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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
問
題
の
所
在

　
現
代
社
会
に
お
い
て
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
）
が
普
及
し
て
お
り
、
出

版
や
報
道
に
よ
ら
な
く
て
も
、
一
般
人
が
他
人
の
肖
像
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情
報
を
容
易
に
公
表
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
情
報
技
術
の
発
展
に
伴
う
負
の
側
面
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
肖
像
と
い
っ
た
人
格
権
（
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
）
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
性
が
高
ま
っ
て
お
り
、
人
格
権

侵
害
は
深
刻
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
、
近
時
、
人
格
権
の
保
護
法
理
を
構
築
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
人
格
権
の
保
護
法
理
に
関
し
て
は
、
人
格
権
は
相
関
的
衡
量
に
親
し
ま
な
い
法
益
で
あ
る
と
し
て
、
人
格
権
侵
害
は
常
に
違
法
で
あ
る

と
す
る
見（
1
）解や
、
人
格
権
と
対
抗
法
益
と
の
衡
量
に
よ
る
と
す
る
見（
2
）解が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
前
提
と
し
て
も
、
人
格

権
侵
害
に
関
す
る
実
際
の
事
案
で
は
、
被
害
者
の
承
諾
の
有
無
が
争
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
人
格
権

の
保
護
法
理
を
精
緻
に
構
築
す
る
た
め
に
は
、
人
格
権
者
の
承（
3
）諾の
法
的
評
価
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
の
認
識

を
も
と
に
、
そ
の
判
断
枠
組
に
つ
い
て
考
察
し
た（
4
）い。

　
と
こ
ろ
で
、
承
諾
は
、
二
つ
の
異
な
る
文
脈
に
お
い
て
現
れ
る
。
第
一
は
、
法
律
行
為
に
お
け
る
申
込
み
の
対
概
念
と
し
て
の
承
諾
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
モ
デ
ル
が
事
務
所
と
肖
像
の
利
用
契
約
を
結
ん
で
い
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
肖
像
の
利
用
に
つ
い
て
承
諾
が

与
え
ら
れ
て
い
る
か
が
争
わ
れ
る
。
第
二
は
、
不
法
行
為
に
お
け
る
過
失
や
違
法
性
の
考
慮
要
素
と
し
て
の
承
諾
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

取
引
行
為
と
し
て
で
は
な
く
、
日
常
的
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
公
表
す
る
場
合
、
過
失
や
違
法
性
の
評
価
に
お
い
て
承
諾
の
有
無
が
争
わ
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れ
る
。
第
一
の
よ
う
に
、
人
格
権
を
取
引
の
対
象
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い（
5
）る。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
よ
う

に
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
不
法
行
為
法
に
お
け
る
人
格
権
の
保
護
と
い

う
観
点
か
ら
問
題
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
第
二
の
よ
う
な
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
に
関
す
る
判
断
枠
組
を
示
す
こ
と
も
重
要
だ
と
考
え
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
ど
の
よ
う
な
保
護
法
益
を
念
頭
に
置
い
て
論
ず
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
。
次
に
、
有
名
人
の

人
格
権
侵
害
に
つ
い
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え
で
、
最
後
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組

―
成
立

要
件
、
及
び
、
解
釈
準
則

―
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
ま
ず
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
お
け
る
保
護
法
益
に
つ
い
て
。
人
格
権
者
の
承
諾
に
関
す
る
従
来
の
学
説
は
、
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、

肖
像
と
い
っ
た
個
別
的
な
人
格
権
を
念
頭
に
置
い
て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
写
真
の
公
表
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
場
合
、
人
格
権
者

は
、
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
人
格
権
の
う
ち
、
ど
の
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
る
の
か
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
人
格
権
が
重
複
し
て
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た

個
別
的
な
人
格
権
を
念
頭
に
置
い
て
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
精
神
的
な
利
益
に
関
わ
る
人
格
権
一
般
に
共
通
す
る
規
律
を
構
築
す
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

　
次
に
、
有
名
人
の
人
格
権
を
侵
害
し
た
場
合
の
違
法
性
阻
却
の
構
成
に
つ
い
て
。
た
と
え
ば
、
政
治
家
や
芸
能
人
と
い
っ
た
有
名
人
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
肖
像
が
公
表
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一
定
の
場
合
に
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
こ
の
違
法
性
阻
却
の
構
成
に
つ
い
て
、

有
名
人
は
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
世
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
肖
像
の
公
表
に
つ
き
黙
示
の
承
諾
を
与
え
て
い
る
と

み
る
こ
と
も
で
き
る（
6
）が、

情
報
の
公
益
性
を
衡
量
の
要
素
と
し
て
捉
え
て
、
対
抗
法
益
と
の
衡
量
に
よ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の

た
め
、
承
諾
の
判
断
枠
組
の
考
察
に
先
立
っ
て
、
有
名
人
の
人
格
権
侵
害
に
関
し
て
は
、
黙
示
の
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る

と
み
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
人
格
権
者
の
承
諾
と
衡
量
判
断
と
の
関
係
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
最
後
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組
に
つ
い
て
。
た
と
え
ば
、
①
Ａ
の
肖
像
に
つ
き
承
諾
を
得
て
撮
影
・
公
表
し
よ
う
と
し
た
と
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こ
ろ
、
同
じ
場
所
に
偶
然
居
合
わ
せ
た
Ｂ
の
肖
像
も
併
せ
て
撮
影
・
公
表
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
Ｂ
が
明
示
的
に
撮
影
を
拒
否
し
な
か
っ

た
こ
と
を
も
っ
て
、
肖
像
の
公
表
に
つ
き
黙
示
の
承
諾
を
与
え
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う（
7
）か。

こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に

黙
示
の
承
諾
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
承
諾
の
成
立
要
件
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
②
Ａ
の
肖
像
の

公
表
に
つ
き
承
諾
を
得
た
う
え
で
写
真
を
雑
誌
に
掲
載
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
数
年
後
に
、
再
度
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
Ａ
の
写
真
を

別
の
雑
誌
に
公
表
し
た
場
合
、
Ａ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
承
諾
の
効
力
は
及
ぶ
の
で
あ
ろ
う（
8
）か。

こ
こ
で
は
、
承
諾
の
範
囲
に
関
す

る
解
釈
準
則
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
被
害
者
の
承
諾
に
関
す
る
従
来
の
学（
9
）説や
、
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像

と
い
っ
た
個
別
的
な
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
を
論
ず
る
従
来
の
学
）
10
（

説
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
つ
い
て
承
諾
の
判
断
枠
組
を
示
し

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

㈡
　
本
稿
の
構
成

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
人
格
権
の
侵
害
一
般
に
つ
い
て
承
諾
に
関
す
る
共
通
の
規
律
を
提
示
で
き
る
こ
と
を
示

し
た
う
え
で
、
有
名
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
違
法
性
阻
却
の
構
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組
を
提

示
し
た
い
。

　
こ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
主
に
二
つ
の
理
由
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
有
益
だ
と
考
え

る
）
11
（

。
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
有
名
人
の
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
き
違
法
性
を
阻
却
す
る
た
め
の
理
論
構
成
と
し
て
、

黙
示
の
承
諾
を
観
念
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
対
し
て
は
本
格
的
な
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
衡
量
判
断
に
よ
る
べ
き
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
情
報
の
公
益
性
を
人
格
権
者
の
承
諾
の
対
象
と
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
示
唆
を
も
た
ら

す
と
考
え
る
。
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
関
す
る
裁
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
、
承
諾
の
判
断
枠
組

が
学
説
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
判
断
枠
組
は
、
肖
像
や
私
生
活
に
限
ら
れ
ず
、
精
神
的
利
益
に
関
わ
る
人
格
権
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一
般
に
つ
い
て
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る

人
格
権
者
の
承
諾
に
関
す
る
規
律
を
構
築
す
る
う
え
で
参
考
に
な
る
と
考
え
）
12
（

る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
二
で
は
、
有
名
人
の
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
き
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
は
、
黙
示
の
承
諾
に
よ
っ

て
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
衡
量
判
断
の
帰
結
な
の
か
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
を
分
析
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
有
名
人
の
人
格
権

侵
害
の
違
法
性
阻
却
を
ど
の
よ
う
な
構
成
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
、
三
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け

る
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
を
分
析
し
た
う
え
で
、
こ
れ
が
、
他
の
法
益

―
財
産
権
と
生
命
・
身
体

―

の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
と
比
べ
て
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
肖
像

や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
は
、
精
神
的
利
益
に
関
わ
る
人
格
権
一
般
に
関
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
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
　
有
名
人
の
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
の
構
成

　
有
名
人
の
肖
像
や
私
生
活
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
侵
害
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
は
、
㈠
当
初
、
公
表
に
つ
い
て
黙

示
の
承
諾
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
見
解
が
説
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
㈡
こ
う
し
た
構
成
を
批
判
し
て
、
情
報
の
公
益
性
に
関
す
る

評
価
は
衡
量
判
断
に
よ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
有
力
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
㈢
有
名
人
が
黙
示
の
承
諾
を
与
え

て
い
る
と
す
る
見
解
が
克
服
さ
れ
、
衡
量
判
断
に
よ
る
べ
き
と
だ
す
る
見
解
が
有
力
化
し
た
経
緯
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
検
討
を
通

じ
て
、
承
諾
と
衡
量
判
断
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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㈠
　
黙
示
の
承
諾
理
論

　
有
名
人
の
肖
像
や
私
生
活
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
加
害
行
為
の
違
法
性
阻
却
を
黙
示
の
承
諾
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
見
解
（
以
下
、「
黙

示
の
承
諾
理
論
」）
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
有
名
人
の
肖
像
と
私
生
活
に
つ
い
て
、
黙
示
の
承
諾
理
論
を
み
て
い
こ
う
。 

　
第
一
に
、
有
名
人
の
肖
像
に
つ
い
て
は
、
黙
示
の
承
諾
理
論
が
古
く
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
公
衆
の
面
前
で
注
目

を
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
者
の
ほ
か
、
社
会
的
な
役
割
や
政
治
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
者
、
文
芸
に
携
わ
っ
て
い
る
者
な
ど
は
、
自

ら
の
肖
像
の
侵
害
に
つ
い
て
黙
示
の
承
諾
を
与
え
て
い
る
と
さ
れ
て
い
）
13
（
る
。

　
さ
ら
に
、
肖
像
の
侵
害
を
念
頭
に
置
い
て
、
主
体
の
属
性
に
応
じ
て
問
題
類
型
を
区
別
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
一
方
で
、
公
の
場
で
職
業
を
営
ん
で
い
る
者
（personnalité publique

）
は
、
肖
像
の
公
表
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
る
と

す
る
。
す
な
わ
ち
、
俳
優
や
、
政
治
家
、
文
芸
界
に
お
け
る
一
部
の
者
な
ど
は
、
自
ら
の
肖
像
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
い
る

ど
こ
ろ
か
、
公
表
を
望
ん
で
い
る
。
他
方
で
、
高
級
官
僚
（haute fonctionnaire

）
と
い
っ
た
、
時
事
性
（actualité

）
が
あ
り
一
般
人
の

関
心
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
自
ら
の
肖
像
を
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
う
い
っ
た
者
は
、
一
定
の
役
割
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
人
の
評
価
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
情
報
の
必
要
性
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
）
14
（
る
。
こ
こ
で
は
、
前
者
で
は
承
諾
に
よ
る
違
法
性
阻
却
と
い
う
構
成
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
で
は
情

報
の
必
要
性
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
て
お
り
、
違
法
性
阻
却
の
構
成
が
主
体
の
属
性
に
応
じ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
有
名
人
の
私
生
活
に
つ
い
て
は
、
民
法
典
九
条
の
制
定
と
前
後
し
て
、
私
生
活
と
公
的
生
活
の
区
別
を
意
思
に
求
め
る
見
解

が
主
張
さ
れ
て
い
）
15
（
る
。
す
な
わ
ち
、
主
体
は
、
保
護
の
対
象
と
な
る
私
生
活
の
範
囲
を
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
承
諾
を
与

え
て
い
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
私
生
活
に
あ
た
る
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
有
名
人
の
肖
像
や
私
生
活
に
対
す
る
侵
害
を
念
頭
に
お
い
て
、
黙
示
の
承
諾
理
論
が
説
か
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
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黙
示
の
承
諾
理
論
に
よ
り
つ
つ
も
、
意
思
的
な
要
素
は
希
薄
で
あ
っ
て
、
有
名
人
は
、
自
ら
の
肖
像
の
侵
害
に
つ
い
て
、
常
に
承
諾
を
与

え
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
）
16
（

や
、
公
的
な
場
所
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
承
諾
を
与
え
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
説
か
れ
て
い
）
17
（

る
。
こ
れ
ら

見
解
は
、
黙
示
の
承
諾
理
論
に
よ
り
つ
つ
も
、
形
式
的
に
意
思
を
観
念
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
な
お
、
黙
示
の
承
諾
理
論
の

背
景
に
は
、
私
法
上
の
規
律
の
根
拠
を
個
人
の
意
思
に
求
め
る
意
思
自
律
の
原
理
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
18
（
る
。

　
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
有
名
人
の
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
根
拠
を
意
思
に
求
め
る
も
の
が
あ
）
19
（

り
、

公
表
さ
れ
た
写
真
が
公
的
生
活
又
は
職
業
活
動
に
関
わ
る
場
合
、
黙
示
の
承
諾
が
推
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
構

成
を
取
っ
て
い
る
破
毀
院
判
）
20
（

決
も
あ
り
、
人
の
職
業
や
活
動
は
黙
示
の
承
諾
を
推
定
さ
せ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
務
に
お
い
て
も
、

有
名
人
の
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
き
黙
示
の
承
諾
を
観
念
す
る
も
の
が
あ
る
。

㈡
　
衡
量
理
論

　
こ
う
し
た
黙
示
の
承
諾
理
論
は
、
早
く
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
）
21
（

た
。
こ
こ
で
は
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
の
テ
ー
ズ
『
肖
像
の
撮
影
と
公
表
に
対

す
る
人
の
保
護
』
を
分
析
す
る
。
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
は
、
黙
示
の
承
諾
理
論
に
対
す
る
批
判
を
初
め
て
本
格
的
に
提
示
し
た
論
者
で
あ
り
、
現

在
で
も
多
く
の
支
持
者
を
集
め
て
い
）
22
（

る
。
以
下
で
は
、（
１
）
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
に
よ
る
批
判
を
確
認
し
た
う
え
で
、（
２
）
従
来
の
学
説
に
代

え
て
提
示
さ
れ
た
理
論
を
見
よ
う
。

1　

従
来
の
学
説
に
対
す
る
批
判

　
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
は
、
黙
示
の
承
諾
を
観
念
す
る
従
来
の
学
説
は
、
①
承
諾
の
有
無
に
つ
い
て
擬
制
を
伴
う
だ
け
で
な
く
、
②
不
正
確
で
あ

る
と
し
て
批
判
す
る
。

　
①
擬
制
に
つ
い
て
。
黙
示
の
承
諾
理
論
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
公
的
活
動
に
関
す
る
写
真
の
公
表
が
本
人
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
明
白
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な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
黙
示
の
承
諾
を
擬
制
し
て
、
承
諾
が
あ
る
こ
と
に
な
）
23
（
る
。
次
に
、
研
究
者
や
学
者
、
哲
学
者
と
い
っ
た
、
写
真
を

撮
影
さ
れ
る
こ
と
を
通
常
は
望
ん
で
い
な
い
者
の
肖
像
を
公
表
し
た
場
合
や
、
交
通
事
故
で
意
識
を
失
っ
て
い
る
者
に
関
す
る
肖
像
の
公

表
の
よ
う
に
、
本
人
の
意
思
に
よ
ら
ず
に
人
々
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
肖
像
を
公
表
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
黙
示
の
承
諾
が
あ

る
こ
と
に
な
る
と
い
）
24
（
う
。
し
た
が
っ
て
、
黙
示
の
承
諾
理
論
に
よ
れ
ば
、
承
諾
の
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
意
思
が
、
実
質
的
な
評
価
の
対

象
と
な
ら
な
い
ほ
ど
に
希
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
承
諾
が
擬
制
さ
れ
る
場
面
が
生
じ
る
こ
と
に
な
）
25
（

る
。

　
②
不
正
確
さ
に
つ
い
て
。
肖
像
の
撮
影
や
公
表
に
つ
き
承
諾
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏

を
返
せ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
は
肖
像
の
撮
影
や
公
表
に
対
抗
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た

権
限
を
有
し
て
な
い
と
す
れ
ば
、
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
肖
像
の
公

表
を
望
ま
な
い
者
は
、
公
的
活
動
の
際
に
肖
像
の
撮
影
を
拒
否
す
る
意
思
を
示
し
て
い
れ
ば
、
肖
像
を
公
表
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
有
名
人
は
、
公
的
生
活
に
つ
い
て
、
肖
像
が
撮
影
・
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
意
思
を
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
公
表

の
差
止
め
を
求
め
た
り
、
損
害
賠
償
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
黙
示
の
承
諾
理
論
は
不
正
確
だ
と
す
）
26
（

る
。

2　

肖
像
権
と
対
抗
法
益
と
の
衡
量
に
よ
る
理
論
の
提
示

　
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
は
、
有
名
人
の
肖
像
の
公
表
に
関
す
る
違
法
性
評
価
は
、
肖
像
権
者
の
承
諾
の
有
無
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
肖
像
に
関
す

る
個
人
の
利
益
と
、
情
報
を
受
け
取
る
と
い
う
一
般
人
の
利
益
を
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

に
は
三
つ
の
実
益
が
あ
る
と
い
う
。

　
第
一
に
、
裁
判
官
が
、
評
価
す
べ
き
利
益
を
取
り
こ
ぼ
す
こ
と
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
権
と
対
抗
法
益
と
の
衡
量
に

よ
っ
て
違
法
性
を
判
断
す
る
こ
と
で
、
肖
像
権
者
の
意
思
と
は
独
立
し
て
一
般
人
が
情
報
に
つ
い
て
正
当
な
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
を

観
念
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
主
体
の
公
的
活
動
の
性
質
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
公
的
活
動
に
は
、
主
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体
が
名
声
を
求
め
て
い
る
と
き
の
よ
う
に
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
自
発
的
に
行
動
し
て
い
る
場
合
と
、
意
思
と
は
関
係
な
く
、
主
体
の

地
位
に
内
在
す
る
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
な
連
帯
に
関
す
る
義
務
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
す
）
27
（

る
。
こ
の
よ
う

に
、
公
的
活
動
に
は
、
主
体
が
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
衡
量
判
断
に
よ
れ

ば
、
後
者
の
側
面
の
評
価
を
取
り
こ
ぼ
す
こ
と
が
な
い
と
い
う
。

　
第
二
に
、
裁
判
官
が
、
事
実
関
係
を
適
切
に
把
握
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
公
的
生
活
の
範
囲
を
正
確
に
確
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
裁
判
官
は
、
肖
像
権
者
の
個
人
的
利
益
と
一
般
人
が
有
す
る
情
報
の
必
要
性
の
均
衡
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合

理
的
か
つ
衡
平
な
（raisonnable et équitable

）
解
決
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
方
で
、
公
表
さ
れ
た
写
真

に
関
心
を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
一
般
人
が
正
当
な
利
益
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
や
、
写
真
に
社
会
的
有
用
性
が
あ
る
か
ど
う
か
が
判
断

さ
れ
、
他
方
で
、
写
真
の
公
表
が
肖
像
権
者
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
か
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
違
法

性
が
阻
却
さ
れ
る
た
め
に
は
、
肖
像
の
公
表
が
社
会
的
有
用
な
機
能
（fonction sociale utile

）
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
表
目

的
と
肖
像
権
者
の
被
る
損
害
が
均
衡
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
）
28
（
る
。

　
第
三
に
、
裁
判
官
は
、
事
実
評
価
に
つ
い
て
の
専
権
を
有
し
て
い
る
た
め
、
社
会
の
発
展
に
応
じ
て
柔
軟
に
事
実
を
評
価
で
き
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
裁
判
官
は
、
社
会
に
お
け
る
思
想
や
良
俗
の
発
展
に
即
し
た
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
）
29
（
る
。

㈢
　
若
干
の
検
討

　
黙
示
の
承
諾
理
論
に
よ
れ
ば
、
有
名
人
は
、
自
ら
の
肖
像
や
私
生
活
に
関
す
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
黙
示
の
承
諾
を
与
え
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
に
よ
っ
て
、
意
思
自
律
の
原
則
の
残
滓
で
あ
る
と
し
て
本
格
的
な
批
判
が
投
げ
か
け
ら

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
黙
示
の
承
諾
理
論
は
、
主
体
の
承
諾
を
擬
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
有
名
人
が
肖
像
の
公
表
に
つ
い
て
反
対

の
意
思
を
表
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
責
任
を
追
及
で
き
な
い
場
面
が
あ
る
た
め
、
実
際
に
は
意
思
の
み
に
よ
っ
て
違
法
性
評
価
が
な
さ
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れ
て
お
ら
ず
、
不
正
確
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
衡
量
理
論
に
よ
れ
ば
、
情
報
の
公
益
性
を
衡
量
判
断
の
要
素
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
、
ど
の
よ
う
な
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
衡
量
判

断
に
よ
る
こ
と
は
、
事
実
評
価
を
柔
軟
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
見
解
に

よ
れ
ば
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
対
象
は
、
有
名
人
と
一
般
人
に
共
通
し
て
、
擬
制
を
伴
う
こ
と
な
く
人
格
権
者
の
意
思
を
実
質
的
に
評
価

で
き
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
帰
結
と
し
て
、
情
報
の
公
益
性
に
関
す
る
評
価
は
衡
量
判
断
に
委
ね
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

三
　
人
格
権
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組
と
そ
の
特
殊
性

　
先
に
見
た
通
り
、
有
名
人
は
、
自
ら
の
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
黙
示
の
承
諾
を
与
え
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

見
解
が
有
力
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
㈠
こ
う
し
た
学
説
が
、
こ
の
承
諾
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
枠
組
を
提
示
し
て
い
る

の
か
を
確
認
す
る
。
次
に
、
㈡
人
格
権
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組
が
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
他

の
法
益

―
財
産
権
と
生
命
・
身
体

―
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
を
概
観
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
㈢
肖
像
や
私
生
活

の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
を
支
え
る
理
念
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
の

承
諾
の
判
断
枠
組
は
、
人
格
権
侵
害
一
般
に
関
す
る
承
諾
の
判
断
枠
組
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

㈠
　
人
格
権
者
の
承
諾
に
関
す
る
判
断
枠
組

　
学
説
は
、
裁
判
例
の
整
序
を
通
じ
て
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
と
法
律
行
為
を
構
成
す
る
承
諾
の
二
つ
に
共
通
す
る
判
断
枠
組
を
提

示
し
て
い
）
30
（

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
承
諾
の
成
立
に
つ
い
て
は
、（
１
）
明
瞭
性
、
及
び
、（
２
）
特
定
性
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
承
諾
の
範
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囲
に
つ
い
て
は
、（
３
）
厳
格
解
釈
の
準
則
が
取
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
順
次
検
討
し
よ
）
31
（
う
。

1　

承
諾
の
成
立
要
件
①

―
明
瞭
性

　
承
諾
は
、
必
ず
し
も
明
示
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
黙
示
の
承
諾
に
よ
っ
て
も
加
害
行
為
の
違
法
性
は
阻
却

さ
れ
る
。
た
だ
し
、
黙
示
の
承
諾
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
承
諾
の
存
在
が
明
瞭
（sans équivoque

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と

も
、
黙
示
の
承
諾
の
有
効
性
を
認
め
る
破
毀
院
判
決
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
有
効
性
を
否
定
す
る
裁
判
例
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ⅰ
関

連
す
る
裁
判
例
を
み
た
う
え
で
、
ⅱ
分
析
し
よ
う
。

　
ⅰ
　
黙
示
の
承
諾
の
有
効
性
を
肯
定
し
た
裁
判
例

❶
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
六
年
三
月
七
日
判
）
32
（

決

　〔
事
実
〕
テ
レ
ビ
会
社
で
あ
る
Ｙ
ら
は
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
で
あ
る
Ｘ
の
勤
務
中
、
及
び
、
自
宅
で
の
様
子
を
撮
影
し
て
、
そ
の
映

像
を
テ
レ
ビ
番
組
で
放
送
し
た
。
な
お
、
Ｘ
は
快
く
撮
影
に
応
じ
て
お
り
、
撮
影
に
つ
い
て
は
明
示
の
承
諾
が
あ
っ
た
が
、
テ
レ
ビ
番
組

に
お
い
て
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
明
示
の
承
諾
を
得
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
Ｘ
は
、
自
ら
の
肖
像
と
私
生
活
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、

Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
控
訴
院
は
、
黙
示
の
承
諾
を
認
定
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が
上
告
し
た
。

　〔
判
旨
〕
上
告
棄
却
。
Ｘ
は
、
撮
影
さ
れ
た
映
像
が
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
終
始
快
く
撮
影
に
応
じ
て
お
り
、

撮
影
さ
れ
た
映
像
は
、
様
々
な
職
業
に
就
く
人
々
の
生
活
を
伝
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
テ
レ
ビ
番
組
で
の
公
表
に

つ
き
黙
示
の
承
諾
が
あ
る
。
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❷
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
○
○
八
年
一
一
月
一
三
日
判
）
33
（
決

　〔
事
実
〕
教
師
Ｘ
と
そ
の
生
徒
で
構
成
さ
れ
る
ク
ラ
ス
の
学
校
生
活
を
描
く
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
Ｙ
が
撮
影
し
、
こ
の
映
画
は

Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
撮
影
に
つ
い
て
の
承
諾
は
与
え
た
が
、
そ
れ

は
教
育
目
的
で
の
利
用
の
た
め
で
あ
っ
て
、
映
画
の
公
表
に
つ
い
て
の
承
諾
は
与
え
て
い
な
い
と
し
て
、
肖
像
な
ど
が
侵
害
さ
れ
た
と
し

て
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
控
訴
院
は
、
Ｘ
に
よ
る
黙
示
の
承
諾
を
認
め
て
、
損
害
賠
償
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
承
諾
は
明

示
的
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
上
告
し
た
。

　〔
判
旨
〕
上
告
棄
却
。
Ｘ
は
、
映
画
が
教
育
目
的
だ
け
で
な
く
、
商
業
目
的
で
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

の
み
な
ら
ず
、
Ｘ
は
映
画
の
宣
伝
活
動
に
も
参
加
し
て
お
り
、「
Ｘ
は
、
そ
の
言
動
に
照
ら
し
て
、
肖
像
の
拡
散
に
つ
い
て
黙
示
か
つ
明

瞭
な
形
で
肖
像
の
公
表
に
承
諾
し
て
い
た
」
と
い
え
る
。

　
ⅱ
　
黙
示
の
承
諾
の
有
効
性
を
否
定
し
た
裁
判
例

❸
パ
リ
控
訴
院
一
九
八
七
年
三
月
二
六
日
判
）
34
（
決

　〔
事
実
〕
歌
手
で
あ
る
Ｘ
の
私
生
活
に
関
す
る
記
事
が
、
Ｙ
ら
（
出
版
社
、
及
び
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
の
発
行
す
る
週
刊
誌
上
に
掲
載
さ

れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
ら
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
電
話
に
よ
っ
て
Ｘ
の
承
諾
を
得
て
い
た
こ

と
な
ど
を
主
張
し
た
。

　〔
判
旨
〕
Ｘ
の
請
求
認
容
。「
Ｙ
ら
は
、
Ｘ
の
明
示
か
つ
特
定
の
承
諾
を
得
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
証
拠
を
提
出
し
て
い
な
い
だ
け
で
な

く
」、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
出
版
前
に
本
件
記
事
の
公
表
を
禁
じ
る
旨
の
通
知
を
行
っ
て
お
り
、
Ｘ
の
私
生
活
を
侵
害
し
て
い
る
。
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❹
パ
リ
控
訴
院
一
九
七
四
年
二
月
一
六
日
判
）
35
（
決

　〔
事
実
〕
出
版
社
で
あ
る
Ｙ
は
、
俳
優
で
あ
る
  X1
と
そ
の
配
偶
者
  X2
の
不
仲
を
示
す
三
つ
の
記
事
と
と
も
に
、
彼
ら
の
写
真
を
公
表
し

た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
ら
は
Ｙ
に
対
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
、
本
件
記
事
の
執
筆
、
掲
載
は
Ｘ
ら
の
承
諾
の

も
と
で
行
わ
れ
て
お
り
、
  X2
か
ら
記
事
の
訂
正
を
受
け
る
な
ど
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　〔
判
旨
〕
Ｘ
の
請
求
認
容
。「
三
つ
の
記
事
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
明
確
な
（claire et précise

）
承
諾
」
が
あ
っ
た

と
は
い
え
ず
、
Ｙ
は
Ｘ
の
私
生
活
を
侵
害
し
て
い
る
。

　
ⅲ
　
分
　
析

　
❶
❷
破
毀
院
判
決
は
、
黙
示
の
承
諾
に
よ
る
違
法
性
阻
却
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
❸
判
決
は
明
示
の
承
諾
が
必
要
だ
と
し

て
お
り
、
❹
判
決
は
書
面
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
例
に
は
黙
示
の
承
諾
の
有
効
性
を
否
定
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
学
説
で
は
、
民
法
典
九
条
に
よ
っ
て
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
主
体
は
公
表
さ
れ
る
私
生
活
の
範
囲
を
自

由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
承
諾
は
明
白
な
（tangible

）
証
拠
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
明
示

の
承
諾
が
常
に
必
要
だ
と
す
る
も
の
が
あ
）
36
（

る
。
し
か
し
、
多
く
の
学
説
は
、
黙
示
の
承
諾
で
も
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
と
す
）
37
（

る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
❹
判
決
の
よ
う
に
書
面
を
要
求
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
証
書
の
要
求
さ
れ
る
法
律
行
為
（
民
法
典
旧
一
三
四
一
条
）
と
は
場
面

が
異
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
38
（

る
。
そ
し
て
、
承
諾
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
明
瞭
性
と
特
定
性
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
、
実
際
上
は
黙
示
の
承
諾
が
成
立
す
る
事
案
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
39
（

る
。

　
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
黙
示
の
承
諾
が
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
❶
判
決
は
、
主
体
が
テ
レ
ビ
会
社
で
あ
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
撮
影
に
快
く
応
じ
て
い
た
と
し
て
、
テ
レ
ビ
放
送
に
つ
い
て
の
黙
示
の
承
諾
が
あ
る
と
す
る
。
❷
判
決
は
、
主
体
が
自
ら
の

肖
像
の
利
用
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
肖
像
が
映
画
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
、
映
画
の
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宣
伝
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
黙
示
の
承
諾
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
黙
示
の
承
諾
が
成
立
す
る
た
め

に
は
、
人
格
権
者
の
行
動
や
状
況
に
照
ら
し
て
、
承
諾
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
評
価
を
行
う
た
め
に
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
に
は
明
瞭
性
の
要
件
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
）
40
（
る
。

　
他
方
で
、
主
体
が
公
的
な
場
所
に
い
る
こ
と
や
、
主
体
が
有
名
人
で
あ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
黙
示
の
承
諾
を
与
え
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
）
41
（

る
。
さ
ら
に
、
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
撮
影
を
拒
ま
な
か
っ
た
こ
と
は
「
単
な
る
認
容
（tolérance

）
に
過
ぎ
ず
、
自

ら
の
肖
像
に
対
す
る
権
利
を
放
棄
し
た
こ
と
や
、
私
生
活
を
公
的
生
活
と
同
一
に
す
る
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
）
42
（
い
」。
し
た

が
っ
て
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
反
対
せ
ず
に
沈
黙
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
黙
示
の
承
諾
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
い
え
）
43
（
る
。

2　

承
諾
の
成
立
要
件
②

―
特
定
性

　
承
諾
を
与
え
る
際
に
、
肖
像
や
私
生
活
の
利
用
方
法
や
、
相
手
方
は
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ず
、
肖
像
や
私
生
活
の
利
用

に
つ
い
て
包
括
的
に
承
諾
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
）
44
（
い
。
そ
こ
で
、
ⅰ
関
連
す
る
裁
判
例
を
見
た
う
え
で
、
ⅱ
分
析
し
よ
う
。

　
ⅰ
　
裁
判
例
の
紹
介

❺
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
七
年
五
月
一
四
日
判
）
45
（

決

　〔
事
実
〕
一
三
歳
と
一
四
歳
の
Ｘ
ら
は
、
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
身
体
能
力
を
失
う
神
経
、
筋
肉
に
関
す
る
重
度
の
疾
病
に
り
患
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
し
た
。
そ
の
テ
レ
ビ
番
組
の
目
的
は
、
Ｘ
ら
が
、
視
聴
者
に
向
け
て
疾
病
を
伝
え
る
こ
と
で
、
そ

の
治
療
の
研
究
の
た
め
の
融
資
を
募
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
ら
及
び
そ
の
法
定
代
理
人
か
ら
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
テ
レ
ビ

放
送
中
の
写
真
が
Ｙ
社
に
よ
っ
て
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
ら
の
法
定
代
理
人
が
、
Ｙ
ら
に
対
し
て
、
写
真
の
削
除
及
び
損
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害
賠
償
を
求
め
た
。
控
訴
院
は
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
テ
レ
ビ
番
組
に
出
演
す
る
こ
と
は
、
肖
像
や
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利

を
放
棄
し
て
い
る
等
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が
上
告
し
た
。

　〔
判
旨
〕
破
毀
移
送
。「
過
去
に
撮
影
さ
れ
た
と
き
に
予
想
さ
れ
た
用
途
と
は
異
な
る
形
で
、
肖
像
を
用
い
る
と
き
に
は
、
関
係
人

（intéresses
）
に
よ
る
特
定
の
承
諾
」
が
必
要
で
あ
る
。

❻
パ
リ
控
訴
院
一
九
八
二
年
一
一
月
九
日
判
）
46
（
決

　〔
事
実
〕
女
優
で
あ
る
Ｘ
は
、
Ａ
社
の
雑
誌
に
掲
載
す
る
目
的
で
、
Ｂ
に
承
諾
を
与
え
て
写
真
を
撮
影
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
Ｂ
は
、
そ

の
写
真
を
Ｙ
に
譲
渡
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
Ｘ
に
無
断
で
そ
の
写
真
を
自
社
の
複
数
の
雑
誌
に
掲
載
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、

肖
像
が
無
断
で
公
表
さ
れ
た
と
し
て
損
害
賠
償
等
を
求
め
た
。
パ
リ
大
審
院
は
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
控
訴
し
た
。

　〔
判
旨
〕
控
訴
棄
却
。
当
該
写
真
は
、
Ａ
社
に
お
け
る
女
優
業
の
活
動
の
一
環
と
し
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で

は
承
諾
は
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
承
諾
の
推
定
は
他
の
雑
誌
に
お
け
る
公
表
に
は
及
ば
ず
、
他
の
公
表
行
為
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
に
よ

る
明
瞭
か
つ
特
定
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
、
承
諾
が
あ
っ
た
と
は
え
い
え
な
い
。

　
ⅱ
　
分
　
析

　
❺
判
決
で
は
、
治
療
の
研
究
の
た
め
の
融
資
を
募
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
テ
レ
ビ
番
組
に
お
け
る
肖
像
の
公
表
に
つ
い
て
承
諾
を
与

え
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
写
真
が
教
科
書
に
使
用
さ
れ
た
。
❻
判
決
で
は
、
特
定
の
雑
誌
に
肖
像
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
他
の
雑
誌
に
も
公
表
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
判
決
に
お
い
て
も
、
承
諾
を
与
え
た
当
初
の
目
的
を
超
え
る
範
囲
で
は
承
諾
は

成
立
し
な
い
と
し
た
う
え
で
、
承
諾
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
改
め
て
、
特
定
の
承
諾
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら

の
判
決
に
お
い
て
は
特
定
の
承
諾
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
特
定
性
の
要
件
に
つ
い
て
示
し
た
裁
判
例
に
よ
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れ
ば
、
契
約
に
お
い
て
肖
像
を
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
条
項
が
置
か
れ
て
い
た
事
案
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
条
項
に
よ
っ

て
、
肖
像
の
利
用
が
包
括
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
承
諾
の
効
力
は
、
特
定
の
目
的
に
つ
い
て
の
み
及
ぶ
と
さ

れ
て
い
）
47
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
承
諾
の
特
定
性
は
、
肖
像
や
私
生
活
に
関
す
る
包
括
的
な
利
用
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。

3　

承
諾
の
範
囲

―
厳
格
解
釈
の
準
則

　
承
諾
の
範
囲
は
、
厳
格
解
釈
（interprétation stricte

）
の
原
則
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
48
（

い
。
こ
れ
は
、
承
諾
の
成
立
に

は
特
定
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
の
帰
結
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ⅰ
関
連
す
る
判
例
を
み
た
う
え
で
、
ⅱ
分
析
し
よ
う
。

　
ⅰ
　
裁
判
例
の
紹
介

❼
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
〇
年
五
月
三
〇
日
判
）
49
（
決 

　〔
事
実
〕
Ｘ
は
、
広
告
目
的
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
写
真
の
撮
影
に
つ
き
Ｙ
に
承
諾
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ

は
、
Ｘ
の
経
歴
及
び
生
活
状
況
を
批
判
す
る
記
事
と
と
も
に
肖
像
を
公
表
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
パ

リ
控
訴
院
は
、
当
該
記
事
は
Ｘ
に
よ
っ
て
承
諾
さ
れ
た
範
囲
を
超
え
て
い
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
上
告
し

た
。

　〔
判
旨
〕
破
毀
移
送
。
Ｙ
に
よ
る
写
真
の
公
表
は
、「
Ｘ
が
与
え
た
承
諾
の
目
的
を
尊
重
し
て
い
な
い
」
の
で
、
Ｘ
の
私
生
活
を
侵
害
し

て
い
る
。
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❽
破
毀
院
第
二
民
事
部
一
九
七
一
年
一
月
六
日
判
）
50
（
決

　〔
事
実
〕
出
版
社
で
あ
る
Ｙ
社
は
、
以
前
に
公
表
し
た
Ｘ
の
私
生
活
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
、
同
社
が
出
版
す
る
雑
誌 « Lui »

に

お
い
て
再
び
掲
載
し
て
出
版
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
パ
リ
控
訴
院
が
損
害
賠
償
を
認
め
た
と
こ
ろ
、

Ｙ
は
、
肖
像
の
再
度
の
公
表
で
あ
っ
て
、
Ｘ
は
明
示
又
は
黙
示
の
承
諾
を
与
え
て
い
る
と
述
べ
て
上
告
し
た
。

　〔
判
旨
〕
上
告
棄
却
。
Ｘ
の
私
生
活
に
関
す
る
本
件
記
事
の
公
表
に
つ
い
て
、「
過
去
に
お
け
る
忍
耐
、
及
び
好
意
（com

plaisance

）

は
、
Ｘ
が
終
局
的
か
つ
無
条
件
に
、
い
か
な
る
雑
誌
に
お
い
て
も
、
他
の
雑
誌
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
た
出
来
事
を
ま
と
め
て
、
再
度
の
掲

載
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
等
か
ら
、
損
害
賠
償
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
と
し
て
も
、
肖
像
権
侵
害
に
対
す

る
黙
示
の
承
諾
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
損
害
賠
償
責
任
を
認
容
す
る
。

　
ⅱ
　
分
　
析

　
❼
判
決
で
は
、
広
告
利
用
の
目
的
で
写
真
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
を
批
判
す
る
記

事
に
写
真
が
利
用
さ
れ
た
場
合
、
承
諾
が
与
え
ら
れ
た
目
的
を
尊
重
し
て
い
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ

い
て
与
え
ら
れ
た
承
諾
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
承
諾
が
与
え
ら
れ
た
目
的
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
❽
判
決
が
示
す
よ

う
に
、
単
な
る
認
容
や
、
過
去
の
公
表
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
行
わ
れ
る
公
表
行
為

の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
）
51
（

る
。
そ
の
た
め
、
過
去
に
公
表
さ
れ
て
い
る
肖
像
や
私
生
活
に
関
す
る
記
事
を
再
び
公
表
す
る

場
合
、
改
め
て
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
）
52
（

い
。
そ
し
て
、
肖
像
や
私
生
活
の
再
度
の
公
表
に
つ
き
改
め
て
承
諾
を
得
て
い
な
い
場
合
、
対

抗
法
益
と
の
衡
量
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
53
（
る
。

　
厳
格
解
釈
の
準
則
が
、
契
約
解
釈
に
お
け
る
一
般
的
な
解
釈
準
則
と
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

厳
格
解
釈
の
準
則
に
つ
い
て
、
通
常
の
契
約
解
釈
の
準
則
と
は
異
な
る
位
置
づ
け
を
与
え
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
解
釈
準
則
は
、
承
諾
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の
対
象
が
財
産
権
で
は
な
く
、
人
格
権
で
あ
る
こ
と
の
特
殊
性
だ
さ
れ
て
い
）
54
（
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
承
諾
の
対
象
が
人
格
権
で
あ
る
こ
と

の
特
殊
性
を
見
出
さ
な
い
見
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
当
事
者
の
正
確
な
意
思
の
探
究
を
命
ず
る
民
法
典
旧
一
一
五
六
条
以
下
と
は
異
な
る
解

釈
準
則
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
、
肖
像
の
公
表
や
私
生
活
の
暴
露
に
承
諾
し
た
当
事
者
の
意
思
を
探
究
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
と
さ
れ
て
い
）
55
（
る
。
こ
う
し
た
見
方
は
、
近
時
も
説
か
れ
て
お
り
、
人
格
権
の
利
用
に
つ
い
て
の
契
約
で
は
、
自
ら
の
人
格
の
利
用
に
つ

い
て
承
諾
を
与
え
た
人
格
権
者
が
債
務
者
と
な
る
の
で
、
人
格
権
者
に
有
利
に
契
約
が
解
釈
さ
れ
る
の
は
、
債
務
を
負
わ
せ
た
債
権
者
に

不
利
に
契
約
を
解
釈
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
一
一
六
二
条
の
帰
結
だ
と
す
）
56
（
る
。

㈡
　
財
産
権
と
生
命
・
身
体
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組

　
被
害
者
の
承
諾
は
、
人
格
権
、
財
産
権
、
生
命
・
身
体
の
三
つ
の
法
益
に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
）
57
（

る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
三
分
類
に

お
け
る
人
格
権
者
の
承
諾
に
関
す
る
判
断
枠
組
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、（
１
）
財
産
権
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
と
、（
２
）

生
命
・
身
体
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
を
概
観
し
た
い
。

1　

財
産
権
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾

　
財
産
権
の
侵
害
に
つ
い
て
財
産
権
者
の
承
諾
が
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
は
自
ら
の
財
産
に
つ

い
て
自
由
な
処
分
権
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
他
人
が
財
産
を
奪
う
こ
と
や
、
毀
損
す
る
こ
と
に
つ
い
て
財
産
権
者
が
承

諾
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
で
あ
）
58
（

る
。
さ
ら
に
、
財
産
権
を
客
体
と
し
た
契
約
で
は
、
表
示
さ
れ
た
意
思
に
対
す
る
相
手
方
の
信
頼

を
基
礎
づ
け
る
た
め
の
諸
法
理
が
学
説
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
）
59
（
る
。

　
さ
ら
に
、
破
毀
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
承
諾
の
存
在
（réalité

）
に
つ
い
て
の
み
及
ぼ
さ
れ
）
60
（

る
。
こ
こ
で
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
と

比
較
す
る
た
め
に
、
ⅰ
関
連
す
る
裁
判
例
を
み
た
う
え
で
、
ⅱ
分
析
し
よ
う
。
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ⅰ
　
裁
判
例
の
紹
介

❾
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
七
一
年
一
〇
月
一
日
判
）
61
（

決

　〔
事
案
〕
Ｘ
は
、
Ｙ
が
木
を
伐
採
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｘ
が
所
有
す
る
壁
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
木
の
伐
採
に
つ
い
て
反
対
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
に
よ
る
木
の
伐
採
に
よ
っ
て
Ｘ
が
所
有
す
る
壁
が
毀
損
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が

Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
控
訴
院
は
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
上
告
し
た
。

　〔
判
旨
〕
上
告
棄
却
。
Ｘ
は
、
木
の
伐
採
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
危
険
を
引
き
受
け
て
い
た
と
い
え
る
か

ら
、
木
の
伐
採
に
つ
い
て
反
対
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
損
害
賠
償
請
求
を
否
定
し
た
原
審
判
決
を
維
持
す
る
。

　
ⅱ
　
分
　
析

　
❾
判
決
で
は
、
財
産
権
者
が
、
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
な
が
ら
、
自
ら
の
財
産
権
に
対
す
る
侵
害
に
反
対
し
な
か
っ
た
こ

と
を
も
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
黙
示
の
承
諾
を
認
定
す
る
た

め
に
、
財
産
権
者
が
反
対
し
な
か
っ
た
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
人
格
者
の
承
諾
の
よ
う
に
、
主
体
の
言
動
に
照
ら
し
て
承
諾
が

あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

2　

生
命
・
身
体
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾

　
生
命
・
身
体
の
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
る
場
合
、
原
則
と
し
て
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
）
62
（

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
民
法
典
は
、

一
六
条
の
一
第
二
項
が
、
身
体
の
不
可
侵
性
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
六
条
の
三
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
医
療
上
の
必
要
性
が

あ
る
場
合
と
、
他
人
の
治
療
上
の
利
益
と
な
る
場
合
に
は
、
承
諾
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
の
侵
害
に
つ
き
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
、
被
害
者
は
承
諾
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
に
対
す
る
侵
害
の
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違
法
性
を
阻
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
特
別
法
に
お
い
て
は
、
生
命
・
身
体
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
に
関
す
る
定
め
が
置
か
れ
て
い
）
63
（

る
。
た
と
え
ば
、
公
衆
衛
生
法

典
一
一
一
一
四
条
の
一
第
一
項
は
、
医
療
契
約
に
お
い
て
患
者
が
意
思
を
表
明
で
き
る
場
合
、
承
諾
は
自
由
か
つ
明
確
に
な
さ
れ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
患
者
が
、
こ
の
よ
う
な
承
諾
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
医
師
に
説
明
義
務
が
課
さ

れ
た
り
、
熟
慮
期
間
が
設
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
承
諾
に
書
面
が
求
め
ら
れ
る
場
）
64
（

合
や
、
裁
判
所
や
公
証
人
が
意
思
を
確
認

す
る
場
）
65
（
合
に
つ
き
定
め
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
生
命
・
身
体
の
侵
害
に
関
し
て
は
、
原
則
と
し
て
主
体
が
承
諾
を
与
え
て
い
た
と
し
て
も
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
ず
、
医

療
行
為
に
つ
き
承
諾
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
主
体
の
意
思
を
確
保
す
る
た
め
の
特
別
の
定
め
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

㈢
　
検
　
討

　
以
上
に
見
た
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
肖
像
や
私
生
活
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
承
諾
の
成
立
要
件
と
し
て
明
瞭
性
、
及
び
、

特
定
性
が
求
め
ら
れ
、
解
釈
準
則
と
し
て
厳
格
解
釈
の
準
則
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
第
一
に
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
を
念
頭

に
置
い
た
規
律
が
、
ど
の
よ
う
な
理
念
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
こ
の
承
諾
に
関
す
る
規
律
は
、
他
の
保
護
法
益

と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
を
念
頭
に
置
い
て
提
示
さ
れ

て
い
る
承
諾
の
判
断
枠
組
は
、
人
格
権
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
第
一
に
、
理
念
に
つ
い
て
。
ま
ず
、
承
諾
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
明
瞭
性
と
特
定
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
承
諾
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
人
格
権
者
が
承
諾
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
状
況
か
ら
み
て
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
利
用
目
的
や
名
宛

人
が
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
承
諾
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
厳
格
解
釈
の
準
則
が
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
承

諾
の
範
囲
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
承
諾
が
与
え
ら
れ
た
目
的
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
承
諾
の
判
断
枠
組
に
つ
い
て
は
、
肖
像
や
私
生
活
と
い
っ
た
個
別
的
な
法
益
を
念
頭
に
置
く
こ
と
な
く
、
精
神
的
利
益
に
関

わ
る
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
あ
）
66
（

る
。
肖
像
や
私
生
活
は
、
氏
名
や
声
と
い
っ
た
他
の
精
神
的
利
益
と
比

べ
て
、
容
易
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
裁
判
例
が
多
く
蓄
積
し
や
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
関
し
て
は
、
人
格
権
の
侵
害
に
関
す
る
典
型
的
な
事
案
類
型
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
の
特
徴
は
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
が
肖
像
や
私
生
活
に
関
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
が
人
格
権
で
あ
る
た
め
、
主
体
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
の
要
請
か
ら
導

か
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
財
産
権
、
及
び
、
生
命
・
身
体
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾

に
関
す
る
規
律
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
る
。

　
第
二
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
関
す
る
判
断
枠
組
の
特
殊
性
に
つ
い
て
。
財
産
権
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
は
原
則
と
し
て
違
法
性
を

阻
却
す
る
の
に
対
し
て
、
生
命
・
身
体
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
は
原
則
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
し
な
）
67
（
い
。
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
こ
の

二
つ
の
中
間
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
人
格
権
侵
害
に
つ
い
て
は
、
承
諾
を
与
え
る
こ
と
で
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
た

め
、
生
命
・
身
体
と
比
べ
て
、
主
体
に
法
益
に
つ
き
処
分
の
自
由
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
格
権
と
財
産
権

を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
が
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
主
体
の
意
思
が
重
視
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
厳
格
解
釈
の
準
則
が
取
ら
れ
て
お
り
、
財
産
権
が
承
諾
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
相
手
方
の
信
頼
を
表
意
者
の
意
思
に
優
先
さ
せ
る
解
釈
を
行
う
べ
き
場
面
が
あ
る
こ
と
は
念
頭
に
置
か
れ
て
い

な
い
。
実
際
に
も
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
に
は
明
瞭
性
や
特
定
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
財
産
権
の
侵
害
に

関
す
る
❾
判
決
を
比
較
す
れ
ば
、
財
産
権
の
侵
害
に
関
す
る
承
諾
に
お
い
て
は
、
主
体
の
意
思
的
関
与
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分

か
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
つ
い
て
は
、
人
格
権
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
念
か
ら
、
承
諾
の
成



法学政治学論究　第119号（2018.12）

428

立
要
件
と
し
て
明
瞭
性
や
特
定
性
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
承
諾
の
解
釈
準
則
と
し
て
厳
格
解
釈
の
準
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

四
　
日
本
法
へ
の
示
唆

　
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
人
格
権
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
は
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
承
諾
の
判
断
枠
組
は
、
精
神
的
利
益
に
関
わ
る
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
場
合
、
人
格
権
者
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
の
理
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
肖
像
や
私
生
活
の
侵
害
を
念
頭
に
置
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
承
諾
に
関
す
る

判
断
枠
組
は
、
こ
う
し
た
理
念
が
及
ぶ
人
格
権
に
つ
い
て
は
共
通
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
有
名
人
の
肖
像

や
私
生
活
の
よ
う
に
、
公
的
な
性
質
を
有
す
る
情
報
が
公
表
さ
れ
た
場
合
の
違
法
性
阻
却
は
、
黙
示
の
承
諾
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
衡
量
判
断
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
対
象
は
、
擬
制
を
伴

う
こ
と
な
く
主
体
の
意
思
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
柄
に
限
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組
に
つ
い
て
は
、
人

格
権
者
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
念
に
支
え
ら
れ
、
承
諾
の
成
立
に
は
明
瞭
性
・
特
定
性
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
承
諾
の
解

釈
に
は
厳
格
解
釈
の
準
則
が
取
ら
れ
て
い
る
。

　
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
か
ら
示
唆
を
得
て
、
ま
ず
、
㈠
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
と
い
っ
た
個
別
的
な
人
格

権
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
人
格
権
者
の
承
諾
と
い
う
形
で
問
題
領
域
を
定
位
で
き
る
こ
と
を
示
す
。
次
に
、
㈡
有
名
人
の
人
格
権
侵

害
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
の
構
成
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
人
格
権
者
の
承
諾
が
、
他
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
考
察
す
る
。
最
後
に
、
㈢
人
格
権
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組
を
提
示
し
た
い
。
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㈠
　
問
題
領
域
の
定
位

―
人
格
権
侵
害
に
つ
い
て
の
被
害
者
の
承
諾

　
わ
が
国
に
お
い
て
、
人
格
権
は
個
人
の
尊
厳
や
人
格
と
関
わ
る
重
要
な
法
益
で
あ
る
以
上
、
人
格
権
侵
害
に
つ
き
承
諾
を
与
え
る
際
に

は
、
人
格
権
者
の
意
思
が
で
き
る
限
り
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で

承
諾
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
個
別
的
な
法
益
の
保
護
か
ら
導
か
れ
る
要
請
で
は
な
く
、
法
益
が
個
人
の
尊
厳
や
人
格
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
導
か
れ
る
要
請
だ
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
承
諾
が
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
際

に
も
、
人
格
権
者
の
意
思
は
、
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
の
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
場
合
と
同
様
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
人
格
権
侵
害
に
つ
い
て
の
被
害
者
の
承
諾
と
い
う
問
題
領
域
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
。

　
な
お
、
個
別
的
な
人
格
権
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
人
格
権
と
対
抗
法
益
と
の
衡
量
を
行
う
と
き
に
は
意
味
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
承
諾

の
有
無
や
範
囲
の
評
価
に
お
い
て
は
意
味
が
な
い
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
写
真
の
公
表
に
よ
っ
て
、
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
と

い
っ
た
複
数
の
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
人
格
権
者
が
、
い
ず
れ
の
法
益
を
処
分
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
と

し
て
も
、
法
益
が
個
人
の
尊
厳
や
人
格
に
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
有
無
や
範
囲
の
評
価
に
お
い
て
は
、
一
律
に
人
格

権
者
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

㈡
　
有
名
人
の
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
の
構
成

　
わ
が
国
に
お
い
て
、
有
名
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
肖
像
と
い
っ
た
、
公
益
性
を
有
す
る
情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
場
合
に
は

違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
政
治
家
や
芸
能
人
は
、
自
ら
の
活
動
に
お
い
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
肖
像
が
公
表

さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
黙
示
の
承
諾
を
与
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
主
体
が
そ
の
よ
う
な
意
思
を
実
際
に
有
し
て
い
な
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い
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
情
報
の
公
益
性
か
ら
人
格
権
者
の
仮
定
的
な
意
思
を
観
念
し
て
、
有
名
人
に
よ
る
承
諾
の
有
無
や
範
囲
を
評

価
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
現
実
を
反
映
し
な
い
擬
制
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
判
断
の
妨
げ
と
な
る
で
あ
ろ

う
（
二
㈢
）。
そ
の
た
め
、
情
報
の
公
益
性
に
つ
い
て
は
、
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
衡
量
の
結
果
と
し
て

違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
対
象
は
、
人
格
権
者
の
意
思
を
実
質
的
に
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
事
柄
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
人
格
権
者
の
承
諾
と
衡
量
判
断
と
の
関
係
を
整
理
す
れ
ば
、
一
般
人
と
有
名
人
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
共
通
し
て
、
次
の
よ

う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
第
一
段
階
と
し
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
有
無
を
判
断
し
て
、
承
諾
が
あ
る
場
合
、
他
の
違
法
性
阻

却
事
由
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
被
害
者
の
承
諾
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
次
に
、
承
諾
が
な
い
場
合
、
第
二
段
階
と
し
て
情

報
の
公
益
性
と
い
っ
た
他
の
違
法
性
阻
却
事
由
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
法
性
を
評
価
す
る
こ
と
に
な
）
68
（

る
。
な
お
、
有
名
人
に
関

し
て
は
、
こ
の
第
二
段
階
に
お
い
て
、
情
報
に
公
益
性
が
あ
る
場
合
が
多
く
想
定
さ
れ
る
た
め
、
事
実
上
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合

が
多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㈢
　
人
格
権
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組

　
そ
れ
で
は
、
第
一
段
階
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
承
諾
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
判
断
枠
組
を
構
築
す
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
と
い
っ
た
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
こ
と
で
、
加
害
行
為
の
違
法
性
が

阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
人
格
権
は
個
人
の
尊
厳
や
人
格
と
直
接
に
関
わ
る
た
め
、
人
格
権
者
の
承
諾
の

有
無
や
範
囲
に
つ
い
て
は
、
人
格
権
者
の
意
思
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
承
諾
が
、
過
失
や
違
法
性
の
考
慮

要
素
と
し
て
法
的
事
実
を
な
す
場
合
で
あ
れ
、
申
込
み
の
対
概
念
と
し
て
法
律
行
為
の
構
成
要
素
を
な
す
場
合
で
あ
れ
、
承
諾
に
よ
っ
て

不
法
行
為
責
任
が
追
及
で
き
な
く
な
る
た
め
、
人
格
権
者
の
意
思
を
考
慮
す
べ
き
と
の
要
請
は
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
格
権
者
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の
承
諾
が
い
ず
れ
の
要
件
を
構
成
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
人
格
権
者
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き
と
の
要
請
を
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
要
請
を
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
、
第
一
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
成
立
要
件
に
関
し
て
は
、
明
瞭
性
及
び
特
定
性
を
求

め
た
う
え
で
、
第
二
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
範
囲
に
関
し
て
は
、
厳
格
解
釈
の
準
則
を
採
用
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
第
一
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
。
ま
ず
、
明
瞭
性
を
求
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
お
い
て
は
、

単
な
る
沈
黙
か
ら
黙
示
の
承
諾
の
成
立
を
認
め
た
裁
判
例
が
あ
っ
）
69
（

た
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
安
易
に
承
諾
を
認
定
し
過
ぎ

て
い
る
と
の
批
判
が
あ
）
70
（
り
、
近
時
の
裁
判
例
は
、
単
な
る
沈
黙
の
み
に
よ
っ
て
は
承
諾
の
存
在
を
認
め
て
い
な
）
71
（
い
。
し
た
が
っ
て
、
黙
示

の
承
諾
の
成
立
に
は
、
被
害
者
の
意
思
的
関
与
の
存
在
が
状
況
か
ら
見
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
評
価
を

行
う
た
め
の
場
と
し
て
明
瞭
性
を
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
。
次
に
、
人
格
権
者
は
、
人
格
権
の
包
括
的
な
利
用
を
認
め
る
承
諾
を
与
え
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
承
諾
は
成
立
せ
ず
、
承
諾
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
利
用
方
法
が
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
格
権
の
包
括
的
な
利
用
を
認
め
る
承
諾
は
、
人
格
権
者
の
人
格
的
生
存
を
困
難
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
）
72
（

る
。

　
本
稿
の
冒
頭
に
示
し
た
①
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
（
一
㈠
）、
Ｂ
が
撮
影
を
明
示
的
に
拒
否
し
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で

は
、
単
な
る
沈
黙
に
過
ぎ
ず
、
明
瞭
性
の
要
件
を
み
た
さ
な
い
た
め
、
撮
影
・
公
表
に
つ
い
て
の
承
諾
が
成
立
し
て
い
な
い
の
で
、
不
法

行
為
が
成
立
す
る
と
考
え
る
。

　
第
二
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
解
釈
準
則
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
の
解
釈
、
意
思
表
示
と
し
て
の
承
諾
の

解
釈
、
承
諾
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
律
行
為
の
解
釈
の
三
つ
の
場
面
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の

共
通
の
意
思
が
探
究
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
格
権
者
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ま
で
重
視
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
に
つ
い
て
も
、
ど
の
範
囲
で
承
諾
を
与
え
て
い
る
の
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
例
に
お
い

て
は
、
法
的
事
実
と
し
て
の
承
諾
に
関
し
て
、
写
真
の
撮
影
に
つ
い
て
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
人
格
権
者
の
意
思
に
反
す
る
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形
で
写
真
を
公
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
）
73
（
や
、
承
諾
が
法
律
行
為
を
構
成
す
る
場
合
に
関
し
て
、
肖
像
の
利
用
契
約
に
お
い

て
人
格
権
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
の
利
用
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
た
か
を
重
視
す
る
も
の
が
あ
）
74
（

り
、
人
格
権
者
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
形

で
、
人
格
権
者
の
承
諾
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
考
慮
を
「
厳
格
解
釈
の
準
則
」
と
し
て
規
範
化

す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
本
稿
の
冒
頭
に
示
し
た
②
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
（
一
㈠
）、
Ａ
が
写
真
の
公
表
に
つ
い
て
与
え
た
承
諾
に
よ
っ
て
、
こ

の
公
表
行
為
に
つ
い
て
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
と
し
て
も
、
数
年
後
に
別
の
雑
誌
に
お
い
て
写
真
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
承
諾

が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
改
め
て
承
諾
を
得
て
い
な
い
た
め
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
考
え
る
。

五
　
お
わ
り
に

―
残
さ
れ
た
課
題

　
本
稿
で
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
と
衡
量
判
断
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
の
判
断
枠
組

―
成
立
要
件
、
及
び
、
解
釈
準

則

―
を
提
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
権
の
保
護
法
理
を
精
緻
化
す
る
こ
と
に
寄

与
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
次
の
三
つ
の
観
点
か
ら
承
諾
に
関
す
る
規
律
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ

る
。

　
第
一
に
、
撤
回
自
由
の
原
則
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
人
格
権
を
対
象
と
し
た
承
諾
は
、
主
体
が
自
由
に
撤
回
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
原
則
が
、
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
規
律
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
人
格
権
者
は
、
た
と
え

制
限
行
為
能
力
者
で
あ
っ
て
も
、
承
諾
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
自
然
的
能
力
（capacité naturelle

）
を
有
す
る
場
合
、
法
定
代
理
人
の
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承
諾
に
加
え
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
財
産
権
を
対
象
と
し
た
承
諾
と
は
異
な
る
取
り
扱
い
が
な

さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
と
承
諾
を
巡
る
議
論
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
人
は
、
人
間
の
尊
厳
に
関
わ
る

価
値
へ
の
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
承
諾
に
よ
っ
て
自
由
に
自
ら
の
法
益
を
処
分

で
き
る
の
は
、
ど
こ
ま
で
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
承
諾
を
与
え
る
こ
と
で
違
法
性
を
阻
却

で
き
る
法
益
と
、
そ
う
で
な
い
法
益
の
境
界
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
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
）  

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
清
『
人
格
権
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
二

〇
〇
三
年
）
三
一
頁
、
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
九
九
八
年
）
四
一
―
四
二
頁
。
広
中
俊
雄
『
新
版
民
法
綱
要
　
第
一
巻
総
論
』（
創
文

社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
五
―
一
七
頁
。「
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
。

（
2
）  

表
現
の
自
由
と
人
格
権
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
衡
量
す
る
か
に
関
す
る
憲
法
学
の
議
論
は
、
人
格
権
保
護
の
基
準
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
民
法
学
に
お
い
て
、
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
「
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
は
、
不
法
行
為
法
の

判
断
枠
組
を
再
構
成
し
つ
つ
、
衡
量
判
断
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
3
）  

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
。

（
4
）  

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
五
年
法
律
第
五
七
号
）
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
個
人
情
報
の
目
的
外
利
用
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（
一
六
条
一
項
）、
事
業
承
継
に
よ
る
取
得
（
一
六
条
二
項
）、
第
三
者
へ
の
提
供
（
二
三
条
一
項
）
に
つ
き
、
本
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
の
同
意
が
ど
の
よ
う
な
判
断
枠
組
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら

ず
、
本
稿
は
、
こ
の
同
意
の
判
断
枠
組
の
考
察
に
つ
い
て
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
5
）  
米
村
滋
人
「
人
格
権
の
権
利
構
造
と
『
一
身
専
属
性
』（
五
・
完
）」
法
協
一
三
四
巻
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
三
七
―
四
七
三
頁
。

（
6
）  
本
稿
に
お
い
て
は
、
政
治
家
や
芸
能
人
と
い
っ
た
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
い
て
著
名
性
を
求
め
て
い
る
者
、
及
び
、
犯
罪
者
や
犯
罪
被
害
者
と

い
っ
た
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
く
こ
と
な
く
著
名
性
を
獲
得
し
た
者
を
「
有
名
人
」
と
し
て
表
記
す
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
法
を
参
考
に
し
て
、

政
治
家
や
芸
能
人
は
一
定
の
限
度
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
放
棄
し
て
い
る
と
み
る
見
解
は
、
自
ら
の
属
性
ゆ
え
に
侵
害
に
つ
い
て
黙
示
の
承
諾
を
与

え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
山
川
洋
一
郎
＝
山
田
卓
夫
『
有
名
人
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
一
一
九
頁
、
内
田
貴

『
民
法
Ⅲ
　
債
権
各
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
三
版
、
二
〇
一
一
年
）
三
七
七
頁
）。

（
7
）  

東
京
地
判
昭
和
三
一
年
八
月
八
日
判
時
九
二
号
一
六
頁
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

（
8
）  

東
京
地
判
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
判
時
一
九
六
一
号
七
二
頁
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

（
9
）  

被
害
者
の
承
諾
の
要
件
に
関
し
て
は
、
①
真
意
と
自
由
な
判
断
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
被
侵
害
権
利
・
利
益
の
処
分
権
の
存
在
、

③
承
諾
が
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
こ
と
、（
④
事
前
の
承
諾
で
あ
る
こ
と
）
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（
我
妻
榮
『
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
。
加
藤
一
郎
編
『
注
釈
民
法
⒆
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）〔
徳
本
伸
一
〕
三
三
六
頁
。

幾
代
通
『
不
法
行
為
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）
一
○
三
―
一
○
四
頁
。
前
田
達
明
『
民
法
Ⅵ
2
（
不
法
行
為
法
）』（
青
林
書
院
新
社
、
一

九
八
〇
年
）
二
八
―
二
九
頁
。
四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
（
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
　
中
・
下
巻
）』（
青
林
書
院
、
一
九
八
三
年
）
三

七
六
頁
。
幾
代
通
＝
徳
本
伸
一
『
不
法
行
為
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
年
）
一
○
八
―
一
○
九
頁
。
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
Ⅰ
』（
信
山
社
、

第
二
版
、
二
〇
〇
九
年
）
四
三
八
頁
。
平
野
裕
之
『
民
法
総
合
６
　
不
法
行
為
法
』（
信
山
社
、
第
三
版
、
二
○
一
三
年
）
二
一
四
―
二
一
五
頁
。

藤
岡
康
弘
『
民
法
講
義
Ⅴ
　
不
法
行
為
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
五
頁
）。
も
っ
と
も
、
被
害
者
の
承
諾
一
般
の
要
件
論
に
お
い
て
は
、

承
諾
の
有
無
や
範
囲
に
つ
い
て
の
判
断
枠
組
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
10
）  

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
個
別
的
な
人
格
権
を
念
頭
に
置
い
た
従
来
の
議
論
は
、
人
格
権
者
の
承
諾
は
、
名
誉
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像

の
侵
害
に
お
け
る
免
責
事
由
と
し
て
簡
単
に
触
れ
る
に
留
ま
り
、
承
諾
の
成
立
要
件
や
解
釈
準
則
を
明
ら
に
し
て
い
な
い
。
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
は
、
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
、
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増
補
改
訂
版
、
一
九
九
八
年
）
二
〇
九
―
二
一
二
頁
は
、
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
上
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
黙
示
で
も
足
り
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
11
）  

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
と
は
異
な
り
、
私
生
活
の
保
護
に
関
す
る
民
法
典
九
条
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
承
諾
に
関
す
る
定
め
は
置

か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
説
は
承
諾
の
具
体
的
な
評
価
に
つ
い
て
の
判
断
枠
組
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
議
論
は
、
承

諾
に
関
す
る
条
文
を
置
い
て
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
も
参
照
で
き
る
と
考
え
る
。

（
12
）  
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
に
関
し
て
、
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
は
既
に
一
定
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
お
り
（
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
）、
さ
ら
に
、
肖
像
権
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
に
つ
い
て
も
一
定
の
紹
介
が
な
さ
れ

て
い
る
（
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
か
り
に

―
」
神
奈
川

法
学
四
七
巻
三
号
（
二
○
一
四
年
）
一
六
○
―
一
六
二
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
私
生
活
や
肖
像
の
侵
害
を
念

頭
に
置
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
承
諾
の
判
断
枠
組
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
法
益
に
限
ら
れ
ず
、
人
格
権
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
の
判
断
枠
組
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
本
稿
は
、
承
諾
と
衡
量
判
断
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
承
諾
の
判
断
枠
組
を
具
体
的
に
提

示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
13
）  H

enri F
o
u
g
ero

l, La figure hum
aine et le droit, thèse Paris, 1913, p. 48. 

有
名
人
の
肖
像
の
侵
害
に
つ
き
黙
示
の
承
諾
を
観
念
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
見
解
は
、
そ
の
後
も
説
か
れ
て
い
る
（Bernard E

d
elem

an, « Esquisse d

’une théorie du sujet: l

’hom
m
e 

et son im
age », D

. 1970, n
o 8, p. 120

）。

（
14
）  Jean S

to
u
fflet, « Le droit de la personne sur son im

age », JCP, 1957, 1, 1374, n
o 12

（
15
）  Raym

ond S
arrau

te, « Le respect de la vie privée et servitudes de la gloire », G
az. Pal. 1966, p. 13.: Robert. B

ad
in
ter, « Le 

droit au respect de la vie privée », JCP, 1968, 1, 2136, n
o 25

は
、
肖
像
を
公
表
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
写
真
が
主
体
の
公
的

生
活
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
承
諾
が
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
ラ
ン
ド
ン
は
、
後
掲
の
破
毀
院
一
九
七
一
年
一

月
六
日
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
著
名
性
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肖
像
の
公
表
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と
す
る

（Cass. 2
e civ., 6 janv. 1971, JCP, 1971, 2, 16723, note Raym

ond L
in
d
o
n

）。

（
16
）  André F

ran
ço
n, « D

es lim
itations que les droits de la personnalité apportent à la création littéraire et artistique », RID

C, 
1971, p. 175.
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（
17
）  René S

av
aier, Le droit de l

’Art et des Lettres: les travaux des m
uses dans les balances de la justice, LG

D
J, 1953, n

o 108, p. 
84.

（
18
）  Pierre K

ayser, La protection de la vie privée par le droit, P
u
am, 3éd. 1995, n

o 134, pp. 233 

が
、
ラ
ヌ
イ
の
研
究
（Véronique 

R
an
o
u
il, L

’autonom
ie de la volonté. N

aissance et évolution d

’un concept, P
u
f, 1980

）
を
引
用
し
つ
つ
、
こ
れ
を
指
摘
す
る
。
な
お
、

ラ
ヌ
イ
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
森
田
宏
樹
「
契
約
」『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
二
〇
〇
年
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
三
〇
四
―
三
一
六
頁
を
参
照
。

（
19
）  C

a Paris, 8 févr. 1967, D
. 1967, p. 450, note Jacques F

o
u
lo
n-P

ig
an
io
l.

（
20
）  Cass. 2

e civ., 6 janv. 1971, JCP., 1971, 2, 16723, note Raym
ond L

in
d
o
n.

（
21
）  Pierre K

ayser, « Le droit dit à l

’image », in: M
élanges en l

’honneur de Paul Roubier, D
alloz, 1961, n

o 7, p. 77.

（
22
）  

こ
の
構
想
を
支
持
す
る
テ
ー
ズ
と
し
て
は
、Pascal A

n
cel, L

’indisponibilité des droits de la personnalité, U
ne approche critique de 

la théorie de la personnalité, thèse, D
ijon, 1978. n

o 152, pp. 154 -156: Xavier A
g
o
stin

elli, Le droit à l

’inform
ation face à la pro-

tection de la vie privée, P
u
am, 1994, n

o 353: Pierre K
ayser, supra note 18, n

o 134, pp. 233 -235

が
あ
り
、
こ
の
構
想
を
受
け
入
れ
る

体
系
書
と
し
て
は
、G

illes G
o
u
beau

x, Traite de droit civil, Les personnes, L
g
d
j, n

o 320, pp. 297 -299: Jean-Christophe S
ain
t-P

au, 

（sous la dir.

）, D
roits de la personnalité, Lexis N

exis, 2013, n
o 1252, pp. 770 -771

が
あ
る
。

（
23
）  Jacques R

av
an
as, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur im

age, L
g
d
j, 1978, n

o 155, pp. 
167 -168.

（
24
）  Jacques R

av
an
as, supra note 23, n

o 156, p. 168.

（
25
）  Jacques R

av
an
as, supra note 23, n

o 157, p. 168 -169.

（
26
）  Jacques R
av
an
as, supra note 23, n

o 158, p. 169.

（
27
）  Jacques R

av
an
as, supra note 23, n

o 168, pp. 175 -176.

（
28
）  Jacques R

av
an
as, supra note 23, n

o 169, pp. 176 -177.

（
29
）  Jacques R

av
an
as, supra note 23, n

o 170, pp. 177 -178.

（
30
）  

承
諾
の
成
立
要
件
・
解
釈
準
則
が
、
法
的
事
実
と
法
律
行
為
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
、Agnès L

u
cas- 

S
ch
lo
etter, D

roit m
oral et droits de la personnalité, P

u
am, 2002, n

o 477, p. 355 -366: Corine F
ilippo

n
e, La contractualisation 

des droits de la personnalité, thèse, Paris, 2001, n
o 328 p. 310

が
あ
る
。
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（
31
）  

関
連
す
る
判
例
は
膨
大
で
あ
る
た
め
、
特
徴
的
な
破
毀
院
判
決
、
及
び
、
控
訴
院
判
決
に
限
っ
て
取
り
扱
う
。
裁
判
例
の
選
定
に
お
い
て
は
、

ジ
ャ
ン
ー
ク
リ
ス
ト
フ
・
サ
ン
ー
ポ
ー
が
編
集
代
表
を
務
め
る
『
人
格
権
』
も
参
考
に
し
て
い
る
（Jean-Christophe S

ain
t-P

au, supra note 
22, n

o 1241 -128, pp. 762 -783

）。
同
書
は
、
人
格
権
を
主
題
と
し
て
書
か
れ
た
一
三
〇
〇
頁
を
超
え
る
本
格
的
な
体
系
書
で
あ
っ
て
、
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
裁
判
例
も
目
配
り
が
利
い
て
お
り
、
実
定
法
の
概
況
を
把
握
す
る
好
個
の
素
材
だ
と
考
え
る
。

（
32
）  Cass 1

re civ., 7 m
ars. 2006, JCP, 2006, IV, 1739.

（
33
）  Cass 1

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

（
34
）  C

a Paris, 26 m
ars. 1987, JCP, 1987, II, 20904, note E. Agostini.

（
35
）  C

a Paris, 16 févr. 1973, JCP, 1976, II, 18341, note R. L.

（
36
）  Xavier A

g
o
stin

elli, supra note 22, n
o 361 -369, pp. 191 -193.

（
37
）  Philippe M

alau
rie et Laurent A

yn
es, Les Personnes, la protection des m

ineurs et des m
ajeurs, 7

e éd, L
g
d
j, 2014, n

o 322, p. 
143. 

私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
つ
い
て
、Pierre K

ayser, supra note 18, n
o 138, pp. 240 -242: Jean-Christophe S

ain
t-P

eu, su-
pra note 22, n

o 1249, pp. 767 -768. 

人
格
権
に
つ
い
て
、Agnès L

u
cas-S

ch
lo
etter, supra note 30, n

o 481, p. 369.

（
38
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

eu, supra note 22, n
o 1249, pp. 767 -768.

（
39
）  Agnès L

u
cas-S

ch
lo
etter, supra note 30, n

o 480, pp. 367 -368.

（
40
）  

な
お
、
ラ
ヴ
ァ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
承
諾
に
関
す
る
視
覚
可
能
な
（visible

）
証
拠
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
事
実
状
態
や
人
間
関
係

か
ら
、
承
諾
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
食
事
に
招
待
さ
れ
た
客
が
、
招
待
し
て
く
れ
た
家
族
に
自
ら
の
肖
像
の
侵
害

に
つ
き
黙
示
の
承
諾
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
際
に
は
承
諾
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
り

な
が
ら
、
承
諾
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
他
人
の
家
を
訪
れ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
と
し
て

も
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
者
の
写
真
を
撮
影
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
承
諾
は
推
定
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
承
諾
が
実
際
に
存
在
し

な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
面
に
お
い
て
は
、
黙
示
の
承
諾
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（Jacques R

av
an
as, supra note 23, n

o 249

、pp. 
250 -251

）。

（
41
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

eu, supra note 22, n
o 1251 -1252, pp. 769 -771.

さ
ら
に
、
主
体
が
公
的
な
場
所
に
い
る
こ
と
に
よ
る
承
諾
の

推
定
を
明
示
的
に
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、Agnès L

u
cas-S

ch
lo
etter, supra note 30 n

o 482 -483, pp. 369 -371.

（
42
）  C

a Toulouse, 15 janv. 1991, D
. 1991, p. 600, note J. R

av
an
as.
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（
43
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

eu, supra note 22, n
o 1253, p. 771.

（
44
）  

近
時
、
私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
や
肖
像
権
侵
害
に
関
す
る
承
諾
に
つ
い
て
特
定
性
を
要
求
す
る
代
表
的
な
の
も
の
と
し
て
、Pierre 

K
ayser, supra note 18, n

o 137, p. 238: Xavier A
g
o
stin

elli, supra note 22, n
o 371, p. 195: Jean-Christophe S

ain
t-P

eu, supra 
note 22, n

o 1254, p. 771. 

こ
の
こ
と
を
人
格
権
に
つ
い
て
述
べ
る
近
時
の
も
の
と
し
て
、Agnès L

u
cas-S

ch
lo
etter, supra note 30, n

o 
479 -480, pp. 366 -367.

（
45
）  Cass 1

re civ., 14 juin. 2007, Bull. civ. 2007, 1, n
o 236.

（
46
）  C

a Paris, 4
e ch. 9 nov. 1982, D

. 1984, p. 30, note Raym
ond Lindon.

（
47
）  T

g
i N
ice, 3

e ch. civ., 29 sept. 2009, Légipresse, 2009, 1, p. 159.

（
48
）  Pierre K

ayser, supra note 18, n
o 138, pp. 240 -242: Xavier A

g
o
stin

elli, supra note 22, n
o 370, p. 194: M

arie S
ern

a, L

’image 
des personnes physiques et des bien, Econom

ica, 1997, p. 110: Jean-Christophe S
ain
t-P

eu, supra note 22, n
o 1225, p. 772.

（
49
）  Cass 1

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

o 167.

（
50
）  Cass. 2

e civ., 6 janv. 1971, JCP, 1971, 2, 16723, note Raym
ond L

in
d
o
n.

（
51
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

au, supra note 22, n
o 1258, pp. 774 -775.

（
52
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

au, supra note 22, n
o 1259, pp. 775 -776.

（
53
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

au, supra note 22, n
o 1260, pp. 776 -777.

（
54
）  Jean S

to
u
fflet, supra note 14, n

o 32.

（
55
）  Pascal A

n
cel, L

’indisponibilité des droits de la personnalité, U
ne approche critique de la théorie de la personnalité, thèse,  

D
ijon, 1978. n

o 160, pp. 162 -163.

さ
ら
に
、
ネ
ル
ソ
ン
も
、
人
格
の
精
神
的
な
要
素
に
つ
い
て
は
、
同
意
の
確
実
性
に
つ
い
て
の
特
別
の
要

請
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
（Roger N

erso
n, Les droits extra patrim

oniaux, thèse Lyon, 1929, n
o 191, pp. 422 -425

）。

（
56
）  Corine F

ilippo
n
e, supra note 30, n

o 352, pp. 335 -337.

（
57
）  

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
代
表
的
な
体
系
書
に
お
い
て
も
、
財
産
権
、
生
命
・
身
体
、
人
格
権
（
精
神
的
利
益
）
の
三
つ
の
法
益
に
区
別
し
て
、
被

害
者
の
承
諾
に
関
す
る
規
律
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
（G

eneviève V
in
ey, Patrice Jo

u
rrd

ain, Suzanne C
arv

al, Les conditions de la  
responsabilité, 4

e éd, L
g
d
j, 2013, n

o 575 -577, pp. 678 -682

）。

（
58
）  G

eneviève V
in
ey, supra note 57, n

o 575, p. 678.
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（
59
）  

た
と
え
ば
、Jacques G

h
estin, G

régoire L
o
iseau, Yve-M

arie S
erin

et, Traité de droit civil, La form
ation du contrat, L

g
d
j, 4

e 
éd, 2013

に
お
い
て
は
、
契
約
の
拘
束
力
の
本
質
的
な
要
素
は
当
事
者
の
約
束
だ
と
し
つ
つ
も
（n

o 256, pp193 -195

）、
債
権
者
の
信
頼
が
必

要
だ
と
さ
れ
て
い
る
（n

o 258, pp. 196 -197

）。
な
お
、
旧
版
に
お
い
て
は
、
法
的
安
全
の
要
請
か
ら
、
債
権
者
の
正
当
な
信
頼
が
内
心
の
意

思
に
優
先
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Jacques G

h
estin, Traité de droit civil, La form

ation du contrat, L
g
d
j, 3

e éd, 
1993, n

o 249, pp. 223 -224

）。

（
60
）  G

eneviève V
in
ey, Patrice Jo

u
rrd

ain, supra note 57, n
o 575, p. 678.

（
61
）  Cass 3

e civ., 1 oct. 1975, D
. 1975, IR, p. 253.

（
62
）  

も
っ
と
も
、
近
時
、
身
体
の
侵
害
に
つ
い
て
、
個
人
が
自
由
に
承
諾
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
面
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
（Jean-Christophe S

ain
t-P

au, supra note 22, n
o 2205, p. 1296

）。

（
63
）  

以
下
で
は
、
櫛
橋
明
香
「
人
体
の
処
分
の
法
的
枠
組
み
（
六
）」
法
協
一
三
一
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
〇
二
八
―
二
〇
五
三
頁
、
同

「
人
体
の
処
分
の
法
的
枠
組
み
（
八
・
完
）」
一
三
一
巻
一
二
号
（
二
〇
二
四
年
）
二
五
二
四
―
二
五
四
六
頁
も
参
照
し
て
い
る
。

（
64
）  

た
と
え
ば
、
生
物
医
学
研
究
の
参
加
へ
の
承
諾
の
ほ
か
（
公
衆
衛
生
法
典
一
一
二
二
条
の
一
第
一
項
）、
生
殖
補
助
医
療
の
実
施
に
つ
い
て
の

承
諾
（
同
法
二
一
四
一
条
の
一
〇
第
四
項
）、
配
偶
子
及
び
胚
の
提
供
に
つ
い
て
の
承
諾
（
同
法
一
二
四
四
条
の
二
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。

（
65
）  

た
と
え
ば
、
生
体
か
ら
の
臓
器
の
採
取
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
と
提
供
者
の
署
名
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
66
）  

ヴ
ィ
ネ
ィ
ら
の
体
系
書
は
、
精
神
的
利
益
の
侵
害
に
つ
い
て
承
諾
を
論
ず
る
際
に
、
私
生
活
と
肖
像
な
ど
の
侵
害
に
つ
い
て
の
承
諾
を
具
体
的

に
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
承
諾
は
、
明
示
に
（exprès

）
か
つ
特
定
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る

（G
eneviève V

in
ey, Patrice Jo

u
rrd

ain, Suzanne C
arv

al, supra note 57, n
o 577, p. 681

）。

（
67
）  

こ
う
し
た
整
理
は
、
体
系
書
（G

eneviève V
in
ey, Patrice Jo

u
rrd

ain, Suzanne C
arv

al, supra note, 57, n
o 574 -576, pp. 678 -681

）、

テ
ー
ズ
（Jean H

o
n
n
o
rat, L

’idée d

’acceptation des risques dans la responsabilité civile, L
g
d
j, 1969, n

o 47, pp. 70 -73

）
に
お
い
て

も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
68
）  

た
と
え
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
肖
像
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
承
諾
に
加
え
て
、
衡
量
判
断
の
要
素
と
し
て
公
表
の
目
的
や
報
道
の
自
由
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
名
誉
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
承
諾
に
加
え
て
、
真
実
性
の
抗
弁
や
相
当
性
の
抗
弁
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
違

法
性
阻
却
事
由
を
考
慮
す
る
前
に
、
第
一
段
階
と
し
て
承
諾
の
有
無
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
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（
69
）  

東
京
地
判
昭
和
三
一
年
八
月
八
日
判
時
九
二
号
一
。
広
島
地
判
昭
和
三
七
年
二
月
二
七
日
判
時
二
九
五
号
二
〇
頁
。

（
70
）  

五
十
嵐
＝
田
宮
・
前
掲
注
（
10
）、
三
〇
―
三
一
頁
。

（
71
）  

東
京
地
判
平
成
二
年
三
月
一
四
日
判
時
一
三
五
七
号
八
五
頁
。
東
京
地
判
平
成
一
三
年
九
月
五
日
判
時
一
七
七
三
号
一
〇
四
頁
。

（
72
）  
米
村
・
前
掲
注
（
5
）
四
六
一
頁
、
四
六
三
頁
。

（
73
）  
東
京
地
判
平
成
二
年
三
月
一
四
日
判
時
一
三
五
七
号
八
五
頁
。

（
74
）  
東
京
地
判
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
判
時
一
九
六
一
頁
七
二
頁
。

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

主
要
著
作
　
　 「
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」『
法
学
政
治
学
論

究
』
一
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
）


