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一
　
は
じ
め
に

　
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
る
事
案
に
お
い
て
、
救
済
手
段
が
損
害
賠
償
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
や
予
防
が
認
め
ら
れ

ず
、
救
済
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
条
文
上
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
止
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
救
済
手
段
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
容
易
に
肖
像
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
公
表
さ
れ
る
今
日
に
お
い
て
は
、
ま
す
ま
す
重

要
性
を
増
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
差
止
請
求
権
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
違
法
侵
害
説
を
民
法
上
に
基
礎
づ
け
る
と
い
う
観
点
か

ら
、
理
論
的
な
進
展
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
差
止
請
求
権
と
は
、
秩
序
違
反
を
是

正
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
法
状
態
と
現
実
の
事
実
状
態
の
齟
齬
を
修
正
す
る
制
度
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い（
1
）る。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
保
護
法
益
を
最
も
適
切
な
要
件
の
も
と
で
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
競
争
秩
序
違
反
や
環
境
破
壊
行

為
と
い
っ
た
私
人
の
権
利
を
観
念
す
る
こ
と
が
困
難
な
領
域
に
お
い
て
も
差
止
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い（
2
）る。

　
こ
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
法
を
参
考
に
し
た
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
を
前
提
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
目
を
向
け
る
と
、
近
時
、
シ
リ

ル
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
『
違
法
行
為
の
停
止

―
不
法
行
為
責
任
の
知
ら
れ
ざ
る
機
能
に
つ
い
て
の
研
究

―
』
（
3
）

と
い
う
テ
ー
ズ
が
注
目
に
値

す
る
。
そ
こ
で
は
、
違
法
行
為
の
停
止
（cessation de l

’illicite
）
と
は
、
違
法
状
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
原
因
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
で
、

将
来
に
向
け
て
行
為
規
範
に
適
合
す
る
状
態
に
置
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
要
件
論
に
つ
い
て
も
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
違
法
行
為
の
停
止
に
関
す
る
理
論
は
、
有
力
な
概
説
書
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な（
4
）く、
テ

レ
草
案
第
二
条
に
お
い
て
も
、「
裁
判
官
は
、
被
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
害
（dom

m
age

）
の
賠
償
と
は
別
に
、
原
告
が
さ
ら
さ
れ
て
い
る

違
法
な
妨
害
（trouble

）
を
予
防
し
、
又
は
停
止
さ
せ
る
た
め
に
適
切
な
合
理
的
措
置
を
命
じ（
5
）る」

と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
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の
理
論
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
一
三
日
に
公
表
さ
れ
た
民
事
責
任
法
改
正
草
案
一
二
六
六
条
に
結
実
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク

の
理
論
を
採
用
し
つ
つ
、「
契
約
外
の
領
域
に
お
い
て
は
、
被
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
害
（préjudice

）
の
賠
償
と
は
別
に
、
裁
判
官
は
、

被
害
の
予
防
又
は
原
告
が
さ
ら
さ
れ
る
違
法
な
妨
害
を
停
止
さ
せ
る
の
に
適
切
な
合
理
的
措
置
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ

て
い（
6
）る。
要
す
る
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
差
止
め
の
理
論
に
関
す
る
一
つ
の
到
達
点
だ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
を
理
解
す
る
こ
と
に
注
力
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
違
法
行
為
の
停
止
の
法
的
性
質
の

み
な
ら
ず
、
要
件
論
に
つ
い
て
も
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
差
止
請
求
権
論
の
展
開
の
た
め
に
、
新
た

な
視
点
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
本
論
に
お
い
て
示
す
よ
う
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
人
格
権
の
保
護
法
理
に
つ
い
て
一
つ
の
極

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
説
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
人
格
権
の
保
護
法
理
の
構
築
に
と
っ
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と
考

え
る
。

　
以
下
に
お
い
て
、
二
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
前
提
と
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
を
一
瞥
す
る
。
三
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
提
示
し
た
理

論
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
ブ
ロ
ッ
ク
説
の
位
置
づ
け
、
及
び
、
ブ
ロ
ッ
ク
説
の
特
色
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
以
上

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
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
　
ブ
ロ
ッ
ク
の
所
説
の
背
景

　
こ
こ
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
前
提
と
す
る
、
㈠
理
論
的
背
景
、
及
び
、
㈡
実
際
的
背
景
を
概
観
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
㈢
ブ
ロ
ッ
ク
が
、

ど
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
簡
潔
に
示
そ
う
。



法学政治学論究　第120号（2019.3）

278

㈠
　
理
論
的
背
景

―
主
流
と
伏
流

　
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
二
四
〇
条
（
旧
一
三
八
二
条
）
は
、「
人
は
、
い
か
な
る
行
為
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
過
失
に
よ
り
他
人
に
損
害
を
生

ぜ
し
め
た
と
き
は
、
そ
れ
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
初
期
の
学（
7
）説だ

け
で
な
く
、
伝
統
的
通（
8
）説も

、

現
実
賠
償
の
一
環
と
し
て
差
止
め
を
構
成
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
そ
の
後
も
引
き
継
が
れ
て
い（
9
）る。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
差
止
め

は
、
賠
償
と
同
じ
要
件
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
フ
ォ
ー
ト
及
び
損
害
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
賠
償
の
態
様
は
事
実
審
裁
判
官

の
専
権
に
服
す
る
た
め
、
原
告
が
違
法
行
為
の
停
止
を
求
め
た
と
し
て
も
、
裁
判
官
が
金
銭
賠
償
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
金
銭

的
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
が
テ
ー
ズ
を
公
表
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
理
解
が
主
流
と
し
て
の
地
位
を
占
め

て
い
た
。

　
も
っ
と
も
、
賠
償
と
違
法
行
為
の
停
止
を
区
別
す
る
見
解
が
伏
流
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
た
と
え
ば
、
サ
ヴ
ァ

テ
ィ
エ
は
、
現
実
賠
償
と
は
、「
破
壊
さ
れ
た
状
態
の
現
実
的
復
元
」
だ
と
定
義
し
た
う
え
で
、
建
築
物
の
瑕
疵
の
修
補
、
名
誉
棄
損
に

関
す
る
訂
正
文
の
公
表
な
ど
を
賠
償
に
分
類
し
て
い
）
₁₀
（
る
。
そ
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
と
は
、
違
法
状
態
そ
の
も
の
を
停
止
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
、
権
利
な
く
保
有
さ
れ
て
い
る
物
の
返
還
、
他
人
へ
の
侵
害
の
停
止
、
不
正
競
争
の
停
止
、
名
義
の
不
正
利
用
の
停
止
な

ど
を
差
止
め
に
分
類
し
て
い
）
₁₁
（
る
。
さ
ら
に
、
違
法
行
為
の
停
止
は
、
賠
償
の
態
様
に
つ
い
て
の
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
に
服
さ
な
い
と

い
）
₁₂
（

う
。

　
こ
う
し
た
見
方
を
理
論
的
に
深
化
さ
せ
た
の
が
、
ル
ジ
ュ
‐
ド
ゥ
‐
ブ
ベ
で
あ
っ
た
。
ル
ジ
ュ
‐
ド
ゥ
‐
ブ
ベ
は
、
民
事
責
任
法
の
効

果
に
は
賠
償
と
「
回
復
」
の
二
つ
が
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
賠
償
と
は
加
害
行
為
の
結
果
で
あ
る
損
害
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、

回
復
と
は
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
原
因
を
対
象
と
す
る
と
し
て
両
者
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
回
復
と
は
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
法
状

況
を
、
過
去
に
向
か
っ
て
復
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
を
満
足
（satisfactoire
）
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
）
₁₃
（
う
。
両
者
の
区
別
に
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つ
い
て
は
、
賠
償
の
態
様
は
裁
判
官
の
専
権
に
委
ね
ら
れ
る
の
に
対
し
、
違
法
状
態
の
除
去
が
被
害
者
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
と
き
に
は
、

裁
判
官
の
専
権
に
服
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
）
₁₄
（

る
。
具
体
的
に
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
返
還
請
求
、
知
的
財
産
権
侵
害
の
保
護
に
関
す
る
訴
権

（action en contrefaçon

）、
相
続
回
復
請
求
権
、
さ
ら
に
は
、
他
人
の
土
地
に
対
す
る
不
法
建
築
、
高
さ
制
限
に
関
す
る
地
役
権
を
侵
害

す
る
建
築
物
の
破
壊
と
い
っ
た
特
別
の
法
制
度
が
な
い
と
き
に
、
補
足
的
な
形
で
民
事
責
任
を
根
拠
と
す
る
差
止
め
が
現
れ
る
と
す
）
₁₅
（
る
。

　
要
す
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
差
止
め
を
賠
償
の
一
形
態
と
し
て
捉
え
る
見
解
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
差
止
め
を
違
法
状
態

の
除
去
と
し
て
賠
償
と
区
別
す
る
見
解
も
伏
流
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

㈡
　
実
際
的
背
景

　
こ
こ
で
は
、
レ
フ
ェ
レ
に
よ
る
差
止
訴
訟
が
実
質
的
に
は
本
案
化
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
フ
ォ
ー
ト
を
差
止
め
の
要
件
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　
第
一
に
、
レ
フ
ェ
レ
に
よ
る
差
止
め
の
本
案
化
に
つ
い
て
。
フ
ラ
ン
ス
新
民
事
訴
訟
法
典
八
〇
九
条
は
、「
所
長
は
、
相
当
の
異
議
が

存
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
切
迫
し
た
被
害
（dom

m
age im

m
inent

）
を
避
け
る
た
め
、
又
は
、
明
白
に
違
法
な
妨
害
（trouble m

anifestem
ent 

illicite

）
を
停
止
さ
せ
る
た
め
に
、
必
要
な
保
全
処
分
又
は
原
状
回
復
処
分
を
、
レ
フ
ェ
レ
の
手
続
に
よ
っ
て
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
定
め
て
い
る
。
こ
の
レ
フ
ェ
レ
手
続
と
は
、
わ
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
仮
処
分
に
類
す
る
と
さ
れ
て
お
）
₁₆
（

り
、
事
実
審
に
お
け
る
本
案
訴
訟

ま
で
権
利
を
保
全
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
レ
フ
ェ
レ
の
後
に
本
案
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
レ
フ
ェ
レ
に

お
け
る
審
理
が
実
質
的
に
は
本
案
化
し
て
い
）
₁₇
（

る
。
そ
し
て
、
違
法
性
が
明
白
な
妨
害
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、
緊
急
性
の
存
在
の
要
件
は
、

破
毀
院
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
）
₁₈
（
る
。
そ
の
た
め
、
レ
フ
ェ
レ
裁
判
官
は
、
事
実
審
裁
判
官
と
同
様
に
、
違
法
性
に
つ
い
て
の
実
体
的
審

理
を
行
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
）
₁₉
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
レ
フ
ェ
レ
は
、
違
法
性
と
妨
害
を
要
件
と
し
て
、
差
止
訴
訟
に
関
す
る
事
実
上
の
紛
争
解
決
機
能
を
営
む
に
至
っ
て
い
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る
。

　
第
二
に
、
フ
ォ
ー
ト
を
要
件
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
表
現
に
つ
い
て
、
直
接
の
表
現
主
体
で
は
な
い
ホ
ス
テ
ィ
ン
グ

会
社
や
サ
イ
ト
管
理
者
に
対
す
る
削
除
請
求
の
基
礎
付
け
が
困
難
と
な
）
₂₀
（
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
い
っ
た
場
合
に
差
止
め
を
基
礎
づ
け
る
た

め
に
は
、
フ
ォ
ー
ト
に
代
わ
る
要
件
が
必
要
と
な
る
。

㈢
　
ブ
ロ
ッ
ク
が
取
り
組
ん
だ
課
題

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
伝
統
的
通
説
は
、
現
実
賠
償
の
一
形
態
と
し
て
差
止
め
を
構
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
実
務
上
、
フ
ォ
ー
ト
を

要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
説
明
が
で
き
な
い
よ
う
な
裁
判
例
が
存
在
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
違
法
性
と
妨
害
を
要
件
と
し
て
、
レ

フ
ェ
レ
に
よ
る
差
止
め
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
フ
ェ
レ
が
事
実
上
の
紛
争
解
決
機
能
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
現
実
賠
償
の
一
形
態
と
し
て
差
止
め
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
止
め
の
要
件
に
フ
ォ
ー
ト
と
損
害
を
求
め
る
こ
と
は
、

実
態
に
即
し
た
要
件
構
成
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
取
り
組
ん
だ
課
題
は
、
伏
流
と
し
て
の
地
位
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
違
法
状
態
の
除
去
に
関
す
る
理
論
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
主
流
た
る
地
位
に
導
き
、
違
法
状
態
の
除
去
に

関
す
る
適
切
な
要
件
論
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

三
　
ブ
ロ
ッ
ク
の
所
説

―
違
法
行
為
の
停
止
の
理
論

　
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
と
は
、
違
法
状
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
原
因
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
で
、
将
来
に
向
け
て
行
為

規
範
に
適
合
す
る
状
態
に
置
く
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
は
、
民
事
責
任
法
の
機
能
の
一
つ
だ
が
、

フ
ォ
ー
ト
や
損
害
は
要
件
と
な
ら
ず
、
賠
償
の
態
様
に
つ
い
て
の
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
に
も
服
さ
な
い
た
め
、
要
件
・
効
果
に
お
い
て
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賠
償
と
は
異
な
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
既
に
実
定
法
の
中
に
既
に
内
在
し
て
い
る

と
し
て
、
膨
大
な
裁
判
例
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
㈠
違
法
行
為
の
停
止
の
法
的
性
質
を
確
認
す
る
。
次
に
、

㈡
違
法
行
為
の
停
止
の
要
件
論
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
な
お
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
見
解
を
引
用
す
る
際
に
は
、
本
文
中
に
引
用
箇
所
を
明
記

す
る
。

㈠
　
違
法
行
為
の
停
止
の
法
的
性
質

―
民
事
責
任
法
の
効
果

　
ブ
ロ
ッ
ク
は
、（
1
）
違
法
行
為
の
停
止
と
賠
償
を
区
別
し
た
う
え
で
、（
2
）
違
法
行
為
の
停
止
を
民
事
責
任
法
の
機
能
の
一
つ
と
し

て
構
成
し
て
い
る
。
以
下
、
順
に
見
て
い
こ
う
。

1　

違
法
行
為
の
停
止
と
賠
償
の
区
別

―
原
因
と
結
果

　
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
賠
償
と
違
法
行
為
の
停
止
は
、
要
件
・
効
果
が
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
対
象
も
異
な
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、

賠
償
と
違
法
行
為
の
停
止
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
事
実
を
対
象
と
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
よ
う
。

　
賠
償
と
違
法
行
為
の
停
止
は
、
そ
の
対
象
が
加
害
行
為
の
結
果
で
あ
る
被
害
（dom

m
age

）
や
損
害
（préjud

）
₂₁
（ice

）
な
の
か
、
被
害
や

損
害
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
原
因
で
あ
る
加
害
行
為
な
の
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
賠
償
は
違
法
状
態
を
生
じ
さ
せ
て

い
る
原
因
を
維
持
し
た
う
え
で
、
加
害
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
を
修
復
す
る
の
に
対
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
は
、
違
法
状
態
を
生

じ
さ
せ
て
い
る
原
因
の
除
去
に
よ
っ
て
、
将
来
に
向
か
っ
て
違
法
状
態
を
是
正
す
る
と
い
う
。
こ
の
意
味
で
、
賠
償
は
過
去
志
向
的

（rétrospectif

）
性
質
を
有
し
て
い
る
が
、
違
法
行
為
の
停
止
は
未
来
志
向
的
（prospectif

）
性
質
を
有
し
て
い
る
と
す
る
（n

o 127, pp. 

132 ︲1

）
₂₂
（33

）。
そ
し
て
、
損
害
が
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
場
合
、
両
者
の
理
論
的
区
別
が
明
確
に
現
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
湖
の
所
有
者

が
湖
の
水
位
を
受
忍
で
き
な
い
高
さ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
下
流
に
住
む
人
は
、
湖
の
氾
濫
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
必
要
な
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措
置
に
関
す
る
費
用
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
違
法
状
態
を
維
持
し
た
う
え
で
、
違
法
状
態
の
結
果

で
あ
る
損
害
に
つ
い
て
の
金
銭
的
給
付
を
得
て
い
る
た
め
、
賠
償
に
あ
た
る
と
す
る
。
他
方
で
、
湖
の
所
有
者
に
対
し
、
湖
の
水
位
を
適

法
な
高
さ
に
保
つ
よ
う
に
求
め
る
こ
と
は
、
違
法
状
態
の
原
因
を
停
止
し
て
い
る
た
め
、
違
法
行
為
の
停
止
に
あ
た
る
と
す
る
（n

o 128 ︲

2, pp. 135 ︲139
）。

2　

基
礎
づ
け

―
民
事
責
任
法

　
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
違
法
行
為
の
停
止
の
基
礎
づ
け
を
模
索
す
る
前
提
と
し
て
、
①
物
権
侵
害
に
の
み
違
法
行
為
の
停
止
を
認
め
る
こ
）
₂₃
（

と
や
、

②
権
利
一
）
₂₄
（
般
、
あ
る
い
は
、
③
客
観
的
な
法
秩
序
の
維
持
に
違
法
行
為
の
停
止
の
基
礎
づ
け
を
求
め
る
こ
）
₂₅
（
と
を
批
判
す
る
。
ま
ず
、
①
に

つ
い
て
は
、
物
権
侵
害
の
事
案
に
お
い
て
違
法
行
為
の
停
止
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、
物
権
侵
害
の
場
合
に
の

み
違
法
行
為
の
停
止
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
（n

o 144, pp. 155 ︲156

）。
次
に
、
②
に
つ
い
て
は
、

あ
る
法
益
が
権
利
で
あ
る
こ
と
は
、
違
法
行
為
の
停
止
と
い
っ
た
固
有
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
保
護
の
た
め
の

要
件
の
緩
和
に
意
味
が
あ
る
と
す
る
（n

o 152, pp. 164 ︲167

）。
最
後
に
、
③
に
つ
い
て
は
、
違
法
行
為
の
停
止
は
、
客
観
的
な
違
法
性

に
対
し
て
作
用
す
る
と
し
て
も
、
主
観
的
な
私
的
利
益
の
保
護
か
ら
切
り
離
し
て
構
成
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
（n

o 175, pp. 191 ︲

192

）。

　
そ
こ
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
民
事
責
任
法
に
は
、
違
法
状
態
を
是
正
し
て
適
法
性
を
回
復
す
る
機
能
が
備
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
が

違
法
行
為
の
停
止
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
違
法
行
為
の
停
止
を
民
事
責
任
法
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
二

つ
の
観
点
か
ら
民
事
責
任
法
を
捉
え
る
こ
と
で
正
当
化
し
て
い
る
。

　
第
一
に
、
民
事
責
任
法
は
、
行
動
に
関
す
る
客
観
的
・
抽
象
的
な
規
範
を
主
体
の
観
点
か
ら
捉
え
直
す
仕
組
み
で
あ
る
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
民
事
責
任
法
は
、
他
の
立
法
と
比
べ
て
、
最
も
一
般
的
・
抽
象
的
な
形
で
、
各
人
に
行
為
規
範
を
課
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
加
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害
者
の
行
為
が
、
刑
法
や
、
行
政
法
、
都
市
計
画
法
と
い
っ
た
法
律
の
規
定
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
然
的
に
、
旧
一
三
八
二
条

（
現
行
一
二
四
〇
条
）
が
課
し
て
い
る
命
令
に
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
人
は
、
直
接
に
援
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
な
抽
象
的
な
行
為
規
範
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
権
利
・
利
益
の
保
護
を
通
じ
て
、
そ
の
規
範
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
一
三
八
二
条
（
現
行
一
二
四
〇
条
）
は
、
私
人
の
権
利
・
利
益
の
保
護
を
通
じ
て
、
一
般
的
な
行
為
規

範
を
具
体
化
す
る
装
置
だ
と
さ
れ
て
い
る
（n

o 236, pp. 249 ︲251

）。

　
第
二
に
、
民
事
責
任
法
は
、
行
為
規
範
を
創
設
す
る
仕
組
み
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
民
事
責
任
法
は
、
最
も
一
般
的
な
形
で
主

体
に
行
為
規
範
を
課
し
て
お
り
、
立
法
に
よ
る
定
め
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
公
正
か
つ
誠
実
に
、
社
会
生
活
か
ら
生
じ
る
行
為
規
範

に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
フ
ォ
ー
ト
評
価
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
行
為
規
範
に
関
す
る
裁
判
例
が
膨
大
に
蓄

積
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
裁
判
例
は
、
体
系
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
私
生
活
の
尊
重
へ
の
権
利
と
い
っ
た
形
で
立
法
化
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
を
民
事
責
任
法
に
基
礎
づ
け
る
べ
き
理
由
と
し
て
は
、
立
法
に
よ
っ
て
明
確
な
形
で

定
め
ら
れ
て
い
な
い
領
域
に
お
い
て
、
行
為
規
範
に
反
す
る
行
為
を
是
正
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

（n
o 237, pp. 251 ︲254

）。㈡
　
違
法
行
為
の
停
止
の
要
件
論

―
違
法
性
・
妨
害

　
こ
こ
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
違
法
行
為
の
停
止
の
要
件
論
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
違
法
行
為

の
停
止
は
、
民
事
責
任
法
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
フ
ォ
ー
ト
及
び
損
害
は
要
件
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
以
下
で
は
、

こ
れ
ら
に
代
わ
る
要
件
と
し
て
提
示
さ
れ
た
（
1
）
違
法
性
と
（
2
）
妨
害
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
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1　

違
法
性

　
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
は
、
民
事
責
任
法
に
基
礎
を
有
す
る
と
し
て
も
、
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
が
問
題
と
な
る
の
で
は

な
く
、
違
法
性
評
価
が
問
題
と
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
違
法
性
と
は
、
命
令
的
行
為
規
範
（norm

e de conduit im
pérative

）
へ
の
違

反
と
権
利
侵
害
の
二
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、（
⑴
）
ブ
ロ
ッ
ク
が
、
違
法
性
を
ど
の
よ
う
に
理
論
的
に

捉
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
見
た
う
え
で
、（
⑵
）
近
隣
妨
害
と
人
格
権
侵
害
に
関
す
る
実
定
法
の
状
況
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
分
析

し
て
い
る
の
か
を
見
よ
う
。

　
⑴
　
理
　
論

　
第
一
に
、
命
令
的
行
為
規
範
へ
の
違
反
に
つ
い
て
。
ま
ず
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
規
範
（norm

e

）
に
は
、「
も
し
も
罰
を
受
け
た
く

な
い
の
で
あ
れ
ば
Ａ
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
形
で
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
伴
わ
な
い
規
範
、
す
な
わ
ち
、「
Ａ
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
定
言
的
規
範
（norm

e catégorique
）
が
存
在
す
る
と
い
う
（n

o 254 ︲1, pp. 277 ︲278

）。
そ
し
て
、
こ
の
定
言
的
規
範
に
は
、
拘

束
力
や
強
制
力
を
伴
う
規
範
か
ら
、
拘
束
力
や
強
制
力
を
欠
く
ソ
フ
ト
ロ
ー
ま
で
、
多
様
な
種
類
の
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
裁

判
官
は
、
直
面
し
て
い
る
規
範
が
、
そ
れ
に
違
反
す
る
と
違
法
性
を
生
じ
さ
せ
る
命
令
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（n

o 254 ︲2, pp. 278 ︲279
）。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
作
業
は
フ
ォ
ー
ト
評
価
に
内
包
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
裁
判
官
は
、
加
害
者
に
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
か
否
か
を
判
断

す
る
た
め
に
は
、
あ
る
事
実
を
行
為
規
範
と
比
較
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
一
三
八
二
条
（
現
行
一
二
四
〇
条
）
の
適
用
に
お

い
て
、
裁
判
官
は
適
用
さ
れ
る
行
為
規
範
の
確
定
プ
ロ
セ
ス
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
裁
判
官
が
参
照
す
る
行
為
規
範
は
、
立

法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
規
範
や
、
慣
習
と
い
っ
た
可
能
な
限
り
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
範
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
明
確
な
規
範
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
違
法
性
評
価
は
、
裁
判
官
に
よ
る
多
様
な
価
値
判
断
に
委

ね
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
裁
判
官
は
、
不
法
行
為
法
の
一
般
規
定
の
適
用
を
通
じ
て
、
自
ら
の
価
値
判
断
に
基
づ
い
て
行
為
規
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範
へ
の
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
と
い
う
（n

o 263, pp. 288 ︲289

）。 
　
つ
ま
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
民
事
責
任
法
の
一
般
規
定
に
よ
っ
て
、
事
前
に
行
為
規
範
が
各
人
に
課
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
規
範
は
、
法
律
や
規
則
か
ら
生
じ
る
場
合
に
加
え
て
、
旧
一
三
八
二
条
（
現
行
一
二
四
〇
条
）
の
適
用
に

よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
法
律
や
規
則
が
行
為
規
範
を
課
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
命
令
的
性
格
が
不

明
確
で
あ
る
と
き
に
は
、
裁
判
官
に
よ
る
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
と
す
る
（n

o 265, pp. 292 ︲293

）。

　
第
二
に
、
権
利
侵
害
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
違
法
性
が
生
じ
る
と
い
う
（n

o 267, p. 294

）。
こ
の
前
提
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
法

益
を
権
利
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
あ
る
法
益
を
権
利
と
す
る
意
味
が
失
わ
れ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
権
利
と
は
、

主
体
に
特
定
の
権
限
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
侵
害
の
み
に
よ
っ
て
違
法
性
が
生
じ
る
利
益
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
違
法
性
の
評
価
に
関
す
る
理
論
枠
組
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
違
法
性
の
評
価
時
点
と
違
法
行

為
の
停
止
の
責
任
主
体
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
ま
ず
、
加
害
行
為
の
違
法
性
は
、
判
決
時
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
訴
訟
開
始
時
点
に
お
い
て
は
都
市
計
画
法
違
反
が
存

在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
判
決
時
に
違
法
状
態
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
）
₂₆
（
い
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
違
法
行
為
の
停
止
が
将
来
に
お
け
る
違
法
な
事
実
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
す
な
わ

ち
、
将
来
に
お
い
て
違
法
行
為
が
行
わ
れ
る
と
し
て
も
、
現
在
に
お
い
て
そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
証
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
に
お
け
る
違
法
性
を
構
成
す
る
。
た
と
え
ば
、
土
地
所
有
者
が
、
隣
の
建
築
許
可
の
書
類
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
の
土
地
に
越
境
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
場
合
、
違
法
行
為
の
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（n

o 288 ︲

1 ︲1, pp. 341 ︲343

）。

　
次
に
、
違
法
行
為
の
停
止
の
責
任
主
体
は
、
個
人
の
行
動
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
フ
ォ
ー
ト
の
有
無
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
は
な
く
、
違

法
状
態
を
物
理
的
か
つ
法
律
的
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
有
無
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
す
る
（n

o 244, p. 266

）。
そ
の
結
果
、
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
や
、
広
告
掲
示
会
社
と
い
っ
た
、
直
接
の
加
害
者
で
は
な
い
た
め
フ
ォ
ー
ト
が
あ
る
と
は
い
え
な

い
者
に
対
し
て
も
、
違
法
行
為
の
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
⑵
　
破
毀
院
判
例
の
分
析

― 

ⅰ
近
隣
妨
害
・
ⅱ
人
格
権
侵
害
の
事
例
に
つ
い
て

　
こ
こ
で
は
、
ⅰ
近
隣
妨
害
に
関
す
る
事
例
と
、
ⅱ
人
格
権
侵
害
の
事
例
に
つ
い
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
に
分
析
を
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
見
よ
う
。

　
ⅰ
　
近
隣
妨
害
の
事
例
に
つ
い
て

―
異
常
な
近
隣
妨
害
と
違
法
な
近
隣
妨
害
の
区
別

　
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、「
い
か
な
る
者
も
他
人
に
対
し
て
も
相
隣
関
係
に
お
け
る
通
常
の
不
都
合
を
超
え
る
妨
害
を
加
え
て
は
な
ら

な
い
（nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients norm

aux de voisinage

）」
と
い
う
異
常
な
近
隣
妨
害
の
法
理
が

確
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
妨
害
の
異
常
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
や
違
法
行
為
の
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
異
常
な
近
隣
妨
害
の
法
理
の
適
用
に
お
い
て
は
、
適
法
で
あ
る
け
れ
ど
も
重
大
な
妨
害
を
生
じ
さ
せ
た

場
合
と
、
違
法
な
妨
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
の
二
つ
が
包
摂
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
）
₂₇
（

う
。
そ
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク

は
、
前
者
を
異
常
な
近
隣
妨
害
と
し
て
位
置
づ
け
、
後
者
を
違
法
な
近
隣
妨
害
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と
す
る
。
後
者
で
あ
る
違
法

な
近
隣
妨
害
の
法
理
で
は
、
隣
人
の
活
動
が
、
法
律
や
、
規
則
、
旧
一
三
八
二
条
（
現
行
一
二
四
〇
条
）
が
課
し
て
い
る
一
般
的
な
行
為

規
範
に
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
判
断
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
行
為
規
範
に
反
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
適
法
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
隣
人
に
生
じ
さ
せ
る
損
害
の
程
度
が
甚
だ
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
異
常
な
近
隣
妨
害
の
法
理
に
基
づ
い
て
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
行
為
規
範
に
反
し
て
い
る
と
き
に
は
、
違
法
な
近
隣
妨
害
で
あ
る
と
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
が
認
め
ら
れ
る

と
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
破
毀
院
一
九
九
八
年
判
決
は
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
い
う
。

❶
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
九
八
年
二
月
一
一
日
判
）
₂₈
（
決
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〔
事
実
〕

　
Ｘ
の
所
有
地
に
隣
接
す
る
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
Ｙ
夫
妻
は
、
自
ら
の
所
有
地
に
、
建
築
許
可
を
受
け
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
土
地
占
有
計
画
（du 

plan d

’occupation des sols

）
に
反
し
て
い
る
、
都
市
計
画
法
違
反
の
小
屋
を
建
て
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う
な

妨
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
そ
の
建
物
の
撤
去
、
及
び
、
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
原
審
は
、
都
市
計
画
法
に
反
し
て
建
て
ら
れ
た
建
物
に
よ
っ
て
、
原
告

に
対
し
て
近
隣
妨
害
を
も
た
ら
す
こ
と
を
認
定
し
て
、
そ
の
破
壊
を
命
じ
た
。

〔
判
旨
〕

　
破
毀
移
送
。
原
審
は
、
旧
一
三
八
二
条
（
現
行
一
二
四
〇
条
）
に
基
づ
い
て
責
任
を
課
す
と
し
て
も
、「
都
市
計
画
法
違
反
と
属
人
的
な
損
害
の
間

に
直
接
的
な
因
果
関
係
」
が
あ
る
こ
と
を
検
討
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
近
隣
妨
害
の
法
理
に
基
づ
い
て
有
責
判
決
を
下
す
と
し
て
も
、
妨
害
の
異
常
性

に
つ
い
て
認
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
、
及
び
、
同
法
理
の
要
件
を
充
た
し
て
い
な
い
。

　
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
違
法
行
為
の
停
止
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
旧
一
三
八
二
条
（
現
行
一
二
四
〇
条
）

の
適
用
の
可
否
を
通
じ
て
行
為
規
範
へ
の
違
反
の
有
無
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
妨
害
の
異
常

性
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
破
毀
院
判
決
は
、
違
法
な
近
隣
妨
害
と
異
常
な
近
隣
妨
害
の
区
別
を

示
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
異
常
な
近
隣
妨
害
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
場
合
と
し
て
は
、
パ
ン
屋
か
ら
騒
音
が
生
じ
て
い
る
と
き
や
、

チ
ー
ズ
の
製
造
業
者
か
ら
悪
臭
が
生
じ
て
い
る
と
き
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
事
例
に
お
い
て
、
違
法
行
為
の
停
止
を
認
め
る

こ
と
は
、
行
動
の
自
由
に
対
す
る
過
度
な
介
入
で
あ
る
と
す
る
（n

o 285, p. 338

）。

　
さ
ら
に
、
異
常
な
近
隣
妨
害
の
事
例
に
お
い
て
は
、
賠
償
の
態
様
に
つ
い
て
の
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

違
法
な
近
隣
妨
害
の
事
例
に
お
い
て
は
、
賠
償
の
態
様
に
つ
い
て
の
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
こ
れ
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
異
常
な

近
隣
妨
害
と
違
法
な
近
隣
妨
害
は
区
別
さ
れ
て
い
る
と
す
る
（n

o 466 pp. 544 ︲547 et n
o 477 pp. 553 ︲5

）
₂₉
（55

）。
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ⅱ
　
人
格
権
侵
害
の
事
例
に
つ
い
て

―
行
為
規
範
へ
の
違
反
の
有
無

　
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
侵
害
に
よ
っ
て
直
ち
に
違
法
性
が
生
じ
る
法
益
を
権
利
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
表
現
の
自
由
な
ど
の
対

抗
法
益
と
の
衡
量
が
必
要
と
な
る
私
生
活
の
尊
重
へ
の
権
利
や
、
肖
像
へ
の
権
利
、
名
誉
と
い
っ
た
人
格
権
は
権
利
と
し
て
は
構
成
さ
れ

な
い
。
そ
の
結
果
、
違
法
行
為
の
停
止
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
加
害
者
が
命
令
的
行
為
規
範
に
反
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か

ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
次
の
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

❷
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
三
年
七
月
九
日
判
）
₃₀
（

決

〔
事
実
〕

　
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
大
々
的
に
報
道
さ
れ
た
Ａ
夫
人
、
及
び
、
そ
の
子
の
失
踪
事
件
に
つ
い
て
、
“Le Figaro littéraire

”Y
は
、
週
に
一
度
の
特

別
号
で
、「
医
師
Ｘ
の
真
実
の
物
語
（rom
ain vrai du docteur X

）」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
「
夏
の
一
連
の
出
来
事
（série de l

’été

）」 

に
つ
い
て
の

四
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
掲
載
し
た
雑
誌
を
発
売
す
る
こ
と
を
告
知
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ａ
夫
人
の
前
夫
の
子
で
あ
る
Ｘ
が
、
同
雑
誌
の
発
売
の
停
止

を
求
め
た
。

〔
判
旨
〕

　
上
告
棄
却
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
八
条
、
及
び
、
一
〇
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
表
現
の
自
由
と
、
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
私
生
活
の
尊
重
へ

の
権
利
は
、
共
に
規
範
的
価
値
を
有
し
て
お
り
、
事
件
を
係
属
し
た
裁
判
官
は
こ
の
二
つ
の
権
利
の
均
衡
点
の
発
見
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
と
き
、
最
も
保
護
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
権
利
を
優
先
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
、
対
立
す
る
利
益
を
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
法
性
を
評
価
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
対
立
す
る
諸
利
益
の
均
衡
点
に
関
す
る
行
為
規
範
を
発
見
し
、
そ
の
行
為
規
範
に
反
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
違
法

性
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
す
る
（n

o 275, pp. 314 ︲3

）
₃₁
（15

）。
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2　

妨　

害

　
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
に
お
い
て
損
害
の
有
無
は
問
題
と
な
ら
ず
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
妨
害
の
有
無
が
問
題
と
な

る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
⑴
妨
害
要
件
が
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
見
た
う
え
で
、
⑵
こ
の
要
件
の
実
践
的
な
意
義

に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

　
⑴
　
理
　
論

　
ま
ず
、
加
害
行
為
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、「
①
法
的
評
価
を
介
さ
な
い
事
実
し
て
の
違
法
行
為
（l

’acte 

illicite bruit

）、
②
侵
害
（atteinte

）、
③
被
害
（dom

m
age

）、
及
び
、
損
害
（préjudice

）」
の
三
段
階
に
区
別
で
き
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

違
法
行
為
の
停
止
の
対
象
は
②
侵
害
で
あ
り
、
賠
償
の
対
象
は
③
被
害
・
損
害
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
③
被
害
・
損
害
は
、
違
法

状
態
の
結
果
で
あ
り
、
違
法
状
態
の
原
因
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
た
め
、
違
法
行
為
の
停
止
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
②
侵

害
は
、
侵
害
行
為
と
侵
害
状
態
の
区
別
を
提
示
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、「
侵
害
行
為
」
と
は
瞬
間
的
な
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、「
侵

害
状
態
」
は
継
続
的
な
違
法
状
態
で
あ
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
建
物
を
建
て
る
際
に
、
隣
人
の
財
産
を
壊
し
た
場
合
、
侵
害
は
瞬
間
的

な
行
為
で
あ
る
た
め
、
そ
の
結
果
に
つ
き
賠
償
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
都
市
計
画
法
に
反
す
る
建
物
が
建
築
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
隣
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
継
続
的
な
違
法
状
態
が
あ
り
、
違
法
行
為
の
停
止
が
問
題
と
な
る
と
す

る
（n

o 381, pp. 452 ︲453

）。

　
つ
ま
り
、
被
害
や
損
害
に
よ
っ
て
は
、
現
在
に
お
い
て
、
違
法
状
態
が
原
告
の
利
益
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い

（n
o 387, pp. 456 ︲457

）。
そ
の
た
め
、
原
告
が
損
害
を
証
明
し
た
だ
け
で
は
、
現
在
に
お
け
る
違
法
状
態
に
よ
っ
て
自
ら
の
利
益
が
侵
害

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
ず
、
違
法
行
為
の
停
止
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
妨
害
と
は
、「
原
告
の
正

当
な
利
益
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
侵
害
と
い
う
観
点
か
ら
、
違
法
な
事
実
状
態
を
み
た
も
の
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（n

o 386,  

p. 456

）。



法学政治学論究　第120号（2019.3）

290

　
⑵
　
実
践
的
意
義

　
妨
害
概
念
の
実
践
的
な
意
義
と
し
て
、
ⅰ
損
害
が
過
少
な
場
合
・
損
害
発
生
が
不
確
実
な
場
合
の
処
遇
、
ⅱ
証
明
責
任
の
整
理
、
ⅲ
違

法
行
為
の
停
止
の
範
囲
に
つ
い
て
取
り
上
げ
よ
う
。

　
ⅰ
　
損
害
が
過
少
な
場
合
・
損
害
発
生
が
不
確
実
な
場
合
に
つ
い
て

　
第
一
に
、
損
害
が
過
少
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
妨
害
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
損
害
と
し
て
法
性
決
定
さ
れ
る
に
は
、
原
告
の

利
益
に
対
す
る
影
響
が
あ
ま
り
に
も
小
さ
す
ぎ
る
よ
う
な
違
法
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
不
正
競
争
行
為

に
よ
っ
て
違
法
状
態
が
発
生
し
た
時
点
に
お
い
て
は
、
金
銭
的
に
評
価
で
き
な
い
ほ
ど
過
少
な
損
害
し
か
生
じ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
違
法
状
態
が
発
生
し
た
時
点
と
損
害
が
生
じ
る
時
点
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
が
、
妨
害
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

金
銭
的
に
評
価
で
き
る
ほ
ど
の
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
違
法
行
為
の
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（n

o 

390 ︲1, pp. 459 ︲461

）。

　
第
二
に
、
損
害
発
生
が
「
可
能
性
」
に
過
ぎ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
告
は
、
損
害
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
の
確
実
性
を
証
明
し
た
の

で
あ
れ
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
隣
人
が
、
引
火
性
の
素
材
を
隣
家
と
の
境
界
の
壁
に
用

い
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
火
災
の
リ
ス
）
₃₂
（

ク
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
被
害
の
発
生
に
つ
い
て
確
実
な
リ
ス
ク
が
存
在

す
る
な
ら
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
の
対
象
と
な
り
う
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
損
害
の
発
生
が
不
確
実
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、「
被

害
者
な
き
責
任
」
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
て
否
定
す
る
。
こ
の
例
と
し
て
は
、
携
帯
電
話
の
電
話
ア
ン
テ
ナ
が
人
体
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
と
い
っ
た
も
の
が
想
定
さ
れ
よ
）
₃₃
（

う
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
損
害
の
発
生
が
不
確
実
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
原
告
の
利
益
を
侵
害

し
て
い
る
と
は
評
価
で
き
な
い
た
め
、
こ
う
し
た
場
合
に
ま
で
違
法
行
為
の
停
止
を
認
め
る
こ
と
は
民
事
訴
訟
の
枠
を
超
え
る
こ
と
に
な

る
と
す
る
（n

o 390 ︲2, pp. 461 ︲464

）。

　
ⅱ
　
証
明
責
任
の
整
理
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第
一
に
、
個
人
に
の
み
帰
属
す
る
利
益
（intérêt égoïste univoque

）
の
保
護
を
図
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
侵
害
さ
れ
た
行
為
規
範
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
と
原
告
の
利
益
が
一
致
す
る
場
合
と
、
侵
害
さ
れ
た
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
と
原
告
の
利

益
が
一
致
し
な
い
場
合
の
二
つ
に
区
別
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
行
為
規
範
が
、
原
告
の
利
益
の
保
護
に
向
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、

こ
の
規
範
へ
の
違
反
の
み
を
も
っ
て
、
原
告
に
対
す
る
妨
害
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
（n

o 394, p. 465

）。
後
者
に
つ
い
て
は
、
行
為
規
範

へ
の
違
反
の
み
に
よ
っ
て
妨
害
が
あ
る
と
は
評
価
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
行
為
規
範
へ
の
違
反
に
よ
っ
て
違
法
状
態
が
生
じ
る
と

し
て
も
、
必
ず
し
も
原
告
の
利
益
を
害
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
行
為
規
範
へ
の
違
反
に
よ
っ
て
、

原
告
の
利
益
に
妨
害
状
態
が
生
じ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
都
市
計
画
法
違
反
の
建
築
物
の
違
法
行

為
の
停
止
が
争
わ
れ
て
い
る
事
案
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
法
に
反
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
行
為
規
範
の
違
反
と
被
害
者
の
被
っ
た

妨
害
の
間
に
直
接
の
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
（n

o 395, p. 465

）。

　
第
二
に
、
個
人
と
集
団
の
両
方
に
帰
属
す
る
利
益
（intérêt égoïste équivoque

）
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
他
の
者
と
は
異
な
る
態
様
に

よ
っ
て
（d

’une façon distincte de ses coreligionnaires

）、
違
法
状
態
が
原
告
に
対
し
て
妨
害
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る

と
す
る
（n

o 399, p. 4

）
₃₄
（70

）。

　
ⅲ
　
違
法
行
為
の
停
止
の
範
囲

　
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
妨
害
概
念
を
通
じ
て
、
違
法
行
為
の
停
止
の
範
囲
に
つ
い
て
の
基
準
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ

こ
で
は
、
違
法
状
態
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
利
益
が
原
告
の
利
益
と
一
致
す
る
場
合
と
、
両
者
が
一
致
し
な
い
場
合
が
区
別
さ
れ
て

い
る
。

　
第
一
に
、
違
法
状
態
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
利
益
と
原
告
の
利
益
が
一
致
す
る
場
合
、
違
法
状
態
を
全
体
と
し
て
終
わ
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（n

o 404, p. 475

）。
た
と
え
ば
、
原
告
の
利
益
の
み
を
害
す
る
よ
う
な
近
隣
妨
害
、
名
誉
棄
損
、
署
名
の
冒

用
と
い
っ
た
場
合
、
違
法
状
態
を
全
体
と
し
て
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
に
、
違
法
状
態
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
利
益
と
原
告
の
利
益
が
一
致
し
な
い
場
合
、
違
法
状
態
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
利
益

と
原
告
の
利
益
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
問
題
が
分
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
両
者
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き

る
場
合
、
原
告
が
妨
害
を
被
っ
て
い
る
範
囲
に
違
法
行
為
の
停
止
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、
個
人
に
よ
る
訴
訟
に

お
い
て
、
原
告
は
自
ら
に
固
有
の
利
益
を
超
え
て
保
護
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
裁
判
官
は
問
題
と
な
る
利
益
を
超
え
て
判
決

を
下
す
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（n

o 405, pp. 475 ︲476

）。
し
た
が
っ
て
、
都
市
計
画
法
に
反
し
て
、
景
観
に
対
す
る
妨
害
を
生

じ
さ
せ
た
場
合
、
た
と
え
建
物
全
体
が
都
市
計
画
法
に
反
し
て
い
た
と
し
て
も
、
原
告
の
景
観
を
害
す
る
範
囲
で
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
違
法
状
態
に
よ
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
利
益
と
原
告
の
利
益
を
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
原
告
に

対
す
る
妨
害
を
除
去
す
る
結
果
と
し
て
、
原
告
の
利
益
を
超
え
る
範
囲
で
の
停
止
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
原
告
が
、
自
ら

の
利
益
の
保
護
を
求
め
て
不
正
競
争
防
止
法
に
反
す
る
企
業
活
動
の
違
法
行
為
の
停
止
を
求
め
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
利
益
を
超

え
て
、
他
の
競
争
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（n

o 407, pp. 477 ︲478

）。
そ
し
て
、
原
告
は
自
ら
の
利
益
の
保
護
を

通
じ
て
、
結
果
的
に
、
客
観
的
な
違
法
状
態
の
回
復
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

㈢
　
検
　
討

　
こ
う
し
た
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
に
は
、
異
論
も
呈
さ
れ
て
い
る
）
₃₅
（
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
）
₃₆
（
る
。
そ
し
て
、

こ
の
理
論
は
、
民
事
責
任
法
改
正
準
備
草
案
一
二
三
二
条
を
経
）
₃₇
（

て
、
違
法
性
と
妨
害
を
要
件
と
す
る
民
事
責
任
法
改
正
草
案
第
一
二
六
六

条
に
結
実
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、（
1
）
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
を
総
括
し
た
う
え
で
、（
2
）
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
確
認
す
る
。
次
に
、（
3
）
こ
の
理
論
の
特
色
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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1　

ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
の
総
括

　
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
違
法
行
為
の
停
止
と
は
、
民
事
責
任
法
の
機
能
の
一
つ
で
あ
り
、
違
法
状
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
原
因

を
停
止
さ
せ
る
こ
と
で
、
違
法
状
態
を
将
来
に
向
け
て
行
為
規
範
に
適
合
す
る
状
態
に
置
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
違

法
行
為
の
停
止
の
要
件
は
、
命
令
的
行
為
規
範
と
権
利
侵
害
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
違
法
性
と
、
現
在
に
お
け
る
違
法
状
態
に
よ
る
原

告
の
利
益
の
侵
害
と
し
て
構
成
さ
れ
る
妨
害
だ
と
す
る
。
最
後
に
、
違
法
行
為
の
停
止
の
効
果
は
、
賠
償
の
態
様
に
つ
い
て
の
事
実
審
裁

判
官
の
専
権
に
服
さ
な
い
と
す
る
。

2　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
の
位
置
づ
け

　
ま
ず
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
違
法
行
為
の
停
止
を
民
事
責
任
法
に
基
礎
づ
け
る
背
景
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
民
事
責
任
法
の

効
果
と
し
て
、
現
実
賠
償
が
実
際
に
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
民
事
責
任
法
が

現
実
賠
償
に
よ
っ
て
果
た
し
て
い
た
「
知
ら
れ
ざ
る
機
能
」
と
し
て
、
違
法
行
為
の
停
止
を
取
り
出
し
、
理
論
化
し
た
と
い
え
る
。

　
次
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
の
対
象
は
、
損
害
の
発
生
原
因
で
あ
る
違
法
行
為
な
の
に
対
し
て
、
賠
償
の
対
象
は

違
法
行
為
の
結
果
で
あ
る
損
害
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ル
ジ
ュ
‐
ド
ゥ
‐
ブ
ベ
は
、
原
因
と
結
果
の
区
別
か
ら
、
違
法
状
態
の

除
去
と
賠
償
の
区
別
を
既
に
導
き
出
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
的
意
義
は
、
こ
の
区
別
に
基
づ
い
て
、
違
法
行
為
の
停

止
の
要
件
論
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
最
後
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
違
法
行
為
の
停
止
の
要
件
は
、
違
法
性
と
妨
害
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
レ
フ
ェ
レ
に
お
け
る

違
法
行
為
の
停
止
の
要
件
と
対
応
し
て
お
り
、
レ
フ
ェ
レ
に
お
け
る
違
法
行
為
の
停
止
に
実
体
的
な
基
礎
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
違
法
行
為
の
停
止
を
違
法
状
態
の
除
去
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
サ
ヴ
ァ
テ
ィ
エ
や
ル
ジ
ュ
‐
ド
ゥ
‐
ブ
ベ
に
よ
っ
て
も
試
み

ら
れ
て
き
た
が
、
違
法
性
概
念
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
命
令
的
行
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為
規
範
へ
の
違
反
と
権
利
侵
害
の
二
つ
か
ら
違
法
性
が
判
断
さ
れ
る
と
し
て
、
理
論
枠
組
を
提
示
し
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
違
法
行
為

の
停
止
を
違
法
状
態
の
除
去
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で
は
、
原
告
の
確
定
基
準
が
明
ら
か
と
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
妨
害
要

件
に
よ
っ
て
訴
え
の
利
益
を
有
す
る
者
を
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
客
観
的
要
件
と
し
て
の
違
法
性
、
及
び
、
原
告
の
確
定
基
準

と
し
て
の
妨
害
に
よ
っ
て
、
従
来
は
伏
流
と
し
て
存
在
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
違
法
行
為
の
停
止
を
現
実
賠
償
と
区
別
す
る
見
解
に
大
き

な
説
得
力
を
持
た
せ
た
と
い
え
る
。

3　

ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
の
特
色

　
こ
こ
で
は
、
日
本
法
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
妨
害
要
件
、
及
び
、
人
格
権
の
保
護
法
理
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ

て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
第
一
に
、
妨
害
要
件
に
つ
い
て
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
被
害
や
損
害
は
、
違
法
状
態
と
は
切
り
離
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
こ

れ
ら
に
代
わ
っ
て
、
違
法
状
態
と
結
び
つ
い
た
概
念
で
あ
る
妨
害
を
要
件
と
す
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
要
件
は
、
原
告

の
確
定
基
準
と
な
る
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
私
人
が
、
民
事
訴
訟
の
枠
内
で
、
私
人
は
自
ら
の
利
益
を
超
え
て
違
法
状
態
の

回
復
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
不
正
競
争
行
為
に
よ
っ
て
原
告
に
妨
害
が
生
じ
て
い
る
場
合
、
こ

れ
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
私
人
の
利
益
を
超
え
て
競
争
利
益
を
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合

に
、
私
人
は
、
自
ら
の
利
益
の
保
護
を
通
じ
て
、
結
果
的
に
、
自
ら
の
利
益
を
超
え
る
一
般
的
な
違
法
状
態
の
回
復
を
担
う
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
。

　
第
二
に
、
人
格
権
の
保
護
法
理
に
つ
い
て
。
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
人
格
権
の
保
護
法
理
は
、
人
格
権
の
権
利
性
を
否
定
し
た
う
え
で
、

行
為
規
範
へ
の
違
反
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
違
法
性
評
価
に
お
い
て
は
、
加
害
者
が
、
自
ら
に
課
さ

れ
て
い
る
行
為
規
範
に
反
し
た
か
ど
う
か
に
焦
点
が
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ン
‐
ポ
ー
は
、
人
格
権
の
権
利
性
を
肯
定
す
る
見
解
し
た
う
え
で
、
人
格
権
の
保
護
法
理
を
対
抗
法
益
と
の
衡
量

に
よ
っ
て
構
築
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
見
解
は
ブ
ロ
ッ
ク
の
見
解
の
対
極
に
位
置
し
て
い
る
と
い
え
る
。
サ
ン
‐
ポ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
格

権
に
権
利
性
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
策
上
の
意
味
と
法
技
術
上
の
意
味
が
あ
る
と
す
）
₃₈
（
る
。
ま
ず
、
政
策
上
の
意
義
と
し
て
、
個
人

に
非
財
産
的
権
利
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
は
、
人
間
と
し
て
の
自
ら
の
正
当
な
価
値
の
考
慮
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
人
格
権
に
権
利
性
を
認
め
る
こ
と
は
非
法
律
家
の
認
識
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
次
に
、
法
技
術
上
の
意
義
と

し
て
、
民
事
責
任
・
刑
事
責
任
に
基
づ
く
保
護
は
加
害
行
為
を
行
っ
た
者

―
有
責
性

―
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
権
利
に

基
づ
く
保
護
は
、
問
題
の
捉
え
方
を
大
き
く
変
え
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
、
同
等
の
価
値
を
有
す
る
権
利

―
私
生
活
の
尊

重
へ
の
権
利
と
表
現
の
自
由
な
ど

―
の
衝
突
を
調
整
し
て
い
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
加
害
行
為
の
態
様
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
く
、
権
利
と
自
由
の
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
権
利
保
護
に
お
い

て
は
、
違
法
性
評
価
に
代
わ
っ
て
、
承
諾
が
決
定
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
る
こ
と
を
指
摘
す
）
₃₉
（
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
行
為
規
範
の
側
か
ら
人
格
権
の
保
護
法
理
を
構
築
す
る
こ
と
は
、
サ
ン
‐
ポ
ー
が
指
摘
す
る
よ

う
な
、
人
格
権
の
政
策
上
の
意
義
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
権
利
の
対
立
と
い
う
観
点
か

ら
は
問
題
は
捉
え
ら
れ
ず
、
加
害
者
の
側
か
ら
行
為
規
範
へ
の
違
反
の
有
無
と
い
う
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
相
違
は
、
具
体

的
に
は
、
❷
判
決
を
行
為
規
範
へ
の
違
反
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
の
か
、
衡
量
判
断
と
し
て
捉
え
る
の
か
と
い
う
形
で
現
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
人
格
権
の
保
護
法
理
は
、
サ
ン
‐
ポ
ー
の
見
解
と
の
対
比
か
ら
も
、
一
つ
の
極
を
示
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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四
　
日
本
法
へ
の
示
唆

　
以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
法
の
議
論
は
、
わ
が
国
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
㈠
差
止
請

求
権
の
理
論
枠
組
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
、
㈡
巨
視
的
な
観
点
か
ら
人
格
権
の
保
護
法
理
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な
視

点
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

㈠
　
差
止
請
求
権
の
要
件
論

―
妨
害
要
件

　
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
差
止
め
と
賠
償
（
原
状
回
復
）
の
区
別
を
原
因
と
結
果
の
区
別
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
区

別
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
）
₄₀
（
め
、
こ
こ
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
示
し
た
違
法
行
為
の
停
止
の
要
件
論
に
着
目
す
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
は
違
法
行
為
の
停
止
の
本
質
を
法
に
反
す
る
事
実
状
態
を
是
正
す
る
こ
と
に
求
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
差
止
め
の
捉
え
方
は
、

わ
が
国
に
お
い
て
、
差
止
請
求
権
を
違
法
侵
害
説
や
秩
序
違
反
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
る
見
）
₄₁
（

解
と
同
様
の
基
礎
を
有
し
て

い
る
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ブ
ロ
ッ
ク
が
提
示
し
た
違
法
行
為
の
停
止
の
要
件
論
の
中
で
も
、
妨
害
要
件
は
、
わ
が
国
に

お
い
て
も
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
差
止
め
を
違
法
状
態
の
是
正
と
し
て
捉
え
る
見
解
に
お
い
て
、
妨
害
を
現
在
に
お
け
る
違
法
行
為
に
よ
っ
て
原
告
の
利
益
が
侵

害
さ
れ
て
い
る
状
態
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
推
論
を
行
う
こ
と
が
有
益
だ
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
害
さ
れ
た
行
為
規

範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
と
原
告
の
利
益
が
一
致
し
て
い
る
場
合
、
原
告
は
違
法
性
の
証
明
を
も
っ
て
差
止
請
求
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
、
両
者
が
一
致
し
な
い
場
合
、
原
告
は
違
法
性
に
加
え
て
妨
害
の
存
在
を
立
証
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

　
次
に
、
妨
害
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
人
に
よ
る
集
団
的
利
益
の
保
護
に
実
体
法
上
の
基
礎
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
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と
考
え
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
私
人
は
、
差
止
請
求
権
の
行
使
を
通
じ
て
、
自
ら
に
の
み
帰
属
す
る
利
益
の
保
護
を
超
え
て
、
環
境

利
益
や
消
費
者
利
益
と
い
っ
た
集
団
的
利
益
の
保
護
の
守
り
手
た
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
）
₄₂
（

る
。

も
っ
と
も
、
私
人
が
差
止
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
的
利
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
は
、
公
益
が
対
象
と
な
る
場
合
に
は

民
主
主
義
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
批
判
も
あ
）
₄₃
（
る
。
そ
こ
で
、
環
境
利
益
や
消
費
者
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
、
原
告

に
対
す
る
妨
害
を
除
去
す
る
た
め
に
は
集
団
的
利
益
を
全
体
と
し
て
回
復
す
る
以
外
の
手
段
が
な
い
と
き
に
は
、
結
果
的
に
、
私
人
は
自

ら
の
利
益
を
超
え
て
集
団
的
利
益
の
保
護
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
批
判
を
免
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
民
事
訴
訟
の
枠
内
に
お
い
て
、
集
団
的
利
益
の
保
護
を
私
人
が
担
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
）
₄₄
（

る
。
そ
し
て
、

私
人
に
対
す
る
妨
害
を
観
念
で
き
な
い
場
面
に
お
い
て
は
、
私
人
に
よ
る
差
止
請
求
権
の
行
使
を
認
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
正
当
化
の
た

め
の
論
理
が
改
め
て
必
要
と
な
る
と
考
え
る
。

㈡
　
人
格
権
の
保
護
法
理
の
構
築
に
向
け
て

　
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
違
法
状
態
を
除
去
す
る
こ
と
が
物
理
的
に
可
能
で
あ
り
、
法
律
上
も
可
能
で
あ
る
者
が
差
止
請
求
権
の
相
手
方
に
な
る

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
侵
害
を
行
っ
て
い
る
者
が
差
止
請
求
権
の
相
手
方
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
が
国
に
お
い

て
も
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
索
エ
ン
ジ
）
₄₅
（
ン
や
サ
イ
ト
管
理
者
と
い
っ
た
直
接
の
表
現
主
体
と
は
い
え
な
い
者
に
対
す

る
差
止
め
に
基
礎
づ
け
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
）
₄₆
（

る
。

　
さ
ら
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
、
私
生
活
や
、
名
誉
、
肖
像
と
い
っ
た
、
他
者
と
の
衡
量
が
必
要
な
人

格
権
の
権
利
性
を
否
定
し
た
う
え
で
、
加
害
者
の
行
為
態
様
の
評
価
を
通
じ
て
違
法
性
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
人
格
権
の
権
利
性
を
肯
定
し
た
う
え
で
対
抗
法
益
と
の
衡
量
と
い
う
観
点
か
ら
保
護
法
理
を
構
築
す
る
見
解
も
説
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
議
論
の
対
立
は
、
わ
が
国
に
と
っ
て
い
か
な
る
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
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わ
が
国
に
お
い
て
も
、
権
利
と
は
、
侵
害
の
み
に
よ
っ
て
違
法
性
が
生
じ
る
法
益
で
あ
る
と
し
て
厳
格
に
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

名
誉
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
肖
像
と
い
っ
た
精
神
的
人
格
権
の
権
利
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
）
₄₇
（

る
。
さ
ら
に
、
差
止
請
求
権
に

お
い
て
人
格
権
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
消
極
的
な
見
解
が
見
出
さ
れ
）
₄₈
（
る
。
こ
こ
で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
権
利
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
る
べ
き
な
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
人
格
権
の
権
利
性
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
考
察
を

加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
さ
ら
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
対
抗
法
益
と
の
衡
量
が
必
要
な
精
神
的
人
格
権
の
権
利
性
を
否
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
保
護
法
理
を

違
法
性
評
価
に
委
ね
る
見
解
と
、
衡
量
判
断
に
よ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
に
正
面
か
ら
取
り
組
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
権
の
保
護
法
理
を
独
自
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
る
。

五
　
む
す
び
に
代
え
て

―
残
さ
れ
た
課
題

　
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
違
法
行
為
の
停
止
に
関
す
る
理
論
の
分
析
を
通
じ
て
、
ま
ず
、
差
止
請
求
権
に
お
け
る
妨
害
要
件

を
理
論
化
す
る
こ
と
の
意
味
を
示
し
た
。
次
に
、
人
格
権
の
保
護
法
理
の
構
築
に
向
け
て
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
察
を
加
え

る
必
要
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
、
人
格
権
の
保
護
法
理
を
巨
視
的
な
視
点
か
ら
構
築
し
て
い
く
た
め
に
、
次
の
二
つ

の
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
の
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
）
₄₉
（

る
。

　
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
人
格
権
を
権
利
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法

に
お
い
て
は
、« droit à »

と
呼
ば
れ
る
権
利
が
増
加
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
基
本
権
概
念
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
問
わ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
権
利
侵
害
の
み
に
よ
っ
て
違
法
性
が
生
じ
る
法
益
を
権
利
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す
べ
き
だ
と
は
、
必
ず
し
も
考
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え
ら
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
権
利
の
構
造
が
多
様
化
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
権
利
が
増
加
し
て
い
る
背
景
に
は
、
ど
の

よ
う
な
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
人
格
権
の
保
護
法
理
に
つ
い
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
対
極
に
あ
る
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
を
捉
え
つ
つ
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
人
格

権
の
保
護
法
理
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
格
権
の
保
護
法
理
は
、
不
法
行
為
法
に
お
い
て
独
自
性
を
有
す
る

と
い
え
る
の
か
、
仮
に
い
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
基
礎
に
は
ど
の
よ
う
な
考
慮
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
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
）  

根
本
尚
徳
『
差
止
請
求
権
の
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
四
二
二
頁
、
同
「
差
止
請
求
権
理
論
の
課
題
と
展
望
」
民
法
理
論
の
対
話
と

創
造
研
究
会
編
『
民
法
理
論
の
対
話
と
創
造
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
五
五
―
九
一
頁
。

（
₂
）  

根
本
・
前
掲
注
（
₁
）
四
一
七
―
四
一
八
頁
。

（
₃
）  Cyril B

lo
ch, ʟａ　ｃｅｓｓａｔｉｏｎ　ｄｅ　ˡ

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

D
alloz, 2008.

わ
が
国
に
お
い
て
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
賠
償
概
念
を
取
り
上
げ
た
論
稿
と
し
て
、
大
澤
逸
平
「
フ
ラ
ン
ス
不
法
行
為
法
に
お
け
る

現
実
賠
償
概
念

―
『
賠
償
』
を
め
ぐ
る
被
害
者
、
責
任
主
体
、
一
般
利
益
の
交
錯

―
」
専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
九
巻
（
二
〇
一
三
年
）
七
九

頁
以
下
。
ブ
ロ
ッ
ク
説
の
簡
単
な
紹
介
と
し
て
は
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
キ
（
吉
田
克
己
訳
）「
民
事
責
任
法
に
お
け
る
損
害
の
位
置
」
吉
田
克
己

＝
ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
キ
編
『
効
率
性
と
法
　
損
害
概
念
の
変
容
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
四
三
八
―
四
四
一
頁
。
さ
ら
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
を
引

用
し
つ
つ
、
集
団
的
消
費
者
利
益
の
保
護
に
お
け
る
差
止
請
求
権
の
活
用
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
は
、
山
城
一
真
「
集
団
的
消
費
者

利
益

―
『
利
益
帰
属
』
構
成
の
有
用
性
を
め
ぐ
っ
て
」
吉
田
克
己
＝
片
山
直
也
編
『
財
の
多
様
化
と
民
法
学
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）

四
九
五
―
四
九
六
頁
。
も
っ
と
も
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
の
全
体
に
つ
い
て
の
紹
介
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
、
こ
の
理

論
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
₄
）  

た
と
え
ば
、Philippe M

alau
rie, Laurent A

yn
es et Philippe S

to
ffel-M

u
n
ck, ʟｅｓ　ｏｂˡｉɡａｔｉｏｎ, 2005, 2

e éd., n
o 249, p. 137

に
お
い

て
は
、
違
法
行
為
の
停
止
は
現
実
賠
償
の
区
別
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、Philippe M

alau
rie, Laurent A

yn
es et Philippe 
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S
to
ffel-M

u
n
ck, ʟｅｓ　ｏｂˡｉɡａｔｉｏｎ, 2018, 10

e éd., n
o 250, p. 155

に
お
い
て
は
、
両
者
の
区
別
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

（
₅
）  Cyril B

lo
ch et Philippe S

to
ffel-M

u
n
ck, La cessation de l

’illicite, dans F. Terré 

（sous la dir.

）, Ｐｏｕｒ　ｕｎｅ　ｒéｆｏｒⅿ
ｅ　ｄｕ　ｄｒｏｉｔ　ｄｅ　

ˡａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉˡｉｔé　ｃｉｖｉˡｅ, D
alloz, 2011, p, 87 et s.

中
原
太
郎
訳
「
フ
ラ
ン
ス
民
事
責
任
法
改
正
に
関
す
る
二
つ
の
草
案
（
カ
タ
ラ
草
案
・
テ

レ
草
案
・
対
照
表
）」
法
學
第
八
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
九
―
四
〇
頁
も
参
照
。

（
₆
）  
二
〇
一
七
年
の
民
事
責
任
法
改
正
草
案
（projet

）
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
グ
ー
ト
（
野
澤
正
充
訳
）「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
民
事
責
任

法
改
正
草
案
」
立
教
法
学
九
六
巻
（
二
〇
一
七
年
）
一
―
一
二
頁
、
鈴
木
清
貴
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
民
事
責
任
法
改
正
草
案
（
二
〇
一
七
年
三

月
一
三
日
）（
試
訳
）」
武
蔵
野
法
学
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
七
―
一
〇
二
頁
も
参
照
し
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
一
六
年
に
公
表
さ
れ
た
民
事
責

任
法
改
正
準
備
草
案
（avant-projet

）
に
お
け
る
差
止
め
の
規
定
に
つ
い
て
は
、Jean-Sébastien B

o
rg
etti, « L

’avant-projet de réform
e 

de la responsabilité civile», Ｄ
. 2016, 1386

の
ほ
か
、
ヨ
ネ
ス
・
ク
ネ
チ
ュ
（
中
原
太
郎
訳
）「
フ
ラ
ン
ス
民
事
責
任
法
改
正

―
二
〇
一
六

年
四
月
二
九
日
の
司
法
省
法
律
草
案
の
比
較
検
討
」
法
學
第
八
〇
巻
第
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
三
三
―
三
五
頁
も
参
照
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
二
〇
一

六
年
に
公
表
さ
れ
た
民
事
責
任
法
改
正
準
備
草
案
一
二
三
二
条
に
つ
い
て
、
原
告
が
違
法
行
為
の
停
止
を
求
め
て
お
り
、
か
つ
、
要
件
を
み
た
す

場
合
、
裁
判
官
は
こ
れ
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
起
草
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（Cyril Bloch,  

« La reconnaissance de la cessation de l

’illicite com
m

e fonction autonom
e de la responsabilité civile », ＪＣＰ　ɢ

, 2016, n
o 16, p. 

8

）。

（
₇
）  

た
と
え
ば
、
ス
ル
ダ
は
、「
何
ら
か
の
違
法
行
為
の
結
果
と
し
て
、
損
害
が
近
い
将
来
に
お
い
て
生
じ
る
こ
と
が
必
然
的
な
場
合
、（
…
…
）
損

害
を
現
在
に
お
い
て
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
」、
民
事
責
任
法
の
効
果
と
し
て
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（Auguste. 

S
o
u
rd
at, Ｔｒａｉｔé　ɡéｎéｒａˡ　ｄｅ　ˡａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉˡｉｔé, t. 1, LG

D
J, 6

e ed., 1911, n
o 448, p. 453

）。

（
₈
）  H

enri M
azeaud « Essai de classification des obligations », ʀＴＤ

　ｃｉｖ., 1936, n
o 38. p. 34. : H

enri, Léon et Jean M
azeaud et 

François Chabas, Ｔｒａｉｔé　ｔʰéｏｒｉｑｕｅ　ｅｔ　ｐｒａｔｉｑｕｅ　ｄｅ　ˡａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉˡｉｔé　ｃｉｖｉˡｅ　ｄéˡｉｃｔｕｅˡˡｅ　ｅｔ　ｃｏｎｔｒａｃｔｕｅˡˡｅ, 6
e éd., t. 3, M

ontchrestien, 
1978, n

o 2303, pp. 615 ︲616.

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
現
実
賠
償
概
念
に
つ
い
て
は
、
大
塚
直
「
生
活
妨
害
の
差
止
め
に
関
す
る
基
礎

的
考
察
⑸

―
物
権
的
妨
害
排
除
請
求
と
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
の
交
錯

―
」
法
協
一
〇
四
巻
二
号
（
一
九
八
七
年
）
三
八
三
―
四
一
二
頁
、

大
澤
・
前
掲
注
（
₃
）
七
九
頁
以
下
も
参
照
し
て
い
る
。

（
₉
）  

た
と
え
ば
、G

eneviève V
in
ey, Patrice Jo

u
rd
ain, Suzanne C

arv
al, ʟｅｓ　ｅｆｆｅｔｓ　ｄｅ　ˡａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉˡｉｔé, 4

e éd., LG
D

J, 2010 n
o 81, pp. 

108 ︲109

に
お
い
て
は
、
違
法
行
為
の
停
止
は
賠
償
の
一
形
態
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
₁₀
）  René S

av
atier, Ｔｒａｉｔｅ　ｄｅ　ˡａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉˡｉｔé　ｃｉｖｉˡｅ, 2

e éd., t. 2, LG
D

J, n
o 595, p. 170.

（
₁₁
）  René S

av
atier, supra note 10, n

o 594, pp. 169 ︲170.
（
₁₂
）  René S

av
atier, supra note 10, n

o 597, pp. 171 ︲172.
（
₁₃
）  M

arie-Eve R
o
u
jo
u D

e B
o
u
bee, Ｅｓｓａｉ　ｓｕｒ　ˡａ　ｎｏｔｉｏｎ　ｄｅ　ｒéｐａｒａｔｉｏｎ, LG

D
J, 1974, p. 211.

（
₁₄
）  M

arie-Eve R
o
u
jo
u D

e B
o
u
bee, supra note 13, p. 218.

（
₁₅
）  M

arie-Eve R
o
u
jo
u D

e B
o
u
bee, supra note 13, p. 214.

（
₁₆
）  

司
法
研
修
所
編
『
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
民
事
訴
訟
の
運
営
』（
法
曹
会
、
一
九
九
三
年
）
一
九
八
頁
。

（
₁₇
）  

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注
（
₁₆
）
二
一
〇
―
二
一
一
頁
に
お
い
て
簡
潔
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
田
耕
一
『
レ
フ
ェ
レ
の
研
究
』

（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
七
年
）
一
三
五
頁
以
下
も
参
照
。

（
₁₈
）  

ま
ず
、
違
法
性
が
明
白
で
あ
る
こ
と
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
破
毀
院
大
法
廷
民
事
部
一
九
九
六
年
六
月
二
八
日
（Ass. Plen., 28 juin. 1996 

ʀＴＤ
　ｃｉｖ., 1997, p. 222

）
に
お
い
て
緩
和
さ
れ
、
緊
急
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
八
二
年
一
〇
月
二
六
日
（Cass 3

e 
civ., 26 oct. 1982 ʙｕˡˡ. ｃｉｖ. 3, n

o 207

）
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
レ
フ
ェ
レ
裁
判
官
の
役
割
は
、「
一
種
の
適
法
性

を
評
価
す
る
手
段
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
（Em

m
anuel P

u
tm
an, « Les m

esures conservatoires en droit français de la concurrence », 
ʀʀＪ, 1994 ︲3, n

o 56, p. 903

）。

（
₁₉
）  Jacques N

o
rm
an
d, « l

’exécution des m
esures ordonnées en référé », ʀＴＤ

　ｃｉｖ., 1984, p. 223 : Jacques N
orm

and, « Référé : le 
contrôle de l

’illicéité m
anifeste du trouble par la Cour de cassation », ʀＴＤ

　ｃｉｖ．, 1997, p. 216

に
よ
れ
ば
、
レ
フ
ェ
レ
裁
判
官
は
、

「
違
法
状
態
の
除
去
に
関
す
る
真
の
裁
判
官
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
₂₀
）  

た
と
え
ば
、CA Rennes, 10 févr. 2004, Ｄ

. 2004, som
m

., p. 1808, obs. C. M
anara

に
お
い
て
は
、
サ
イ
ト
管
理
者
に
対
す
る
差
止
め

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
₂₁
）  

被
害
（dom

m
age

）
と
損
害
（préjudice

）
の
区
別
は
、
ベ
ノ
ワ
に
よ
っ
て
先
鞭
が
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
被
害
と
は
被
害
者
と

は
切
り
離
さ
れ
た
事
実
的
概
念
で
あ
る
の
対
し
、
損
害
と
は
被
害
者
に
対
し
て
被
害
が
及
ぼ
す
財
産
的
な
影
響
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
被
害
と
は
事
実
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
損
害
と
は
、
特
定
の
人
に
応
じ
て
評
価
さ
れ
る
主
観
的
概
念
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
（Francis-Paul 

B
en
o
it, « Essai sur les conditions de la responsabilité en droit public et privé （problèm

es de causalité et d

’imputabilité

）», ＪＣＰ　
ɢ

. 1957, 1, n
o 14

）。
こ
う
し
た
区
別
は
、
カ
デ
ィ
エ
（Loïc CAD

IET,  « Les m
étam

orphoses du préjudice », in ʟｅｓ　ⅿ
éｔａⅿ

ｏｒｐʰｏｓｅｓ　
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ｄｅ　ˡａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉˡｉｔé, sixièm
es journées R. Savatier, Ｐｕｆ. p. 37 et s

）
や
、
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
が
編
集
す
る
体
系
書
（Philippe Le 

T
o
u
rn
eau 

（sous la dir.

）,　Ｄ
ｒｏｉｔ　ｄｅ　ˡａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉˡｉｔé　ｅｔ　ｄｅｓ　ｃｏｎｔｒａｔｓ. D

alloz, 9
e éd., 2012 ︲2013, n

o 1309

）
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
な

お
、
ル
・
ト
ゥ
ル
ノ
ー
の
体
系
書
に
つ
い
て
は
、
最
新
版
に
お
い
て
は
被
害
・
損
害
の
区
別
に
関
す
る
叙
述
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
旧
版

を
引
用
し
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
も
、
被
害
と
損
害
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
区
別
を
前
提
と
し
て
い
る
。

（
₂₂
）  
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
ル
ジ
ュ
‐
ド
ゥ
‐
ブ
ベ
が
主
張
す
る
「
回
復
（rétablissem

ent

）」
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
回
復
」

は
、
現
在
生
じ
て
い
る
違
法
状
態
を
過
去
に
向
け
て
適
法
状
態
に
復
元
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
う
違
法
行
為
の
差
止
め

と
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
、
事
実
を
行
為
規
範
に
適
合
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（n

o 116, pp. 122 ︲123

）。

（
₂₃
）  

た
と
え
ば
、
レ
ヴ
ィ
は
、
裁
判
官
が
賠
償
の
態
様
に
つ
い
て
専
権
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
は
、
物
権
侵
害
の
事
例
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
違
法

行
為
の
停
止
の
基
礎
づ
け
は
物
権
に
の
み
求
め
ら
れ
る
と
す
る
（M

arc  L
ev
is, ʟ

’ｏｐｐｏｓａｂｉˡｉｔé　ｄｕ　ｄｒｏｉｔ　ｒéｅˡ．　Ｄ
ｅ　ˡａ　ｓａｎｃｔｉｏｎ　ʲｕｒｉｄｉｑｕｅ　ｄｅｓ　

ｄｒｏｉｔｓ, Econom
ica, 1989, n

o 73, pp. 71 ︲72

）。
そ
し
て
、
ル
ジ
ュ
‐
ド
ゥ
‐
ブ
ベ
の
よ
う
に
民
事
責
任
法
と
い
っ
た
一
般
的
な
基
礎
づ
け
を

与
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ル
ジ
ュ
‐
ド
ゥ
‐
ブ
ベ
は
、
近
隣
妨
害
、
不
正
競
争
、
物
権
侵
害
を
念
頭
に

置
い
て
い
る
が
、
破
毀
院
は
、
物
権
侵
害
の
事
案
に
つ
い
て
の
み
、
賠
償
の
態
様
に
関
す
る
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
を
奪
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

た
め
、
こ
う
し
た
分
析
は
実
態
を
反
映
し
て
い
な
い
（n

o 111, pp. 100 ︲102

）。
そ
し
て
、
裁
判
例
の
機
能
的
な
分
析
か
ら
、「
損
害
の
発
生
を

要
求
す
る
こ
と
な
く
、
現
実
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
裁
判
官
に
義
務
付
け
る
と
い
う
違
法
状
態
の
除
去
の
性
質
は
、
賠
償
に
固
有
の
論
理
で
も
な

け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
者
は
違
法
性
の
中
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
原
則
の
現
れ
で
も
な
い
。
こ
れ
は
、
物
権
の
排
他
性
の

表
れ
で
し
か
な
い
」（n

o 112, p. 72

）
と
す
る
。
な
お
、
レ
ヴ
ィ
に
つ
い
て
は
、
七
戸
克
彦
「
マ
ル
ク
・
レ
ヴ
ィ
　
物
権
の
対
抗
可
能
性

―
裁

判
上
の
制
裁
に
つ
い
て

―
」
法
学
研
究
（
慶
應
）
六
四
巻
二
号
一
五
二
頁
以
下
も
参
照
し
て
い
る
。

（
₂₄
）  G

eorges R
ipert et Jean B

o
u
lan

g
er, Ｔｒａｉｔé　ｄｅ　ｄｒｏｉｔ　ｃｉｖｉˡ　ｄ

’ａｐｒèｓ　ˡｅ　ｔｒａｉｔé　ｄｅ　ＰʟＡ
ɴ

ɪＯ
ʟ, t. 2, D

alloz, 1957, n
o 1136, pp. 436 ︲

437.

（
₂₅
）  

こ
う
し
た
構
成
は
、
ル
デ
ュ
ッ
ク
、
及
び
、
サ
ヴ
ェ
イ
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ル
デ
ュ
ッ
ク
は
、
賠
償
の
態
様
に
関
す
る
事
実
審

裁
判
官
の
専
権
が
奪
わ
れ
て
い
る
の
は
、
本
質
的
な
権
利
（droit subjectif essentiel

）

―
所
有
権
、
一
六
条
に
い
う
人
体
を
尊
重
さ
せ
る
権

利

―
の
保
護
、
フ
ロ
ー
ド
の
効
果
的
な
抑
圧
、
さ
ら
に
、「
法
に
よ
る
警
察
的
配
慮
（considérations de police juridique

）」
を
要
す
る
場

合
で
あ
る
と
す
る
（Fabrice L

ed
u
c, « Régim

e de la réparation. M
odalités de la réparation. Règles com

m
unes aux responsabilités 

délictuelles. Principes fondam
entaux », ＪＣʟ．　ʀｅｓｐ．　ｃｉｖ．　ｅｔ　ａｓｓｕｒ．, fasc. 201, 2006, n

o 32 ︲33, pp. 14 ︲16

）。
そ
し
て
、
法
に
よ
る
警
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察
的
配
慮
と
は
、
公
益
（intérêt public

）
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
と
し
て
、
都
市
計
画
法
に
反
し
て
建
て
ら
れ
た
建
物
の
破
壊
を
求
め
る

訴
権
、
占
有
訴
権
、
氏
名
の
冒
用
に
関
す
る
訴
権
、
消
費
者
保
護
に
関
す
る
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
訴
権
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（n

o 33, pp. 14 ︲
16

）。
次
に
、
サ
ヴ
ェ
イ
は
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
主
観
的
訴
訟
と
客
観
的
訴
訟
の
区
別
（Léon D

uguit, ʟｅｓ　ｔｒａｎｓｆｏｒⅿ
ａｔｉｏｎｓ　

ｄｕ　Ｄ
ｒｏｉｔ　ｐｕｂˡｉｃ, Arm

and Colin, Bibl. du m
ouvem

ent social contem
porain, 1913, p. 187 et s

）
を
民
法
に
も
導
入
す
る
こ
と
を
提
唱

し
て
、
差
止
め
と
は
、
客
観
的
か
つ
抽
象
的
な
適
法
性
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
差
止
め
と
は
、
客
観
的
な
適
法

性
を
回
復
す
る
訴
権
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
り
、
法
定
の
規
則
に
事
実
状
態
を
適
合
さ
せ
る
訴
権
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
客
観
訴
訟
と
し
て
差
止
め
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
各
人
を
法
律
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
の
守
り
手
と
し
て
仕
立
て
あ
げ
る
」
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
（Benoît S

av
elli, ʟ

’ｅｘｅｒｃｉｃｅ　ｉˡˡｉｃｉｔｅ　ｄ

’ｕｎｅ　ａｃｔｉｖｉｔé　ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎｎｅˡˡｅ︐　Ｅｔｕｄｅ　ｓａｎｃｔｉｏｎｓ　ｄｅ　ｄｒｏｉｔ　ｐｒｉｖé, P
u
am, 1995, 

n
o 138, p. 125

）。
な
お
、
サ
ヴ
ェ
イ
に
に
よ
れ
ば
、
差
止
め
と
は
、
客
観
的
な
法
秩
序
の
回
復
さ
せ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

差
止
め
の
対
象
と
な
る
事
実
は
、
法
律
、
あ
る
い
は
、
規
則
に
反
す
る
事
実
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
サ
ヴ
ェ
イ
の
い
う
違
法
活
動
と
は
、
違

法
な
事
実
（fait illicite
）
で
は
な
く
、
法
規
に
反
す
る
活
動
と
し
て
の
反
法
規
的
な
事
実
（fait illégal

）
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
不

正
競
争
行
為
は
、
い
か
な
る
法
規
に
も
反
し
て
お
ら
ず
、
旧
一
三
八
二
条
（
現
行
一
二
四
〇
条
）
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て
い
る
一
般
的
な
行
為
規
範

に
反
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
賠
償
で
あ
る
と
す
る
（n

o 139, pp. 125 ︲126

）。
な
お
、
デ
ュ
ギ
ー
に
よ
る
客
観
訴
訟
と
主
観
訴
訟
の
区

別
に
つ
い
て
、
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
中
村
義
幸
「
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
ー
の
公
法
理
論
に
お
け
る
越
権
訴
訟
＝
客
観
訴
訟
論
の
構
造
」
明
治
大
学

大
学
院
紀
要
法
学
篇
一
七
巻
（
一
九
八
〇
年
）
一
三
五
―
一
四
七
頁
、
村
上
裕
章
『
行
政
訴
訟
の
基
礎
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一

九
―
一
三
二
頁
、
二
〇
三
―
二
一
二
頁
を
参
照
。

（
₂₆
）  

そ
の
例
と
し
て
、
破
毀
院
商
事
部
一
九
九
〇
年
一
〇
月
二
三
日
判
決
（Com

. 23 oct. 1990, ʙｕˡˡ. ｃｉｖ. 4, n
o 252

）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

控
訴
院
で
は
、
知
事
に
よ
る
建
築
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
開
始
さ
れ
て
い
た
駅
の
開
発
の
差
止
め
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
破
毀
院
が
判

決
を
下
す
ま
で
に
、
原
告
は
建
築
許
可
を
得
た
の
で
、
破
毀
院
は
こ
の
控
訴
院
判
決
を
破
毀
し
て
い
る
。

（
₂₇
）  

こ
の
よ
う
な
ブ
ロ
ッ
ク
の
分
析
は
、
コ
ル
ニ
ュ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
異
常
な
近
隣
妨
害
の
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
ル

ニ
ュ
は
、
異
常
な
近
隣
妨
害
の
法
理
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
①
妨
害
行
為
が
加
害
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
、
②
妨
害
行
為
が
適
法
で

あ
る
こ
と
、
③
加
害
者
に
害
意
が
な
い
こ
と
、
④
当
該
活
動
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
（G

érard 
C
o
rn
u, Ｄ

ｒｏｉｔ　ｃｉｖｉˡ︐　ɪｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ︐　ʟｅｓ　ｐｅｒｓｏｎｎｅｓ︐　ʟｅｓ　ｂｉｅｎｓ︐　Ｍ
ｏｎｔｃʰｒｅｓｔｉｅｎ, 12

e éd., 2005, n
o 1098 ︲1103, pp. 467 ︲468.

）。

（
₂₈
）  Cass 3

e civ., 11 févr. 1998, Ｄ
. 1999, jur., p. 529.
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（
₂₉
）  

破
毀
院
一
九
六
五
年
三
月
一
日
判
決
（Cass 1

re civ., m
ars. 1965, ʀＴＤ

　ｃｉｖ．, 1965, p. 833

）
に
お
い
て
、
都
市
計
画
法
違
反
の
建
築
物
の

取
壊
し
に
つ
い
て
は
、
事
実
審
裁
判
官
の
専
権
は
奪
わ
れ
て
い
る
。〔
事
実
〕
Ｙ
は
、
自
ら
の
土
地
の
境
界
付
近
に
、
隣
人
で
あ
る
Ｘ
の
別
荘
の

壁
と
隣
接
す
る
よ
う
な
形
で
、
ガ
レ
ー
ジ
を
建
設
し
た
。
も
っ
と
も
、
ニ
ー
ス
市
は
、
各
土
地
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
建
築
禁
止
区
域
（non 

aedificandi

）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
街
の
開
発
計
画
の
規
定
に
定
め
て
お
り
、
Ｙ
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
当
該
建
物
は
、
同
規
定
に

違
反
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が
当
該
建
物
の
取
壊
し
、
及
び
、
損
害
賠
償
を
求
め
て
Ｙ
を
訴
え
た
。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
院
は
、「
法
規
範
を

厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
常
識
に
反
す
る
解
決
（solution barbare

）
し
か
も
た
ら
さ
な
い
」
と
し
て
、
Ｘ
に
よ
る
取
壊
し
の
請
求
を
棄
却
し
、

損
害
賠
償
の
み
を
認
め
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が
上
告
。〔
判
旨
〕
破
毀
移
送
。「
都
市
計
画
法
へ
の
違
反
が
現
実
に
存
在
し
て
お
り
、
か
つ
、
現
実
賠

償
を
認
め
る
有
責
判
決
の
履
行
が
可
能
で
あ
る
と
き
、『
建
物
の
取
壊
し
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
目
的
と
、
そ
の
取
壊
し
に
よ
っ
て

生
じ
る
不
都
合
が
釣
り
合
っ
て
い
な
い
こ
と
』
を
理
由
と
し
て
現
実
賠
償
を
言
い
渡
す
こ
と
を
拒
絶
し
た
控
訴
院
に
は
」、
一
一
四
四
条
の
適
用

違
背
が
あ
る
。

（
₃₀
）  Cass 1

re civ., 9 juil. 2003,　ＪＣＰ　ɢ
 , 2003, 2, 10139.

（
₃₁
）  

な
お
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
二
〇
〇
三
年
七
月
九
日
判
決
の
構
成
に
つ
い
て
基
本
的
に
は
賛
成
し
て
い
る
が
、
対
立
す
る
諸
利

益
の
う
ち
一
方
を
「
優
先
さ
せ
る
」
と
い
う
構
成
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
遺
憾
で
あ
る
と
す
る
（n

o 275, pp. 314 ︲315

）。

（
₃₂
）  CA Bordeaux, 18 m

ai 1849, Ｄ． 1850, 2, p. 86.

（
₃₃
）  Philippe S

to
ffel-M

u
n
ck, « La théorie des troubles du voisinage à l

’épreuve du principe de précaution : observations sur le 
cas des antennes-relai », Ｄ

. 2009, p. 2817.

（
₃₄
）  

た
と
え
ば
、
ブ
ロ
ッ
ク
は
こ
う
し
た
例
と
し
て
、
リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所
二
〇
〇
二
年
六
月
七
日
判
決
（TG

I Lyon Ref., 7 juin 2002, Ｄ
. 

2002, IR, p. 2027

）
を
挙
げ
る
。〔
事
実
〕
Ｙ
は
、
リ
ヨ
ン
の
小
学
校
か
ら
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
の
場
所
に
ポ
ル
ノ
シ
ョ
ッ
プ
を
建
設
し
て
い

た
。
そ
こ
で
、
こ
の
小
学
校
に
子
供
を
通
わ
せ
て
い
る
親
、
及
び
、
両
親
ら
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
が
、
当
該
店
舗
の
建
設
の

差
止
め
を
求
め
て
訴
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
は
Ｘ
の
請
求
の
受
訴
可
能
性
が
な
い
と
し
て
争
っ
た
。
な
お
、
就
学
施
設
の
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

以
内
の
場
所
に
、
一
八
歳
未
満
に
販
売
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
商
品
を
取
り
扱
う
店
舗
を
設
置
す
る
こ
と
は
法
律
に
お
い
て
禁
じ
ら
れ
て

い
る
（loi du 30 juillet 1987 art. 99

）。〔
判
旨
〕
請
求
認
容
。「
ポ
ル
ノ
シ
ョ
ッ
プ
の
設
置
が
制
限
さ
れ
た
地
区
に
同
店
舗
が
存
在
す
る
、
と

い
う
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
明
白
か
つ
違
法
な
妨
害
が
存
在
す
る
」
た
め
、
受
訴
可
能
性
は
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
は
同
店
舗
の
建
設
を
停
止

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
₃₅
）  

た
と
え
ば
、
損
害
の
発
生
源
の
除
去
が
現
実
賠
償
の
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
と
し
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
と
対
極
の
発
想
を
す
る
見
解
（V

incent 
R
ebeyro

l, L

’affirm
ation d

’un « droit à l

’environnem
ent » et la réparation des dom

m
ages environnem

entaux, 2008, D
efrénois, 

n
o 190, pp. 196 ︲198

）
や
、
民
事
責
任
法
が
損
害
の
発
生
を
予
防
す
る
こ
と
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
見
解
（Stéphanie G

rayo
t, Ｅｓｓａｉ　ｓｕｒ　ˡｅ　

ｒôˡｅ　ｄｅｓ　ʲｕɡｅｓ　ｃｉｖｉˡｓ　ｅｔ　ａｄⅿ
ｉｎｉｓｔｒａｔｉｆｓ　ｄａｎｓ　ˡａ　ｐｒéｖｅｎｔｉｏｎ　ｄｅｓ　ｄｏⅿ

ⅿ
ａɡｅｓ, 2009, LG

D
J, n

o 459 et 460, pp. 416 ︲419

）
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
ヴ
ィ
ネ
ィ
は
、「
違
法
行
為
の
停
止
と
民
事
責
任
」
と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

原
因
と
結
果
の
区
別
に
対
し
て
は
、
差
止
め
は
確
か
に
原
因
に
対
し
て
も
作
用
す
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
損
害
に
対
し

て
も
同
時
に
作
用
す
る
た
め
、
全
く
説
得
的
で
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
差
止
め
が
独
自
の
要
件
に
服
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
否
定
す
る
。
す
な

わ
ち
、
違
法
性
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
実
際
に
も
、
不
正
競
争
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
差
止
め
は
、
旧

一
三
八
二
条
（
現
行
一
二
四
〇
条
）
の
フ
ォ
ー
ト
を
要
件
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
妨
害
に
つ
い
て
は
、

損
害
概
念
を
広
く
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
（G

eneviève V
in
ey, « Cessation de l

’illicite et responsabilité 
civile », in　Ｍ

éˡａｎɡｅｓ　ｅｎ　ˡ
’ʰｏｎｎｅｕｒ　ｄｕ　ｐｒｏｆｅｓｓｅｕｒ　ɢ

ｉˡˡｅｓ　ɢ
Ｏ

Ｕ
ʙＥＡＵ

Ｘ, 2011, pp. 547 ︲569

）。

（
₃₆
）  

た
と
え
ば
、
メ
キ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
理
論
を
評
価
す
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
行
為
の
停
止
の
理
論
は
、「
環
境
法
に
お
い

て
基
本
的
な
重
要
性
を
持
つ
。
と
い
う
の
は
、
違
法
行
為
の
差
止
め
は
、
損
害
の
存
在
の
必
要
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
単
に
将
来
の
行
動
と
そ
の

効
果
の
統
御
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（
ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
キ
・
前
掲
注
（
₃
）
四
三
八
―
四
三
九
頁
）。
な
お
、
メ
キ
は
、
民

事
責
任
法
は
、
行
動
の
規
制
と
し
て
の
社
会
的
機
能
を
有
し
て
お
り
、
自
由
と
義
務
の
均
衡
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
良
き
市
民
に
と
っ
て

の
行
動
指
針
と
な
る
と
し
て
お
り
、
彼
自
身
の
民
事
責
任
法
観
と
ブ
ロ
ッ
ク
の
そ
れ
に
は
重
な
り
合
う
部
分
が
多
い
。（M

ustapha M
ekki,  

« Les fonctions de la responsabilité civile à l
’épreuve des fonds d

’indem
nisation des dom

m
ages corporels », ʟＰＡ

 12 janv. 2005, 
pp. 3. et s

）。

（
₃₇
）  

な
お
、
一
二
三
二
条
に
対
し
て
は
、
原
告
が
妨
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
件
し
て
お
き
な
が
ら
、
予
防
的
機
能
を
営
む
こ
と
は
論
理
的

に
困
難
で
あ
る
こ
と
、
レ
フ
ェ
レ
に
お
け
る
仮
処
分
措
置
以
外
で
、
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
に
違
法
行
為
の
停
止
を
認
め
る
こ
と
は
、
行
動

の
自
由
に
対
す
る
過
度
な
制
約
と
な
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
説
に
対
す
る
批
判
を
含
む
も
の
で
あ
る

（Rom
ain B

o
ffa, 

（sous la coordination scientifique de M
ustapha M

ekki

）, Ａｖａｎｔ︲ｐｒｏʲｅｔ　ｄｅ　ｒéｆｏｒⅿ
ｅ　ｄｕ　ｄｒｏｉｔ　ｄｅ　ˡａ　ｒｅｓｐｏｎｓａｂｉˡｉｔé　

ｃｉｖｉˡｅ　：　ˡ

’ａｒｔ　ｅｔ　ˡａ　ｔｅｃʰｎｉｑｕｅ　ｄｕ　ｃｏⅿ
ｐｒｏⅿ

ｉｓ, L
jd
g, 2016, pp. 56 ︲59.

）。

（
₃₈
）  Jean-Christophe S

ain
t-P

au, （sous la dir.

）, Ｄ
ｒｏｉｔｓ　ｄｅ　ˡａ　ｐｅｒｓｏｎｎａˡｉｔé, Lexis N

exis, 2013, n
o 368. pp. 227 ︲228.

な
お
、
本
稿
に
お
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け
る
同
書
の
引
用
箇
所
は
、
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
。

（
₃₉
）  

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
被
害
者
の
承
諾
の
理
論
は
人
格
権
侵
害
の
事
例
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
言
わ
れ
る
通
り
（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. 365 ︲366

）、
と
り
わ
け
人
格
者
の
承
諾
の
有
無
が
問
題
と

な
る
こ
と
が
多
い
。

（
₄₀
）  
原
島
重
義
「
開
発
と
差
止
請
求
」
法
政
研
究
四
六
巻
二
号
（
一
九
八
〇
年
）
二
八
三
―
二
八
四
頁
、
根
本
・
前
掲
注
（
₁
）
五
二
―
五
三
頁
。

大
塚
直
「
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
」
民
商
一
一
六
巻
四
号
（
一
九
九
七
年
）
五
一
四
―
五
一
九
頁
。

（
₄₁
）  

広
中
俊
雄
『
新
版
民
法
綱
要
第
一
巻
総
論
』（
二
〇
〇
六
年
、
創
文
社
）
三
―
二
二
頁
。
吉
田
克
己
「
景
観
利
益
の
法
的
保
護

―
《
民
法
と

公
共
性
》
を
巡
っ
て

―
」
慶
應
法
学
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
八
頁
、
藤
岡
康
宏
「
不
法
行
為
法
と
権
利
論

―
権
利
論
の
二
元
的
構
成
に

関
す
る
一
考
察

―
」
早
稲
田
法
学
八
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
四
頁
、
同
「
競
争
秩
序
と
差
止
め
論
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
六
三
号
（
二
〇
〇
七

年
）
五
七
頁
以
下
、
根
本
・
前
掲
注
（
₁
）
四
一
七
―
四
一
八
頁
。

（
₄₂
）  

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
七
二
―
二
七
三
頁
。
同
「
財
の
多
様
化
と
民
法
学
の
課
題
」『
財

の
多
様
化
と
民
法
学
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）
五
六
―
六
〇
頁
。
根
本
・
前
掲
注
（
₁
）
二
―
四
頁
。

（
₄₃
）  

大
塚
直
「
差
止
根
拠
論
の
新
展
開
に
つ
い
て

―
近
時
の
議
論
に
対
す
る
批
判
的
検
討
」
前
田
＝
神
田
＝
神
作
編
『
企
業
法
の
変
遷
：
前
田
庸

先
生
喜
寿
記
念
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
六
五
―
六
九
頁
は
、
さ
ら
に
、
違
法
行
為
を
取
り
締
ま
る
べ
き
本
来
的
な
役
割
を
担
う
行
政
と
の

関
係
も
問
題
と
な
る
と
す
る
。

（
₄₄
）  

不
法
行
為
法
説
の
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
で
議
論
を
進
め
る
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
加
藤
雅
信
＝
加
藤
新
太
郎
編
著
〔
大

塚
直
発
言
〕『
現
代
民
法
学
と
実
務
　（
下
）』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
二
一
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
₄₃
）
六
五
―
六
九
頁
。

（
₄₅
）  

最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
平
成
二
九
年
一
月
三
一
日
決
定
に
お
け
る
削
除
請
求
の
基
礎
と
な
る
と
考
え
る
。

（
₄₆
）  

こ
の
よ
う
に
、
直
接
の
加
害
者
以
外
の
者
が
差
止
請
求
権
の
相
手
方
と
な
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
原
島
・
前
掲
注
（
₄₀
）
五
二
―

五
三
頁
）。
な
お
、
侵
害
概
念
を
柔
軟
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
侵
害
者
＝
差
止
請
求
権
の
相
手
方
」
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
と

考
え
ら
れ
る
。

（
₄₇
）  

根
本
・
前
掲
注
（
₁
）
三
八
―
四
〇
頁
。

（
₄₈
）  

森
田
修
「
差
止
請
求
と
民
法

―
団
体
訴
訟
の
実
体
法
的
構
成

―
」
総
合
研
究
開
発
機
構
＝
高
橋
宏
志
共
編
『
差
止
請
求
権
の
基
本
構
造
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
一
年
）
一
一
四
―
一
一
五
頁
、
上
北
正
人
「
い
わ
ゆ
る
『
人
格
権
に
基
づ
く
差
止
請
求
権
』
の
再
構
成
」
神
戸
法
学
五
五



フランス法における違法行為の停止

307

巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
四
一
頁
以
下
。

（
₄₉
）  

筆
者
は
、
人
格
権
の
保
護
法
理
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
比
較
対
象
と
し
て
、
人
格
権
者
の
承
諾
に
着
目
し
た
研
究
を
行
っ
て
き
た
（
石
尾

智
久
「
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
格
権
保
護
法
理
の
把
握
に
向
け
て

―
」
法

学
政
治
学
論
究
一
一
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
三
―
九
四
頁
、
石
尾
智
久
「
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組

―
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
人
格
権
の
保
護
法
理
と
の
比
較

―
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
〇
七
―
四
四
〇
頁
）。
そ
こ
で
は
、
①
撤
回

自
由
の
原
則
、
②
制
限
行
為
能
力
者
に
よ
る
承
諾
、
③
人
間
の
尊
厳
に
関
す
る
研
究
を
今
後
の
課
題
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
今
後
は
、
こ
れ
ら

の
各
論
的
な
論
点
の
検
討
と
並
行
し
て
、
本
文
に
お
い
て
指
摘
し
た
巨
視
的
な
視
点
か
ら
も
、
人
格
権
の
保
護
法
理
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
い

き
た
い
。

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
博
士
前
期
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
）

　
　
　
　
　
　 「
人
格
権
侵
害
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
の
判
断
枠
組
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
一
一

九
号
（
二
〇
一
八
年
）


