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ド
イ
ツ
法
の
観
点
か
ら

藤

正

原

吋
H
H
e

ロロハ

1
.
本
日
は
「
ベ
ル
・
エ
ポ
ツ
ク
期
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
学

l
!
¥フ
ラ
ニ
オ
ル
」
と
い
う
テ

i
マ
で
の
レ
ミ
ィ
先
生
の
講
演
に
対
し
て
、

ド
イ
ツ
法
の
観
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、

レ
ミ
ィ
先
生
の
問
題
と
し
た

近代民法学の思考様式

時
期
、

つ
ま
り
一
八
八
八
年
か
ら
一
九
一
四
年
前
後
の
ド
イ
ツ
で
の
法
発
展
も
含
め
て
、
同
時
期
の
ド
イ
ツ
法
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ

た
の
か
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
法
と
の
対
比
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
な
い
し
は
プ
ラ
ニ
オ
ル
と
い
う
法
律
家
が
ど
の
よ
う
な
特
色
を
持
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
コ
メ
ン
ト
し
た
い
と
考
え
ま
す
。
ち
な
み
に
、
今
回
ド
イ
ツ
法
か
ら
見
る
と
プ
ラ
ニ
オ
ル
は

(
E
r
g
g
z
n司
)

ど
の
様
な
人
物
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
よ
う
と
考
え
、

の

「
法
の
方
法
(
冨

2
F
a
g
色
町
田

フ
ィ

l
ケ
ン
チ
ャ

l

閉

H
o
n
y
g
)
」
と
い
う
、
法
学
方
法
論
の
比
較
法
を
構
想
す
る
書
物
の
ロ
マ
ン
法
圏
に
関
す
る
記
述
を
調
べ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
予
期
し
た
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シンポジウム

と
お
り
ジ
ェ
ニ
ィ
や
サ
レ
イ
ユ
と
は
異
な
り
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
に
関
し
て
は
、
二
、
三
の
箇
所
で
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
、
殆
ど
触
れ
ら
れ
て
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
も
、
民
法
典
成
立
か
ら
二

O
世
紀
初
頭
ま
で
続
い
た
注
釈
学
派
の

(
三
期
に
分
け
た
最
後
の
段
階
で
)
、
実
質
的

に
は
科
学
学
派
の
先
取
り
を
し
て
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
体
系
的
な
教
科
書
を
執
筆
し
た
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
言
及
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
、
同
書
の
フ
ラ
ン
ス
法
の
特
色
と
い
う
箇
所
を
見
る
と
、
そ
こ
で
の
指
摘
が
殆
ど
プ
ラ
ニ
オ
ル
に
関
し
て
本
日
の
講
演
で
触

れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
法
学
方
法
論
は
残
し
て
は
い

な
い
が
、
実
作
で
フ
ラ
ン
ス
法
の
骨
格
を
形
成
す
る
の
に
寄
与
し
た
法
律
家
、
な
い
し
は
最
も
フ
ラ
ン
ス
法
ら
し
い
法
律
家
だ
っ
た
と
い
え

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
以
下
の
話
は
、
本
日
の
レ
ミ
ィ
先
生
の
問
題
提
起
に
応
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

2 

一
八
八
O
年
か
ら
一
九
一
四
年
の
聞
の
ド
イ
ツ
法
の
最
も
大
き
な
出
来
事
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
で
し
た
。
周
知
の
と
お
り
、

ド
イ
ツ
民
法
典
は
新
し
い
立
法
の
方
針
を
示
す
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
は
な
く
、
当
時
は
分
裂
し
て
い
た
ド
イ
ツ
の
諸
邦
の
法
律
を
統
一
す

る
こ
と
、
法
的
安
定
性
・
法
の
計
算
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
立
法
の
目
標
で
し
た
。
法
統
一
と
法
の
計
算
可
能
性
を
確
保
す
る
と
い
う

の
は
、
一
九
世
紀
の
近
代
法
の
成
立
期
に
は
何
れ
の
国
で
も
目
標
と
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
法
で
は
い
わ
ゆ
る
分
析
法
学
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
注

釈
学
派
、
ド
イ
ツ
法
で
は
い
わ
ゆ
る
概
念
法
学
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
ド
イ
ツ
の
民
法
典
は
一

九
世
紀
の
世
紀
末
に
立
法
さ
れ
一
九
O
O
年
に
施
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
近
代
法
の
要
請
に
は
十
分
に
応
え
得
る
も
の
で
し
た
。
そ

こ
で
、
民
法
典
施
行
後
は
、
特
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
了
ま
で
は
、
法
実
証
主
義
と
い
う
よ
り
も
民
法
典
実
証
主
義
と
い
う
時
代
が
続
い

た
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
典
型
的
な
作
品
が
、

エ
ネ
ク
ツ
エ
ル
ス
の
債
務
法
教
科
書
な
い
し
は

(
民
法
典
の
立
法
に
関
与
し
た
)
プ

つ
ま
り
、
既
に
極
度
に
抽
象
化
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
民
法
典
を
前
提
と
し
て
、
普
通
法
時
代
の
学
説
の

権
威
・
立
法
の
事
情
が
忘
れ
ら
れ
て
、
民
法
典
の
文
言
に
忠
実
な
解
釈
が
行
わ
れ
た
と
き

ラ
ン
ク
の
コ
メ
ン
タ
l
ル
で
し
た
。
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根
拠
を
二
冗
的
に
説
明
す
る
衡
平
説
も
、
そ
う
い
っ
た
態
度
の
所
産
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
文
言
を
重
視
し
て
、
立
法
者

意
思
を
軽
視
す
る
の
が
ド
イ
ツ
法
の
伝
統
的
態
度
だ
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
す
)
。
し
か
し
、
(
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
に
レ

i
マ
ン
が
加
筆
し

た
か
ら
で
す
が
)
エ
ネ
ク
ツ
エ
ル
ス
の
教
科
書
は
、
現
在
で
も
基
本
的
な
問
題
に
関
し
て
は
十
分
に
通
用
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
ド
イ
ツ
民
法
典
よ
り
も
百
年
早
く
立
法
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
を
前
提
に
し
て
プ
ラ
ニ
オ
ル
が
作
業
し
た
よ
う
な
こ
と
は
、
ド
イ
ツ

で
は
普
通
法
学
の
成
果
に
よ
っ
て
既
に
終
了
し
て
い
た
と
い
う
の
が
当
時
の
状
況
で
す
(
も
っ
と
も
、
。
フ
ラ
ニ
オ
ル
の
教
科
書
も
リ
ペ

l
ル

が
書
き
直
し
て
い
る
か
ら
、
現
在
で
も
通
用
力
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
が
)
。
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、

く
る
と
、
不
法
行
為
法
は
そ
の
典
型
例
で
し
ょ
う
が
、
法
的
紛
争
は
様
々
な
局
面
で
増
大
し
、
そ
の
規
律
の
た
め
に
は
多
く
の
現
象
を
包
摂

一
般
的
・
抽
象
的
な
法
準
則
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
っ
て
、
百
年
間
法
典
を
獲
得
す
る
の

一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
に
入
っ
て

で
き
る
よ
う
な
、

が
遅
れ
た
、
し
か
も
法
素
材
の
加
工
を
大
学
で
理
論
的
に
行
っ
た
、
そ
の
意
味
で
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
よ
り
も
抽
象
度
の
高
い
、
二

O
世
紀
の

要
請
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
法
典
を
用
意
で
き
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
裁
判
官
の
法
解
釈
に
対
す
る
不
信
も
、

法
典
を
素
材
に
し
た
法
準
則
の
発
展
を
妨
げ
た
理
由
だ
と
考
え
ま
す
が
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
法
は
常
に
生
成
・
発
展
す
る
も

の
で
す
か
ら
、

い
つ
も
新
し
い
問
題
は
提
起
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
北
と
共
に
ド
イ
ツ
の
権
威
主
義
的
社
会
は
部
分

的
に
は
崩
壊
し
て
、

い
わ
ゆ
る
自
由
法
運
動
な
い
し
は
生
け
る
法
を
巡
る
問
題
が
提
起
さ
れ
ま
す
。
但
し
、

一
九
世
紀
の
イ
エ

l
リ
ン
グ
の

近代民法学の思考様式

概
念
法
学
の
批
判
も
そ
う
で
す
が
、
そ
の
後
の
ヘ
ッ
ク
の
利
益
法
学
も
実
務
に
は
必
ず
し
も
大
き
な
影
響
は
与
え
な
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
イ
エ

l
リ
ン
グ
・
ヘ
ッ
ク
が
法
社
会
学
の
発
展
及
び
法
の
欠
欽
の
承
認
か
ら
現
在
の
評
価
法
学
へ
と
つ
な
が
っ
て
は
い
る
の
で

す
が
。
こ
う
い
っ
た
動
き
、
特
に
現
在
は
通
説
的
地
位
を
占
め
る
評
価
法
学
が
一
般
的
に
承
認
さ
れ
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
そ
の
素
材
を
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
が
提
供
し
、
イ
エ

l
リ
ン
グ
の
精

神
で
解
釈
さ
れ
た
が
故
に
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
フ
ラ
ン
ス
法
に
も
た
ら
し
た
も
の
よ
り
も
、
多
く
の
も
の
を
ド
イ
ツ
法
学
に
も
た
ら
し
た

北法52(5・303)1707



シンポジウム

と
フ
ィ

l
ケ
ン
チ
ャ
ー
が
一
一
百
っ
て
い
る
よ
、
つ
に
、

一
度
は
目
的
論
的
解
釈
の
洗
礼
を
受
け
た
概
念
の
ド
グ
マ
が
ド
イ
ツ
法
学
を
支
え
て
い
た

と
言
っ
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

3
.
そ
う
い
っ
た
視
角
か
ら
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
を
眺
め
ま
す
と
、
。
フ
ラ
ニ
オ
ル
は
イ
エ

l
リ
ン
グ
の
影
響
を
受
け
、
イ
エ

l
リ
ン
グ
の
精
神

で
仕
事
し
て
は
い
る
が
、
方
法
論
で
は
ヘ
ツ
ク
ま
で
は
行
か
な
い
、
し
か
し
、
実
作
で
は
ド
イ
ツ
法
で
普
通
法
学
が
達
成
し
、
そ
の
後
の
エ

ネ
ク
ツ
エ
ル
ス
と
類
似
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
た
法
学
者
で
あ
っ
た
様
に
思
わ
れ
ま
す
。
但
し
、
常
に
存
在
と
当
為
、
形
式
と
実
体
と
い
っ

た
具
合
に
物
事
を
二
項
対
立
で
考
え
て
い
く
の
が
ド
イ
ツ
法
学
の
特
徴
だ
と
す
れ
ば
、
レ
ミ

l
先
生
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ラ

ニ
オ
ル
な
い
し
は
フ
ラ
ン
ス
法
は
こ
う
い
っ
た
思
考
図
式
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
ま
ず
は
報
告
者
の
目
を
引
き
ま
す
。
例
え
ば
、
プ
ラ
ニ

オ
ル
は
判
例
を
権
威
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
法
規
と
同
様
の
存
在
と
考
え
る
よ
う
で
す
が
、
な
ぜ
権
威
だ
と
法
規
と
同
様
だ
と
考
え
ら
れ

る
の
か
。
さ
ら
に
、
法
典
は
法
源
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
、
法
の
欠
砧
献
を
承
認
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
い
っ
た

手
続
き
で
法
欠
飲
が
確
認
で
き
、
か
つ
欠
歓
の
補
充
が
可
能
と
な
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
は
、
。
フ
ラ
ニ
オ
ル
は
答
え
て
は
い
な
い
よ

う
で
す
し
、
か
っ
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
法
で
も
確
た
る
解
答
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
が
本
日
の
レ
ミ
ィ
先
生

の
い
う
「
隠
れ
た
脱
法
典
化
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
法
で
の
概
念
法
学
と
利
益
法
学
の
対
立
と
い
う

図
式
と
は
異
な
り
、

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
両
者
が
手
を
携
え
て
法
典
を
越
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
が
。
そ
う
い
っ
た
意

味
か
ら
は
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
は
価
値
相
対
主
義
的
な
法
実
証
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

今
ひ
と
つ
、
「
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
け
ら
れ
た
体
系
」
に
関
し
て
で
す
が
、
本
日
の
講
演
で
言
及
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
主
要
な
問
題
で
は
な
い

の
で
恐
縮
で
す
が
、
不
当
利
得
に
関
連
し
て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
ド
イ
ツ
法
は
普
通
法
学
の
時
代
に
錯
誤
と
債
務
の

不
存
在
を
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
た
非
債
弁
済
の
不
当
利
得
か
ら
徐
々
に
錯
誤
要
件
を
削
除
し
、
法
律
上
の
原
因
の
な
い
利
得
と
い
う

一
般
条
項
を
創
設
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
法
律
上
の
原
因
の
欠
鉄
し
た
場
合
に
は
、
即
座
に
移
転
し
た
財
貨
の
回
復
が
可
能
と
な
っ

~t. ì去 52(5 ・ 304 )1 708



た
と
い
う
利
点
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
例
え
ば
、
金
銭
や
有
体
物
だ
け
で
は
な
く
、
労
務
・
物
の
利
用
の
場
合
に
も
、
不
当
利
得
返
還
請
求

権
が
成
立
す
る
。
さ
ら
に
、
当
時
か
ら
問
題
と
な
っ
て
き
て
い
た
無
体
財
産
権
乃
至
は
無
体
財
産
権
類
似
の
権
利
の
侵
害
に
対
し
て
も
、
侵

害
者
の
故
意
・
過
失
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
権
利
保
護
の
欠
鉄
を
補
充
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
反
面
で
法
律

上
の
原
因
の
欠
扶
の
根
拠
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
い
、
現
在
で
は
法
律
上
の
原
因
の
欠
依
の
根
拠
を
手
が
か
り
に
し
た
不
当
利
得
法
の
類
型
化

が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
通
り
で
す
が
。
こ
う
い
っ
た
極
度
の
抽
象
化
が
ド
イ
ツ
法
の
特
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
当
利
得
の
局
面

で
も
フ
ラ
ン
ス
法
は
体
系
化
な
い
し
は
抽
象
化
の
程
度
は
低
い
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
で
不
当
利
得
も
個
別
的
な
処
理
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
不
法
原
因
給
付
に
関
し
て
は
条
文
が
存
在
せ
ず
、
法
格
号
一
口
「
何
人
も
自
己

の
恥
ず
べ
き
行
為
を
理
由
と
し
て
は
、
そ
の
請
求
は
容
れ
ら
れ
な
い
」
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
非
債
弁
済
の
不
当

利
得
で
も
、
金
銭
・
有
体
物
に
関
し
て
は
条
文
が
あ
り
ま
す
が
、
労
務
・
物
の
使
用
の
場
合
は
判
例
に
よ
る
不
当
利
得
の
一
般
原
則
が
適
用

と
な
り
ま
す
。
侵
害
利
得
で
は
、
添
付
に
関
し
て
は
条
文
が
あ
る
が
、
他
人
の
物
の
処
分
で
は
基
本
的
に
は
不
法
行
為
の
守
備
範
囲
と
な
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
法
利
益
を
守
る
の
に
ど
う
い
っ
た
手
段
を
採
用
し
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
り
、
二
疋
の
視
角
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
絶
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
他
人
の
物
の
侵
害
や
、
非
債
弁
済
に
関
す
る
異
な
っ
た
準

則
の
併
存
、
さ
ら
に
不
法
原
因
給
付
の
根
拠
付
け
に
関
し
て
法
格
言
を
持
ち
出
す
こ
と
で
根
拠
付
け
が
可
能
と
い
う
の
は
、
何
故
な
の
か
。

近代民法学の思考様式

さ
ら
に
は
、
判
例
の
一
般
不
当
利
得
法
の
根
拠
付
け
で
も
「
何
人
も
他
人
の
損
失
に
基
づ
い
て
利
得
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
法
格
言
が

根
拠
と
さ
れ
、
か
っ
そ
れ
と
民
法
典
の
定
め
る
非
債
弁
済
の
不
当
利
得
と
の
関
係
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
等
の
点
に
関
し
て
ご
教
一
不

い
た
だ
け
る
と
幸
い
だ
と
考
え
ま
す
。
以
上
の
疑
問
は
「
木
に
よ
り
て
魚
を
求
め
る
」
類
の
そ
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
体
系
と
い
う
観
点

か
ら
こ
う
い
っ
た
問
題
を
フ
ラ
ン
ス
法
が
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
が
具
体
的
に
明
ら
か
と
な
れ
ば
有
益
で
あ
ろ
う
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
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あ
え
て
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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も
っ
と
も
、
こ
う
い
っ
た
問
題
設
定
自
体
が
、

が
(
但
し
、
先
に
も
触
れ
た
フ
イ
ケ
ン
チ
ャ

l
は、

フ
ラ
ン
ス
法
な
い
し
プ
ラ
ニ
オ
ル
か
ら
見
れ
ば
、
小
児
病
的
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

メ
ン
ト
を
加
え
る
と
い
う
責
を
塞
い
だ
と
い
う
こ
と
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
法
は
方
法
論
的
に
は
無
自
覚
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
)
。
以
上
を
以
て
コ
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