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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
問
題
の
所
在

　
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
人
格
権
や
人
格
的
利
益
の
法
的
保
護
が
重
要
と
な
っ
て
い（
1
）る。

と
り
わ
け
、
肖
像
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ

た
精
神
的
人
格
権
の
侵
害
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
の
普
及
と
も
相
ま
っ

て
、
深
刻
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
情
報
技
術
の
発
展
に
伴
う
負
の
側
面
へ
の
対
応
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
精
神
的
人
格

権
の
保
護
法
理
を
構
築
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ（
2
）る。

　
本
稿
は
、
精
神
的
人
格
権
の
保
護
法
理
を
具
体
的
に
提
示
す
る
た
め
に
は
、
人
格（
3
）権侵

害
に
お
け
る
被
害
者
の
承（
4
）諾に

焦
点
を
当
て
る

こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
の
認
識
を
も
と
に
、
そ
の
法
的
性
質
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
肖
像
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
関
す
る
情
報
の
公
開
が
、
そ
の
人
自
身
の
意
思
な
い
し
承
諾
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
こ
と

は
な
い
。
学
説
も
、「
人
格
権
の
侵
害
一
般
に
つ
い
て
、
被
害
者
の
承
諾
が
あ
れ
ば
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う（
5
）に、

こ
の
こ
と
自
体
は
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
当
然
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
十
分
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が

な
く
、
不
明
確
な
部
分
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ（
6
）る。

以
下
で
は
、
①
人
格
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
不
法
行
為
の
判
断
枠
組

が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
②
そ
れ
が
他
の
「
権
利
」

―
具
体
的
に
は
、
財
産
権
や
自
己
決
定
権

―
と
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
採
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
①
に
つ
い
て
。
人
格
権
保
護
に
関
す
る
従
来
の
議
論
は
、
人
格
権
と
表
現
の
自
由
と
の
衡
量
問
題
に
重
点
を
置
い
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
衡
量
以
前
の
問
題
と
し
て
、
不
法
行
為
の
成
否
に
直
結
す
る
人
格
権
者
の
承
諾
が
、
ど
の
よ
う
な
法
的
性
質
を
有
し
て
い
る
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
人
格
権
者
が
承
諾
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
権
を
取
引
の
対
象
と
す
る
場
合
に
つ
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い
て
は
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い（
7
）る。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
格
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
課
題
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
。
人
格
権
保
護
の
法
理
に
つ
い

て
は
、
人
格
権
は
相
関
的
衡
量
に
親
し
む
法
益
で
は
な
い
と
し
て
、
人
格
権
侵
害
は
常
に
違
法
で
あ
る
と
評
価
す
る
ア
プ
ロ
ー（
8
）チと
、
対

抗
法
益
と
の
衡
量
に
よ
る
こ
と
を
説
く
ア
プ
ロ
ー（
9
）チの

二
つ
が
あ
る
。
承
諾
の
存
在
は
、
前
者
の
見
解
に
お
い
て
は
、
違
法
性
阻
却
事
由

の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
ど
う
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
が
持
つ
法
的
意
味
も
別
様
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
第
二
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
は
、
ど
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
か
。
不
法
行
為
法
に
お
い
て
、
被
害
者
の
承
諾
は
違
法
性
阻

却
事
由
の
一
つ
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
の
承
諾
の
法
的
構
成
は
様
々
に
解
さ
れ
て
い
る
。
承
諾
は
、
被
侵
害
利
益
・
権

利
の
処
分
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
）
10
（
が
、
そ
こ
に
い
わ
れ
る
「
処
分
」
と
は
、
一
律
に
法
律
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
承
諾
は
意

思
表
示
で
あ
る
と
述
べ
る
議
論
）
11
（

は
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
承
諾
に
あ
た
っ
て
は
行
為
能
力
ま
で
は
要
求
さ
れ

な
い
と
説
く
見
解
）
12
（
は
、
少
な
く
と
も
一
般
の
法
律
行
為
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
承
諾
を
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る

と
、
違
法
性
阻
却
の
根
拠
と
な
る
「
処
分
」
の
法
的
性
質
は
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　
②
に
つ
い
て
。
人
格
権
に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
、
人
格
権
概
念
の
定
義
や
、
人
格
権
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
法
益
は

一
定
程
度
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お
り
、
人
格
権
の
実
効
的
な
保
護
の
た
め
の
法
理
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
時
で
は
、
人
格

権
法
、
さ
ら
に
は
、
人
の
法
の
独
立
が
説
か
れ
て
い
）
13
（

る
。
と
こ
ろ
が
、
人
格
権
保
護
の
法
理
は
、
財
産
権
の
保
護
と
比
較
し
た
際
に
、
具

体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
か
は
十
分
に
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
格
権
の
体
系
的
独
立
性
が
具
体
的
に
い
か
な
る
意
味
を
持
つ

の
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
）
14
（

い
。
人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
し
た
考
察
を
行
う
こ
と
は
、
人
格
権
と
財
産
権
と
の
相
違
を
浮

き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
繫
が
り
、
さ
ら
に
は
、
人
格
権
法
に
独
立
し
た
体
系
的
地
位
を
与
え
る
こ
と
の
一
助
に
な
り
う
る
と
考
え
る
。
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さ
ら
に
、
不
法
行
為
法
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
近
時
、
自
己
決
定
権
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
）
15
（
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
人

格
権
保
護
に
お
い
て
は
、
主
体
の
行
っ
た
自
己
決
定
の
問
題
と
し
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
評
価
に
光
が
当
て
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
自
己
決
定
権
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
結
び
つ

く
と
考
え
ら
れ
る
。

㈡
　
本
稿
の
目
的
と
構
成

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
い
て
人
格
権
者
の
承
諾
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
う
え
で
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
を
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
関
す
る

理
論
的
な
分
析
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
し
、
具
体
的
な
判
断
枠
組
の
考
察
は
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
す
る
。

　
本
稿
の
課
題
に
取
り
組
む
際
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
議
論
で
あ
）
16
（
る
。
そ
れ
は
、
主
に
二
つ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
わ
が
国
と
同
様
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス

民
法
典
に
お
け
る
人
格
権
保
護
は
、「
各
人
は
、
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
」
と
定
め
る
民
法
典
九
条
に
加
え
て
、「
他
人

に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
人
の
所
為
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
た
者
に
、
そ
れ
を
賠
償
す
る

義
務
を
負
わ
せ
る
」
と
定
め
る
民
法
典
一
二
四
〇
条
に
よ
っ
て
主
に
図
ら
れ
て
い
る
）
17
（

が
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
は
、
人
格
権
者
の
承

諾
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
い
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
を
不
法
行
為
法
に
位
置
づ
け
る

た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
人
格
権
侵
害
の
場
面
を
念
頭
に
置
い
て
、
人

格
権
者
の
承
諾
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
関
す
る
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と

は
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
、
及
び
、
そ
の
具
体
的
な
規
律
を
考
察
す
る
う
え
で
有
益
だ
と
考
え
る
。
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そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
二
で
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
を
巡
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
が
、
ど
の
よ
う
な
理
論
的
・
実
務
的
背
景
で
行
わ

れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
す
る
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
三
で
は
、
こ
う
し

た
議
論
の
背
景
を
も
と
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
動
向
を
分
析
す
る
。
こ
こ
で
は
、
人
格
権
保
護
の
法
理

に
お
け
る
人
格
権
者
の
承
諾
の
位
置
づ
け
と
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
四
で
は
、
こ
う
し

た
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
　
人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
す
る
意
義

　
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
何
ら
の
定
め
も
置
い
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
㈠
人
格
権
者
の
承
諾
に
相
当
す

る
問
題
領
域
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
㈡
人
格
権
者
の
承

諾
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
理
論
的
・
実
務
的
背
景
の
も
と
で
、
学
説
が
議
論
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
㈢

人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
す
る
意
義
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
た
い
。

㈠
　
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
人
格
権
者
の
承
諾
の
位
置
づ
け

　
フ
ラ
ン
ス
不
法
行
為
法
に
お
い
て
、
被
害
者
は
、
加
害
行
為
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
の
承
諾
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
直
接
定
め
た
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
被
害
者
が
承

諾
を
与
え
て
い
る
と
き
、
ロ
ー
マ
法
諺
で
あ
るvolenti non fit injuria
（
欲
す
る
者
は
害
さ
れ
ず
）
の
原
則
に
従
っ
て
、
加
害
行
為
の
違

法
性
は
阻
却
さ
れ
）
18
（

る
。
被
害
者
の
承
諾
に
類
す
る
概
念
と
し
て
は
「
危
険
の
引
受
け
」
が
あ
）
19
（

り
、
両
者
は
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
危
険
の
引
受
け
と
は
、
ス
ポ
ー
ツ
事
故
の
よ
う
に
、
加
害
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
、
偶
発
的
な
損
害
発
生
の
可
能
性
に
つ
い
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て
承
諾
を
与
え
る
場
合
を
い
う
の
に
対
し
て
、
被
害
者
の
承
諾
と
は
、
法
律
上
保
護
さ
れ
る
権
利
・
利
益
に
対
す
る
、
加
害
者
の
意
思
に

基
づ
く
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
す
る
こ
と
を
い
う
と
さ
れ
て
い
）
20
（

る
。
つ
ま
り
、
損
害
が
加
害
者
の
意
思
と
偶
然
の
事
象
の
い
ず
れ
に
基
づ
い

て
発
生
す
る
か
に
よ
っ
て
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
被
害
者
の
承
諾
は
、
保
護
法
益
に
応
じ
て
、
有
体
物
に
対
す
る
侵
害
の
場
合
の
ほ
か
、
身
体
の
完
全
性
に
対
す
る
侵
害
、
及

び
、
精
神
的
利
益
の
侵
害
に
お
け
る
場
合
の
三
つ
に
区
別
さ
れ
）
21
（

る
。
第
一
に
、
有
体
物
の
侵
害
に
関
す
る
承
諾
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
第
二
に
、
身
体
の
侵
害
に
関
す
る
承
諾
に
つ
い
て
は
、
身
体
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
原
則
と

し
て
違
法
性
を
阻
却
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
決
闘
や
安
楽
死
と
い
っ
た
同
意
殺
人
や
、
身
体
に
対
す
る
傷
害
に
つ
い
て
承
諾
し
て
い
た

と
し
て
も
、
加
害
行
為
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
被
害
者
が
承
諾
を
与
え
る
こ
と
で
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
は
、
医

的
侵
襲
の
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
精
神
的
利
益
の
侵
害
に
関
す
る
承
諾
に
つ
い
て
は
、
裁
判
例
に
お
い
て
厳
格

に
認
定
さ
れ
て
お
り
、
承
諾
は
、
明
示
に
、
か
つ
、
侵
害
内
容
を
特
定
し
た
形
で
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
被
害
者

が
加
害
行
為
に
耐
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
き
や
、
加
害
者
以
外
の
者
に
承
諾
を
与
え
て
い
た
と
き
に
は
、
加
害
者
と
の
関
係
で
は
承
諾

を
与
え
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
具
体
例
と
し
て
、
肖
像
権
や
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
い
）
22
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
被
害
者
の
承
諾
に
関
す
る
第
三
の
類
型
に
属
す
る
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
。

　
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
肖
像
権
や
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
侵
害
を
念
頭
に
置
い
て
、
具
体
的
な
判
断
枠
組
を
提
示

す
る
学
説
も
あ
）
23
（

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
権
利
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
利
益
の
侵
害
に
対
す
る
承
諾
を

念
頭
に
置
い
て
考
察
を
進
め
る
理
由
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
精
神
的
利
益
に
は
、
氏
名
や
声
な
ど
の
多
様
な
利
益
が
包
摂
さ
れ

て
お
り
、
肖
像
や
私
生
活
の
二
つ
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
肖
像
の
保
護
は
古
く
か
ら
問

題
と
な
っ
て
い
）
24
（
た
。
そ
し
て
、
私
生
活
の
保
護
は
、
二
〇
世
紀
中
葉
に
写
真
技
術
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
て
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
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で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
）
25
（
る
。
そ
の
た
め
、
肖
像
と
私
生
活
の
保
護
に
つ
い
て
は
膨
大
な
裁
判
例
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ

の
権
利
の
保
護
を
代
表
的
な
事
案
類
型
と
し
て
、
精
神
的
利
益
の
保
護
に
関
す
る
規
律
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
）
26
（

る
。

㈡
　
人
格
権
者
の
承
諾
を
巡
る
議
論
の
背
景

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
を
巡
る
議
論
は
、
い
か
な
る
理
論
的
・
実
務
的
背
景
の
も
と
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
第
一
に
、
理
論
的
な
背
景
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は
、
人
格
権
が
処
分
の
対
象
と
な
ら
な
い
権
利
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
人

格
権
者
の
承
諾
と
の
関
係
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
人
格
権
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
制
定
当
初
に
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
）
27
（

ず
、
二
〇

世
紀
初
頭
に
入
っ
て
か
ら
初
め
て
本
格
的
な
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
。
ペ
ロ
ー
は
、
裁
判
例
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
人
格
権
に
つ
い
て
初

め
て
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
た
論
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
人
格
権
と
し
て
分
類
さ
れ
る
権
利
は
、
財
産
権
と
は
異
な
る
規
律
に
服

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
権
は
、
財
産
権
と
は
異
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
金

銭
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
後
者
の
金
銭
換
算
不
可
能
性
の
帰
結
と
し
て
、
譲
渡
不
可
能
性
（incessibilité

）、

時
効
に
よ
る
非
消
滅
性
（im

prescriptibilité

）、
相
続
不
可
能
性
（intransm

issibilité successorale

）、
代
理
制
度
の
非
適
用
性

（inapplication des m
ondes généraux de représentation d
’autrui
）
が
導
か
れ
て
い
）
28
（
る
。
人
格
権
者
の
承
諾
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、

人
格
権
が
、
そ
の
性
質
上
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
性
質
は
、
現
代
に
お
い
て
も
処
分
不
可
能
性

（indisponibilité

）
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
処
分
不
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
は
、
人
格
権
は
主
体
と
の
密
接
な
関
連
を
有
し

て
い
る
か
ら
、
主
体
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
）
29
（
や
、
人
の
尊
厳
を
保
護
す
る
た
め
に
、
処
分
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
）
30
（

る
。

　
も
っ
と
も
、
人
格
権
概
念
が
提
唱
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
人
格
権
の
譲
渡
不
可
能
性
は
、
あ
く
ま
で
も
理
論
上
の
性
質
で
あ
っ
て
、
実
際
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に
は
大
き
く
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
当
初
か
ら
、
自
ら
の
氏
名
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
合
意
や
、
氏

名
の
商
標
に
お
け
る
利
用
へ
の
合
意
、
肖
像
画
の
公
表
に
関
す
る
合
意
な
ど
は
、
人
格
権
の
譲
渡
不
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
認
め
ら
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
）
31
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
格
権
は
、
処
分
不
可
能
な
権
利
と
し
て
定
義
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
務
上
は
合
意
の
対
象
と
し
う

る
権
利
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
現
代
で
は
、
と
り
わ
け
肖
像
の
商
業
的
利
用
が
進
ん
で
お
）
32
（
り
、
破
毀
院
は
肖
像
を
合
意
の
対
象
と
す

る
こ
と
を
認
め
て
い
）
33
（

る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
の
処
分
不
可
能
性
と
は
、
人
格
権
者
が
承
諾
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
法

的
効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
完
全
に
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
）
34
（
る
。

　
第
二
に
、
実
務
的
な
背
景
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
が
、
財
産
権
を
対
象
と
す
る
承
諾
と
は
異
な
る
独
自
の
規
律
に

服
す
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
）
35
（
る
。
そ
の
こ
と
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
承
諾
の
成
立
要
件
の
ほ
か
、
承
諾
の
範
囲
に
つ

い
て
の
厳
格
解
釈
（interprétation strict

）、
二
重
の
承
諾
の
原
則
、
承
諾
の
撤
回
可
能
性
を
巡
る
議
論
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、

人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
し
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
裁
判
例
を
一
瞥
し
て
お
く
。

　
ま
ず
、
承
諾
の
成
立
に
つ
い
て
は
明
瞭
性
、
及
び
、
特
定
性
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
承
諾
の
範
囲
に
つ
い
て
は
厳
格
解
釈
の
原
則
が
適
用

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
権
者
は
、
承
諾
を
黙
示
に
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
際
に
は
、
一
切
の
曖
昧
さ
が
な
く

（non équivoque

）、
承
諾
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
状
況
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
）
36
（

る
。
さ
ら
に
、
承
諾
は
、
そ
れ
が
与

え
ら
れ
た
目
的
が
特
定
（spécifique

）
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
37
（
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
侵
害
に
関
し
て
包
括
的
に
承
諾
を
与
え

る
こ
と
は
で
き
ず
、
特
定
の
公
表
行
為
に
関
す
る
承
諾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
承
諾
の
範
囲
は
、
承
諾
が
与
え
ら
れ
た
目
的

を
尊
重
し
て
、
厳
格
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
38
（

い
。
そ
の
た
め
、
そ
の
目
的
を
超
え
る
範
囲
で
の
人
格
権
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
再

度
、
承
諾
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
次
に
、
二
重
の
承
諾
の
原
則
と
は
、
人
格
権
者
は
、
た
と
え
無
能
力
者
で
あ
っ
て
も
、
承
諾
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
的
能
力

（capacité naturelle

）
を
有
す
る
場
合
、
法
定
代
理
人
の
承
諾
に
加
え
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
が
必
要
だ
と
す
る
も
の
で
あ
）
39
（
る
。
こ
の
原
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則
は
、
民
法
典
四
五
九
条
一
項
に
よ
っ
て
、
無
能
力
者
が
身
上
に
関
す
る
決
定
で
あ
れ
ば
単
独
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ

た
以
後
も
、
実
定
法
の
整
序
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
）
40
（

る
。

　
最
後
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
た
と
え
そ
れ
が
契
約
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
補
償
を
支
払
う
こ
と
で
、
自
由
に
撤

回
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
）
41
（
る
。
こ
れ
は
、
合
意
の
対
象
が
人
格
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
た
、
合
意
の
拘
束
力
の
原
則
に
対
す

る
例
外
だ
と
い
え
る
。㈢

　
若
干
の
検
討

　
以
上
に
見
た
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
二

つ
の
事
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
理
論
と
実
務
を
調
和
す
る
必
要
性
で
あ
る
。
人
格
権
は
、
主
体
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
お
り
、
理
論
的
に
は
処
分
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
権
利
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
学
説
が
人
格
権
概
念
を
提
唱
し
た
当
初
か
ら
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
人
格

権
を
合
意
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
な
処
分
不
可
能
性
と
人

格
権
を
合
意
の
対
象
と
す
る
実
際
上
の
必
要
性
を
調
和
す
る
こ
と
の
で
き
る
法
的
構
成
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
に
、
社
会
的
要
請
に
適
う
理
論
構
成
を
提
示
す
る
必
要
性
に
導
か
れ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
関
す
る
考
察
が
深
め
ら
れ
て
き
た
と
い

え
よ
う
。

　
第
二
に
、
人
格
権
者
の
意
思
を
重
視
す
る
必
要
性
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
通
り
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
承
諾
の
対
象
が
人
格
権
で
あ

る
場
合
、
承
諾
が
成
立
す
る
に
は
特
定
性
・
明
瞭
性
が
要
求
さ
れ
る
ほ
か
、
厳
格
解
釈
の
原
則
、
二
重
の
承
諾
の
原
則
、
撤
回
自
由
の
原

則
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
人
格
的
利
益
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
意
思
が
関
与
す
べ
き
と
の
考
慮
が
あ
る
と
推
測

さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
も
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
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ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
い
て
、
被
害
者
の
意
思
的
関
与
の

有
無
を
評
価
す
る
た
め
の
「
場
」
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
人
格
権
保
護
の
法
理
を
精
緻
に
構
築
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
。三

　
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成

　
こ
こ
で
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
に
関
す
る
学
説
を
検
討
す
る
。
人
格
権
は
、
主
体
と
不
可
分
で
あ
る
た
め
、
人
格
権
者
の

承
諾
を
人
格
権
の
絶
対
的
な
放
棄
と
し
て
は
構
成
で
き
な
）
42
（
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
格
権
者
か
ら
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
、
加
害

行
為
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
法
的
構
成
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
承
諾
の
法
的
構

成
に
つ
い
て
、
学
説
は
、
㈠
法
律
行
為
の
構
成
要
素
と
す
る
見
解
、
㈡
法
的
事
実
と
す
る
見
解
、
㈢
法
律
行
為
と
法
的
事
実
の
二
側
面
を

観
念
す
る
見
解
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
を
見
た
う
え
で
、
㈣
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
け
る
人
格
権
者
の
承
諾
の
位
置
づ
け

と
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

㈠
　
法
律
行
為
構
成

　
人
格
権
者
の
承
諾
を
法
律
行
為
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ケ
ゼ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の

侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
は
、
常
に
契
約
を
構
成
す
る
。
す
な
わ
ち
、
承
諾
は
、
私
生
活
へ
の
干
渉
・
暴
露
、
あ
る
い
は
、
肖
像
の
撮
影
・

公
表
に
つ
い
て
の
申
込
み
に
対
し
て
な
さ
れ
る
意
思
表
示
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
契
約
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
写

真
の
撮
影
の
よ
う
に
、
締
結
さ
れ
る
と
同
時
に
履
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
モ
デ
ル
の
写
真
を
撮
影
す
る
契
約
の
よ
う
に
継
続
的
な
債

務
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
も
あ
）
43
（
る
。
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そ
の
ほ
か
、
人
格
権
保
護
の
事
前
の
放
棄
と
し
て
捉
え
る
学
説
も
、
人
格
権
者
の
承
諾
を
法
律
行
為
と
し
て
構
成
し
て
い
る
と
い
え
る
。

た
と
え
ば
、
代
表
的
な
論
者
と
し
て
、
ネ
ル
ソ
ン
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
権
利
行
使
の
制
限
的
譲
渡
、
な
い
し
は
、
人
格
権
の
利
用

権
能
の
放
棄
（
と
り
わ
け
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
放
棄
）
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
近
時
の
論
者
と
し
て
、
タ
ロ
ン
や
グ
ボ
ー
は
、
人

格
権
は
主
体
の
人
格
を
保
護
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
人
格
権
保

護

―
損
害
賠
償
請
求
・
差
止
め

―
の
放
棄
に
あ
た
る
と
い
）
44
（

う
。
な
お
、
民
法
学
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
刑
法
学
説
と
し

て
、
フ
ァ
ミ
ィ
‐
ア
ブ
ド
ゥ
は
、
加
害
行
為
を
適
法
な
も
の
と
す
る
片
務
的
な
法
律
行
為
と
し
て
承
諾
を
分
析
し
て
い
）
45
（
る
。

㈡
　
法
的
事
実
構
成

　
人
格
権
侵
害
が
問
題
と
な
る
場
面
に
つ
い
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
を
法
的
事
実
（le fait juridique

）
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
人
格
権
の
権
利
性
を
否
定
す
る
代
表
的
論
者
で
あ
る
ア
ン
セ
ル
の
学
説
で
あ
）
46
（
る
。
先
に
も
一
言
し
た
と
お
り
、
従
来
の
学
説
は
、

人
格
権
を
処
分
不
可
能
な
権
利
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
て
き
た
。
ア
ン
セ
ル
の
研
究
は
、
こ
の
こ
と
に
反
対
し
て
、
ま
さ
に
人

格
権
と
い
う
権
利
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
特
徴
的
な

研
究
を
行
っ
て
い
る
。

1　

人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成

　
ま
ず
、
ア
ン
セ
ル
の
提
示
す
る
全
体
の
理
論
枠
組
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ア
ン
セ
ル
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
が
問
題
と
な
る
場
面
を
、

民
事
責
任
法
に
お
け
る
違
法
性
の
阻
却
が
問
題
と
な
る
場
面
と
、
債
権
債
務
関
係
の
発
生
に
向
け
ら
れ
た
合
意
の
有
効
性
が
問
題
と
な
る

場
面
と
に
区
別
す
）
47
（

る
。
す
な
わ
ち
、
加
害
行
為
の
違
法
性
阻
却
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
債
権
債
務
の
発
生
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば

契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
事
案
で
あ
っ
て
も
、
承
諾
は
、
合
意
の
有
効
性
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
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フ
ォ
ー
ト
の
評
価
対
象
と
な
る
法
的
事
実
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
債
務
関
係
の
発
生
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
、

承
諾
は
法
律
行
為
の
構
成
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ア
ン
セ
ル
は
、
画
家
と
モ
デ
ル
の
間
で
何
ら
か
の
契
約
が
締
結

さ
れ
て
い
た
場
合
を
具
体
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
画
家
が
モ
デ
ル
に
対
し
て
報
酬
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は
、
報
酬
請
求
権
の
発
生
が
問
題
と
な
る
か
ら
、
承
諾
は
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
画
家
が
肖
像
を
無
断
で
公
表
し
た
場
合
、
モ
デ
ル
が
画
家
に
対
し
て
損
害
賠
償
や
差
止
め
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
の
評
価
が
問
題
と
な
）
48
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
を
民
事
責
任
の
成
否

と
い
う
観
点
か
ら
見
る
場
合
に
は
、
承
諾
の
法
律
行
為
と
し
て
の
側
面
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
か
ら
、
ア
ン
セ
ル
の
見
解
を
法
的
事
実

構
成
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
、
法
律
行
為
と
法
的
事
実
の
区
別
の
基
準
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ア
ン
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
区
別
は
、
表
意
者
が
法
的
効
果
の

発
生
を
企
図
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
心
理
的
な
基
準
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
刑
法
上
の
罪
を

犯
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
が
法
律
行
為
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
効
果
が
主
体
の
意
思
を
要
件
と

し
て
発
生
す
る
の
か
（
法
律
行
為
）、
あ
る
い
は
、
主
体
の
意
思
と
は
関
係
な
く
、
客
観
的
な
評
価
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
の
か
（
法
的
事

実
）
に
よ
っ
て
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
民
事
責
任
法
に
お
け
る
違
法
性
評
価
は
、
所
与
の
法
秩
序
に
お
い
て
客
観
的
に
正
当

と
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
対
す
る
違
反
で
あ
る
た
め
、
主
体
の
意
思
と
は
関
係
が
な
）
49
（
い
。
そ
の
た
め
、
ア
ン
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
が
加

害
行
為
に
承
諾
し
て
い
る
と
し
て
も
、
客
観
的
な
評
価
で
あ
る
違
法
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
人
格
権
者
の

承
諾
は
、
加
害
行
為
の
違
法
性
評
価
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
法
的
事
実
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

2　

法
的
事
実
に
よ
る
違
法
性
阻
却
の
構
造
と
そ
の
意
義

　
ア
ン
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
根
拠
は
、
こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
加
害
者
に
対
し
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て
、
フ
ォ
ー
ト
の
前
提
と
し
て
他
者
の
承
諾
に
反
す
る
加
害
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
行
為
規
範
が
課
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
加

害
者
が
人
格
権
者
か
ら
承
諾
を
得
て
い
る
と
き
に
は
、
加
害
行
為
に
対
す
る
違
法
性
評
価
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
フ
ォ
ー

ト
の
前
提
と
な
る
義
務
違
反
が
存
在
し
な
い
と
評
価
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
事
責
任
法
に
よ
っ
て
個
人
に
課
さ
れ
る
行
為
規
範
は
、
社

会
に
お
い
て
正
当
と
さ
れ
る
客
観
的
な
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
、
個
人
の
意
思
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
規
範
に
対
す
る
違
反
に
あ
た
る
違
法
性

評
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
）
50
（

る
。

　
そ
れ
で
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
法
的
事
実
と
し
て
の
側
面
を
見
出
す
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
。
ア
ン
セ
ル
は
、
承

諾
を
法
的
事
実
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
が
無
効
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
害
者
の
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ア
ン
セ
ル
は
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
と
法
律
行
為
に
お
け
る
承
諾
の
間
に
、
次
の
よ
う
な
具

体
的
な
異
同
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
意
思
表
示
の
瑕
疵
に
つ
い
て
で
あ
る
。
人
格
権
者
が
承
諾
を
与
え
る
に
際
し
て
、
相
手
方
の
詐
欺
・
強
迫
が
あ
っ
た
場
合
、
人

格
権
者
が
与
え
た
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
詐
欺
や
強
迫
は
、
そ
れ
自
体
が
不
法
行
為
を
構
成
す

る
フ
ォ
ー
ト
と
な
る
か
ら
で
あ
）
51
（
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
承
諾
を
法
律
行
為
と
し
て
捉
え
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
律
行
為
は
無
効

と
な
る
か
ら
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
と
法
律
行
為
と
し
て
の
承
諾
の
評
価
に
相
違
は
な
い
。
他
方
で
、
人
格
権
者
が
承
諾
を
与
え
る

に
際
し
て
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
場
合
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
は
、
法
律
行
為
と
し
て
の
承
諾
と
は
異
な
る
取
扱
い
を
受
け
る
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ォ
ー
ト
の
考

慮
要
素
と
し
て
被
害
者
の
承
諾
を
位
置
づ
け
る
結
果
、
表
意
者
が
法
的
効
果
を
発
生
さ
せ
る
の
に
十
分
な
意
思
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か

が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
加
害
者
の
行
為
態
様
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
加
害
者
が
、
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
っ

て
承
諾
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
認
識
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
加
害
者
に
フ
ォ
ー
ト
は
な
い
と

評
価
さ
れ
）
52
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
表
意
者
が
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
場
合
の
取
扱
い
が
、
詐
欺
や
強
迫
に
基
づ
い
て
承
諾
を
与
え
た
場
合
と
異
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な
る
の
は
、
表
意
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
加
害
者
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
要
素
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
表
意
者
が
錯
誤
に
基
づ

い
て
承
諾
を
与
え
た
場
合
、
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
に
つ
い
て
、
加
害
者
の
行
為
態
様
に
関
す
る
評
価
の
一
環
と
し
て
、
表
意
者
の
錯
誤
を

知
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
次
に
、
人
格
権
者
が
行
為
能
力
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
錯
誤
の
場
合
と
同
様
に
、
相
手
方
が
、
表
意
者
が
無
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
た
と
き
、
又
は
、
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
、
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
と
さ
れ
）
53
（

る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
錯
誤
の
場

合
と
同
様
の
推
論
を
行
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
表
意
者
が
行
為
能
力
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
加
害
者
に
違
法
性

は
な
い
か
ら
、
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
に
関
す
る
判
断
に
お
い
て
は
、
加
害
者
の
行
為
態
様
の
評
価
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
表
意
者
の

無
能
力
に
つ
い
て
の
加
害
者
の
認
識
の
有
無
に
焦
点
が
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
肖
像
の
公
表
の
場
合
な
ど
は
、
法
律
行
為
に
お
け

る
同
意
と
は
異
な
り
、
真
摯
な
同
意
を
行
う
「
自
然
的
能
力
（capacité naturel

）」
を
有
し
て
い
る
と
き
に
は
、
無
能
力
者
に
よ
る
承
諾

で
あ
っ
て
も
、
加
害
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
と
さ
れ
て
い
）
54
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
無
能
力
者
が
承
諾
を
与
え
て
い
る
と
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
発
生
し
た
法
律
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
加
害
者
が
そ
れ
を
知
ら
ず
、
ま
た
、
知
り
得
な
か
っ
た
場
合
、
違
法
性
が
阻
却

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
最
後
に
、
承
諾
を
法
的
事
実
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
律
行
為
と
の
相
違
が
顕
著
に
表
れ
る
の
は
、
契
約
の
成
立
要
件
で

あ
る
目
的
（objet

）
と
コ
ー
ズ
の
適
法
性
の
評
価
に
つ
い
て
だ
と
い
）
55
（
う
。
す
な
わ
ち
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
に
お
い
て
は
、
目
的
と

コ
ー
ズ
の
違
法
性
に
つ
い
て
は
問
題
と
な
ら
な
い
か
ら
、
仮
に
目
的
や
コ
ー
ズ
が
違
法
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
承
諾
に
よ
る
違
法

性
阻
却
の
効
果
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
）
56
（

い
。
そ
の
た
め
、
ア
ン
セ
ル
に
よ
る
と
、
加
害
者
に
課
さ
れ
て
い
る
行
為
規
範
の
側
か
ら
問
題
を
捉

え
直
す
こ
と
に
な
る
。
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㈢
　
法
律
行
為
・
法
的
事
実
二
元
構
成

　
承
諾
を
法
的
事
実
と
法
律
行
為
の
構
成
要
素
に
区
別
し
た
う
え
で
、
そ
の
両
方
の
点
か
ら
、
加
害
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す

る
見
解
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
法
律
行
為
・
法
的
事
実
二
元
構
成
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
に
よ
る
テ
ー
ズ
『
肖
像
の
撮

影
と
公
表
に
対
す
る
人
の
保
護
』
と
、
サ
ン
‐
ポ
ー
が
編
集
す
る
体
系
書
『
人
格
権
』
を
分
析
す
る
。

1　

ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
の
見
解

　
ⅰ
　
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成

　
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
は
、
承
諾
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
す
）
57
（

る
。
第
一
は
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
で
あ
る
。
第
二
は
、
契
約
の
基
本
的

な
構
成
要
素
と
し
て
の
承
諾
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
は
、
承
諾
に
よ
っ
て
債
権
債
務
関
係
が
発
生
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
区
別
さ

れ
）
58
（

る
。

　
そ
し
て
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
は
、
承
諾
が
二
つ
の
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
、
い
ず
れ
か
一
方
に
純
化
す
る
こ
と
は
、
誤
り
に
陥

る
と
い
う
。
一
方
で
、
承
諾
に
よ
っ
て
意
思
の
合
致
に
基
づ
く
債
権
債
務
関
係
が
常
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
承
諾
を
契
約
の
構

成
要
素
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
は
誤
り
だ
と
す
る
。
他
方
で
、
承
諾
を
法
的
事
実
と
し
て
の
み
捉
え
る
こ
と
は
、
肖
像
を
巡
る
法
律
関

係
の
一
部
し
か
捉
え
て
い
な
い
た
め
、
不
正
確
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
モ
デ
ル
の
肖
像
を
公
表
す
る
こ
と
の
適
法
性
は
、
多
く
の

場
合
、
契
約
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
、
加
害
行
為
の
違
法
性

が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
、
モ
デ
ル
の
負
っ
て
い
る
債
務
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、volenti non fit injuria

の
法
諺
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
承
諾
に
つ
い
て
二
つ
の
側
面
を
見
出
す
こ
と
は
、
実
際
上
の
意
味
の
み
な
ら
ず
、

具
体
的
な
意
味
も
有
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
承
諾
に
法
的
事
実
と
し
て
の
側
面
と
契
約
と
し
て
の
側
面
の
両
方
を
見
出
す
こ
と
は
、
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承
諾
の
有
無
・
範
囲
や
、
違
法
性
阻
却
の
構
造
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
）
59
（
る
。
こ
こ
で
は
、
承
諾
の
二

つ
の
側
面
に
お
い
て
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
構
造
を
分
析
し
よ
う
。

　
ⅱ
　
人
格
権
者
の
承
諾
に
よ
る
違
法
性
阻
却
の
構
造

　
第
一
に
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
に
よ
る
違
法
性
阻
却
の
構
造
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
法
的
事
実
と
し
て
の

承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
は
、
承
諾
を
与
え
た
者
と
承
諾
を
得
た
者
の
二
つ
の
側
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
承
諾
を
与
え
た
者
の
意
思
に
着
目
し
た
説
明
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
提
と
し
て
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
肖
像
の
侵
害
の
違

法
性
評
価
は
、
情
報
の
必
要
性
と
人
格
を
尊
重
す
べ
き
と
い
う
要
請
の
二
つ
を
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
さ
れ
て
い
）
60
（

る
。
そ
の

た
め
、
個
人
の
意
思
に
よ
っ
て
、
客
観
的
評
価
で
あ
る
は
ず
の
違
法
性
評
価
が
覆
る
理
由
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
は
、
ル
ビ
エ
の
見
解
を
引
用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
実
定
法
上
の
保
護
と
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
者
に
権
限
（pouvoir

）
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
護
が
与
え
ら
れ
た
主
体
は
、
自
ら
の
権
能

（prérogative

）
を
用
い
る
か
ど
う
か
の
自
由
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
個
人
の
意
思
は
、
法
律
が
創
設
し
た
利
益
を
拒
否
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
体
は
、
承
諾
を
与
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
民
事
責
任
や
刑
事
責
任
を
負
う
で
あ
ろ
う
侵
害
を
許
容
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
）
61
（

う
。
も
っ
と
も
、
主
体
が
自
ら
の
権
能
を
用
い
る
自
由
を
有
し
て
い
る
と
説
明
す
る
だ
け
で
は
、
事
前
に
承
諾
を
与
え

て
い
た
と
し
て
も
、
翻
意
し
て
保
護
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
承
諾
を
得
て

肖
像
の
撮
影
や
公
表
が
な
さ
れ
て
い
た
と
き
に
は
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
て
い
る
と
し
て
原
告
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
は
、
人
格
権
者
が
後
に
翻
意
し
た
と
し
て
も
加
害
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
、
承

諾
が
与
え
ら
れ
た
加
害
者
の
側
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
承
諾
を
得
た
者
は
、
自
ら
が
負
っ
て
い
た
人
の
容
貌
を
撮
影
・
公
表

し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
人
格
権
者
は
、
承
諾
に
よ
っ
て
権
利
を
放
棄
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

ま
た
、
承
諾
を
得
た
写
真
家
や
出
版
社
が
、
何
ら
か
の
権
利
を
取
得
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
承
諾
は
、
あ
く
ま
で



人格権侵害における被害者の承諾に関する基礎的考察

79

も
「
意
思
に
基
づ
く
法
的
事
実
（le fait juridique volontaire

）」
で
あ
っ
て
、
法
律
行
為
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
度
与
え
た
承
諾
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
則
や
、
人
格
権
の
不
可
処
分
性
と
の
調
和
を
図
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
）
62
（
る
。

　
第
二
に
、
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
の
承
諾
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
契
約
が
締
結
さ
れ
て

い
る
場
合
、
加
害
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
、
モ
デ
ル
の
負
っ
て
い
る
債
務
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
契
約
の
対

象
が
非
財
産
的
権
利
で
あ
る
肖
像
の
撮
影
や
公
表
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
契
約
の
有
効
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

原
則
と
し
て
契
約
は
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
63
（

る
。
も
っ
と
も
、
肖
像
は
人
格
に
関
わ
る
利
益
で
あ
る
か
ら
、
契
約
に
お
い
て
権
利
者
の

意
思
が
果
た
す
役
割
が
財
産
権
を
対
象
と
す
る
契
約
と
は
異
な
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
自
由
に
契
約
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
意
思
の
役
割
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
終
局
的
に
自
ら
の
権
能
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意

味
に
お
い
て
意
思
の
役
割
は
小
さ
く
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
非
財
産
的
権
利
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
契
約
当
事

者
の
意
思
は
、
自
由
な
債
務
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
格
の
保
護
に
向
け
ら
れ
た
公
序
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
と
す
）
64
（

る
。

2　

サ
ン
―

ポ
ー
の
見
解

　
ⅰ
　
人
格
権
者
の
承
諾
の
位
置
づ
け

　
サ
ン
‐
ポ
ー
は
、
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
保
護
を
具
体
的
に
念
頭
に
置
い
て
、
承
諾
の
位
置
づ
け
を
示
し
て
い
る
点
で
特
徴

的
で
あ
る
。
私
生
活
の
尊
重
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
違
法
性
阻
却
事
由
に
つ
い
て
は
、
二
段
階
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
被
害
者
の
承
諾
が
あ
る
場
合
、
そ
の
時
点
で
対
抗
法
益
と
の
衡
量
を
経
る
こ
と
な
く
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②

被
害
者
の
承
諾
が
な
い
場
合
、
対
抗
法
益
と
の
衡
量
が
問
題
と
な
り
、
対
抗
法
益
が
優
越
す
る
場
合
に
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
）
65
（

る
。

こ
の
よ
う
に
、
被
害
者
の
承
諾
と
衡
量
問
題
を
異
な
る
段
階
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、
対
抗
法
益
と
の
衡
量
に
入
る
前
段
階
の
規
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律
と
し
て
、
承
諾
の
成
立
要
件
・
範
囲
が
論
じ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
い
う
。

　
そ
し
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
と
法
益
衡
量
の
二
段
階
に
よ
っ
て
、
人
格
権
保
護
の
法
理
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
人
格
権
保
護
の
民
事
責

任
法
か
ら
の
体
系
的
な
独
立
に
結
び
つ
く
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
権
保
護
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
加
害
者
の
行
為
態
様
の
違
法
性
評

価
が
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
等
の
価
値
を
有
す
る
権
利
・
自
由

―
私
生
活
の
尊
重
の
権
利
と
表
現
の
自
由
な
ど

―
が
調
整
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
違
法
性
評
価
に
代
わ
っ
て
、
権
利
・
自
由
の
調
整
と
人
格
権
者
の
承
諾
が
決
定
的
な
位
置
づ
け
を
占
め

る
と
す
）
66
（
る
。

　
ⅱ
　
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成

　
サ
ン
‐
ポ
ー
は
、
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
侵
害
に
関
す
る
承
諾
は
、
法
的
事
実
で
あ
る
場
合
と
契

約
の
構
成
要
素
で
あ
る
場
合
の
二
つ
が
あ
る
と
い
）
67
（

う
。
承
諾
が
法
的
事
実
で
あ
る
場
合
、
加
害
者
が
免
責
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
の
説
明

は
な
い
け
れ
ど
も
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
や
ア
ン
セ
ル
と
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
人
格
権
を
対
象
と
す
る
契

約
は
、
合
意
の
自
由
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
契
約
の
目
的
（objet

）
は
、
相
手
方
に
人
格
的
利
益
を
一
時
的
に
利

用
、
ま
た
は
、
享
受
さ
せ
る
一
時
的
な
許
可
（concession tem

poraire

）
に
加
え
て
、
法
的
保
護
の
一
時
的
な
放
棄
の
二
つ
で
あ
る
と
す

る
）
68
（

。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
契
約
は
、
行
為
能
力
を
有
す
る
者
（personne capable

）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
序
良
俗
に

反
し
な
い
こ
と
、
及
び
、
目
的
と
コ
ー
ズ
の
適
法
性
が
必
要
で
あ
る
と
す
）
69
（
る
。

㈣
　
検
討

―
人
格
権
者
の
承
諾
の
位
置
づ
け
と
法
的
構
成

　
以
上
紹
介
し
て
き
た
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
け
る
人
格
権
者
の

承
諾
の
位
置
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
承
諾
の
法
的
構
成
に
関
す
る
学
説
の
対
立
に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
。
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1　

人
格
権
者
の
承
諾
の
位
置
づ
け

　
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
占
め
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
議

論
を
次
の
二
つ
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
は
、
サ
ン
‐
ポ
ー
の
よ
う
に
、
承
諾
を
衡
量
問
題
の
前
段
階
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
私
生
活
の
尊

重
を
求
め
る
権
利
を
念
頭
に
置
い
て
説
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
人
格
権
の
保
護
に
お
い
て
は
常
に
対
抗
法
益
と
の
衡
量
が
問
題
と
な
る

か
ら
、
こ
う
し
た
位
置
づ
け
は
人
格
権
一
般
に
つ
い
て
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
は
、
ア
ン
セ
ル
の
よ
う
に
、
承
諾
を
フ
ォ
ー
ト
評
価
の
対
象
と
な
る
事
実
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
承
諾
の
有

無
は
、
加
害
者
の
行
為
態
様
の
評
価
に
還
元
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
加
害
者
に
課
さ
れ
て
い
る
義
務
は
、
権
利
主
体
の
意
思
に
反
し
て
人

格
権
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
人
格
権
保
護
は
、
民
事
責
任

法
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
）
70
（
る
。

2　

人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
三
つ
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
法
律
行
為
構
成
に
よ
る
と
、
承

諾
は
常
に
何
ら
か
の
法
律
行
為
を
構
成
す
る
。
次
に
、
法
的
事
実
構
成
に
よ
る
と
、
加
害
行
為
の
違
法
性
評
価
の
場
面
と
債
権
債
務
関
係

の
発
生
の
場
面
を
区
別
し
て
、
前
者
に
お
い
て
承
諾
を
捉
え
る
場
合
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
法
的
事
実
で
あ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ト
の
前
提

と
し
て
の
行
為
規
範
に
取
り
込
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
加
害
者
が
承
諾
を
得
て
い
る
場
合
、
人
格
権
者
の
意
思
に
反
し
て
人
格
権
を
侵
害

し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
に
反
し
て
い
な
い
か
ら
、
加
害
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
最
後
に
、
承
諾
に
は
法
律
行
為
と
法
的

事
実
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
説
く
見
解
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
は
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
加
害
者
が

義
務
を
免
れ
る
と
し
て
法
的
事
実
説
と
同
様
の
説
明
を
与
え
て
お
り
、
法
律
行
為
の
構
成
要
素
と
し
て
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
律
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行
為
の
効
果
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
以
上
の
見
解
の
対
立
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
。
ま
ず
、
法
律
行
為
構
成
と
法
律
行
為
・
法
的
事
実
二
元
構
成
は
、
法
律
行

為
概
念
の
広
狭
に
よ
っ
て
対
立
し
て
い
る
。
法
律
行
為
構
成
に
よ
れ
ば
、
日
常
的
な
写
真
撮
影
も
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、

理
論
的
に
は
、
肖
像
の
撮
影
を
申
込
み
と
捉
え
て
、
そ
れ
に
対
す
る
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
の
成
立
を
観
念
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
法
律
行
為
・
法
的
事
実
二
元
構
成
を
と
る
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
、
当
事
者
に
債
権
債
務
関
係
を
発
生
さ
せ
る

意
思
が
な
い
場
合
が
多
く
想
定
さ
れ
る
と
し
て
、
こ
う
し
た
構
成
は
擬
制
で
あ
る
と
の
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
人

格
権
者
が
承
諾
を
与
え
る
こ
と
で
債
権
債
務
関
係
を
発
生
さ
せ
る
意
思
を
有
し
て
い
な
い
場
面
に
も
契
約
の
成
立
を
認
め
る
か
ど
う
か
に

よ
っ
て
、
法
律
行
為
構
成
と
法
律
行
為
・
法
的
事
実
二
元
構
成
が
対
立
し
て
い
る
。

　
次
に
、
法
的
事
実
構
成
は
、
人
格
権
侵
害
の
場
面
に
お
い
て
承
諾
を
評
価
す
る
と
き
、
い
か
な
る
場
合
で
も
承
諾
を
法
律
行
為
と
し
て

捉
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
点
で
、
他
の
学
説
と
対
立
し
て
い
る
。
法
的
事
実
構
成
が
他
の
構
成
と
具
体
的
に
帰
結
が
異
な
る
具
体
的
な
場

合
は
、
ア
ン
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
錯
誤
の
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
権
者
が
錯
誤
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
と
評
価
で
き
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
加
害
者
が
表
意
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
不
法
行
為
は
成
立
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
加
害
者
の
行
為
態
様
に
取
り
込
ま
れ
て
評
価
さ
れ
る
た
め
、
承
諾
を
与
え
る
人
格
権
者
の
意
思
の
形
成
過

程
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
加
害
者
の
行
為
態
様
に
当
然
に
悪
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
法
律
行
為
構
成
と
法
律
行
為
・
法
的
事
実
二
元
構
成
に
よ
れ
ば
、
錯
誤
に
基
づ
く
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
て
い
る
場
合
、
そ

の
契
約
が
錯
誤
に
よ
り
無
効
と
な
る
た
め
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
的
事
実
構
成
に
お
い
て
は
、
人
格
権
の
処
分
に

関
す
る
被
害
者
の
意
思
と
比
べ
て
、
加
害
者
の
行
動
の
自
由
を
重
視
す
る
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
法
的
事
実
構
成
は
、
依

然
と
し
て
少
数
有
力
説
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
法
的
事
実
構
成
が
、
人
格
権
侵
害
の
場
面
に
お
い
て
承
諾
を
評
価
す
る
場
合

に
は
、
承
諾
を
法
律
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
否
定
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
人
格
権
の
処
分
に
お
い
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て
人
格
権
者
の
意
思
的
関
与
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
た
め
（
二
㈢
参
照
）、
人
格
権
者
の
意
思
と
比
べ
て
、
加
害
者
の
行
動
の
自
由

を
重
視
す
る
評
価
は
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
法
律
行
為
構
成
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が
、
権
利
放
棄
の
意
思
や
債
権
債
務
関
係
を
発
生
さ
せ
る

意
思
を
有
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
意
思
を
擬
制
す
る
こ
と
で
、
承
諾
が
法
律
行
為
を
構
成
す
る
場
面
が
あ
る
こ
と
、
法
的
事

実
構
成
に
よ
れ
ば
、
人
格
権
者
が
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
場
合
に
、
人
格
権
者
の
意
思
よ
り
も
加
害
者
の
行
動
の
自
由
が
重
視
さ
れ
る
場
面

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
難
点
を
免
れ
る
構
成
と
し
て
、
承
諾
を
法
律
行
為
・
法
的
事
実
の
二
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と

が
有
用
で
あ
る
と
考
え
る
。

四
　
日
本
法
へ
の
示
唆

　
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
い
て
、
承
諾
に
は
二
つ
の
異
な
る
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
人
格
権

者
の
承
諾
を
民
事
責
任
法
規
範
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
承
諾
を
フ
ォ
ー
ト
評
価
の
対
象
に
取
り
込
む
見
解
で
あ
る
。
第
二
は
、

民
事
責
任
法
規
範
と
は
異
な
り
、
人
格
権
保
護
の
法
理
を
承
諾
と
法
益
衡
量
の
二
つ
の
段
階
で
捉
え
る
見
解
で
あ
る
。

　
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
は
、
法
律
行
為
構
成
、
法
的
事
実
構
成
、
法
律
行
為
・
法
的
事
実
二
元
構
成
が
提
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
で
も
、
法
律
行
為
構
成
・
法
的
事
実
構
成
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
、
法
律
行
為
の
構
成
要
素
で
あ
る
場
合
と
、

フ
ォ
ー
ト
評
価
の
対
象
で
あ
る
法
的
事
実
の
場
合
の
二
つ
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
承
諾
が
法
的
事
実
で
あ
る
場
合

に
は
、
フ
ォ
ー
ト
評
価
を
通
じ
て
、
加
害
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
他
方
で
、
承
諾
が
法
律
行
為
の
構
成
要
素
で
あ
る
場
合
、
そ

の
法
律
行
為
の
効
果
に
よ
っ
て
、
加
害
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。

　
以
下
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
㈠
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
い
て
人
格
権
者
の
承
諾
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
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る
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
㈡
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

㈠
　
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
け
る
承
諾
の
位
置
づ
け

　
わ
が
国
に
お
け
る
人
格
権
保
護
の
法
理
は
、
主
に
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
は
、
人
格
権
保
護
を
加
害
行
為
の
違
法
性
の
観
点
か
ら
位
置
づ
け
る
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
定

の
人
格
的
利
益
に
高
い
要
保
護
性
を
認
め
る
見
解
）
71
（

と
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
け
ら
れ
る
）
72
（

が
、
い
ず
れ
も
違
法
性
評
価
に
よ
っ
て
加
害
者

に
対
す
る
帰
責
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
た
め
、
同
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
整
理
す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
人
格
権
者
の
承
諾

は
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　
第
二
は
、
人
格
権
と
表
現
の
自
由
な
ど
の
対
抗
法
益
と
の
衡
量
に
よ
っ
て
、
人
格
権
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で

あ
）
73
（
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
①
人
格
権
者
の
承
諾
の
有
無
と
、
②
人
格
権
と
対
抗
法
益
と
の
衡
量
を
段
階
的
に
捉
え
る
べ
き
だ
と
考

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
衡
量
の
前
段
階
の
規
律
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
人
格
権
者

が
承
諾
を
与
え
て
い
る
場
合
、
人
格
権
と
対
抗
法
益
と
の
衡
量
を
経
る
こ
と
な
く
、
不
法
行
為
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

人
格
権
者
が
承
諾
を
与
え
て
い
な
い
場
合
、
人
格
権
と
対
抗
法
益
と
の
衡
量
に
よ
っ
て
、
不
法
行
為
の
成
否
が
判
断
さ
れ
る
と
考
え
る
。

㈡
　
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
成

　
わ
が
国
に
お
い
て
、
法
律
行
為
の
構
成
要
素
と
し
て
の
承
諾
と
は
、
特
定
の
申
込
み
に
対
し
て
な
さ
れ
、
こ
れ
と
合
致
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
契
約
を
成
立
さ
せ
る
意
思
表
示
だ
と
さ
れ
て
い
）
74
（
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
被
害
者
の
承
諾
に
お
け
る
「
承
諾
」
の
法
的
構
成

は
次
の
二
つ
の
形
で
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
①
契
約
に
お
け
る
申
込
み
の
対
概
念
と
し
て
、
承
諾
が
何
ら
か
の
契
約

を
構
成
す
る
場
合
や
、
損
害
賠
償
請
求
権
、
差
止
請
求
権
の
放
棄
を
構
成
す
る
場
）
75
（
合
と
、
②
違
法
性
・
過
失
の
評
価
根
拠
事
実
を
構
成
す
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る
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
①
は
、
法
律
行
為
の
構
成
要
素
と
し
て
の
承
諾
で
あ
り
、
②
は
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
と
し
て
整
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
帰
結
が
導
か
れ
る
か
を
具
体
的
に
示
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
に
、
承
諾
が
法
律
行
為
を
構
成
す
る
場
合
、
そ
の
法
律
行
為
の
効
果
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、

モ
デ
ル
が
事
務
所
と
の
間
で
肖
像
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
そ
の
契
約
の
有
効
性
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
、
承
諾
は
法

律
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
承
諾
が
い
か
な
る
法
律
行
為
を
構
成
す
る
か
は
、
法
律
行
為
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
さ
ら
に
、
承
諾
が
法
律
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
承
諾
に
錯
誤
や
詐
欺
、
強
迫
と
い
っ
た
合
意
の
瑕
疵
に
関
す
る
諸

法
理
が
適
用
さ
れ
、
公
序
良
俗
違
反
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
承
諾
を
与
え
る
た
め
に
は
、
人
格
権
者
の
行
為
能
力
が
必
要
と
な

る
。

　
第
二
に
、
承
諾
が
法
律
行
為
を
構
成
し
な
い
場
合
、
承
諾
は
過
失
な
い
し
違
法
性
の
評
価
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
）
76
（

る
。
た
と

え
ば
、
日
常
的
な
写
真
撮
影
の
場
合
、
承
諾
は
、
写
真
を
撮
影
し
た
者
の
過
失
な
い
し
は
違
法
性
の
評
価
要
素
と
な
る
。
さ
ら
に
、
モ
デ

ル
が
事
務
所
と
の
間
で
肖
像
の
利
用
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
律
行
為
の
有
効
性
と
し
て
で
は
な
く
、
不
法
行
為
の

成
立
要
件
や
違
法
性
阻
却
事
由
に
お
い
て
承
諾
が
評
価
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
承
諾
は
過
失
な
い
し
違
法
性
の
評
価
要
素
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
法
律
行
為
を
想
定
し
た
諸
法
理
は
適
用
さ
れ
ず
、
ま
た
、
人
格
権
者
の
行
為
能
力
も
不

要
と
な
る
。

五
　
結
び
に
か
え
て

―
今
後
の
展
望

　
本
稿
で
は
、
人
格
権
保
護
の
法
理
に
お
け
る
承
諾
の
位
置
づ
け
、
及
び
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
法
的
構
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
し
て
、

人
格
権
侵
害
の
場
面
に
お
い
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
申
込
み
の
対
概
念
と
し
て
法
律
行
為
を
構
成
す
る
場
合
と
、
過
失
・
違
法
性
の
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評
価
要
素
を
構
成
す
る
場
合
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か

に
関
す
る
具
体
的
な
判
断
枠
組
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
概
略
を
示
す
に
留
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
二
㈡
２
）。
人
格
権
侵
害
の
事
案
に

お
い
て
は
、
人
格
権
者
が
、
侵
害
に
つ
い
て
事
前
に
一
定
の
承
諾
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
承
諾
の
法
的
評
価
に

着
目
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
評
価
に
焦
点
を
当
て
た
考
察
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
格
権
保
護
の
法
理
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
示
し
た
、
①
承
諾
の
成
立
に
お
け
る

特
定
性
・
明
瞭
性
、
厳
格
解
釈
の
原
則
の
ほ
か
、
②
二
重
の
承
諾
の
原
則
、
③
承
諾
の
撤
回
可
能
性
に
関
す
る
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
わ

が
国
に
お
け
る
人
格
権
保
護
の
法
理
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
を
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

　
こ
う
し
た
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
権
が
承
諾
の
対
象
と
な
る
場
合
は
、
財
産
権
が
承
諾
の
対
象
と
な
る
場

合
と
比
較
し
て
、
主
体
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
の
要
請
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目

し
た
研
究
を
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
承
諾
の
対
象
が
人
格
権
で
あ
る
こ
と
の
特
殊
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
研
究
は
、
人
格
権
と
財
産
権
の
接
点
を
照
射
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
格
権
の
体
系
的
独
立
性
を
確
立
す
る

こ
と
に
寄
与
で
き
る
と
考
え
る
。

〔
付
記
〕　
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（17J03769

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  

大
村
敦
志
「『
人
の
法
』
か
ら
見
た
不
法
行
為
法
の
展
開
」
大
塚
直
ほ
か
編
『
社
会
の
発
展
と
権
利
の
創
造

―
民
法
と
環
境
法
学
の
最
前
線
　

淡
路
古
稀
』（
二
○
一
二
年
、
有
斐
閣
）
三
三
二
―
三
三
三
頁
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
法
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
に
、
重
要
な
事

件
は
人
格
権
・
人
格
的
利
益
に
関
す
る
も
の
に
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）  

人
格
権
保
護
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
斎
藤
博
『
人
格
価
値
の
保
護
と
民
法
』（
一
粒
社
、
一
九
八
六
年
）、
五
十
嵐
清
『
人
格
権

論
』（
一
粒
社
、
一
九
八
九
年
）、
同
『
人
格
権
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
二
○
○
三
年
）、
藤
岡
康
宏
『
損
害
賠
償
法
の
構
造
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
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二
年
）
一
一
八
頁
以
下
、
木
村
和
成
「
わ
が
国
に
お
け
る
人
格
権
概
念
の
特
質

―
そ
の
再
定
位
の
試
み

―
（
一
）（
二
・
完
）」
摂
南
法
学
第

三
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
八
五
頁
以
下
、
第
三
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
九
頁
以
下
。

（
3
）  

以
下
で
は
、
肖
像
権
、
名
誉
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
氏
名
権
な
ど
の
精
神
的
人
格
権
を
人
格
権
と
表
記
す
る
。
そ
の
た
め
、
生
命
・
身
体
と

い
っ
た
身
体
的
人
格
権
、
及
び
、
生
活
利
益
を
考
察
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

（
4
）  
以
下
で
は
、
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
を
人
格
権
者
の
承
諾
と
表
記
す
る
。
そ
の
た
め
、
人
格
権
者
と
は
、
精
神
的
人
格
権
が
侵

害
さ
れ
た
場
合
の
権
利
主
体
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

（
5
）  

五
十
嵐
清
『
人
格
権
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
二
○
○
三
年
）
三
一
頁
。

（
6
）  

従
来
の
議
論
に
お
い
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
名
誉
権
・
肖
像
権
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
に
お
け
る
免
責
事
由
と
し
て
簡
単
に
触
れ
ら

れ
る
に
留
ま
る
。
た
と
え
ば
、
五
十
嵐
清
＝
田
宮
裕
『
名
誉
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）
三
○
―
三
二
頁
、
二
一
八
―
二
二

○
頁
に
よ
る
と
、
被
害
者
の
承
諾
は
不
法
行
為
法
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
は
名
誉
侵
害
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害

に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
承
諾
は
黙
示
で
も
な
さ
れ
う
る
が
、
そ
の
範
囲
が
曖
昧
な
と
き
に
は
、
広
く
解
す
る
べ
き
で
な
い

と
す
る
。
竹
田
稔
『
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
民
事
責
任
』（
判
例
時
報
社
、
増
補
改
訂
版
、
一
九
九
八
年
）
二
〇
九
―
二
一
二
頁
に
よ
れ
ば
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
関
す
る
承
諾
は
、
単
な
る
放
任
で
は
な
く
、
そ
の
侵
害
を
積
極
的
に
理
解
し
た
う
え
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
黙

示
で
も
足
り
る
と
す
る
。

（
7
）  

大
村
敦
志
『
民
法
読
解
　
総
則
編
』（
有
斐
閣
、
二
○
○
九
年
）
一
一
九
―
一
二
〇
頁
。
加
藤
雅
信
「
人
格
権
と
著
作
者
人
格
権

―
損
害
賠

償
・
差
止
め
・
処
分
可
能
性
を
中
心
に

―
」
法
時
八
七
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
九
〇
―
九
三
頁
。
米
村
滋
人
「
人
格
権
の
権
利
構
造
と
『
一

身
専
属
性
』」
法
協
一
三
四
巻
第
三
号
（
二
○
一
七
年
）
四
七
二
―
四
七
三
頁
。

（
8
）  

近
時
の
研
究
と
し
て
、
木
村
和
成
「
わ
が
国
に
お
け
る
人
格
権
概
念
の
特
質
」（
二
・
完
）
摂
南
法
学
第
三
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
五
―

一
〇
六
頁
。

（
9
）  

近
時
の
研
究
と
し
て
、
山
本
敬
三
「
基
本
権
の
保
護
と
不
法
行
為
法
の
役
割
」
民
法
研
究
第
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
七
頁
。

（
10
）  

潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
Ⅰ
』（
信
山
社
、
第
二
版
、
二
○
○
九
年
）
四
三
八
頁
。

（
11
）  

藤
岡
康
宏
『
民
法
講
義
Ⅴ
　
不
法
行
為
法
』（
信
山
社
、
二
○
一
三
年
）
一
五
四
―
一
五
五
頁
、
一
五
八
頁
。

（
12
）  

我
妻
栄
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
七
年
）
一
五
一
頁
。

（
13
）  

広
中
俊
雄
『
新
版
民
法
綱
要
　
第
一
巻
総
論
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
）
八
三
―
八
四
頁
。
山
野
目
章
夫
「『
人
の
法
』
の
観
点
の
再
整
理
」
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民
法
研
究
第
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
頁
以
下
、
大
村
敦
志
＝
小
粥
太
郎
『
民
法
学
を
語
る
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）〔
大
村
敦
志
〕
一
五

二
―
一
六
八
頁
。
藤
岡
康
宏
『
民
法
講
義
Ⅰ
　
民
法
総
論
』（
信
山
社
、
二
○
一
五
頁
）
一
○
―
一
一
頁
。

（
14
）  

吉
田
克
己
「
広
中
俊
雄
の
民
法
体
系
論
と
市
民
社
会
の
基
本
的
諸
秩
序
論
」
法
時
八
七
巻
九
号
（
二
○
一
七
年
）
二
八
頁
。

（
15
）  
山
本
・
前
掲
注
（
9
）
一
二
八
頁
に
お
い
て
は
、
決
定
権
的
権
利
観
を
前
提
と
し
て
、
人
格
権
と
は
、「
主
体
が
自
己
の
あ
り
方
を
決
め
る
権

利
」
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
現
代
社
会
に
お
け
る
自
己
決
定
権
の
重
要
性
を
説
く
も
の
と
し
て
、
吉
田
克
己
『
現
代
市
民
社
会
と

民
法
学
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）
二
五
八
頁
以
下
。

（
16
）  

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
、
及
び
、
肖
像
権
に
つ
い
て
一
定
の
紹
介
が
な
さ
れ

て
い
る
（
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

―
」
北
村
編
『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
の
展
望
』（
一
九
九
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
二
四
五
―
二
四
八
頁
、
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
川
法
学
四
七
巻
三
号
（
二
○
一
四
年
）
一
六
○
―
一
六
二
頁
）。
こ
れ
ら
の
研
究

で
は
、
肖
像
権
や
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
侵
害
を
念
頭
に
置
い
て
、
主
体
の
承
諾
に
よ
る
違
法
性
阻
却
の
判
断
枠
組
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
人
格
権
保
護
法
理
に
お
け
る
承
諾
の
位
置
づ
け
と
承
諾
の
法

的
構
成
に
つ
い
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
17
）  

民
法
典
九
条
と
民
法
典
一
二
四
〇
条
の
私
生
活
の
保
護
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
変
遷
が
あ
る
。
九
条
の
制
定
後
し
ば
ら
く
は
民
事
責
任

法
の
規
定
と
併
用
さ
れ
て
お
り
、
フ
ォ
ー
ト
、
損
害
、
因
果
関
係
の
証
明
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
た
（CA Paris, 17 déc. 1973 : D. 1976,  

p. 120, note R.-L

）。
し
か
し
、
現
在
、
破
毀
院
は
、「
私
生
活
に
対
す
る
侵
害
の
証
明
さ
え
あ
れ
ば
、
賠
償
を
求
め
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
」

と
示
し
て
お
り
、
私
生
活
の
侵
害
が
あ
れ
ば
、
一
二
四
〇
条
を
根
拠
と
す
る
こ
と
な
く
、
九
条
の
み
に
基
づ
い
て
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
て
い
る
（Cass. 1re, civ., nov. 1996 : Bull. civ. 1996, 1, n

o 378

）。
そ
の
結
果
、
私
生
活
が
侵
害
さ
れ
た
事
案
に
お
い
て
は
、
九
条
、

あ
る
い
は
、
一
二
四
〇
条
の
い
ず
れ
に
基
づ
い
て
も
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
他
方
で
、
名
誉
に
つ
い
て
は
、
刑
事
立
法
で
あ
る
一
八
八
一
年
出
版
自
由
法
の
構
成
要
件
に
基
づ
い
て
民
事
上
も
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
人
格
権
の
構
成
要
素
に
名
誉
を
含
む
の
が
一
般
的
で
あ
る
（François TERRE et D

om
inique FEN

O
U
IL-

LET, D
roit civil, Les personnes, personnalité-incapacité-protection, 8

e, D
alloz, 2012, n

o 102 -103, pp. 110 -111 : Philippe 
M
ALAU

RIE et Laurent AYN
ES, Les Personnes, la protection des m

ineurs et des m
ajeurs, 7

e, LG
D
J, 2014, n

o 342 -345, pp. 159 -
165

）。
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（
18
）  Philippe M

ALAU
RIE, Laurent AYN

ES, Philippe STO
FFEL-M

U
N
CK, Les obligation, LG

D
J, 9

e, 2017, n
o 131, p. 76.

（
19
）  G

eneviève V
IN
EY, Patrice JO

U
RRDAIN, Suzanne CARVAL, Les conditions de la responsabilité, 4

e, LG
D
J, 2013, n

o 575 -
577, pp. 678 -682.

（
20
）  G

eneviève V
IN
EY, Patrice JO

U
RRDAIN, Suzanne CARVAL, supra note 19, n

o 572, p. 673.
（
21
）  G

eneviève V
IN
EY, Patrice JO

U
RRDAIN, Suzanne CARVAL, supra note 19, n

o 574 -578, pp. 678 -682.

（
22
）  G

eneviève V
IN
EY, Patrice JO

U
RRDAIN, Suzanne CARVAL, supra note 19, n

o 577, p. 681.

（
23
）  G

illes G
O
U
BEAU

X, D
roit civil, Les personnes, LG

D
J, 1989, n

o 306 -307, pp. 283 -285 et n
o 321 -323, pp. 299 -303.

（
24
）  H

enri FO
U
G
ERO

L, La Figure hum
aine et le droit, thèse Paris, 1913, pp. 75 -98

は
、
テ
ー
ズ
に
お
い
て
、
肖
像
の
保
護
に
お
け
る

承
諾
の
位
置
づ
け
を
初
め
て
本
格
的
に
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
25
）  Pierre KAYSR, A

spects de la protection de la vie privée dans les sociétés industrielles, in : M
él. M

arty, 1978, n
o 2, p. 726 -727.

（
26
）  

こ
う
し
た
理
解
は
、
代
表
的
な
体
系
書
に
お
い
て
、
被
害
者
の
承
諾
に
関
す
る
規
律
が
保
護
法
益
に
応
じ
て
三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
肖
像
権
や
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
つ
い
て
の
承
諾
の
特
殊
性
は
、
客
体
が
肖
像
権

や
私
生
活
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
法
益
が
人
の
精
神
的
な
利
益
に
関
わ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
規
律
を
考
察
す
る
別
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
27
）  André AM

IAU
D, Les droits de la personnalité, in : Travaux de l

’Association H
enri Capitant, II, 1946, pp. 295 -296

で
は
、
民

法
典
が
、
個
人
主
義
に
支
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
格
権
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
理
由
に
つ
い
て
次
の
三
点
を
挙
げ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
定
の
人
格
権
の
保
護
は
公
法
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
同
様
の
保
護
が
私
法
上
も
与
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
民
法
典

は
財
産
に
関
す
る
法
典
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
当
時
の
社
会
状
況
か
ら
み
て
、
人
格
権
侵
害
の
可
能
性
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

（
28
）  Étienne-Ernest-H

ippolyte PERREAU, D
es droits de la personnalité, RTD

 civ., 1909, p. 517.

（
29
）  G
illes G

O
U
BEAU

X, D
roit civil, Les personnes, LG

D
J, 1989, n

o 286, pp. 256 -258.

（
30
）  

人
格
権
は
、
人
間
の
尊
厳
や
個
人
主
義
と
い
っ
た
価
値
の
重
要
性
ゆ
え
に
放
棄
で
き
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
、Agnès LU

CAS-
SCH

LO
TER, D

roit m
oral et droits de la personnalité, PU

AM
, 2002, n

o 462, p. 354

。

（
31
）  Étienne-Ernest-H

ippolyte PERREAU, supra note 28, p. 517 -520.

ま
た
、
石
井
智
弥
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
人
格
権
保
護
の
発
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展

―
尊
重
義
務
の
生
成

―
（
1
）」
茨
城
大
学
人
文
学
部
紀
要
（
二
〇
一
〇
年
）
二
二
―
二
三
頁
参
照
。

（
32
）  Jean STO

U
FFLET, Le droit de la personne sur son im

age, Q
uelques rem

arques sur la protection de la personnalité, JCP, 
1957, n

o 30.
（
33
）  
肖
像
の
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
破
毀
院
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（Cass. 1

re civ., 11 déc. 2008 : JCP, 2009, 2, 
10025, note G

régoire LO
ISEAU

）。

（
34
）  G

illes G
O
U
BEAU

X, supra note 23, n
o 286, pp. 256 -258 : D

enis TALLO
N, Personnalité （D

roit de la 

）, Rep. civ., n
o 160, pp. 

25 -26.
な
お
、
コ
ル
ニ
ュ
の
概
説
書
に
お
い
て
は
、
私
生
活
に
関
わ
る
写
真
の
撮
影
・
公
表
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
お

り
、
人
格
権
が
処
分
不
可
能
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
（G

erard CO
RN
U, D

roit civil, Les personnes, 13
e, LG

D
J, 

2007, n
o 36, pp. 76 -80

）。

（
35
）  

契
約
法
の
観
点
か
ら
は
、
契
約
の
対
象
が
人
格
的
利
益
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
承
諾
に
関
す
る
一
般
的
な
成
立
要
件
・
解
釈
準
則
が
修
正
さ

れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
学
説
も
あ
る
（Corine FILIPPO

N
E, La contractualisation des droits de la personnalité, thèse, Paris, 2001, 

n
o 323, p. 303

）。

（
36
）  Cass 1

re ci., 13 nov. 2008 : Légipresse 2009, II, p. 12, obs. L. M
arino.

（
37
）  CA Paris, 4

e ch. 9 nov. 1982, D. 1984, jurispr. P. 30, note R. Lindon.

（
38
）  Cass 1

re civ., 30 m
ai 2000 : Bull. civ. 2000, I, n

o 167. Cass 1
re civ., 14 juin 2007 : Bull. civ. 2007, 1, n

o 236.

（
39
）  CA Paris, 25 m
ai 1867 : S. 1868, 2, p. 41.

（
40
）  

民
法
典
四
五
九
条
一
項
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
五
日
の
法
律
（Loi n

o 2007 -308 du 5 m
ars 2007

）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

（
41
）  Cass 1

re civ., 18 m
ai 1972 : JCP G

 1972, II, 17209, concl. note R. Lindon.

（
42
）  

た
と
え
ば
、
ケ
ゼ
ー
ル
は
、
人
格
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
合
意
の
対
象
と
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（Pierre 

KAYSER, les droits de la personnalité. A
spects théoriques et pratiques, RTD

 civ., 1971, n
o 37, p. 493

）。

（
43
）  Pierre KAYSER, La protection de la vie privée par le droit, protection du secret de la vie privée, 3

e, ECO
N
O
M
ICA, 1995, n

o 
136, p. 236.

も
っ
と
も
、
ケ
ゼ
ー
ル
は
承
諾
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
改
説
し
て
い
る
。
当
初
、
ケ
ゼ
ー
ル
は
、
友
人
の
写
真
を
撮
影
し
た
場
合

に
は
、
い
か
な
る
債
務
も
生
じ
な
い
と
し
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
が
契
約
を
構
成
し
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
（Pierre 

KAYSER, Le droit dit à l'im
age, in : M

él. Roubier, n
o 15, p. 86

）。
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（
44
）  Roger N

ERSO
N, Les droits extrapatrim

oniaux, thèse Lyon, 1929, n
o 185, p. 401: D

enis TALLO
N, supra note 34, n

o 160, pp. 
25 -26 : G

illes G
O
U
BEAU

X, supra note 23, n
o 286, p. 257.

ま
た
、
近
時
の
研
究
と
し
て
、Agnès LU

CAS-SCH
LO
TER, supra note 

30, n
o 522, pp. 397 -398

が
あ
る
。

（
45
）  Antoun FAH

M
Y ABD

O
U, Le consentem

ent de la victim
e, LG

D
J, 1971, n

o 43, p. 80.
（
46
）  Pascal AN

CEL, L'indisponibilité des droits de la personnalité, U
ne approche critique de la théorie de la personnalité, thèse, 

D
ijon, 1978. Judith RO

CH
FELD, Les grandes notions du droit prive, PU

F, 2
e, 2013, n

o 9 p. 159

は
、
同
テ
ー
ズ
を
も
っ
て
、
人
格

権
の
権
利
性
否
定
説
を
代
表
す
る
見
解
と
し
て
引
用
す
る
。
ア
ン
セ
ル
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、force obligatoire

とcontenu 
obligationnel

の
区
別
を
提
示
し
た
論
者
と
し
て
、
契
約
法
に
お
い
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
（Pascal AN

CEL, Force obligatoire et contenu 
obligatoire du contrat, RTC civ., 199. p. 771

）。
な
お
、
以
下
で
ア
ン
セ
ル
を
引
用
す
る
際
に
は
、
全
てL'indisponibilité des droits de 

la personnalité, U
ne approche critique de la théorie de la personnalité

の
引
用
で
あ
る
。

（
47
）  Pascal AN

CEL, supra note 46, n
o 10, p. 15.

（
48
）  Pascal AN

CEL, supra note 46, n
o 51, pp. 51 -52.

（
49
）  Pascal AN

CEL, supra note 46, n
o 49, pp. 50 -51.

（
50
）  Pascal AN

CEL, supra note 46, n
o 40, pp. 43 -44.

（
51
）  Pascal AN

CEL, supra note 46, n
o 57, p. 56.

（
52
）  Pascal AN

CEL, supra note 46, n
o 57, pp. 56 -57.

（
53
）  Pascal AN

CEL, supra note 46, n
o 58, pp. 57 -58.

（
54
）  Pascal AN
CEL, supra note 46, n

o 61, pp. 69 -60.

（
55
）  

な
お
、
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
二
〇
一
六
―
一
三
一
号
（l

’ordonnance n
o 2016 -131 du 10 février 2016

）
に
よ
る

債
務
法
改
正
後
の
民
法
典
一
一
二
八
条
に
お
い
て
は
、
目
的
（objet
）
と
コ
ー
ズ
（cause

）
は
契
約
の
有
効
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。

（
56
）  Pascal AN

CEL, supra note 46, n
o 65, pp. 62 -63.

（
57
）  Jacques RAVAN

AS, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur im
age, LG

D
J, 1978, n

o 70 -80, 
pp. 68 -84.

ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
の
用
語
法
と
し
て
は
、consentem

ent

に
は
、
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
の
側
面
と
、
法
的
事
実
と
し
て
の
側
面
が
あ

る
と
す
る
。
後
者
は
、autorisation

やperm
ission

と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。Consentem

ent

は
、
わ
が
国
に
お
け
る
契
約
法
で
は
、
同
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意
と
訳
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
は
、
用
語
法
の
統
一
と
い
う
観
点
か
ら
、consentem

ent

を
承
諾
と
訳
出
す
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
承
諾
概
念
は
、
申
込
み
の
対
概
念
と
し
て
法
律
行
為
の
構
成
要
素
を
意
味
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
被
害
者
の
承
諾
と
し
て
法

律
行
為
を
構
成
し
な
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
訳
出
も
許
さ
れ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
次
に
考
察
す
る
サ
ン
‐
ポ
ー
は
、
法
的

事
実
と
し
て
の
承
諾
は
、autorisation

と
表
記
し
て
お
り
、
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
の
承
諾
をconsentem

ent

と
表
記
し
て
い
る
が
、
同
様

の
考
慮
か
ら
、
承
諾
と
し
て
訳
出
す
る
。

（
58
）  Jacques RAVAN

AS, supra note 57, n
o 64, pp. 85 -86.

（
59
）  Jacques RAVAN

AS, supra note 57, n
o 65 pp. 86 -87.

（
60
）  Jacques RAVAN

AS, supra note 57, n
o 170, pp.177 -178.

（
61
）  Jacques RAVAN

AS, supra note 57, n
o 243, pp. 246 -247.

（
62
）  Jacques RAVAN

AS, supra note 57, n
o 244, p. 247.

（
63
）  Jacques RAVAN

AS, supra note 57, n
o 264, pp. 266 -268.

（
64
）  Jacques RAVAN

AS, supra note 57, n
o 265, p. 268.

（
65
）  Jean-Christophe SAIN

T-PAU, 
（sous la dir.

）, D
roits de la personnalité, Lexis N

exis, 2013, n
o 1238 et 1239, p. 761.

な
お
、
本

稿
に
お
け
る
同
書
の
引
用
箇
所
は
、
全
て
サ
ン
‐
ポ
ー
に
よ
る
執
筆
箇
所
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
学
説
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

（
66
）  Jean-Christophe SAIN
T-PAU, supra note 65, n

o 368. pp. 227 -228. 

（
67
）  Jean-Christophe SAIN

T-PAU, supra note 65, n
o 1241, p. 762.

（
68
）  Jean-Christophe SAIN

T-PAU, supra note 65, n
o 1264, p. 779.

（
69
）  Jean-Christophe SAIN

T-PAU, supra note 65, n
o 1262, p. 778.

（
70
）  

ア
ン
セ
ル
と
同
様
に
、
人
格
権
の
権
利
性
を
否
定
し
た
う
え
で
、
こ
の
よ
う
に
説
く
近
時
の
有
力
な
見
解
と
し
て
、Cyril BLO

CH
, La 

cessation de l

’illicite Recherche sur une fonction m
éconnue de la responsabilité civile extra contractuelle, D

alloz, 2008, n
o 274 -2, 

pp. 310 -314

。

（
71
）  

原
島
重
義
「
わ
が
国
に
お
け
る
権
利
論
の
推
移
」
法
の
科
学
四
号
（
一
九
七
六
年
）
七
六
頁
。
五
十
嵐
・
藤
岡
康
宏
「
人
格
権
」
法
教
一
二
六

号
（
一
九
九
一
年
）
三
八
―
四
二
頁
。
同
『
民
法
講
義
Ⅰ
　
民
法
総
論
』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）
三
八
―
三
九
頁
。
大
塚
直
「
人
格
権
に
基

づ
く
差
止
請
求
」
民
商
一
一
六
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
七
年
）
五
二
七
頁
。
同
「
保
護
法
益
と
し
て
の
人
身
と
人
格
」
ジ
ュ
リ
一
一
二
六
号
（
一
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九
九
八
年
）
四
一
―
四
二
頁
。
広
中
・
前
掲
注
（
13
）
一
五
―
一
七
頁
。
木
村
・
前
掲
注
（
8
）（
二
〇
〇
六
年
）
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
。

（
72
）  

我
妻
・
前
掲
注
（
12
）
一
二
七
頁
。

（
73
）  

山
本
敬
三
「
前
科
の
公
表
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
表
現
の
自
由
」
民
商
一
一
六
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
七
年
）
六
四
八
―
六
五
一
頁
。

同
「
不
法
行
為
法
学
の
再
検
討
と
新
た
な
展
望

―
権
利
論
の
視
点
か
ら

―
」
論
叢
一
五
四
巻
一
五
四
巻
四
・
五
・
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）、

山
本
・
前
掲
注
（
9
）
七
七
頁
。
潮
見
・
前
掲
注
（
10
）
三
一
―
三
五
頁
。
た
と
え
ば
、
山
本
敬
三
は
、
不
法
行
為
の
要
件
を
次
の
よ
う
に
構
成

す
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
法
と
は
、
個
人
の
基
本
権
が
他
人
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
国
家
が
自
ら
負
う
基
本
権
保
護
義
務
を

果
た
す
た
め
に
用
意
し
た
制
度
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
に
、
①
権
利
侵
害
要
件
は
被
害
者
の
基
本
権
の
保
護
の
た
め
で
あ
り
、
②
故
意
・
過
失

要
件
は
加
害
者
の
基
本
権
の
制
約
、
ま
た
は
、
制
約
の
正
当
化
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
不
法
行
為
の
成
否
は
、
①
被
害
者
の

基
本
権
と
、
②
加
害
者
の
基
本
権
の
衡
量
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
す
る
。

（
74
）  

中
田
裕
康
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
九
〇
頁
。

（
75
）  

た
と
え
ば
、
五
十
嵐
は
、
人
格
権
は
一
身
専
属
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
人
格
権
の
譲
渡
を
否
定
す
る
（
五
十
嵐
・
前
掲
注

（
5
）
一
三
頁
）。
ま
た
、
人
格
権
の
一
身
専
属
性
を
当
然
に
認
め
る
こ
と
を
否
定
す
る
近
時
の
見
解
に
お
い
て
も
、
人
格
的
生
存
を
困
難
に
す
る

こ
と
が
定
型
的
に
認
め
ら
れ
る
た
め
、
人
格
権
を
終
局
的
な
譲
渡
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
米
村
・
前
掲
注
（
7
）

四
五
八
―
四
六
四
頁
）。
そ
の
た
め
、
承
諾
が
法
律
行
為
を
構
成
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
法
律
行
為
に
よ
っ
て
人
格
権
の
終
局
的
な
処
分

は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
承
諾
の
構
成
す
る
法
律
行
為
が
、
人
格
権
の
一
時
的
な
利
用
契
約
か
、
損
害
賠
償
請
求
権
な
ど
の
放
棄
を
構
成
す

る
か
は
、
法
律
行
為
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
と
考
え
る
。

（
76
）  

被
害
者
の
承
諾
が
、
違
法
性
阻
却
事
由
か
過
失
の
評
価
根
拠
事
実
の
い
ず
れ
を
構
成
す
る
か
は
、
不
法
行
為
の
成
立
要
件
を
巡
る
議
論
と
連
動

す
る
。
違
法
性
を
不
法
行
為
の
成
立
要
件
の
一
つ
と
す
る
見
解
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
承
諾
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

に
対
し
て
、
違
法
性
を
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
な
い
見
解
に
お
い
て
は
、
過
失
の
評
価
根
拠
事
実
な
い
し
は
損
害
の
考
慮
要
素
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
平
井
宜
雄
『
債
権
各
論
Ⅱ
　
不
法
行
為
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
）
九
一
―
九
二
頁
。
窪
田
充
見
『
不
法
行
為

法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
二
五
〇
頁
）。
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石
尾　

智
久
（
い
し
お
　
と
も
ひ
さ
）

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

　
　
　
　
　
　
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２
）

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
仏
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
民
法


