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一
　
序
　
論

　
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
は
、
肖
像
権
に
よ
る
精
神
的
側
面
の
保
護
に
加
え
て
、
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
よ
る
財
産
的
側
面
の
保
護

も
併
せ
て
行
わ
れ
て
き（
1
）た。

人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
が
最
高
裁
に
よ
っ
て
初
め
て
承
認
さ
れ（
2
）たの

が
、
最
一
小
判
平
成
二
四
・
二
・
二
民

集
六
六
巻
二
号
八
九
頁
〔
ピ
ン
ク
・
レ
デ
ィ
ー
事
件
・
上
告
審
〕
で
あ
る
（
以
下
、「
平
成
二
四
年
判
決
」
と
表
記
す
る
）。
平
成
二
四
年
判
決
は
、

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
、
人
の
氏
名
、「
肖
像
等
そ
れ
自
体
の
商
業
的
価
値
に
基
づ
く
も
の
」
と
し
、「
商
品
の
販
売
等
を
促
進
す
る
顧
客
吸

引
力
」
を
「
排
他
的
に
利
用
す
る
権
利
」
と
定
義
し
た
。
判
決
要
旨
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
侵
害
と
し
て
違
法
と
評
価
さ
れ
る
肖
像
の

無
断
利
用
行
為
は
、「
①
肖
像
等
そ
れ
自
体
を
独
立
し
て
鑑
賞
の
対
象
と
な
る
商
品
等
と
し
て
使
用
し
、
②
商
品
等
の
差
別
化
を
図
る
目

的
で
肖
像
等
を
商
品
等
に
付
し
、
③
肖
像
等
を
商
品
等
の
広
告
と
し
て
使
用
す
る
な
ど
、
専
ら
肖
像
等
の
有
す
る
顧
客
吸
引
力
の
利
用
を

目
的
と
す
る
と
い
え
る
場
合
」
で
あ
る
と
示
し
つ
つ
、
当
該
事
案
に
お
け
る
肖
像
利
用
行
為
の
違
法
性
を
否
定
し
た
点
か
ら
成
る
。

　
平
成
二
四
年
判
決
は
、
事
案
に
お
け
る
行
為
の
違
法
性
を
否
定
し
た
た
め
、
違
法
と
評
価
さ
れ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
侵
害
が
あ
っ
た
場

合
に
ど
の
よ
う
な
損
害
が
生
じ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
直
接
に
判
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
平
成
二
四
年
ま
で
の
間
に
蓄
積

さ
れ
た
下
級
審
裁
判
例
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求
認
容
判（
3
）決に

お
い
て
は
、
肖
像
の
使
用
料
相
当
額
を
損
害
の
内
容
と
し
て
い
る
。
平
成

二
四
年
判
決
は
、
従
来
の
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
侵
害
と
さ
れ
た
行
為
の
大
部
分
を
カ
バ
ー
す
る
規
範
を
示
し
て

お（
4
）り、

同
判
決
は
下
級
審
裁
判
例
に
よ
る
肖
像
の
財
産
的
側
面
の
法
的
保
護
を
承
認
し
た
も
の
と
言
え
る
た
め
、
同
判
決
の
下
に
お
い
て

も
主
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
損
害
は
使
用
料
相
当
額
と
見
て
よ（
5
）い。

　
日
本
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
判
例
法
上
の
生
成
は
、
肖
像
本
人
と
契
約
関
係
に
な
い
第
三
者
に
よ
る
肖
像
の
無
断
利
用
に
つ
き
、

不
法
行
為
責
任
を
問
う
事
案
に
対
す
る
判
決
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
き（
6
）た。

契
約
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
を
超
え
る
肖
像
利
用
に
つ
き
争
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う
事（
7
）案や
、
肖
像
の
利
用
を
許
諾
す
る
契
約
の
有
効
性
を
争
う
事（
8
）案は
わ
ず
か
で
あ
る
。
ま
た
、
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
は
、
体
系
上
も
、

民
法
の
不
法
行
為
法
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
権
利
・
利
益
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い（
9
）る。

　
し
か
し
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
侵
害
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
に
つ
き
肖
像
使
用
料
相
当
額
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
肖
像
の
利
用
を
許
諾
す

る
契
約
が
締
結
さ
れ
得
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
肖
像
は
、
主
体
で
あ
る
人
の
人
格
属
性
で
あ
る

た
め
、
肖
像
の
利
用
を
許
諾
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
本
来
は
取
引
に
な
じ
ま
な
い
人
格
属
性
を
取
引
の
客
体
と
す
る
点
に
つ
き

理
論
上
の
障
壁
が
あ
る
。
そ
し
て
、
肖
像
使
用
料
相
当
額
の
損
害
を
観
念
す
る
こ
と
は
、
こ
の
理
論
上
の
障
壁
が
越
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
。
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
現
実
的
必
要
性
に
鑑
み
、
一
定
の
態
様
の
肖
像
の
無
断
利
用
行
為
に
つ

き
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
結
論
自
体
に
異
論
は
な
い
と
し
て
も
、
人
格
属
性
で
あ
る
肖
像
が
な
ぜ
取
引
の
客
体
と
な
り
得
る
の
か
と
い

う
視
点
か
ら
の
理
論
的
な
整
理
が
必
要
で
は
な
い
）
10
（

か
。

　
他
方
で
、
こ
れ
ま
で
学
説
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
可
能
性
論
は
、
同
権
利
が
人
格
権
と
し
て
の
性
質
を

有
す
る
な
ら
ば
一
身
専
属
性
ゆ
え
に
譲
渡
に
な
じ
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
）
11
（

た
。
し
か
し
、
パ
ブ

リ
シ
テ
ィ
権
の
譲
渡
可
能
性
論
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
存

在
自
体
が
内
包
す
る
前
提
で
あ
る
、
人
格
属
性
の
取
引
客
体
と
し
て
の
把
握
に
つ
き
、
そ
の
理
論
構
造
を
探
究
す
る
こ
と
は
、
パ
ブ
リ
シ

テ
ィ
権
の
譲
渡
可
能
性
論
と
は
次
元
の
異
な
る
問
題
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
人
格
属
性
で
あ
る
人
の
肖
像
は
ど
の
よ
う
な
理
論
構
造
に
お
い
て
取
引
の
客
体
と
な
る
の
か

を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
既
述
の
よ
う
に
、
日
本
の
判
例
・
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
肖
像
本
人
と
肖
像
利
用
者
の
間
に
現
に
契
約
が
存
在
し
、
そ
の
契
約
に
端
を

発
す
る
紛
争
が
訴
訟
に
な
っ
た
例
は
少
な
い
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
目
を
転
じ
る
）
12
（

と
、
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
は
十
九
世
紀
半
ば
か

ら
判
例
・
裁
判
例
に
お
い
て
図
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
肖
像
の
利
用
に
つ
き
契
約
を
締
結
し
、
又
は
同
意
し
た
当
事
者
間
に
お
い
て
、
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契
約
又
は
同
意
の
範
囲
を
超
え
る
肖
像
利
用
に
つ
き
争
う
事
案
が
日
本
と
比
べ
て
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
）
13
（
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
に
は
、

肖
像
の
商
業
的
利
用
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
の
有
効
性
が
直
接
の
争
点
と
な
る
破
毀
院
判
決
が
出
さ
れ
）
14
（

た
。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス

法
は
、
肖
像
が
人
格
属
性
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
取
引
客
体
と
な
る
こ
と
の
理
論
的
な
整
合
性
を
探
究
す
る
た
め
の
材
料
に
富
む
と
い

え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
肖
像
に
対
し
て
行
わ
れ
て
き
た
法
的
保
護
を
財
産
的
側
面
か
ら
分
析
し
、

肖
像
が
取
引
客
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
く
様
子
を
、
時
系
列
に
沿
っ
て
以
下
の
区
分
に
従
い
観
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
肖
像
の

無
断
利
用
に
つ
き
不
法
行
為
法
に
基
づ
い
て
財
産
的
な
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
い
く
過
程
を
分
析
す
る
（
第
二
章
第
一
節
）。
次
に
、

肖
像
に
関
す
る
財
産
的
価
値
を
権
利
と
し
て
把
握
す
る
学
説
の
展
開
に
つ
き
検
討
す
る
（
第
二
章
第
二
節
）。
そ
し
て
、
肖
像
の
商
業
的
活

用
に
関
し
て
締
結
さ
れ
る
契
約
の
有
効
性
を
認
め
た
二
〇
〇
八
年
の
破
毀
院
判
決
及
び
そ
の
後
の
学
説
を
検
討
す
る
（
第
二
章
第
三
節
）。

二
　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
の
財
産
権
的
側
面

㈠
　
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護

1　

戦
前
の
裁
判
例
の
特
徴

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
、
許
可
な
く
行
わ
れ
た
肖
像
の
公
表
又
は
肖
像
写
真
の
譲
渡
行
為
に
つ
き
不
法
行
為
制
度
を
適

用
し
、
原
告
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
形
に
お
い
て
、
肖
像
に
関
す
る
利
益
が
保
護
さ
れ
て
い
た
。
裁
判
例
に
お
い
て
は
、「
何
人
も
、

家
族
の
明
白
な
同
意
な
く
死
の
床
に
あ
る
人
の
表
情
を
複
製
し
、
公
衆
に
と
ど
け
て
は
な
ら
な
）
15
（

い
」、「
人
の
肖
像
画
・
肖
像
写
真
を
そ
の

者
の
同
意
な
く
複
製
・
公
表
し
て
は
な
ら
な
）
16
（
い
」
等
の
表
現
で
行
為
規
範
が
定
め
ら
れ
た
。
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日
本
で
は
、
肖
像
に
関
す
る
利
益
の
民
事
に
お
け
る
保
護
は
、
公
権
力
で
あ
る
警
察
か
ら
無
断
で
撮
影
さ
れ
な
い
利
益
の
不
法
行
為
法

上
の
保
）
17
（

護
を
出
発
点
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
判
例
・
裁
判
例
に
お
け
る
侵
害
行
為
者
の
多
く
が
私
人
と
な
る
と
い
う
流
れ
を

た
ど
）
18
（
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
戦
前
の
裁
判
例
に
お
い
）
19
（
て
は
、
損
害
賠
償
を
命
じ
ら
れ
た
行
為
者
は
、
何
ら
か
の
営
利
目
的
を
持
っ
て

肖
像
の
公
表
ま
た
は
肖
像
写
真
の
譲
渡
を
行
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
私
人
が
多
い
。
写
真
の
複
製
を
第
三
者
に
渡
さ
な
い
と
い
う
約
束
の
下
、

死
亡
し
た
女
優
の
最
期
の
表
情
を
撮
影
す
る
こ
と
を
女
優
の
家
族
か
ら
依
頼
さ
れ
た
カ
メ
ラ
マ
ン
が
、
こ
れ
に
反
し
て
写
真
の
複
製
を
第

三
者
に
譲
渡
し
た
行
為
に
つ
き
遺
族
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
）
20
（

案
で
は
、
写
真
の
複
製
の
譲
渡
が
有
償
で
行
わ
れ
て
い
た

か
は
判
決
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
複
製
を
受
け
取
っ
た
者
が
そ
れ
を
も
と
に
デ
ッ
サ
ン
を
描
き
、
売
却
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る

た
め
、
被
告
カ
メ
ラ
マ
ン
の
行
為
は
営
利
目
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
、
被
告
が
食
品
の
広
告
に
無
断
で
芸
能
人

の
肖
像
を
利
用
し
た
事
）
21
（
案
、
既
に
死
亡
し
て
い
る
代
議
士
の
肖
像
写
真
を
被
告
が
無
断
で
複
製
し
、
そ
の
結
果
複
製
が
大
量
に
売
却
さ
れ

た
事
）
22
（

案
、
外
科
教
育
目
的
以
外
で
の
上
映
を
禁
じ
た
上
で
自
己
の
執
刀
す
る
手
術
の
様
子
を
被
告
に
撮
影
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ

が
全
国
の
劇
場
で
上
映
さ
れ
た
事
）
23
（
案
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
で
よ
く
知
ら
れ
た
モ
デ
ル
を
ス
タ
ジ
オ
で
撮
影
し
た
写
真
を
有
効
な
許
諾
な
く

し
て
雑
誌
に
公
表
し
た
事
）
24
（

案
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
案
の
被
告
の
行
為
は
営
利
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
被
害
者
、
す
な
わ
ち
被
侵
害
利
益
の
主
体
は
、
一
般
人
で
あ
る
三
歳
の
子
）
25
（
供
な
ど
に
つ
い
て
の
裁
判
例
に
加
え
、
前
述
の
よ
う
に
、
女

優
、
モ
デ
ル
な
ど
の
有
名
人
で
あ
る
事
例
も
複
数
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
有
名
人
も
、
損
害
賠
償
請
求
の
認
容
を
通
し
て
保
護

さ
れ
て
い
く
上
で
、
一
般
人
と
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
）
26
（

い
。

　
そ
し
て
、
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
精
神
的
損
害
の
み
な
ら
ず
、
財
産
的
損
害
も
場
合
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
う
る
こ

と
を
示
唆
す
る
裁
判
例
が
複
数
あ
る
。
肖
像
を
無
断
で
利
用
さ
れ
た
原
告
が
芸
能
人
で
あ
り
、
行
為
態
様
も
広
告
へ
の
肖
像
利
用
で
あ
っ

た
一
八
九
二
年
の
セ
ー
ヌ
商
事
裁
判
所
判
）
27
（
決
は
、
原
告
か
ら
は
精
神
的
損
害
の
み
が
主
張
さ
れ
て
い
る
旨
を
留
保
し
た
上
で
、
精
神
的
損
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害
の
賠
償
の
み
を
認
め
た
。
そ
の
精
神
的
損
害
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
金
銭
と
引
き
換
え
に
肖
像
の
広
告
利
用
を
許
諾
し
た
こ
と
、

つ
ま
り
商
業
活
動
と
し
て
そ
の
美
し
さ
を
金
に
換
え
た
こ
と
を
他
者
に
想
起
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
告
が

自
身
の
三
歳
の
娘
の
写
真
の
撮
影
を
被
告
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
発
行
の
カ
タ
ロ
グ
に
娘
の
写
真
が
無
断
で
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
一

九
三
四
年
の
セ
ー
ヌ
商
事
裁
判
所
判
）
28
（
決
で
は
、
原
告
は
財
産
的
損
害
と
精
神
的
損
害
の
双
方
を
主
張
し
た
が
、
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
は

立
証
が
で
き
て
い
な
い
と
し
て
精
神
的
損
害
の
み
が
認
め
ら
れ
た
。
掲
載
誌
に
お
け
る
同
判
決
の
紹
介
記
事
に
は
「
精
神
的
損
害
、
場
合

に
よ
っ
て
は
財
産
的
損
害
に
応
じ
た
賠
償
が
課
せ
ら
れ
）
29
（
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
、
仮
に
原
告
が
立
証
に
成
功
し
て

い
た
場
合
に
は
財
産
的
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
劇
場
や
映
画
で
芸
能
人
と
し
て
の
職
務
を
行
う
原
告
の

写
真
を
無
断
で
利
用
し
た
一
九
三
九
年
の
セ
ー
ヌ
商
事
裁
判
所
判
）
30
（
決
の
無
署
名
コ
メ
ン
ト
で
は
、
一
般
論
と
し
て
、「
被
写
体
は
、
自
己

に
お
い
て
生
じ
た
精
神
的
及
び
財
産
的
な
損
害
の
賠
償
を
得
る
こ
と
が
法
律
上
で
き
）
31
（

る
」
と
明
言
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
戦
前
の
裁
判
例
の
特
徴
と
し
て
は
、
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
が
裁
判
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
当
初
か
ら
既
に
、
芸

能
人
等
の
有
名
人
の
利
益
の
保
護
が
認
め
ら
れ
て
い
た
点
、
及
び
、
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
損
害
は
精
神
的
損
害
と
財
産
的
損
害
の
双
方
が

想
定
さ
れ
て
い
た
点
が
指
摘
で
き
る
。

2　

人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権

　
裁
判
例
に
お
い
て
初
め
て
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
が
認
め
ら
れ
た
一
八
五
八
年
に
は
、
人
格
権
理
論
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ま
だ
提

唱
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
が
裁
判
例
を
通
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
か
ら
、
人
格
権
と
い
う
理
論
的
な

根
拠
が
そ
の
保
護
に
つ
き
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
人
格
権
理
）
32
（

論
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
一
九
〇
九
年
の
ペ
ロ
ー
の
論
文
で
は
、
人
格
権
は
金
銭
評
価
の
不
可
能
性
と
い

う
基
本
的
性
質
か
ら
導
か
れ
る
譲
渡
不
可
能
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
格
権
は
取
引
対
象
外
で
あ
り
（hors du com

m
erce

）、
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譲
渡
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
合
意
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
広
く
言
え
ば
人
間
の
意
思
の
捕
捉
の
外
に
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
）
33
（
る
。
し

か
し
、
ペ
ロ
ー
は
、
上
記
の
よ
う
な
人
格
権
の
性
質
は
理
論
上
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
は
こ
の
原
則
は
緩
和
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
例

と
し
て
、
顧
客
を
惹
き
つ
け
る
た
め
に
自
ら
の
名
前
を
工
場
の
商
標
の
中
に
入
れ
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
、
有
名
人
が
あ
る
製
品
の
広

告
に
役
立
て
る
た
め
に
自
分
の
名
を
製
品
に
与
え
る
こ
）
34
（
と
、
肖
像
画
の
モ
デ
ル
が
そ
の
画
の
公
表
を
合
意
す
る
こ
）
35
（
と
も
有
効
で
あ
る
と
説

く
。
こ
の
よ
う
な
ペ
ロ
ー
の
指
摘
か
ら
は
、
人
格
権
理
論
の
登
場
の
当
初
か
ら
、
人
格
権
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な
る
氏
名
や
肖
像
と
い

う
属
性
の
財
産
的
側
面
が
取
引
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
例
外
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
一
九
三
二
年
の
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
論
文
に
お
い
て
は
、「
人
間
と
そ
の
様
々
な
属
性
は
約
定
の
埒
外
に
あ
り
、
公
序
に
属
し
、
財

産
的
価
値
は
な
い
」
と
い
う
公
理
が
あ
る
一
方
で
、
財
産
（patrim

oine

）
と
人
間
の
接
点
が
徐
々
に
増
え
、
人
間
は
時
に
経
済
的
価
値

と
し
て
扱
わ
れ
、
物
の
階
層
ま
で
落
ち
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
商
業
化
し
、
財
産
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
）
36
（

る
。
こ
の
こ
と
か
ら

は
、
人
格
属
性
の
財
産
化
の
認
識
が
、
人
格
権
理
論
が
登
場
し
て
間
も
な
い
頃
か
ら
問
題
意
識
の
レ
ベ
ル
で
は
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
）
37
（

る
。

　
人
格
権
理
論
の
登
場
は
、
肖
像
権
の
根
拠
の
議
論
に
影
響
を
与
え
た
。
肖
像
に
対
す
る
保
護
の
法
律
構
成
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、

単
に
「
被
写
体
の
同
意
な
く
し
て
公
表
で
き
な
い
」
と
示
す
も
）
38
（

の
、
被
写
体
に
は
公
表
を
許
可
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
い
て
の
「
自
由
」

が
あ
る
と
示
す
も
）
39
（
の
、
写
真
作
品
の
著
作
者
の
著
作
権
が
被
写
体
の
意
思
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
旨
を
説
く
も
）
40
（
の
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

「
全
て
の
人
が
そ
の
肖
像
、
顔
立
ち
、
肖
像
画
・
肖
像
写
真
の
上
に
有
す
る
、
時
効
に
か
か
ら
な
い
所
有
権
」
を
そ
の
法
律
構
成
と
す
る

も
）
41
（

の
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
学
説
上
は
、
フ
ジ
ュ
ロ
）
42
（
ル
、
ネ
ル
ソ
）
43
（
ン
そ
し
て
カ
ル
ボ
ニ
）
44
（
エ
に
よ
っ
て
、
所
有
権
構
成
は
否
定
さ
れ
）
45
（
た
。
前
二
者
に
共
通
す

る
批
判
と
し
て
、
人
が
自
己
の
肖
像
に
つ
き
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
身
体
所
有
権
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
主
体
と
客
体
の
混
同
で
あ
り
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
）
46
（
る
。
そ
し
て
、
万
人
に
対
抗
で
き
る
絶
対
的
な
権
利
だ
と
い
う
こ
と
を
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言
い
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
的
構
成
は
個
人
に
内
在
す
る
非
財
産
的
権
利
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
前
二
者
は
主
張
し
）
47
（
た
。
ま
た
、

カ
ル
ボ
ニ
エ
は
、
肖
像
権
を
所
有
権
と
見
る
と
さ
さ
い
な
侵
害
で
あ
っ
て
も
損
害
の
証
明
な
く
し
て
非
難
の
対
象
と
な
る
た
め
、
人
の
肖

像
は
民
法
典
一
三
八
二
条
の
下
で
損
害
の
存
在
を
証
明
し
た
上
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
上
で
、
そ
の
損
害
は
専
ら
精

神
的
損
害
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
肖
像
か
ら
は
人
格
権
し
か
生
じ
な
い
と
し
）
48
（
た
。

3　

肖
像
の
財
産
的
側
面
へ
の
注
目
と
保
護

　
し
か
し
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
で
は
肖
像
の
財
産
的
価
値
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
る
。
ス
ト
ゥ
フ
レ
に
よ
る
一
九
五
七
年
の
論
）
49
（

文
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
肖
像
が
有
す
る
財
産
的
価
値
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
学
説
に
お
い
て
も
先
駆
的
な
文
献
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
）
50
（

る
。
ス
ト
ゥ
フ
レ
は
、「
非
財
産
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
に
そ
れ
を
金
銭
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
」、「
肖
像
は

し
ば
し
ば
そ
の
公
表
を
目
的
と
す
る
契
約
の
締
結
に
よ
り
、
財
産
的
価
値
を
獲
得
す
る
」
と
説
）
51
（
く
。
こ
の
論
文
で
、
ス
ト
ゥ
フ
レ
は
、
肖

像
が
有
す
る
財
産
的
価
値
に
着
目
す
る
理
由
と
し
て
、
人
格
権
概
念
は
時
に
、
自
由
の
概
念
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
批
判
を
受
け
る
が
、

権
利
概
念
を
用
い
な
け
れ
ば
人
格
の
身
体
的
属
性
に
つ
い
て
の
特
権
を
捕
捉
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

場
合
と
は
、
氏
名
や
肖
像
が
、
非
財
産
的
利
益
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
別
個
で
は
あ
る
が
密
接
に
結
び
つ
い
た
財
産
的
利
益
の
対
象
と
な

る
場
合
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
ス
ト
ゥ
フ
レ
に
よ
れ
ば
、
肖
像
に
関
す
る
利
益
の
財
産
的
側
面
に
着
目
す
る
場
合
に
、
権
利
概
念

で
肖
像
に
関
す
る
利
益
を
捕
捉
す
る
意
味
が
生
じ
る
こ
と
に
な
）
52
（

る
。
た
だ
し
、
ス
ト
ゥ
フ
レ
は
、
財
産
権
と
い
う
権
利
概
念
に
よ
る
捕
捉

を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権
が
呈
す
る
非
財
産
的
側
面
と
財
産
的
側
面
に
つ
き
検
討
す
る
こ
と
よ
っ
て
、

精
神
的
価
値
の
財
産
化
を
指
摘
し
、
そ
の
財
産
化
に
は
、
人
間
の
完
全
性
を
保
つ
こ
と
の
要
請
に
よ
る
限
界
が
あ
る
こ
）
53
（
と
を
説
く
こ
と
を

主
眼
と
し
て
い
）
54
（

る
。

　
他
方
で
、
判
例
・
裁
判
例
上
の
変
化
と
し
て
は
、
一
九
六
五
年
の
パ
リ
控
訴
院
判
決
に
お
い
て
、
初
め
て
肖
像
の
無
断
利
用
に
関
し
て
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財
産
的
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
判
断
が
下
さ
れ
）
55
（
る
。
こ
れ
は
、
有
名
歌
手
の
ペ
テ
ュ
ラ
・
ク
ラ
ー
ク
と
そ
の
夫

の
写
真
が
雑
誌
に
無
断
で
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
以
下
、「
ペ
テ
ュ
ラ
・
ク
ラ
ー
ク
事
件
」
と
表
記
す
る
）。
原
告
夫
婦
が
イ
ギ
リ
ス
の
出

版
社
か
ら
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
、
そ
こ
で
夫
婦
の
承
諾
の
下
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
が
、
転
々
譲
渡
さ
れ
、
最
終
的
に
本
件
の
被
告
で
あ

る
フ
ラ
ン
ス
の
出
版
社
に
売
却
さ
れ
、
そ
の
被
告
出
版
社
が
雑
誌
に
公
表
し
た
、
と
い
う
経
緯
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
無
名
の
人
に
関

し
て
で
あ
ろ
う
と
、
公
衆
に
知
ら
れ
た
芸
能
人
の
カ
ッ
プ
ル
で
あ
ろ
う
と
同
様
に
、
被
告
は
民
法
典
一
三
八
二
条
以
下
に
お
い
て
宣
明
さ

れ
る
一
般
原
則
に
よ
っ
て
、
個
々
人
の
肖
像
権
（droit à l

’image

）
を
尊
重
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
」
と
判
示
し
て
雑
誌
出
版
社

の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た
。
そ
の
際
、
判
決
文
の
損
害
の
評
価
の
箇
所
に
お
い
て
、
原
告
夫
婦
が
、
無
断
公
表
さ
れ
た
写
真
が
芸
能
人

と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
や
、
写
真
の
公
表
が
不
快
で
あ
る
こ
と
は
主
張
し
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
、
原
告
が
イ
ギ
リ
ス

の
雑
誌
に
対
し
て
許
可
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
対
価
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ラ
ン
ド
ン
に
よ
る

評
釈
で
は
、
当
該
事
案
で
は
無
遠
慮
な
写
真
や
私
生
活
へ
の
侵
入
と
い
う
要
素
は
な
い
旨
と
、
判
決
は
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
も
の
の

賠
償
が
な
さ
れ
た
の
は
報
酬
の
逸
失
利
益
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
旨
が
指
摘
さ
れ
）
56
（

た
。

　
戦
前
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
肖
像
の
無
断
利
用
に
関
し
て
生
じ
た
財
産
的
な
損
害
も
賠
償
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
た
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
判
決
を
も
っ
て
、
肖
像
に
関
す
る
報
酬
の
逸
失
利
益
の
賠
償
が
現
に
認
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　
そ
の
翌
年
に
は
、
破
毀
院
に
お
い
て
も
肖
像
の
無
断
利
用
に
関
す
る
財
産
的
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
）
57
（
る
。
事
案
は
、
俳
優
で
あ
る
原

告
ブ
リ
ア
リ
ー
の
写
真
が
被
告
で
あ
る
紳
士
服
メ
ー
カ
ー
ら
に
よ
る
広
告
行
事
の
際
に
同
意
の
下
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
う
ち
の

一
枚
が
広
告
目
的
に
お
い
て
明
示
的
な
同
意
な
く
利
用
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
以
下
、「
ブ
リ
ア
リ
ー
事
件
」
と
表
記
す
る
）。
原
告

は
、
紳
士
服
メ
ー
カ
ー
の
顧
客
に
対
し
て
写
真
を
使
う
こ
と
自
体
に
は
同
意
し
た
が
、
実
際
に
行
わ
れ
た
写
真
の
利
用
は
同
意
さ
れ
た
権

利
を
超
え
て
お
り
、
そ
れ
は
自
分
が
同
意
し
た
よ
り
も
多
く
の
報
酬
に
値
す
る
、
と
主
張
し
、
こ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
た
。
ラ
ン
ド
ン
の

評
釈
に
お
い
て
は
、
従
来
認
識
さ
れ
て
い
た
肖
像
権
と
は
異
な
る
肖
像
権
の
登
場
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ま
で
は
肖
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像
権
は
人
格
権
の
一
つ
と
し
て
分
析
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
基
本
的
に
非
財
産
的
性
格
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
た
」
が
、「
ペ
テ
ュ
ラ
・
ク
ラ
ー

ク
事
件
、
ブ
リ
ア
リ
ー
事
件
の
判
決
で
宣
明
さ
れ
た
権
利
は
そ
れ
と
は
異
な
り
、
芸
能
人
が
肖
像
の
複
製
に
異
議
申
立
て
す
る
権
利
で
あ

る
」
と
分
析
さ
れ
）
58
（
た
。
こ
こ
で
言
う
複
製
は
、「
契
約
又
は
慣
習
に
よ
る
限
界
を
超
え
た
複
製
」
や
、「
相
当
の
報
酬
（rém

unération 

correspondante
）
を
当
人
が
受
け
取
ら
な
か
っ
た
上
で
の
複
製
」
で
あ
る
と
さ
れ
）
59
（
る
。
肖
像
に
関
す
る
利
益
の
財
産
的
側
面
が
訴
訟
に
お

い
て
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
つ
き
、
非
財
産
的
な
人
格
権
と
し
て
分
析
さ
れ
て
き
た
肖
像
権
に
新
た
な
一
面
が
見
え
た
と
捉
え
る
か
、
あ

る
い
は
既
存
の
肖
像
権
で
把
握
し
き
れ
な
い
利
益
で
あ
る
と
捉
え
る
か
、
と
い
う
点
ま
で
は
、
こ
の
ラ
ン
ド
ル
の
評
釈
の
文
言
か
ら
は
読

み
取
れ
な
い
。

　
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
と
は
損
害
賠
償
の
認
容
の
仕
方
が
異
な
る
判
決
も
あ
る
た
め
、
二
つ
を
挙
げ
る
。
一
つ
目
に
、
一
九
七
三
年

の
パ
リ
大
審
裁
判
所
判
）
60
（

決
の
事
案
に
お
い
て
は
、
原
告
の
モ
デ
ル
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
に
際
し
て
脱
衣
と
化
粧
の
シ
ー
ン
を
撮
影

さ
れ
る
こ
と
を
同
意
し
た
。
そ
の
際
、
原
告
は
そ
の
撮
影
が
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
教
育
又
は
時
事
の
目
的
に
お
け
る
短
い
映
画
の
た

め
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
撮
影
さ
れ
た
も
の
は
長
い
映
画
と
な
っ
て
、
パ
リ
に
あ
る
ポ
ル
ノ
映
画
に
特
化
し
た

映
画
館
で
上
映
さ
れ
た
。
判
決
に
お
い
て
は
、「
す
べ
て
の
自
然
人
は
そ
の
肖
像
の
支
配
者
で
あ
り
、
そ
の
人
の
み
が
そ
の
肖
像
の
利
用

状
況
及
び
条
件
を
定
め
る
権
利
を
有
す
る
」
と
示
さ
れ
、
損
害
の
性
質
の
詳
細
は
述
べ
ら
れ
ず
に
原
告
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、

一
九
七
五
年
の
パ
リ
控
訴
院
判
）
61
（
決
の
事
案
に
お
い
て
は
、
原
告
で
あ
る
女
優
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
ヌ
ー
ブ
の
ヌ
ー
ド
写
真
が
後
の
夫
と
な

る
者
に
よ
り
承
諾
の
下
で
撮
影
さ
れ
、
後
に
雑
誌Lui

に
四
枚
の
ヌ
ー
ド
写
真
が
過
去
の
男
性
関
係
や
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
子
供
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
に
つ
い
て
の
文
章
と
共
に
、
原
告
の
同
意
な
く
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
掲
載
を
受
け
て
、
原
告
は
、
文
章
に
つ
き
私
生
活
の
尊

重
を
求
め
る
権
利
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
写
真
に
関
し
て
肖
像
の
上
に
有
す
る
権
利
の
侵
害
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
裁
判
所

は
、「
全
て
の
人
は
肖
像
及
び
そ
の
利
用
に
つ
き
、
許
可
な
き
拡
散
に
異
議
申
立
て
で
き
る
排
他
権
を
有
す
る
」
と
の
一
般
論
を
示
し
た

上
で
、
原
告
は
他
の
す
べ
て
の
雑
誌
に
お
い
て
ネ
ガ
を
公
表
す
る
こ
と
を
同
意
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
認
定
し
、
雑
誌Lui

の
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出
版
社
に
対
し
、
原
告
の
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
及
び
肖
像
権
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
命
じ
た
。
こ
の
判
決
で
は
、

ペ
テ
ュ
ラ
・
ク
ラ
ー
ク
事
件
や
ブ
リ
ア
リ
ー
事
件
に
お
い
て
、
芸
能
人
の
肖
像
の
無
断
利
用
に
つ
い
て
の
逸
失
利
益
の
賠
償
請
求
の
道
が

既
に
開
か
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
産
的
損
害
が
あ
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
原
告
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
た
文
章

に
つ
い
て
は
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
侵
害
が
明
確
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
写
真
の
利
用
に
つ
い
て
は
私
生
活
の
尊

重
を
求
め
る
権
利
の
侵
害
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
は
、
肖
像
の
無
断
利
用
に
関
し
て
、
肖
像
の
使

用
料
相
当
額
の
逸
失
利
益
と
い
う
財
産
的
損
害
で
も
な
く
、
ま
た
私
生
活
の
尊
重
の
侵
害
に
よ
る
精
神
的
損
害
で
も
な
い
損
害
が
認
定
さ

れ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
有
名
人
の
肖
像
に
対
す
る
保
護
は
、
必
ず
し
も
逸
失
利
益
の
財
産
的
損
害
の
賠
償
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

4　

小　

括

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
財
産
的
な
側
面
に
お
け
る
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
は
、
不
法
行
為
法
に
よ
る
被
侵
害
利
益
と
し
て
の
保
護

を
出
発
点
と
し
て
い
た
。
裁
判
例
に
お
い
て
初
め
て
肖
像
の
保
護
が
認
め
ら
れ
て
か
ら
約
五
〇
年
後
に
は
人
格
権
理
論
の
提
唱
が
始
ま
り
、

や
が
て
、
肖
像
権
は
非
財
産
的
な
権
利
た
る
人
格
権
で
あ
る
と
い
う
理
論
的
位
置
づ
け
の
下
、
専
ら
精
神
的
な
損
害
の
賠
償
が
民
法
典
一

三
八
二
条
の
下
で
認
め
ら
れ
得
る
と
説
か
れ
た
。

　
し
か
し
、
戦
前
の
時
代
か
ら
、
肖
像
の
保
護
を
認
め
た
裁
判
例
に
お
い
て
は
精
神
的
損
害
の
み
な
ら
ず
財
産
的
損
害
の
賠
償
も
あ
り
得

る
こ
と
が
、
可
能
性
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
七
年
に
は
学
説
に
よ
る
肖
像
の
財
産
的
価
値
へ
の
注
目
が
始
ま
り
、

一
九
六
〇
年
代
半
ば
よ
り
、
判
例
・
裁
判
例
に
お
い
て
肖
像
の
無
断
利
用
に
つ
き
財
産
的
損
害
の
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ら
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
原
告
が
有
名
人
で
あ
っ
て
も
、
損
害
の
性
質
を
財
産
的
な
も
の
と
明
記
し
な
い
場
合
が
あ
る
点
が
特
徴

と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
。
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㈡
　
権
利
構
成
に
よ
る
保
護

―
肖
像
権
の
法
的
性
質
論

　
一
九
七
〇
年
に
、
民
法
典
九
条
が
新
た
に
制
定
さ
れ
、
そ
の
一
項
に
お
い
て
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
者
は
自
己
の
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る

権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
さ
れ
）
62
（

る
。
こ
の
条
文
は
、
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
人
々
が
オ
ー
デ
ィ
オ
・
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
と
情
報
に
よ
る
危
険

に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
立
法
の
介
入
に
よ
っ
て
人
々
の
私
生
活
を
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
背

景
か
ら
新
設
さ
れ
）
63
（

た
。
こ
の
九
条
は
、
人
格
権
の
母
体
（m
atrice

）
と
し
て
機
能
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
条
文
に
直
接

規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「
私
生
活
」
の
み
で
あ
る
が
、
肖
像
等
、
他
の
人
格
を
保
護
す
る
こ
と
の
根
拠
条
文
と
し
て
の
機
能
も
有
し
、
人

格
の
保
護
一
般
の
根
拠
と
な
る
と
言
わ
れ
）
64
（

る
。
こ
れ
以
後
、
少
な
く
と
も
、
人
が
肖
像
の
無
断
公
表
に
関
し
て
有
す
る
、
私
生
活
の
尊
重

と
同
種
の
精
神
的
利
益
に
つ
い
て
は
、
民
法
典
九
条
を
根
拠
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
争
い
は
な
）
65
（

い
。

　
肖
像
に
関
す
る
精
神
的
な
利
益
が
権
利
の
構
成
で
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
は
、
財
産
的
な
側
面
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
権
利
と

い
う
構
成
で
把
握
さ
れ
る
の
か
が
学
説
上
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
の
財
産
的
権
利
（droit patrim

onial à l

’image

）

の
承
認
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
る
、
肖
像
権
の
法
的
性
質
論
で
あ
る
。

1　

精
神
的
権
利
と
財
産
的
権
利
と
い
う
視
点
か
ら

　
肖
像
の
財
産
的
権
利
の
提
唱
の
嚆
矢
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
、
一
九
八
四
年
の
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
論
文
で
は
、
非
財
産
的
な
肖
像
権
と

は
別
個
に
、
財
産
的
性
質
を
持
つ
真
の
主
観
的
権
利
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
）
66
（

る
。
そ
の
実
益
と
し
て
は
、
肖
像
の
無
断
利
用

の
被
害
者
が
、
非
財
産
的
性
質
の
損
害
を
何
ら
主
張
せ
ず
と
も
損
害
賠
償
を
得
ら
れ
る
）
67
（
点
、
肖
像
権
の
二
重
譲
渡
の
解
決
に
資
す
る
）
68
（
点
、

肖
像
権
が
肖
像
本
人
の
死
を
原
因
と
し
て
相
続
人
に
移
転
可
能
に
な
る
た
め
、
死
者
の
親
族
に
、
感
情
を
害
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

彼
ら
固
有
の
権
利
を
認
め
る
こ
と
以
上
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
69
（
点
な
ど
を
挙
げ
る
。
こ
の
学
説
は
、
譲
渡
の
局
面
を
想
定
し
、
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肖
像
に
関
す
る
利
益
の
取
引
客
体
と
し
て
の
面
に
着
目
す
る
視
点
を
持
つ
提
唱
と
言
え
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
さ
れ
た
一
九
八
五
年
の
ア

カ
ロ
ン
の
論
文
は
、
別
の
問
題
意
識
か
ら
肖
像
の
財
産
的
権
利
の
承
認
を
提
唱
す
）
70
（

る
。
ア
カ
ロ
ン
は
、
肖
像
権
と
私
生
活
の
尊
重
を
求
め

る
権
利
の
区
別
を
意
識
し
、
肖
像
権
が
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
別
個
の
も
の
と
し
て
存
在
意
義
を
有
す
る
の
は
財
産
的
な
利
益

に
つ
な
が
っ
て
い
る
場
合
の
み
で
あ
る
と
説
）
71
（
く
。
つ
ま
り
、
俳
優
な
ど
の
有
名
人
は
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
を
主
張
で
き
な
い
場

合
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
有
名
人
の
肖
像
が
商
業
的
価
値
を
有
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
有
名
人
は
自
己
の
肖
像
に
つ
い
て
の
財
産
的
権
利

を
主
張
し
、
肖
像
の
無
断
利
用
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
有
名
人
は
自
己
の
肖
像
に
つ
き
私
生
活
の
尊
重
が

害
さ
れ
た
な
ど
の
精
神
的
権
利
の
侵
害
を
訴
え
る
余
地
が
な
い
た
め
、
こ
の
場
合
に
、
肖
像
の
財
産
的
権
利
を
認
め
る
実
益
が
生
じ
る
と

い
う
主
張
で
あ
）
72
（
る
。
ア
カ
ロ
ン
は
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
論
文
で
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
肖
像
権
の
譲
渡
と
相
続
の
問
題
に

全
く
触
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ア
カ
ロ
ン
の
主
張
は
、
ガ
イ
ヤ
ー
ル
と
は
異
な
り
、
肖
像
に
関
す
る
利
益
の
財
産
的
側
面
を
保
護
す

る
手
段
と
し
て
肖
像
の
財
産
権
概
念
が
必
要
だ
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
侵
害
の
局
面
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
言
え
る
。

2　

消
極
的
権
利
と
積
極
的
権
利
と
い
う
視
点
か
ら

　
肖
像
の
財
産
権
の
提
唱
は
そ
の
後
の
他
の
論
者
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
き
、
非
財
産
的
権
利
と
し
て
の
肖
像
権
と
、
肖
像
の
財
産
的
権

利
と
い
う
二
つ
の
権
利
を
観
念
す
る
見
解
は
学
説
の
流
れ
と
し
て
定
着
す
）
73
（
る
。
後
の
論
者
に
よ
る
見
解
の
中
に
は
、
財
産
権
的
な
肖
像
権

を
観
念
す
る
ま
で
の
問
題
提
起
に
お
い
て
、
契
約
に
よ
る
肖
像
の
商
業
的
活
用
に
重
点
を
置
く
も
の
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
九
九
七

年
の
セ
ル
ナ
の
学
位
論
）
74
（

文
で
は
、
有
償
で
の
肖
像
の
利
用
が
市
場
を
支
え
、
金
銭
的
利
益
を
促
進
し
て
い
る
と
い
う
現
）
75
（

実
を
ふ
ま
え
た
上

で
、
次
の
主
張
が
な
さ
れ
る
。
人
の
身
体
の
像
で
あ
る
肖
像
は
民
法
典
一
一
二
八
条
の
「
取
引
の
対
象
た
る
物
」
か
ら
外
）
76
（
れ
、
肖
像
を
商

業
的
に
活
用
す
る
契
約
が
成
立
要
件
を
満
た
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
主
張
で
あ
）
77
（

る
。
そ
の
上
で
、

肖
像
権
は
、
二
つ
の
法
的
性
質
を
有
す
る
と
説
か
れ
る
。
一
つ
が
、
肖
像
の
望
ま
な
い
公
開
に
対
す
る
保
護
を
提
供
す
る
消
極
的
権
利
で



法学政治学論究　第109号（2016.6）

214

あ
り
、
こ
れ
は
肖
像
へ
の
権
利
（droit à l

’image

）
と
呼
称
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
が
、
権
利
の
帰
属
主
体
に
肖
像
の
金
銭
的
活

用
を
可
能
た
ら
し
め
る
積
極
的
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
は
肖
像
に
対
す
る
権
利
（droit sur l

’image

）
と
呼
称
さ
れ
）
78
（

る
。
こ
の
セ
ル
ナ
の
見

解
か
ら
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
ガ
イ
ヤ
ー
ル
と
ア
カ
ロ
ン
の
主
張
に
お
い
て
は
財
産
的
権
利
と
精
神
的
権
利
と
い
う
視
点
で
肖
像

権
の
二
面
性
が
語
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
積
極
的
権
利
と
消
極
的
権
利
と
い
う
視
点
が
二
面
性
の
分
析
に
お
い
て
加
わ
っ
た
こ
）
79
（
と
が
、

学
説
の
発
展
と
し
て
読
み
取
れ
）
80
（

る
。

3　

一
次
的
権
利
と
派
生
的
権
利
と
い
う
視
点
か
ら

　
一
九
九
七
年
の
ロ
ワ
ゾ
ー
の
論
）
81
（
文
は
、
肖
像
や
名
を
念
頭
に
お
い
た
人
格
属
性
に
つ
き
、
非
財
産
的
権
利
と
し
て
の
人
格
権
の
み
な
ら

ず
、
人
格
の
財
産
的
権
利
を
確
立
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
格
の
金
銭
的
活
用
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、

非
財
産
的
権
利
は
適
合
的
で
な
い
と
指
摘
さ
れ
）
82
（
る
。
侵
害
か
ら
の
保
護
で
は
な
く
、
人
格
属
性
の
積
極
的
な
活
用
を
念
頭
に
お
い
て
問
題

提
起
を
す
る
点
は
セ
ル
ナ
と
共
通
す
る
が
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
人
格
の
金
銭
的
活
用
に
つ
い
て
、
人
格
権
概
念
の
理
論
的
考
察
の
深
化
を

も
っ
て
応
答
す
る
点
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の
考
察
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
人
格
権
と
い
う
権
利
に
お
け
る
、
権
利
の
性
質
上
そ

の
基
底
に
あ
る
精
神
的
価
値
と
、
現
実
上
制
度
を
規
定
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
経
済
的
関
心
と
の
相
克
に
問
題
関
心
が
払
わ
れ
）
83
（
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
状
況
に
直
面
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
人
格
権
は
、
一
方
で
非
財
産
的
権
利
と
し
て
の
性
質
の
変
質
を
避
け
る
必
要
が
あ
り
、

ま
た
他
方
で
商
業
化
へ
の
不
適
合
も
ま
た
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
）
84
（
る
。
こ
の
よ
う
な
要
請
を
満
た
す
解
決
と
し
て
、
人
格
に
つ
い
て
、

非
財
産
的
な
権
利
と
し
て
の
「
人
格
の
一
次
的
権
利
（droit prim

aire de la personnalité

）」
と
財
産
的
権
利
と
し
て
の
「
人
格
の
派
生
的

権
利
（droit derivé de la personnalité

）」
の
二
つ
を
観
念
す
る
提
案
が
な
さ
れ
る
。「
人
格
の
一
次
的
権
利
」
は
、「
全
て
の
人
が
、
第
三

者
が
名
や
肖
像
や
声
の
よ
う
な
特
徴
づ
け
る
表
象
を
通
し
て
人
格
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
基
本
的
権
利
」
で
あ
り
、

「
各
人
の
人
間
性
と
尊
厳
に
鑑
み
全
て
の
人
間
に
認
め
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
人
格
の
派
生
的
権
利
」
は
、
肖
像
、
名
、
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声
な
ど
の
人
格
を
想
起
さ
せ
る
要
素
の
魅
力
と
し
て
の
価
値
を
、
商
業
的
・
広
告
的
目
的
に
お
い
て
自
分
自
身
で
用
い
、
又
は
、
他
者
に

活
用
を
許
可
し
、
又
は
、
同
意
の
な
い
あ
ら
ゆ
る
商
業
化
に
異
議
申
立
て
す
る
権
利
だ
と
さ
れ
）
85
（

る
。
そ
し
て
、
一
次
的
権
利
と
派
生
的
権

利
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
一
次
的
権
利
は
派
生
的
権
利
が
発
生
す
る
こ
と
の
条
件
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
上
で
、
こ
の
二

つ
の
タ
イ
プ
の
権
利
は
共
存
す
る
の
で
あ
り
、
有
名
人
は
こ
の
一
次
的
権
利
及
び
派
生
的
権
利
の
二
つ
の
根
拠
に
依
拠
す
る
こ
と
が
可
能

だ
と
す
）
86
（

る
。

4　

小　

括

　
肖
像
の
財
産
的
側
面
に
対
す
る
不
法
行
為
法
に
よ
る
保
護
が
確
立
し
た
後
は
、
そ
の
財
産
的
側
面
を
権
利
と
し
て
構
成
し
、
肖
像
権
と

は
別
個
の
財
産
的
権
利
と
し
て
承
認
し
保
護
す
る
こ
と
が
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
学
説
は
、
肖
像
権
を
二
元
的
に

捉
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
は
精
神
的
権
利
と
財
産
的
権
利
と
い
う
視
点
か
ら
区
分
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
区
分
の
視
点

は
、
消
極
的
権
利
と
積
極
的
権
利
と
い
う
点
に
移
る
が
、
積
極
的
権
利
と
い
う
視
点
が
持
た
れ
る
背
景
た
る
問
題
意
識
に
は
、
肖
像
を
商

業
的
に
活
用
す
る
契
約
の
有
効
性
へ
の
関
心
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
よ
り
近
時
に
お
い
て
は
、
全
て
の
人
が
平
等
に
有
す
る
一
次
的
権
利

と
し
て
の
人
格
権
と
、
そ
の
権
利
の
存
在
を
条
件
と
し
て
発
生
す
る
財
産
権
と
し
て
の
派
生
的
権
利
と
い
う
二
区
分
が
提
唱
さ
れ
た
。
こ

の
説
は
、
肖
像
権
に
財
産
権
的
側
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
人
格
属
性
の
財
産
的
側
面
の
権
利
で
あ
る
以
上
は
人
格
権
的
側
面
と
の
関
係
が

問
題
と
な
る
が
、
そ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
言
及
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
肖
像
権
を
二
元
的
に
捉
え
る
学
説
の
発
展
の
過
程
を
た
ど
る
と
、
肖
像
権
の
人
格
権
的
な
側
面
と
財
産
権
的
な
側
面
に

お
い
て
、
前
者
と
後
者
の
論
理
的
な
関
係
が
徐
々
に
見
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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㈢
　
契
約
的
保
護

―
人
格
権
法
理
と
の
結
び
つ
き
の
中
で

　
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
非
財
産
的
権
利
た
る
肖
像
権
と
は
別
個
の
権
利
と
し
て
の
肖
像
の
財
産
的
権
利
概
念
に
よ
っ
て
、
肖
像
の
財
産

的
側
面
の
把
握
を
す
る
試
み
が
進
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
下
級
審
裁
判
例
の
中
に
は
そ
の
よ
う
な
学
説
の
傾
向
に
従
う
も
の
も
複
数
存
在

し
）
87
（
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
に
は
、
肖
像
の
財
産
的
権
利
を
沈
黙
に
よ
っ
て
事
実
上
否
定
し
た
と
評
さ
れ
）
88
（
る
破
毀
院
判
決
が
出
さ
れ
る
。

こ
の
判
決
が
、
肖
像
の
財
産
的
権
利
を
承
認
す
る
代
わ
り
に
示
し
た
法
律
論
は
、
肖
像
権
を
契
約
法
理
と
の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
こ
）
89
（

と

で
あ
る
。

1　

二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決

　
⑴
　
事
案
及
び
判
旨

　
二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決Cass. civ. 1

re Ch.11 déc. 2008, J. C. P. 2009. II. 10025 （
以
下
、「
二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決
」
と
表
記
す

る
）
の
事
案
は
、
原
告
で
あ
る
プ
ロ
の
モ
デ
ル
の
女
性
が
、
被
告
で
あ
る
写
真
代
理
店
と
次
の
よ
う
な
契
約
を
結
ん
だ
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
原
告
が
写
真
撮
影
の
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
。
そ
し
て
、
原
告
は
、
そ
の
写
真
を
被
告
が
利
用
す
る
こ
と
を
許
可
し
、

そ
れ
と
引
き
換
え
に
二
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
（
三
〇
五
ユ
ー
ロ
）
を
受
け
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
被
告
に
よ
る
写
真
利
用
の
条
件
は
、
ポ

ル
ノ
利
用
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
形
態
で
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
的
手
段
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
媒
体
に
お
い
て
、
世
界
中
で
、
黙
示
の
更
新
が
可
能

な
一
五
年
の
期
間
に
お
い
て
利
用
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
原
告
は
こ
の
契
約
を
後
悔
し
た
の
）
90
（

か
、
次
の
よ
う
に
、
契
約
が
無
限

定
的
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
無
効
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
被
告
を
訴
え
た
。
そ
の
主
張
は
、「
モ
デ
ル
が
有
す
る
、
肖
像
の
価
値

を
引
き
出
し
そ
の
活
用
条
件
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
排
他
権
、
す
な
わ
ち
肖
像
に
つ
い
て
有
す
る
財
産
的
権
利
が
、
同
権
利
に
付
随
す
る

財
産
的
権
能
の
一
部
を
移
転
す
る
契
約
の
設
立
の
原
因
と
な
る
と
し
て
も
、
譲
渡
対
象
た
る
権
利
の
活
用
範
囲
は
、
活
用
目
的
や
期
間
な
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ど
に
お
い
て
限
定
さ
れ
、
明
確
に
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
れ
ゆ
え
、「
肖
像
権
の
譲
渡
契
約
」
と
名
付
け
ら
れ
た
本
件
契
約

は
、
無
限
定
的
で
あ
る
が
故
に
無
効
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
）
91
（

る
。
判
決
に
お
い
て
は
、「
肖
像
権
の
譲
渡
契
約
に
は
、
唯
一
、
民
法
典

九
条
が
適
用
さ
れ
、
特
に
知
的
財
産
権
法
〔
の
適
用
〕
は
排
除
さ
れ
る
」
こ
と
、
及
び
「
本
件
に
お
い
て
は
与
え
ら
れ
る
許
可
の
範
囲
が

期
間
、
地
理
的
領
域
、〔
写
真
の
掲
載
〕
媒
体
、
一
定
の
文
脈
の
除
）
92
（
外
に
関
し
て
十
分
に
明
確
に
約
さ
れ
て
い
る
」
た
め
、「
民
法
典
九
条

の
規
定
は
契
約
自
由
に
従
）
93
（

う
」
こ
と
が
示
さ
れ
、
契
約
を
有
効
と
判
断
し
た
原
審
の
判
断
が
是
認
さ
れ
た
。

　
⑵
　
判
決
の
意
義

　
こ
の
判
決
の
意
義
は
大
き
く
三
点
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
破
毀
院
の
具
体
的
な
判
示
に
直
接
関
わ
る
意
義
で
は
な
い
が
、
肖
像

の
財
産
的
権
利
に
つ
き
、
破
毀
院
が
沈
黙
し
、
事
実
上
否
定
し
た
と
学
説
に
お
い
て
受
け
止
め
ら
れ
）
94
（

た
点
で
あ
る
。
原
告
は
、
主
張
に
お

い
て
、
モ
デ
ル
は
「
肖
像
の
価
値
を
引
き
出
し
そ
の
活
用
条
件
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
排
他
権
、
す
な
わ
ち
肖
像
に
つ
い
て
有
す
る
財
産

的
権
利
」
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
肖
像
の
財
産
的
権
利
を
承
認
で
き
る
機
会
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
破
毀
院
が
そ
の
よ
う
な

構
成
に
つ
い
て
の
言
及
を
回
避
し
た
こ
と
は
、
破
毀
院
が
肖
像
の
財
産
的
権
利
の
承
認
に
つ
き
否
定
し
た
に
等
し
い
と
受
け
止
め
ら
れ
）
95
（
た

の
で
あ
る
。

　
二
つ
目
に
、
肖
像
が
人
格
属
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
合
法
性
が
当
然
に
は
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
肖
像
権
の
譲
渡
契
約
に
つ
き
、

そ
の
合
法
性
を
破
毀
院
が
承
認
し
た
点
が
判
決
の
意
義
で
あ
）
96
（

る
。
本
件
で
は
、
契
約
に
お
い
て
肖
像
の
利
用
手
段
や
媒
体
が
限
定
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
確
定
し
た
目
的
が
あ
る
こ
と
が
合
意
の
有
効
要
件
で
あ
る
こ
と
を
定
め
る
民
法
典
一
一
〇
八
条
と
の
関
係
に
お

い
て
契
約
が
無
効
に
な
る
か
否
か
が
直
接
の
争
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
と
し
、
事
案
の
解
決
と
し
て
契
約
の
有

効
性
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
格
属
性
と
し
て
の
肖
像
に
関
す
る
契
約
の
有
効
性
を
そ
の
前
提
と
し
て
承
認
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
三
つ
目
が
、
肖
像
権
譲
渡
契
約
に
つ
き
適
用
さ
れ
る
条
文
が
民
法
典
九
条
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
適
用
さ
れ
る
規
範
と
し
て
契
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約
自
由
を
提
示
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
裏
か
ら
見
れ
ば
、
破
棄
院
が
肖
像
権
譲
渡
契
約
に
関
し
て
知
的
財
産
権
法
の
適
用

を
明
確
に
否
定
し
た
と
い
う
意
義
を
持
）
97
（

つ
。

　
こ
の
判
決
の
帰
結
に
つ
き
付
言
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
事
案
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
包
括
性
を
有
す
る
契
約
で
あ
れ
ば
、
包
括
性
ゆ
え

に
無
効
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
本
判
決
の
射
程
は
次
の
通
り
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
契
約
自
由
の
宣
言
に
際
し
て
「
本
件
に
お

い
て
は
与
え
ら
れ
る
許
可
の
範
囲
が
期
間
、
地
理
的
領
域
、〔
写
真
の
掲
載
〕
媒
体
、
一
定
の
文
脈
の
除
外
に
関
し
て
十
分
に
明
確
に
約
さ

れ
て
い
る
た
め
」
と
い
う
留
保
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
件
以
上
に
包
括
的
な
契
約
（
た
と
え
ば
「
ポ
ル
ノ
利
用
を
除
く
」
と
い
う
文
言
が

契
約
に
無
く
、
い
か
な
る
文
脈
で
の
利
用
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
）
も
契
約
自
由
の
名
の
下
に
有
効
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
は
射
程

が
及
ん
で
い
な
い
。
つ
ま
り
、
契
約
自
由
の
貫
徹
が
ど
こ
ま
で
行
わ
れ
る
の
か
の
線
引
き
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
に
残
さ

れ
た
課
題
に
な
っ
て
い
）
98
（

る
。

　
⑶
　
評
釈
に
よ
る
分
析
・
評
価

　
こ
の
判
決
に
向
け
ら
れ
て
い
る
、
評
釈
に
よ
る
分
析
・
評
価
を
概
観
す
る
。
人
格
権
の
「
母
体
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
民
法
典
九

条
と
契
約
自
由
の
原
則
の
双
方
を
参
照
し
て
い
る
点
は
、
ロ
ワ
ゾ
ー
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
静
か
に
放
っ
て
お
い

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
人
の
権
利
を
無
視
す
る
こ
と
で
不
同
意
拡
散
に
よ
り
生
じ
る
肖
像
権
の
侵
害
」
と
「
肖
像
の
商
業
的
価
値
を
害
す

る
よ
う
な
活
用
か
ら
生
じ
る
侵
害
、
す
な
わ
ち
当
事
者
が
肖
像
の
活
用
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
の
侵
害
」
は
分
け
て
扱
う
べ
き
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
規
範
が
九
条
と
契
約
法
理
で
あ
る
以
上
、
肖
像
権
の
譲
渡
契
約
に
関
し
て
両
方
を
参
照
す
る
と
い
う
よ
う
な
法
律

構
成
に
は
賛
成
で
き
な
い
、
と
主
張
さ
れ
）
99
（
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
判
決
に
よ
っ
て
打
ち
建
て
ら
れ
た
、
民
法
典
九
条
と
契
約
自
由
の
原
則
の
緊
密
で
直
接
的
な
関
係
）
100
（

性
」
の
意
味
を
解

釈
し
よ
う
と
い
う
試
み
も
複
数
の
評
釈
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
。
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カ
ロ
ン
は
、
民
法
典
九
条
が
「
契
約
自
由
に
従
う
」
と
い
う
判
決
の
文
言
を
受
け
て
、
こ
の
判
決
は
、
肖
像
契
約
が
人
格
属
性
に
関
す

る
契
約
で
あ
る
と
い
う
特
殊
性
を
考
慮
し
な
か
っ
た
も
の
だ
と
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
契
約
法
理
の
調
整
原
理
と
し
て
既
に
存
在
す
る
知

的
財
産
権
法
上
の
ル
ー
ル
（
悔
悟
権
な
ど
）
の
参
照
を
は
っ
き
り
退
け
た
判
決
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
見
解
と
し
て
は
、（
本
件

で
の
モ
デ
ル
の
よ
う
な
）
弱
者
と
見
ら
れ
る
者
の
保
護
の
た
め
に
特
別
な
法
律
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
を
提
案
す
）
101
（
る
。

　
本
判
決
を
、
知
的
財
産
権
法
の
規
範
を
完
全
に
排
斥
し
た
と
見
て
い
る
カ
ロ
ン
に
対
し
て
、
他
方
で
レ
テ
ィ
エ
は
、「
本
件
に
お
い
て

は
与
え
ら
れ
る
許
可
の
範
囲
が
期
間
、
地
理
的
領
域
、〔
写
真
の
掲
載
〕
媒
体
、
一
定
の
文
脈
の
除
外
に
関
し
て
十
分
に
明
確
に
約
さ
れ
て

い
る
た
め
」
と
い
う
本
判
決
の
留
保
が
、
知
的
財
産
法
典
Ｌ
一
三
一
条
の
三
と
共
通
し
て
お
り
、
形
式
的
に
は
共
通
法
た
る
契
約
法
を
参

照
し
な
が
ら
実
質
的
に
知
的
財
産
法
典
を
参
照
し
て
い
る
に
等
し
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
特
別
法
（
知
的
財
産
法
典
）
が
対
象
と
す
る
状

況
に
つ
い
て
の
保
護
を
強
化
す
る
た
め
に
共
通
法
を
変
質
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
判
決
の
構
造
を
批
判
す
）
102
（

る
。

　
そ
し
て
、
オ
ゼ
は
、
本
判
決
は
、
上
記
の
留
保
（
地
理
的
領
域
、
媒
体
、
文
脈
に
関
し
て
明
確
に
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
の
限
り
で
契
約
自
由

が
人
格
保
護
に
一
歩
先
ん
じ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
し
、
肖
像
権
を
売
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
契
約
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た

方
法
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
と
総
括
す
る
。
そ
の
際
、
そ
の
様
子
を
消
費
者
法
に
な
ぞ
ら
え
て
お
り
、
い
か
に
し
て
限
定
を
か
け
る

こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
の
か
が
今
後
問
わ
れ
て
い
る
と
す
）
103
（

る
。

　
評
者
に
よ
っ
て
分
析
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
次
の
方
向
性
で
理
解
は
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
判
決
で
は
、
本
件
事
案
の
程
度
の
包
括
性
を
有
し
た
肖
像
権
の
譲
渡
契
約
が
有
効
と
さ
れ
た
点
で
、
人
格
属
性
を
対
象
と
す
る

契
約
に
も
契
約
自
由
の
原
則
が
及
ぶ
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
契
約
自
由
の
原
則
が
完
全
に
及
ぶ
の
か
と
い
う
限
界
の
線
引
き
は
今
後

に
残
さ
れ
た
課
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
従
来
、
人
格
属
性
は
取
引
に
な
じ
ま
な
い
と
さ
れ
、
民
法
典
九
条
を
条
文
上
の
根
拠
と
し
て
人
格
権
法
理
の
下
で

保
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ
の
人
格
属
性
に
関
し
て
契
約
法
の
大
原
則
で
あ
る
契
約
自
由
を
及
ぼ
す
こ
と
と
の
理
論
的
整
合
性
は
い
か
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に
し
て
図
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
き
ル
ベ
は
、
本
判
決
に
よ
っ
て
、
肖
像
を
尊
重
す
る
権
利
と
契
約
自
由
の
原
則
の
接
合
が
結
び
つ
け
ら

れ
た
こ
と
は
、「
肖
像
の
客
体
と
し
て
の
地
位
（condition de res 

あ
る
い
は condition d

’objet

）」
の
承
認
を
意
味
す
る
と
説
）
104
（

く
。
こ
の
ル

ベ
に
よ
る
論
評
は
、
人
格
属
性
で
あ
る
肖
像
が
契
約
領
域
に
入
る
こ
と
に
よ
り
客
体
化
す
る
こ
と
が
、
九
条
と
契
約
自
由
の
二
重
の
参
照

の
論
理
的
前
提
と
し
て
存
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

　
⑷
　
契
約
の
法
的
性
質
に
関
し
て

　
二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決
の
事
案
に
お
い
て
行
わ
れ
た
、
十
五
年
に
わ
た
る
肖
像
利
用
を
包
括
的
に
許
可
す
る
契
約
の
法
的
性
質
に
関

し
て
、
若
干
の
言
及
を
す
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
当
事
者
が
契
約
に
付
与
し
た
名
前
が
譲
渡
（cession

）
で
あ
っ
た
た
め
、
破
毀
院
も

判
決
文
に
お
い
て
そ
の
名
を
括
弧
を
付
し
た
上
で
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、「
譲
渡
」
が
あ
く
ま
で
当
事
者
の
付
け
た
名
で
あ
る
こ
と
を

断
っ
た
上
で
書
か
れ
た
評
）
105
（
釈
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
契
約
を
「
譲
渡
」
と
法
性
決
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
議
論

を
要
す
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
問
題
意
識
は
、
人
格
属
性
と
し
て
の
肖
像
が
取
引
の
客
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
探
る
点

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決
を
「
譲
渡
」
と
の
関
連
に
注
目
し
て
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
肖
像
に
関
す
る
財

産
的
利
益
が
契
約
法
理
と
の
関
連
に
お
い
て
捕
捉
さ
れ
た
こ
と
を
汲
み
取
る
こ
と
に
重
き
を
置
き
た
い
。

　
⑸
　
そ
の
後
の
破
毀
院
の
動
向

　
さ
ら
に
、
二
〇
一
一
年
に
は
、
芸
能
人
で
は
な
い
人
の
肖
像
に
関
す
る
紛
争
、
す
な
わ
ち
、
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト
ビ
ジ
ネ
ス
の
一
環
と

し
て
の
肖
像
の
利
用
許
諾
以
外
の
事
案
に
お
い
て
も
契
約
法
理
を
用
い
る
こ
と
を
示
し
た
破
毀
院
判
決
が
出
さ
れ
）
106
（
る
。
事
案
は
、
警
察
官

で
あ
る
原
告
の
職
務
中
の
様
子
を
テ
レ
ビ
局
で
あ
る
被
告
が
撮
影
し
て
テ
レ
ビ
放
送
を
し
た
も
の
で
、
階
級
と
名
を
伏
せ
て
放
送
さ
れ
る

約
束
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
は
そ
れ
ら
の
情
報
を
付
し
て
放
送
し
た
。
破
毀
院
は
、
映
像
の
拡
散
自
体
に
は
同
意
が
あ
っ
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た
こ
と
か
ら
当
該
事
案
に
お
い
て
は
私
生
活
の
侵
害
が
な
か
っ
た
旨
を
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
階
級
と
名
を
伏
せ
る
旨
の
同
意
に
は
、
適

法
に
形
成
さ
れ
た
合
意
は
そ
れ
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
法
律
に
代
わ
る
旨
を
定
め
る
民
法
典
一
一
三
四
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
し

た
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
に
関
す
る
利
益
の
契
約
法
理
に
よ
る
把
握
は
、
芸
能
人
が
有
す
る
財
産
的
利
益
を
超
え
て
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

2　

人
格
権
法
理
と
契
約
法
理
の
接
続

　
二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決
は
、
肖
像
の
商
業
的
活
用
を
企
図
す
る
取
引
に
つ
き
明
示
的
に
民
法
典
九
条
を
根
拠
条
文
と
し
て
示
す
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
肖
像
の
無
断
利
用
に
つ
い
て
生
じ
た
財
産
的
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
際
に
は
民
法
典
九
条
は
適
用
さ
れ
ず
、
不

法
行
為
責
任
の
一
般
規
定
で
あ
る
同
一
三
八
二
条
の
適
用
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
と
す
る
裁
判
例
が
二
〇
〇
六
年
に
出
さ
れ
て
い
）
107
（

る
。
判

決
文
は
、
民
法
典
九
条
の
適
用
を
排
除
す
る
に
際
し
て
、「
私
生
活
の
尊
重
の
侵
害
か
ら
の
保
護
を
行
う
民
法
典
九
条
は
、
本
件
で
は
問

題
に
な
ら
な
い
こ
と
」
及
び
、
請
求
は
「
精
神
的
損
害
の
賠
償
で
は
な
く
、
肖
像
・
名
・
声
の
対
価
な
き
活
用
か
ら
生
じ
る
財
産
的
損
害

の
賠
償
を
得
る
こ
と
を
真
の
目
的
と
し
て
い
る
」
こ
と
を
示
）
108
（
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肖
像
を
相
手
方
に
商
業
目
的
で
利
用
さ
せ
る

契
約
の
有
効
性
を
認
め
る
二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決
に
お
い
て
民
法
典
九
条
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ

き
、
後
の
学
説
に
お
い
て
考
察
が
深
め
ら
れ
て
い
る
。

　
サ
ン
・
ポ
ー
は
、
人
格
権
の
体
系
）
109
（

書
に
お
け
る
自
ら
の
執
筆
箇
）
110
（

所
に
お
い
て
、
本
稿
第
二
章
第
二
節
第
三
項
に
お
い
て
挙
げ
た
ロ
ワ

ゾ
ー
の
論
文
を
参
照
し
な
が
ら
、「〔
人
格
〕
属
性
の
尊
重
に
つ
い
て
の
非
財
産
的
権
利
の
傍
ら
に
、
人
格
属
性
の
使
用
収
益
に
つ
い
て
の

財
産
的
権
利
が
存
す
る
」
こ
と
を
、
自
ら
が
与
す
る
見
解
と
し
て
記
）
111
（
す
。
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
に
人
格
権
を
二
元
的
に
捉
え
る
着
想
の

根
拠
は
契
約
法
の
視
点
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
格
属
性
の
使
用
収
益
に
つ
い
て
の
権
利
を
付
与
す
る
契
約
」

は
、「
人
格
の
派
生
的
権
利
」
を
設
定
す
る
契
約
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
権
利
の
創
出
は
「
公
序
良
俗
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
認
め
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ら
れ
る
契
約
自
由
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
契
約
自
由
は
「
非
財
産
的
な
主
観
的
権
利
の
行
使
の
一
方
式
」
で
あ

る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
自
由
の
根
拠
を
人
格
権
に
求
め
て
い
）
112
（

る
。
こ
の
点
の
理
論
的
基
礎
に
つ
き
、
サ
ン
・
ポ
ー
は
、
各
人

は
自
ら
の
人
格
属
性
を
、
人
間
の
尊
厳
の
原
則
に
合
致
す
る
範
囲
内
で
活
用
す
る
自
由
を
有
し
て
お
り
、
民
法
典
九
条
が
そ
の
自
由
の
基

礎
と
な
る
と
説
明
す
）
113
（
る
。

　
こ
の
説
明
か
ら
は
、
肖
像
が
人
格
属
性
と
し
て
取
引
の
客
体
と
な
る
こ
と
は
、
契
約
自
由
と
い
う
根
拠
の
み
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
契
約
自
由
の
根
拠
が
人
格
権
に
存
す
る
こ
と
か
ら
は
、
人
格
権
が
、
人
格
属
性
の
商
業
活
用
を
企
図

す
る
取
引
を
理
論
的
に
支
え
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
人
格
権
法
理
と
契
約
法
理
の
接
続
が
見
ら
れ
る
。

3　

小　

括

　
二
〇
〇
八
年
破
毀
院
判
決
は
、
包
括
的
に
肖
像
の
利
用
を
許
諾
す
る
内
容
の
契
約
の
有
効
性
を
、
人
格
権
法
理
（
民
法
典
九
条
）
と
契

約
法
理
（
契
約
自
由
の
原
則
）
の
双
方
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
検
討
し
、
当
該
事
案
に
お
い
て
は
契
約
自
由
が
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め
、

契
約
を
有
効
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
直
接
的
に
は
、
契
約
が
包
括
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
無
効
に
な
る
か
否
か
を
検
討
し
た
判
決
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
検
討
の
前
提
と
し
て
、
人
格
属
性
で
あ
る
肖
像
を
契
約
の
目
的
と
す
る
こ
と
を
破
毀
院
は
認
め
た
と
い
え
る
。
こ

の
点
に
つ
き
、
理
論
的
な
構
造
が
学
説
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
肖
像
が
財
産
的
な
側
面
を
有
し
取
引
の
客
体
と
な
る
こ
と
は
、

人
格
権
の
行
使
と
し
て
締
結
さ
れ
る
契
約
に
よ
っ
て
発
生
す
る
財
産
権
と
い
う
構
造
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
契
約
自
由
の
原

則
だ
け
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
構
造
で
は
な
く
、
人
格
権
法
理
と
契
約
法
理
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
構
造
で
あ
る
。
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三
　
考
　
察

㈠
　
フ
ラ
ン
ス
法
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
視
点

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
肖
像
の
財
産
的
側
面
に
対
す
る
法
的
保
護
は
、
当
初
は
侵
害
に
よ
り
生
じ
た
財
産
的
損
害
の
賠
償
を
通
し
た
不

法
行
為
法
上
の
保
護
を
中
心
と
し
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、
学
説
上
の
試
み
に
お
い
て
、
肖
像
に
関
す
る
財
産
的
利
益
が
権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
肖
像
権
に
つ
き
人
格
権
と
財
産
権
と
い
う
二
つ
の
法
的
性
質
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
の
立
場
は
こ
の

二
面
性
を
別
個
の
権
利
と
し
て
構
成
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
多
数
の
学
説
に
お
い
て
二
つ
の
肖
像
権
を
観
念
す
る
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
日
本
に
お
い
て
肖
像
権
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
二
つ
が
別
個
の
権
利
と
し
て
存
在
す
る
状
況
と
実
質
的
に

は
同
一
と
い
え
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
肖
像
権
を
二
元
的
に
把
握
す
る
見
解
に
立
つ
複
数
の
論
者
に
よ
っ

て
、
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権
と
別
個
に
肖
像
の
財
産
権
を
観
念
す
る
発
想
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
区
別

す
る
ア
メ
リ
カ
法
に
着
想
を
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
）
114
（
る
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
人
格
の
財
産
的
権

利
の
確
立
の
必
要
性
を
主
張
す
る
見
解
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
質
的
根
拠
と
し
て
、
製
品
の
広
告
を
通
し
た
人
格
属
性
の
活
用
の
事
例
を

念
頭
に
お
い
た
顧
客
吸
引
力
（pouvoir attractif

）
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
）
115
（

る
。
日
本
に
お
け
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
論
の
導
入

も
ア
メ
リ
カ
法
の
参
照
に
端
を
発
し
て
お
）
116
（
り
、
ま
た
、
同
権
利
の
中
核
概
念
は
、
平
成
二
四
年
判
決
に
お
け
る
権
利
の
定
義
に
も
掲
げ
ら

れ
て
い
る
顧
客
吸
引
力
で
あ
）
117
（

る
。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
法
が
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
」
そ
の
も
の
を
観
念
す
る
形
を
取
ら
ず
、
肖
像
の
財

産
的
権
利
、
あ
る
い
は
広
く
一
般
に
、
人
格
の
財
産
的
権
利
と
い
う
も
の
を
論
じ
て
い
る
と
し
て
も
、
両
国
の
議
論
は
実
質
的
に
は
同
じ

問
題
に
つ
い
て
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
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し
か
し
、
肖
像
に
関
す
る
法
的
保
護
に
つ
き
人
格
権
と
財
産
権
の
二
つ
を
想
起
す
る
こ
と
か
ら
検
討
の
段
階
を
一
歩
進
め
て
、
フ
ラ
ン

ス
法
の
学
説
に
お
け
る
、
肖
像
権
の
人
格
権
的
側
面
と
財
産
権
的
側
面
の
関
係
性
を
理
論
的
に
説
明
す
る
試
み
に
着
目
し
た
場
合
に
は
、

日
本
法
へ
の
示
唆
と
な
り
う
る
有
益
な
視
点
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
肖
像
の
財
産
的
側
面
に
対
す
る
法
的
保
護
が
契
約

法
理
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
点
で
あ
る
。
第
二
章
第
三
節
第
二
項
で
挙
げ
た
サ
ン
・
ポ
ー
の
見
解
は
、
人
は
自
ら

の
人
格
属
性
を
活
用
す
る
契
約
を
締
結
す
る
自
由
を
有
し
、
こ
の
こ
と
は
人
格
権
の
「
母
体
」
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
民
法
典
九
条
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
の
理
論
に
従
え
ば
、
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権
と
肖
像
に
つ
い
て
の
財
産
権
を
媒
介
す
る
の
が
契

約
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
は
、
契
約
自
由
と
い
う
契
約
法
に
お
け
る
指
導
原
理
と
、
人
格
保
護
を
担
う
人
格
権
法
理
と
の

関
係
を
、
相
容
れ
な
い
価
値
を
体
現
し
反
目
し
あ
う
関
係
と
は
捉
え
な
い
発
想
が
う
か
が
え
る
。
人
格
権
法
理
と
契
約
法
理
と
を
適
切
に

接
続
さ
せ
る
形
で
議
論
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
属
性
で
あ
る
肖
像
を
、
被
侵
害
利
益
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
取
引
客
体
と
し
て
把
握

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
法
の
検
討
か
ら
汲
み
取
れ
る
。

㈡
　
日
本
法
へ
の
示
唆

　
従
来
、
日
本
法
は
、
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
け
る
肖
像
の
商
業
的
活
用
が
人
格
権
と
財
産
権
の
両
方
の
問
題
で
あ
る
こ
と

に
関
し
て
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
法
的
性
質
論
と
い
う
形
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
侵
害
事
案
を
中
心
と
し

た
判
例
法
理
が
形
成
す
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
法
的
性
質
と
し
て
、
人
格
権
と
財
産
権
の
両
方
の
可
能
性
を
見
出
し
、
ど
ち
ら
か
を
選
択

し
、
あ
る
い
は
双
方
の
併
存
の
あ
り
方
を
整
序
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
の
財
産

権
的
側
面
の
分
析
は
、
侵
害
局
面
に
お
け
る
人
格
権
的
側
面
と
財
産
権
的
側
面
の
二
面
性
と
は
異
な
る
局
面
の
存
在
を
浮
彫
に
す
る
。
そ

れ
は
、
人
格
属
性
で
あ
る
肖
像
に
つ
い
て
の
権
利
が
契
約
の
目
的
と
な
る
取
引
の
局
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
の
有
効
性
に
つ
い
て

は
、
日
本
で
は
、
序
論
に
て
示
し
た
よ
う
に
、
侵
害
事
案
で
の
損
害
賠
償
が
肖
像
使
用
料
相
当
額
の
逸
失
利
益
に
つ
き
認
め
ら
れ
る
こ
と



肖像に対する法的保護の財産権的側面の分析

225

か
ら
、
そ
の
有
効
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
み
で
、
こ
の
点
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
る

こ
と
は
少
な
）
118
（

い
。
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
人
格
権
的
側
面
と
財
産
権
的
側
面
を
い
か
に
し
て
整
序
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
肖
像
の
商
業

的
活
用
の
た
め
に
締
結
さ
れ
る
契
約
の
有
効
性
論
の
次
元
に
お
い
て
も
、
よ
り
意
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
次
元
に
お
け
る
整
序
の

視
点
は
、
契
約
締
結
の
自
由
の
根
拠
と
し
て
の
人
格
権
と
、
契
約
の
効
果
と
し
て
発
生
す
る
財
産
権
と
な
ろ
う
。

四
　
結
び
に
か
え
て

　
本
稿
は
、
人
格
属
性
で
あ
る
人
の
肖
像
は
ど
の
よ
う
な
理
論
構
造
に
お
い
て
取
引
の
客
体
と
な
る
の
か
を
、
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の

議
論
を
深
め
る
た
め
の
前
提
問
題
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
肖
像
取
引
の
理
論
的
基
礎
づ
け
に

お
い
て
、
人
格
権
法
理
と
契
約
法
理
を
適
切
に
接
続
す
る
と
い
う
視
点
を
得
た
。
た
だ
、
そ
の
先
の
帰
結
で
あ
る
、
肖
像
に
関
し
て
締
結

さ
れ
る
契
約
の
有
効
性
の
個
々
の
事
案
に
応
じ
た
判
断
方
法
、
締
結
さ
れ
た
契
約
の
性
質
決
定
の
問
題
、
契
約
の
効
果
と
し
て
発
生
す
る

財
産
権
は
物
権
か
債
権
か
と
い
う
問
題
な
ど
に
は
検
討
が
及
ば
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
を
今
後
の
課
題
と
し
て
示
す
こ
と
を
も
っ
て
、

本
稿
の
結
び
に
か
え
た
い
。

　〔
付
記
〕
本
研
究
は
平
成
二
七
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（13J02579

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  

パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
関
す
る
議
論
状
況
と
文
献
に
つ
い
て
は
、
上
野
達
弘
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
め
ぐ
る
課
題
と
展
望
」
高
林
龍
編
『
知
的
財

産
法
制
の
再
構
築
』
一
八
五
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
が
詳
し
い
。
最
近
の
主
な
文
献
と
し
て
は
、
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
附
属
著
作

権
研
究
所
『
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
肖
像
権
委
員
会
』（
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
）、
本
山
雅
弘
「
パ
ブ
リ
シ
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テ
ィ
権
の
権
利
構
成
の
展
開
と
そ
の
意
味
に
関
す
る
覚
書
」
国
士
館
四
五
号
五
七
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
辰
巳
直
彦
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
再

論

―
人
格
的
要
素
の
『
私
的
所
有
』」
同
志
社
大
学
知
的
財
産
法
研
究
会
編
『
知
的
財
産
法
の
挑
戦
』
三
二
九
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）、

内
藤
篤
＝
田
代
貞
之
『
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
概
説
（
第
三
版
）』（
木
鐸
社
、
二
〇
一
四
年
）、
上
野
達
弘
「
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
」
吉
田
克
己
＝

片
山
直
也
編
『
財
の
多
様
化
と
民
法
学
』
三
九
九
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）  
下
級
審
裁
判
例
に
関
し
て
は
、
肖
像
に
対
す
る
法
的
保
護
が
財
産
的
側
面
に
お
い
て
初
め
て
認
め
ら
れ
た
の
は
東
京
地
判
昭
和
五
一
・
六
・
二

九
判
タ
三
三
九
号
一
三
六
頁
〔
マ
ー
ク
・
レ
ス
タ
ー
事
件
〕
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
な
お
、「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
」
の
語
を
用
い
た
上
で
の
保
護
は
、

東
京
地
判
平
成
元
・
九
・
二
七
判
時
一
三
二
六
号
一
三
七
頁
〔
光G

EN
JI

事
件
〕
に
お
い
て
初
め
て
認
め
ら
れ
た
。

（
3
）  

東
京
地
判
平
成
一
七
・
三
・
三
一
判
タ
一
一
八
九
号
二
六
七
頁
〔
長
島
一
茂
事
件
〕、
東
京
高
判
平
成
一
八
・
四
・
二
六
判
タ
一
二
一
四
号
九

一
頁
〔
ブ
ブ
カ
ス
ペ
シ
ャ
ル
7
事
件
・
控
訴
審
〕、
東
京
地
判
平
成
二
二
・
一
〇
・
二
一
判
例
集
未
登
載
（
平
成
二
一
年
（
ワ
）
四
三
三
一
号
）

〔
ペ
・
ヨ
ン
ジ
ュ
ン
事
件
〕
な
ど
。

（
4
）  

平
成
二
四
年
判
決
の
金
築
誠
志
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
よ
る
。

（
5
）  

た
だ
し
、
平
成
二
四
年
判
決
後
に
出
さ
れ
た
下
級
審
裁
判
例
（
東
京
地
判
平
成
二
五
・
四
・
二
六
判
例
集
未
登
載
（
平
成
二
二
年
（
ワ
）
四
六

四
五
〇
号
）〔EN

JOY M
AX

事
件
〕）
に
お
い
て
は
、
使
用
料
相
当
額
と
は
別
の
損
害
と
し
て
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
毀
損
」
が
認
定
さ
れ
た
。

こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
で
あ
る
女
性
芸
能
人
の
写
真
の
無
断
掲
載
に
あ
た
り
、
性
的
な
関
心
を
喚
起
す
る
内

容
の
記
述
を
写
真
に
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
が
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
毀
損
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）  

前
掲
注
（
2
）
マ
ー
ク
・
レ
ス
タ
ー
事
件
、
前
掲
注
（
2
）
光G

EN
JI

事
件
、
東
京
地
決
昭
和
五
三
・
一
〇
・
二
判
タ
三
七
二
号
九
七
頁

〔
王
貞
治
事
件
〕、
東
京
高
判
平
成
一
一
・
二
・
二
四
判
例
集
未
登
載
（
平
成
一
〇
年
（
ネ
）
六
七
三
号
）〔
キ
ン
グ
・
ク
リ
ム
ゾ
ン
事
件
・
控
訴

審
〕、
前
掲
注
（
3
）
ブ
ブ
カ
ス
ペ
シ
ャ
ル
7
事
件
・
控
訴
審
、
平
成
二
四
年
判
決
な
ど
、
他
多
数
。

（
7
）  

富
山
地
判
昭
和
六
一
・
一
〇
・
三
一
判
時
一
二
一
八
号
一
二
八
頁
〔
藤
岡
弘
事
件
〕。
原
告
俳
優
と
被
告
の
間
で
締
結
さ
れ
た
広
告
出
演
契
約

が
終
了
し
た
後
も
被
告
が
原
告
の
肖
像
を
広
告
に
使
用
し
続
け
た
事
案
。

（
8
）  

知
財
高
判
平
成
二
〇
・
二
・
二
五
判
例
集
未
登
載
（
平
成
一
八
年
（
ネ
）
一
〇
〇
七
二
号
）〔
プ
ロ
野
球
選
手
事
件
・
控
訴
審
〕。
ま
た
、
肖
像

使
用
権
の
譲
渡
契
約
の
対
抗
力
が
争
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
東
京
高
判
平
成
一
四
・
七
・
一
七
判
時
一
八
〇
九
号
三
九
頁
〔
黒
夢
事
件
・
控
訴

審
〕。

（
9
）  

特
に
こ
の
点
に
重
き
を
置
い
て
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
保
護
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
窪
田
充
見
「
不
法
行
為
法
学
か
ら
見
た
パ
ブ
リ
シ
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テ
ィ

―
生
成
途
上
の
権
利
の
保
護
に
お
け
る
不
法
行
為
法
の
役
割
に
関
す
る
覚
書
」
民
商
一
三
三
巻
四
・
五
号
一
四
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）。

（
10
）  

な
お
、「
身
体
の
財
産
的
価
値
の
活
用
と
そ
の
帰
属
と
い
う
観
点
か
ら
」
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
す
る
も

の
と
し
て
、
吉
田
克
己
「
身
体
の
法
的
地
位
（
一
）」
民
商
一
四
九
巻
一
号
一
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
11
）  
た
と
え
ば
、
譲
渡
可
能
性
に
つ
き
消
極
的
な
見
解
と
し
て
、
中
島
基
至
「
判
解
」
最
判
解
民
事
篇
平
成
二
四
年
度
一
八
三
頁
（
二
〇
一
五
年
）

な
ど
。
積
極
的
な
見
解
と
し
て
、
斉
藤
博
「
プ
ロ
野
球
選
手
の
氏
名
・
肖
像
が
有
す
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
価
値
」
新
潟
四
四
巻
四
号
一
六
頁
（
二
〇

一
二
年
）
な
ど
。
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
分
割
す
る
発
想
に
よ
り
、
そ
の
一
部
の
譲
渡
を
認
め
る
見
解
と
し
て
、
坂
田
均
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利

の
包
括
性
に
つ
い
て
」
同
法
六
〇
巻
七
号
八
二
四
頁
（
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

（
12
）  

フ
ラ
ン
ス
の
肖
像
権
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
、
石
井
智
弥
「
人
格
権
固
有
の
利
益
の
保
護

―
肖
像
権
を
中
心
に

―
」
専
大
院
三
二

号
一
頁
（
二
〇
〇
三
年
）、
遠
藤
史
啓
「
不
法
行
為
法
に
お
け
る
権
利
・
利
益
の
意
義

―
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
議
論
を
手
掛
り

に

―
」
神
奈
四
七
巻
三
号
一
一
九
頁
（
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
13
）  Trib. civ. Seine 10 févr. 1905, D. 1905. 2. 389 ; Cass. civ. 1

re Ch. 20 juin 1966, J. C. P. 1966. II. 14890, note Raym
ond  

L
in

d
o

n ; Trib. gr. inst. Paris 3
e Ch. 16 févr. 1973, D. 1973. inf. rap. 212 ;  Paris 14 m

ai 1975, D. 1976. 291, note Raym
ond  

L
in

d
o

n ; Cass. civ. 1
re Ch. 4 nov. 2011, CCE. n

o3, M
ars 2012, com

m
. 33, note Agathe L

epag
e

な
ど
。

（
14
）  Cass. civ. 1

re Ch. 11 déc. 2008, J. C. P. 2009. II. 10025, note G
régoire L

o
iseau.

（
15
）  Trib. civ. Seine 1

re Ch. juin 16 1858, D. 1858. 3. 62.

（
16
）  Trib. com

. Seine 13 juin 1892, G
az. Pal. 1892. 2. 107.

（
17
）  

東
京
地
判
昭
和
二
七
・
一
〇
・
八
判
タ
二
四
号
四
五
頁
〔
人
違
い
連
行
・
撮
影
事
件
〕、
最
大
判
昭
和
四
四
・
一
二
・
二
四
刑
集
二
三
巻
一
二

号
一
六
二
五
頁
〔
京
都
府
学
連
事
件
〕
な
ど
。

（
18
）  

日
本
の
肖
像
権
判
例
の
事
案
類
型
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
村
上
孝
止
『
勝
手
に
撮
る
な
！
肖
像
権
が
あ
る
！
増
補
版
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
六

年
）
を
参
照
。

（
19
）  

こ
の
時
期
の
裁
判
例
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
、
石
井
・
前
掲
注
（
12
）
二
五
頁
以
下
。

（
20
）  Supra note 15.

（
21
）  Supra note 16.

（
22
）  Lyon 8 juill. 1887, D. 1887. 2. 180.
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（
23
）  Trib. civ. Seine 10 févr. 1905, D. 1905. 2. 389.

（
24
）  Trib. civ. Seine 9

e Ch. 24 m
ars 1937, G

az. Pal. 1937. II. 154. 

そ
の
事
案
は
、
原
告
と
被
告
が
当
初
は
合
意
の
上
で
、
被
告
が
原
告
に

五
〇
フ
ラ
ン
を
払
う
約
束
に
お
い
て
、
広
告
に
使
用
す
る
た
め
に
被
告
が
ス
タ
ジ
オ
で
原
告
を
撮
影
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
原
告
は

五
〇
フ
ラ
ン
と
い
う
安
い
金
額
を
拒
否
し
、
写
真
の
公
表
を
禁
じ
た
が
、
そ
の
禁
止
に
背
い
て
被
告
が
雑
誌
に
原
告
の
写
真
を
公
表
し
た
と
い
う

事
情
が
あ
る
。

（
25
）  Trib. com

. Seine 11
e Ch. 12 m

ai 1934, G
az. Pal. 1934. II. 238.

（
26
）  

こ
の
こ
と
はSupra note 16 

に
付
さ
れ
た
無
署
名
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、「
あ
ら
ゆ
る
個
人
は
そ
の
肖
像
画
・
肖
像
写
真
の
あ
ら
ゆ
る
形
態

に
お
け
る
公
へ
の
展
示
を
禁
じ
る
権
利
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
範
に
対
す
る
い
か
な
る
例
外
も
、
被
写
体
が
劇
場
に
お
い
て
公
に
演
じ
ら

れ
た
劇
に
出
演
し
た
芸
能
人
で
あ
る
と
い
う
本
件
の
状
況
か
ら
導
か
れ
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

（
27
）  Supra note 16.

（
28
）  Supra note 25.

（
29
）  Id., p. 238.

（
30
）  Trib. com

. Seine 11 m
ai 1939, G

az. Pal. 1939. 2. 243.

（
31
）  Id., p. 245.

（
32
）  

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
格
権
理
論
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
石
井
智
弥
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
人
格
権
保
護
の
発
展
（
一
）」
茨
社
五
〇
号

一
七
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

（
33
）  Étienne-Ernest-H

ippolyte P
erreau, D

es droits de la personnalité, RTD
 civ., 1909, p. 517.

（
34
）  Id., p. 518. 

こ
れ
ら
二
つ
の
例
は
、
石
井
・
前
掲
注
（
32
）
二
三
頁
に
お
い
て
、「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
」

と
評
さ
れ
て
い
る
。

（
35
）  Supra note 33, p. 519.

（
36
）  Louis Jo

sseran
d, La personne hum

aine dans le com
m
erce juridique, D

. 1932. Chron. 1.

（
37
）  

た
だ
し
、
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
論
文
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
具
体
例
は
、
航
空
輸
送
に
お
け
る
人
身
損
害
の
責
任
の
事
前
免
除
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
や

美
容
外
科
手
術
に
お
け
る
危
険
の
引
受
け
、
人
の
運
送
に
関
わ
る
契
約
責
任
に
つ
き
物
の
ル
ー
ル
を
準
用
す
る
こ
と
、
な
ど
に
つ
き
「
人
間
」
の

金
銭
化
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
氏
名
や
肖
像
に
つ
き
直
接
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
の
肖
像
権
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
学
説
は
、
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こ
の
ジ
ョ
ス
ラ
ン
の
論
文
を
、
人
格
属
性
の
商
業
化
に
つ
い
て
語
る
際
の
代
表
的
な
先
行
業
績
と
し
て
扱
っ
て
い
る
（
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
す
る

も
の
と
し
て Jean S

to
u

fflet, Le droit de la personne sur son im
age : quelques rem

arques sur la protection de la personnalité, J. 
C. P. 1957. I, 1374. n

o25 ; Jerem
y A

n
tippas, Propos dissidents sur les droits dits « patrim

oniaux » de la personnalité, RTD. 
com

., 2012, n
o1, p. 35 

な
ど
）。

（
38
）  Supra note 16.

（
39
）  Poitiers 1

re Ch. 21 oct. 1935, D. 1936. 45.

（
40
）  Supra note 25.

（
41
）  Supra note 23.

（
42
）  H

enri F
o

u
g

ero
l, La figure hum

aine, thèse Paris, 1913, p. 19.

（
43
）  Roger N

erso
n, Les droits extrapatrim

oniaux, thèse Paris, 1939, p. 144.

（
44
）  Jean C

arbo
n

n
ier, note sous Trib. corr. G

rasse 8 févr. 1950, D. 1950. p. 714.

（
45
）  

た
だ
しBernard E

d
elm

an, Esquisse d

’une théorie du sujet : l

’hom
m
e et son im

age, D
. 1970, Chron. 119 

は
自
己
所
有
権
理
論
を

前
提
と
し
て
所
有
権
構
成
を
肯
定
す
る
。

（
46
）  Supra note 42, p. 18, Supra note 43, p. 142.

（
47
）  Supra note 42, p. 18 et p. 27 -31, Supra note 43, p. 142 et p. 144 -145.

（
48
）  C

arbo
n

n
ier, Supra note 44, p. 714.

（
49
）  S

to
u

fflet, Supra note 37.

（
50
）  G

régoire L
o

iseau, D
es droits patrim

oniaux de la personnalité en droit français, M
cG

ill L. J., 1997. 42. 326.

（
51
）  S

to
u

fflet, Supra note 37, n
o25.

（
52
）  S

to
u

fflet, Supra note 37, n
o4 -5.

（
53
）  

具
体
的
に
は
、
財
産
的
利
益
と
非
財
産
的
利
益
の
適
切
な
調
整
の
た
め
に
、
肖
像
に
関
す
る
契
約
の
一
方
的
破
棄
を
認
め
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

（
54
）  S

to
u

fflet, Supra note 37, n
o34.

（
55
）  Paris 5

e Ch. 1
re déc. 1965, J. C. P. 1966. II. 14711, note Raym

ond L
in

d
o

n. 

本
稿
に
先
行
す
る
紹
介
と
し
て
、
石
井
・
前
掲
注
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（
12
）
三
〇
頁
。

（
56
）  Id.

（
57
）  Cass. civ. 1

re Ch. 20 juin 1966, J. C. P. 1966. II. 14890, note Raym
ond L

in
d

o
n.

（
58
）  Id.

（
59
）  Id.

（
60
）  Trib. gr. inst. Paris 3

e Ch. 16 févr. 1973, D. 1973. inf. rap. 212.

（
61
）  Paris 14 m

ai 1975, D. 1976. 291. note Raym
ond L

in
d

o
n.

（
62
）  

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
九
条
に
関
す
る
日
本
語
文
献
と
し
て
、
北
村
一
郎
「
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利

―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
《
人
の
法
＝

権
利
》
の
復
権
」『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
展
望
』
二
一
五
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。
条
文
の
日
本
語
訳
も
こ
の
論
文

に
従
っ
た
。

（
63
）  François T

erré et D
om

inique F
en

o
u

illet, D
roit civil, Les personnes, 8

e ed., 2012, n
o108, p. 118.

（
64
）  Agathe L

epag
e, L

’article 9 du code civil peut-il constituer durablem
ent la 

“matrice

” des droits de la personnalité ? , G
az. Pal. 

2007. 1497.

（
65
）  Em

m
anuel G

aillard, La double nature du droit à l

’image et ses conséquences en droit positif français, D
. 1984. Chron. 162 

に
お
い
て
、
こ
の
点
が
前
提
状
況
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
肖
像
権
と
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
見
解
が

分
か
れ
て
お
り
、
肖
像
権
に
お
け
る
精
神
的
な
利
益
の
保
護
に
関
し
て
は
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
一
態
様
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
見
解
も

あ
る
（D

aniel A
cq

u
aro

n
e, L

’ambiguïté du droit à l
’image, D

. 1985. Chron. 129. 

な
ど
）。
し
か
し
、Trib. gr. inst. G

rasse, Référés, 
27 févr. 1971, J. C. P. II. 16734

に
お
い
て
は
、
私
生
活
の
内
密
の
侵
害
が
な
い
事
案
に
つ
き
肖
像
権
の
侵
害
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

Cass. civ. 1
re Ch. 12 déc. 2000, D. 2001. 2434. note Jean-Christophe S

ain
t-P

au 

は
、「
私
生
活
の
尊
重
へ
の
侵
害
と
、
肖
像
に
対
す
る

侵
害
は
、
損
害
発
生
原
因
と
し
て
区
別
さ
れ
、
異
な
る
賠
償
請
求
権
を
導
く
」
と
判
示
し
た
。

（
66
）  G

aillard, Supra note 65, p. 161.

（
67
）  Id., p. 162 -163.

（
68
）  Id., p. 163.

（
69
）  Id., p. 163.
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（
70
）  A

cq
u

aro
n

e, Supra note 65.

（
71
）  Id., n

o17, p. 132.
（
72
）  Id., n

o25, p. 134.
（
73
）  G

illes G
o

u
beau

x, Traité de droit civil : Les personnes, L. G. D. J., 1989, n
o315, p. 295 -296 

は
こ
の
よ
う
な
見
方
を
承
認
す
る
も
の

と
言
え
る
。

（
74
）  M

arie S
ern

a, L

’image des personnes physiques et des biens, Econom
ia, 1997. 

な
お
、
こ
の
学
位
論
文
に
つ
い
て
は
、
大
村
敦
志
「
二

〇
世
紀
が
民
法
に
与
え
た
影
響
（
一
）

―
人
・
物
・
契
約
を
め
ぐ
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
の
研
究
動
向

―
」
法
協
一
二
〇
巻
一
号
二
一

九
―
二
二
〇
頁
（
二
〇
〇
三
年
）（
再
録
：『
学
術
と
し
て
の
民
法
Ⅰ
　
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
か
ら
』
一
三
一
―
一
三
三
頁
、
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
い
て
論
評
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「droit à l

’image

」 

と
「droit sur l

’image

」
に
つ
き
、「
イ
メ
ー
ジ

へ
の
／
に
対
す
る
権
利
」
と
い
う
訳
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
日
本
に
お
け
る
肖
像
権
及
び
人
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権

と
の
比
較
対
象
と
し
て
捉
え
る
目
的
か
ら
、
日
本
法
と
共
通
の
用
語
で
あ
る
「
肖
像
権
」
の
語
を
使
っ
て
こ
れ
ら
の
権
利
を
訳
す
こ
と
と
し
た
。

（
75
）  S

ern
a, Supra note 74, p. 1.

（
76
）  

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
二
八
条
は
「
取
引
さ
れ
る
物
で
な
け
れ
ば
、
合
意
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
定
め
て
お
り
、
人
の
肖
像
が

「
取
引
さ
れ
る
物
（choses qui sont dans le com

m
erce

）」
に
該
ら
な
い
場
合
に
は
同
一
一
〇
八
条
が
定
め
る
「
約
務
の
内
容
（m

atière

）

を
形
成
す
る
確
定
し
た
目
的
（objet

）」
と
い
う
合
意
の
有
効
性
要
件
を
満
た
さ
ず
、
人
の
肖
像
の
取
引
は
違
法
と
な
る
。
セ
ル
ナ
は
そ
の
よ
う

な
帰
結
に
反
対
す
る
。
な
お
、
法
改
正
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
条
文
に
は
変
更
が
加
え
ら
れ
る
。
契
約
法
、
債
務
の
一
般
的
規
律
及
び
債
務
の
証
明

の
改
正
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
二
月
一
六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
〇
一
六
―
一
三
一
号
は
、
改
正
前
の
一
一
二
八
条
を
削
除
し
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
契
約
法
、
債
務
の
一
般
的
規
律
及
び
債
務
の
証
明
の
改
正
に
関
す
る
二
〇
一
六
年
二
月
一
六
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
〇
一
六
―
一

三
一
号
に
つ
い
て
の
共
和
国
大
統
領
へ
の
報
告
書
に
記
載
が
あ
る
。
契
約
内
容
か
ら
見
た
契
約
の
有
効
要
件
に
つ
い
て
の
記
載
箇
所
に
お
い
て
、

改
正
前
は
契
約
の
目
的
の
合
法
性
（licéité de l

’objet

）
の
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
新
条
文
で
は
契
約
が
公
序
に
合
致
し
て
い
る

こ
と
の
要
求
（la nécessaire conform

ité du contrat à l

’ordre public
）
と
し
て
表
れ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
（
新
一
一
六
二
条

は
、「
契
約
は
公
序
に
悖
っ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
規
定
す
る
）。

（
77
）  S

ern
a, Supra note 74, p. 23 -24.

（
78
）  Id., p. 48.
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（
79
）  

本
文
中
で
言
及
し
た
セ
ル
ナ
の
見
解
の
ほ
か
に
、André B

ertran
d, D

roit à la vie privée et droit à l

’image, Litec, 1999, p. 134 -138

も
、
肖
像
に
関
す
る
権
利
を
受
動
的
・
防
御
的
側
面
と
積
極
的
側
面
に
分
け
て
捉
え
る
。
ま
た
、Pierre B

erlio
z, La notion de bien, L. G. D. 

J., 2007, n
o1593 -1594, p. 496

も
肖
像
へ
の
権
利
（droit à l

’image

）
と
肖
像
に
対
す
る
権
利
（droit sur l

’image

）
と
い
う
区
分
を
示
す

が
、
そ
の
説
明
に
お
い
て
は
、
前
者
を
人
自
身
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
そ
の
人
の
外
観
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
拒
む
権
利
と
理
解
し
、
後
者
を
人
自
身

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
そ
の
人
の
外
観
の
使
用
に
関
し
て
の
権
利
と
理
解
す
る
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
80
）  
な
お
、
肖
像
権
の
二
面
性
を
指
摘
す
る
こ
れ
ら
の
見
解
に
反
対
す
る
学
説
も
少
数
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
。
ア
ン
テ
ィ
パ
（A

n
tippas, Supra 

note 37
）
は
、
肖
像
等
は
、
経
済
的
な
目
的
で
行
使
・
援
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
精
神
的
利
益
保
護
の
場
合
と
同
じ
く
一
つ
の
同
じ
人

格
権
の
下
で
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
肖
像
の
精
神
的
利
益
を
保
護
す
る
権
利
も
、
経
済
的
利
益
を
保
護
す
る
権
利
も
ど
ち
ら
も
単
一

の
権
利
と
し
て
の
人
格
権
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
肖
像
に
は
財
産
的
権
利
と
し
て
の
肖
像
権
し
か
存
在
せ
ず
、
従
来

肖
像
権
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
精
神
的
利
益
保
護
の
た
め
の
権
利
は
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
吸
収
さ
れ
る
と
す
る
見
解
（Théo  

H
assler, Contribution à la nature juridique du droit « patrim

onial » à l

’image, RLD
I avr. 2010, p. 70

）
も
存
在
す
る
。

（
81
）  L

o
iseau, Supra note 50, p. 321.

（
82
）  Id., p. 48, p. 329.

（
83
）  Id., p. 48, p. 328.

（
84
）  Id., p. 48, p. 328 et p. 330.

（
85
）  Id., p. 48, p. 333.

（
86
）  Id., p. 48, p. 338.

（
87
）  

ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
論
文
以
前
に
「
財
産
的
権
利
」
の
語
を
判
決
文
中
で
用
い
た
も
の
と
し
て
、Trib. gr. inst. Lyon 17 déc. 1980, D. 1981. 

202, note Raym
ond L

in
d

o
n et D

aniel A
m

so
n 

が
あ
る
。
ガ
イ
ヤ
ー
ル
の
論
文
以
後
で
は Trib. gr. inst. Aix-en Provence 1

re Ch. 24 
nov. 1988. J. C. P. G

. 1989. 21329, note Joël H
en

d
erycksen 

が
、
初
め
て
肖
像
の
財
産
的
権
利
を
承
認
し
た
判
決
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
。

（
88
）  A

n
tippas, Supra note 37, n

o9, p. 46 -47.

（
89
）  

学
説
に
お
い
て
、
肖
像
権
を
契
約
の
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、Christophe C

aro
n, Les 

contrats d'exploitation de l

’image de la personne, in L'im
age journée nationale Tom

e 8 G
renoble, D

alloz, 2005, p. 95. 

な
お
、
日
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本
語
文
献
に
お
い
て
は
、
大
村
・
前
掲
注
（
74
）
二
二
一
―
二
二
二
頁
が
、
人
格
属
性
の
商
業
化
に
お
け
る
契
約
の
機
能
に
着
目
す
る
。
ま
た
、

遠
藤
・
前
掲
注
（
12
）
一
五
四
頁
及
び
一
六
五
頁
は
、
肖
像
権
を
不
法
行
為
法
上
の
保
護
か
ら
分
析
す
る
論
文
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お

い
て
は
肖
像
が
契
約
の
対
象
と
な
り
う
る
か
と
い
う
問
題
が
存
す
る
こ
と
に
言
及
す
る
。

（
90
）  Jean H

AU
SER note, RTD. civ., 2009, p. 296. 

に
よ
る
表
現
。

（
91
）  Cass. civ. 1

re Ch. 11 déc. 2008, CCE. nº2, Février 2009, com
m
. 12.

（
92
）  
具
体
的
に
は
、
本
件
に
お
い
て
ポ
ル
ノ
利
用
が
許
可
の
範
囲
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

（
93
）  Supra note 91.

（
94
）  G

régoire L
o

iseau, La crise existentielle du droit patrim
onial à l

’image, D
. 2010. 450.

（
95
）  A

n
tippas, Supra note 37, n

o9, p. 46 -47.

（
96
）  Christophe C

aro
n note, CCE. nº2, Février 2009, com

m
. 12.

（
97
）  Id.

（
98
）  H

au
ser, Supra note 90, p. 296.

（
99
）  L

o
iseau, Supra note 94.

（
100
）  Thierry R

ev
et note, RTD. civ. 2009. 343.

（
101
）  C

aro
n, Supra note 96.

（
102
）  Yves-M

arie L
aith

ier note, RD
C. Avril 2009. p. 477.

（
103
）  H

au
ser, Supra note 90, p. 296.

（
104
）  R

ev
et,  Supra note 100, p. 344.

（
105
）  Laurent L

ev
en

eu
r note, CCC. nº3, M

ars 2009, com
m
. 68.

（
106
）  Cass. civ. 1

re Ch. 4 nov. 2011, CCE. nº3, M
ars 2012, com

m
. 33, note Agathe L

epag
e.

（
107
）  Trib. gr. inst. Paris 3

e Ch. 28 sept. 2006, Légipresse nº239, M
ars 2007, III, p. 54, note J.-M

. B
ru

g
u

iére. 

こ
の
判
決
が
出
る
以
前

に
は
、Agnès Lucas-S

ch
lo

etter, D
roit m

oral et droits de la personnalité. Ètude de droit com
paré français et allem

and, t. 1, 
PU

AM
, 2002, n

o375, p. 283 

に
よ
っ
て
こ
の
帰
結
が
説
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
判
決
が
出
た
後
の
学
説
に
お
い
て
も
、Laure M

arin
o, La 

patrim
onialisation du nom

, de la voix, et de l

’image, in Traité de droit de la presse et des m
édias, Litec, 2009, n

o1796, p. 1047 
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に
よ
り
こ
の
帰
結
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
108
）  Trib. gr. inst. Paris 3

e Ch. 28 sept. 2006, Légipresse nº239, M
ars 2007, III, p. 55.

（
109
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

au （sous la direction de

）, D
roits de la personnalité, LexisN

exis, 2013.
（
110
）  S

ain
t-P

au, Le droit au respect de la vie privée, Id., n
o1077, p. 673.

（
111
）  Id., n

o1156, p. 714.

（
112
）  Id., n

o1157, p. 715.

（
113
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

au, JCl. Civil Code, Art.9, fasc. 20, 2012, n
o104, p. 20.

（
114
）  G

aillard, Supra note 65, p. 162 ; B
ertran

d, Supra note 79, n
o290, p. 137 ; L

o
iseau, Supra note 50, p. 321 et p. 333 -334.

（
115
）  L

o
iseau, Supra note 50, p. 331. 

な
お
、
顧
客
吸
引
力
（pouvoir attractif

）
へ
の
言
及
は
、
他
に
も
例
え
ばS

to
u

fflet, Supra note 
37, n

o26 

に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

（
116
）  

阿
部
浩
二
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
不
当
利
得
」
谷
口
知
平
編
『
注
釈
民
法
（
一
八
） 

債
権
（
九
）』
五
五
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）。

（
117
）  

た
だ
し
、
北
村
行
夫
「
顧
客
吸
引
力
理
論
の
破
綻
と
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
理
論
の
再
構
築
」
コ
ピ
ラ
イ
ト
五
〇
五
号
二
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
は
顧

客
吸
引
力
概
念
の
有
用
性
に
つ
い
て
懐
疑
的
で
あ
る
。

（
118
）  

数
少
な
い
例
と
し
て
、
前
掲
注
（
8
）
プ
ロ
野
球
選
手
事
件
で
は
、
プ
ロ
野
球
選
手
と
球
団
の
間
で
締
結
さ
れ
た
、
選
手
の
氏
名
及
び
肖
像
の

使
用
を
独
占
的
に
許
諾
す
る
契
約
条
項
が
民
法
九
〇
条
に
よ
り
無
効
と
な
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
第
一
審
判
決
・
控
訴
審
判
決
の
双
方
に
お
い

て
、
選
手
側
に
よ
る
契
約
条
項
無
効
の
主
張
は
退
け
ら
れ
た
。

隈
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と
　
り
か
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
私
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
民
法


