
条
に

い
う
「
経
済
的
な
利
益
」
と

は
、
物
の
低
額
譲
受
、
建
物
の

無
償
利
用
、
無
償
に
よ
る
タ
ク

シ
ー
の
利
用
の
よ
う
に
、
本
来

で
あ
れ
ば
対
価
を
支
払
う
習
慣

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
対
価
を
支
払
わ
な
い
で
受
け

た
給
付
の
部
分
を
指
す
言
葉
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、

対
価
を
支
払
わ
な
い
で
受
け
た

部
分
の
「
経
済
的
な
利
益
」

を
、
所
得
の
計
算
に
お
け
る

「
収
入
」
と
し
て
「
収
入
の
金

額
」
に
計
上
す
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
条
文
で
は

「
そ
の
他
経
済
的
な
利
益
を
も

っ
て
収
入
す
る
場
合
」
と
定
め

て
い
る
の
で
あ
る
。

本
件
に
お
け
る
利
益
は
、「
株

式
の
時
価
―
権
利
行
使
価
額
に

よ
る
株
式
の
取
得
価
額
」
の
計

算
式
で
観
念
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
株
式
の
時
価
が
収
入
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
差

額
と
し
て
観
念
さ
れ
る
金
額

が
、
法
３６
条
の
「
収
入
」
す
な

わ
ち
「
そ
の
他
経
済
的
な
利

益
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

判
決
は
、「
所
得
を
生
ず
る
基
因
と
な
る
具

体
的
な
行
為
」と
、
条
文
の「
各
種
所
得
の

要
件
と
し
て
定
め
ら
れ
た
類
型
的
な
行
為

又
は
事
実
」を
対
照
す
る
手
続
き
を
怠
っ
た
。

所
得
は
、
様
々
な
経
済
行
為

に
よ
っ
て
様
々
の
形
で
発
生
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
課
税
対

象
と
な
る
所
得
が
、
ど
の
種
類

の
所
得
に
属
す
る
か
を
、
す
べ

て
の
所
得
に
つ
い
て
条
文
に
具

体
的
に
定
め
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
様
々
の
形

で
発
生
す
る
「
収
入
」
又
は
「
所

得
を
生
ず
る
基
因
と
な
る
行

為
」
を
類
型
化
し
て
、
法
２３
条

か
ら
３５
条
ま
で
の
各
種
所
得
に

関
す
る
条
文
に
定
め
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
各
種
所
得
の
要

件
を
構
成
す
る
要
素
は
、「
収

入
」
を
類
型
化
し
た
も
の
、
並

び
に
、「
所
得
を
生
ず
る
基
因
と

な
る
行
為
」
を
類
型
化
し
た
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、「
類
型
化
さ
れ
た

収
入
」
な
ら
び
に
「
類
型
化
さ

れ
た
行
為
」
を
表
す
文
言
が
、

所
得
の
種
類
判
断
の
た
め
の
要

件
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
得
税
法
２３
条
か
ら
３５
条
ま

で
の
各
種
所
得
の
区
分
に
関
す

る
定
め
で
は
、
利
子
所
得
・
配

当
所
得
・
給
与
所
得
・
退
職
所

得
の
よ
う
に
、
所
得
の
源
泉
で

あ
る
「
収
入
」
の
類
型
に
よ
っ

て
区
分
さ
れ
て
い
る
所
得
と
、

事
業
所
得
、
山
林
所
得
、
譲
渡

所
得
、
一
時
所
得
の
よ
う
に
、

所
得
を
生
ず
る
基
因
と
な
る
行

為
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る

所
得
が
あ
る
。
本
件
の
所
得

は
、「
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン

（
予
約
完
結
権
）
を
行
使
し

て
、
そ
の
権
利
価
額
に
よ
っ
て

株
式
を
取
得
し
た
」
と
い
う
行

為
に
よ
っ
て
生
じ
た
所
得
で
あ

る
。「
株
式
の
時
価－

株
式
の
取

得
価
額
」
と
い
う
計
算
式
に
よ

っ
て
観
念
す
る
所
得
で
あ
る
か

ら
、
給
与
所
得
に
該
当
し
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

所
得
を
区
分
す
る
に
あ
た
っ

て
、
ど
の
条
文
を
適
用
す
る
か

否
か
の
判
断
は
、
事
案
の
「
所

得
を
生
ず
る
基
因
と
な
る
具
体

的
な
行
為
」
を
、
各
種
所
得
を

示
す
条
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
所
得
を
生
ず
る
基
因
と
な
る

行
為
の
類
型
」
と
対
照
す
る
手

続
き
が
必
要
で
あ
る
。

判
決
は
、
事
案
に
存
在
す
る

と
こ
ろ
の
「
所
得
を
生
ず
る
基

因
と
な
る
具
体
的
な
行
為
」
と
、

条
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
各

種
所
得
の
要
件
を
構
成
し
て
い

る
類
型
的
事
実
」
の
両
方
を
無

視
し
て
い
る
か
ら
、
両
者
を
対

照
す
る
手
続
き
は
全
く
行
わ
な

か
っ
た
。
事
案
に
は
、「
ス
ト
ッ

ク
オ
プ
シ
ョ
ン
と
い
う
権
利
を

行
使
し
て
、
権
利
行
使
価
額
で

株
式
を
取
得
し
た
」
と
い
う
具

体
的
な
行
為
が
存
在
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
で
は
、

そ
の
具
体
的
行
為
を
税
法
の
適

用
対
象
と
し
て
観
察
す
る
と
い

う
基
本
的
な
こ
と
す
ら
怠
っ
て

い
る
。
判
決
に
い
う
「
株
式
時

価
と
権
利
行
使
価
額
の
差
額
に

相
当
す
る
利
益
を
得
た
」
と
い

う
文
言
は
、「
所
得
を
生
ず
る
基

因
と
な
る
行
為
」
を
示
す
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
株
式
時

価
と
権
利
行
使
価
額
の
差
額
」

を
給
与
所
得
と
結
論
す
る
た
め

の
不
当
な
言
い
回
し
で
あ
る
。

判
決
は
、
法
２８
条
給
与
所
得
の
要
件
該
当

性
の
判
断
を
し
な
か
っ
た
。

条
文
に
い
う
「
給

与
」
と

は
、
社
会
通
念
に
し
た
が
え

ば
、「
勤
務
の
対
価
と
し
て
給
付

を
受
け
る
も
の
」
で
あ
る
。
趣

旨
解
釈
が
必
要
な
部
分
は
、「
こ

れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
」
と
い

う
不
確
定
概
念
で
表
現
さ
れ
て

い
る
部
分
で
あ
る
。
な
お
、
法

２８
条
１
項
全
体
の
文
理
を
考
え

れ
ば
、「
給
与
は
勤
務
の
対
価
と

し
て
給
付
を
受
け
る
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
大
き
な
要
件
認
識

の
枠
の
中
で
、「
こ
れ
ら
に
類
す

る
性
質
を
有
す
る
」
に
つ
い
て

の
み
趣
旨
解
釈
が
許
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

判
決
は
、
法
２８
条
の
条
文
に

定
め
ら
れ
た
要
件
を
、
不
法
に

「
給
与
の
性
質
を
有
す
る
も

の
」
に
ま
で
拡
張
解
釈
し
て
、

「
権
利
行
使
益
は
勤
務
会
社
か

ら
与
え
ら
れ
た
給
付
に
あ
た
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し

て
い
る
。

結
び

以
上
に
よ
っ
て
、
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
裁
判
の
判
決
が
税

法
の
条
文
を
適
用
し
な
か
っ
た

点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
た

と
思
う
。
私
見
と
な
る
が
、
税

法
条
文
の
認
識
に
あ
た
っ
て
、

文
言
の
社
会
的
通
念
を
無
視
し

た
解
釈
と
、
文
理
を
無
視
し
た

解
釈
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

不
法
に
租
税
負
担
を
強
制
さ
れ

た
納
税
者
を
救
済
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
税
務
の
専
門
家
と

し
て
、
税
法
上
の
納
税
義
務
を

適
正
に
実
現
す
る
と
い
う
税
理

士
の
使
命
を
果
た
す
た
め
に

は
、
納
税
者
が
法
律
に
よ
ら
な

い
で
租
税
負
担
を
強
制
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
憲
法
上
の
権
利
を

守
っ
て
納
税
者
の
信
頼
に
応
え

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
行
っ
て

い
る
税
務
代
理
の
実
務
と
租
税

判
例
の
研
究
の
結
果
を
踏
ま
え

て
、
本
論
文
で
一
例
を
示
し
た

よ
う
な
、
税
法
条
文
の
適
用
手

続
の
実
施
基
準
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
は
必
要
な
課
題
と
考

え
る
。

（
注
１
）
金
子
宏
「
租
税
法
」（
第

１７
版
）
」
７０
頁
弘
文
堂
平
成
２４
年

税
法
適
用
手
続
実
施
基
準
の
検
討
を
望
む

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
裁
判
か
ら
の
検
討
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