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節
人
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の
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現
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不
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行
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節
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検
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題
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な
い
人
格
的
利
益
も
有
す
る
」
と
す
る
。

第
一
節

問
題
の
所
在

本
稿
は
、
人
の
肖
像
と
い
う
ま
さ
に
個
人
的
な
性
質
を
有
す
る
と
見
ら
れ
、
人
格
権
あ
る
い
は
人
格
的
利
益
の

一
っ
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
肖
像
権
の
問
題
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
心
は
、
人
の
肖
像
を
保
護
す
る
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
、
ど
の

よ
う
な
枠
組
み
で
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
利
益
は
、
な
ぜ
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う

点
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
近
時
の
い
く
つ
か
の
議
論
を
参
照
す
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
一
見
す
る
と
、
現

在
で
は
、

肖
像
権
の
問
題
と
し
て
解
決
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
問
題
は、

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て

も
、
現
代
的
な
問
題
と
し
て
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
位
置
づ
け
る
た
め
、
ま
ず
は
、
わ
が
国
の

現
在
の
肖
像
権
の
議
論
状
況
を
確
認
し
よ
う
。

人
の
肖
像
の
保
護
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
判
例
の
現
状
ー
_
不
法
行
為
法
と
い
う
枠
組
み
で
の
保
護
と
利
益
の
承
認

最
判
平
成
二
四
年
二
月
二
日
民
集
六
六
巻
二
号
八
九
頁
（
以
下
、
最
判
平
成
二
四
年
と
呼
ぶ
）
は
、
い
わ
ゆ
る
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
を
判

断
す
る
前
提
と
し
て
、

「
人
の
氏
名
、
肖
像
等
（
以
下
、
併
せ
て
「
肖
像
等
」
と
い
う
。）

は
、
個
人
の
人
格
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
、
当
該

個
人
は
、
人
格
権
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、

こ
れ
を
み
だ
り
に
利
用
さ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
」
と
判
示
し
た
。

本
判
決
は
、
こ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
、
最
判
平
成
一
七
年
―

一
月

一
0
日
民
集
五
九
巻
九
号
二
四
二
八
頁
（
以
下
、
最
判
平
成

一
七

年
と
呼
ぶ
）
を
参
照
す
る
。
最
判
平
成

一
七
年
は
、
「
人
は
、
み
だ
り
に
自
己
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
法
律

上
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
格
的
利
益
を
有
す
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
「
人
は
、
自
己
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
み
だ
り
に
公
表
さ
れ

第
一
章
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こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
判
例
で
は
、
被
侵
害
権
利
又
は
被
侵
害
利
益
と
し
て
人
の
肖
像
が
不
法
行
為
法
に
お
け
る
保
護
の
対
象
と
な

(l
)
 

っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
自
体
に
は
、
概
ね
異
論
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

他
方
で
、
最
判
平
成

一
七
年
は
、
人
の
肖
像
を
侵
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「も
っ
と
も
、
人
の

容
ぼ
う
等
の
撮
影
が
正
当
な
取
材
行
為
等
と
し
て
許
さ
れ
る
べ
き
場
合
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
者
の
容
ぼ
う
等
を
そ
の
承
諾
な
く
撮

影
す
る
こ
と
が
不
法
行
為
法
上
違
法
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
被
撮
影
者
の
社
会
的
地
位
、
撮
影
さ
れ
た
被
撮
影
者
の
活
動
内
容
、
撮
影
の

場
所
、
撮
影
の
目
的
、
撮
影
の
態
様
、
撮
影
の
必
要
性
等
を
総
合
考
慮
し
て
、
被
撮
影
者
の
上
記
人
格
的
利
益
の
侵
害
が
社
会
生
活
上
受

忍
の
限
度
を
超
え
る
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
決
す
べ
き
で
あ
る
。

・
:
・
：
人
の
容
ぼ
う
等
の
撮
影
が
違
法
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
ぼ
う
等
が
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
公
表
す
る
行
為
は
、
被
撮
影

者
の
上
記
人
格
的
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
、
違
法
性
を
有
す
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
の
肖
像
と
い
う
権
利
•
利
益
に
対

す
る
侵
害
を
判
断
す
る
枠
組
み
は
、
人
の
肖
像
が
、
被
侵
害
権
利
又
は
被
侵
害
利
益
に
該
当
す
る
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
撮
影
行
為
あ
る

い
は
公
表
行
為
が

一
定
の
態
様
を
な
し
た
と
き
に
初
め
て
不
法
行
為
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、
わ
が
国
の
現
在
の
判
例
は
、
人
の
肖
像
の
保
護
に
関
す
る
問
題
が
、
専
ら
民
法
七

0
九
条
の
問
題
と
し
て
生
じ
て
い
る

こ
と
を
前
提
に
、
そ
の
判
断
枠
組
み
を
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第

一
に
、
人
の
肖
像
が
被
侵
害
権
利
又
は
被
侵

害
利
益
に
該
当
す
る
、
換
言
す
る
と
、
自
身
の
肖
像
が
撮
影
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
撮
影
さ
れ
た
肖
像
が
公
表
あ
る
い
は
利
用
さ
れ
な

い
と
い
う
こ
と
、
に
つ
い
て
肖
像
の
本
人
に
法
律
上
の
保
護
す
べ
き
権
利
•
利
益
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
人
の
肖

像
に
権
利
•
利
益
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
肖
像
が
不
法
行
為
法
上
保
護
さ
れ
る
場
面
は
、
そ
の
肖
像
に
対
す
る
撮
影
行
為
·
公
表
行

為
•
利
用
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
と
い
う
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

人
の
肖
像
が
民
法
七

0
九
条
に
い
う
被
侵
害
権
利
又
は
被
侵
害
利
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
保
護
は
、

一
定
の
行
為
に
対
し
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以
上
の
よ
う
な
判
例
の
存
在
も
あ
り
、
現
在
で
は
、
人
の
肖
像
の
法
的
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
法
の
学
説
レ
ベ
ル
で
は
、

判
例
と
同
様
の
結
論
を
採
用
す
る
も
の
が
多
い
。

ま
た
、
学
説
で
は
、
人
の
肖
像
の
法
的
保
護
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
解
釈
を
唱
え
る
見
解
も
存
在
す
る
。
こ
こ
で
の
見
解
と
は
、

「
人

が
、
そ
の
肖
像
・
容
貌
．
姿
態
を
肖
像
本
人
の
意
に
反
し
て
、

み
だ
り
に
撮
影
さ
れ
た
り
、
描
か
れ
た
り
、
彫
刻
さ
れ
た
り
、
ま
た
そ
の

(3) 

撮
影
さ
れ
た
写
真
・
ス
ケ
ッ
チ
・
胸
像
な
ど
を
み
だ
り
に
公
表
さ
れ
な
い
権
利
」
を
肖
像
権
と
称
し
、
そ
の
中
身
を
具
体
的
に
、
①
自
己

の
肖
像
の
作
成
（
と
く
に
写
真
撮
影
）
を
禁
止
す
る
権
利
、
②
作
成
さ
れ
た
肖
像
の
公
表
を
禁
止
す
る
権
利
、
③
肖
像
を
営
利
目
的
で
利

(4) 

用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
権
利
、
の
三
つ
に
分
類
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
で
は
、
他
人
が
、
肖
像
の
本
人
に
無
断
で
、
そ
の
人
の
姿
を
撮
影
し
た
り
、
撮
影
し
た
写
真
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
肖
像
権

を
侵
害
し
、
不
法
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
人
に
は
「
肖
像
『
権
」
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
、

つ
ま
り
、
第
三
者
に
対
し
肖
像
の
無
断
撮
影
・
公
表
等
を
禁
止
す
る
権
利
が
、
換
言
す
る
と
「
肖
像
『
権
』
」
と
い
う
権
利
が
肖
像
本
人
に

認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
重
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
権
と
い
う
被
侵
害
権
利
・
被
侵
害
利
益
に
関
す
る
こ
れ
以

上
の
具
体
的
な
議
論
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
権
利
を
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
法
的
に
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
点
は
、

必
ず
し
も
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
、
人
の
容
貌
等
を
対
象
と
す
る
肖
像
権
は
、
ま
さ
に
、
そ
の
容
貌
等

の
個
人
の
人
格
権
・
人
格
的
利
益
だ
と
見
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
保
護
の
根
拠
と
し
て
当
然
視
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
た
め
、
こ
の
点

に
関
す
る
、
積
極
的
な
議
論
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

「
肖
像
『
権
』
」
と
い
う
枠
組
み
で
の
議
論
と
学
説
の
反
応 (2) 

て
し
か
及
ば
な
い
と
い
う
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
＿
―
-
節

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
、
肖
像
権
侵
害
と
い
う
不
法
行
為
法
の
議
論
で
あ
り
、
肖
像
権
と
い
う
権
利
は
、
民
法
七

0
九
条
に
お
け

る
被
侵
害
権
利
・
被
侵
害
利
益
を
念
頭
に
置
か
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
肖
像
権
と
い
う
権
利
の
性
質
が
、
不

(5) 

法
行
為
を
対
象
と
す
る
問
題
以
上
の
こ
と
を
意
識
し
た
問
題
設
定
か
は
定
か
で
は
な
い
。

一
方
、
近
時
の
学
説
で
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
肖
像
権
と
い
う
概
念
自
体
に
疑
問
を
見
出
す
見
解
も
あ
る
。

例
え
ば
、
松
井
茂
記
は
、

「肖
像
権
は
一
般
に
人
格
に
不
可
欠
な
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
侵
害
が
不
法
行
為
に
な
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
そ
の
権
利
の
根
拠
や
本
質
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
議
論
は
な
く
、
ま
た
表
現
自

(6) 

由
と
の
調
整
を
ど
の
よ
う
に
図
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
仔
細
な
検
討
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
さ
ら

(7) 

に
、
松
井
は
、
肖
像
権
を
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
ひ
と
つ
の
側
面
と
い
う
位
置
づ
け
で
把
握
し
、
仮
に
肖
像
権
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利

(8) 

と
異
な
る
権
利
だ
と
し
た
ら
、
肖
像
権
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
肖
像
権
と
い
う
議
論
も
、
実
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
法
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
利

益
を
な
ぜ
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

検
討
方
法
フ
ラ
ン
ス
法
を
素
材
と
し
て

こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
状
況
に
あ
っ
て
、
本
論
文
で
は
、
わ
が
国
の
肖
像
権
と
い
う
議
論
を
再
確
認
し
た
後
、
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
法
に

(9) 

お
け
る
肖
像
権

(droit
a
 !'
i
m
a
g
e
)

の
問
題
か
ら
い
く
つ
か
の
視
点
を
得
る
こ
と
を
試
み
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
人
の
肖
像
の
保
護
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
は
、
人
格
権
あ
る
い
は
人
格
的
利
益
の
保
護
を
検
討
す
る
た
め
の
一
材
料
と
し
て
検
討
さ
れ
た

も
の
や
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
検
討
の
際
に
触
れ
る
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
権
と
い
う
問
題
を
検
討
の
中
心
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ま
た
、
わ
が
国
と
同
様
、

に
応
じ
て
、
判
例
や
学
説
の
議
論
が
活
発
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
も
有
益
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
近
時
に
至
り
、

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
肖
像
権
固
有
の
利

益
や
肖
像
権
の
性
質
が
議
論
の
対
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
有
益
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
問
題
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
肖
像
権
の
問
題
を
研

(11) 

究
す
る
う
え
で
も
、
少
な
く
な
い
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
わ
が
国
に
お
け
る
肖
像
権
の
議
論
の
展
開
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
前
述
し
た
通
り
、
わ
が
国
に
お
け

る
肖
像
権
の
問
題
は
、
判
例
・
学
説
共
に
一
定
の
到
達
点
に
は
達
し
て
い
る
も
の
の
、
現
在
で
は
必
ず
し
も
、
保
護
さ
れ
た
利
益
の
具
体

的
な
意
義
や
保
護
さ
れ
る
べ
き
根
拠
に
つ
い
て
、
明
示
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
論

も
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
再
検
討
す
る
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

次
い
で
、

第
二
章

本
章
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
肖
像
権
の
議
論
を
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

わ
が
国
に
お
け
る
人
の
肖
像
の
法
的
保
護
の
議
論
展
開

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
、
写
真
や
映
像
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
肖
像
権
の
問
題
が
拡
大
し
て
お
り
、
こ
れ

に
据
え
た
研
究
は
少
な
い
と
い
え
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
の
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
問
題
に
検
討
を
加
え
る
。

い
く
つ
か
の
破
毀
院
判
決
が
登
場

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
問
題
は
、
相
当
広
範
な
問
題

を
扱
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
の
問
題
関
心
に
照
ら
し
て
肖
像
権
の
問
題
の
う
ち
、

い
く
つ
か
の
点
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
。
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(12
)
 

わ
が
国
に
お
け
る
人
の
肖
像
の
法
的
保
護
は
、
学
説
上
、
必
ず
し
も
、
近
時
に
な

っ
て
新
た
に
生
じ
た
問
題
で
は
な
い
。

(13
)
 

古
く
は
、
人
の
肖
像
を
独
立
し
た
被
侵
害
権
利
・
被
侵
害
利
益
と
把
握
せ
ず
、
名
誉
権
の

一
部
で
あ
る
と
理
解
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。

一
見
す
る
と
、
人
の
肖
像
を
、
被
侵
害
権
利
・
被
侵
害
利
益
と
し
て
認
め
て
い
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
、
必
ず
し
も
、
人
の
肖
像
の
法
的
な
保
護
を
等
閑
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
は
、
人
の
肖

像
の
法
的
保
護
の
問
題
を
名
誉
権
の
一
部
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
他
の
権
利
を
保
護
す
る
枠
組
み
の
中
で
、
人
の
肖
像
を
保

護
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
の
肖
像
が
、

き
利
益
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
の
見
解
で
は
、
人
の
肖
像
を
法
的
に
保
護
し
よ
う
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を

保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
し
、
そ
の
根
拠
も
定
か
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

（
＿
）
他
の
権
利
に
包
含
さ
れ
る
人
の
肖
像
と
い
う
利
益

第
一
節
肖
像
の
法
的
保
護
の
生
成
肖
像
と
い
う
利
益
の
意
義

わ
が
国
の
肖
像
権
の
議
論
は
古
く
か
ら
存
在
し
、
当
初
の
学
説
で
は
、
肖
像
権
と
い
う
権
利
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が
、
そ
う

で
は
あ
っ
て
も
、
人
の
肖
像
の
保
護
を
不
法
行
為
法
の
も
と
で
図

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
肖
像
と
い
う
利
益
自
体
を
検
討
し
、
こ
れ
ら

の
利
益
を
撮
影
さ
れ
な
い
利
益
と
公
表
さ
れ
な
い
利
益
と
に
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
護
を
異
に
す
る
見
解
が
登
場
す
る
。
次
い
で
、
肖

像
権
を
正
当
化
す
る
た
め
の
議
論
が
登
場
し
、
肖
像
の
自
己
所
有
と
い
う
視
点
や
、
肖
像
を
人
格
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
視
点
が
現
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
説
の
議
論
の
後
、
最
高
裁
に
お
い
て
、
被
侵
害
利
益
と
し
て
の
人
の
肖
像
が
問
題
と
な
っ
た
。

そ
れ
が
た
と
え
他
の
権
利
の
一
部
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
保
護
す
べ
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一
定
の

（二
）
肖
像
権
に
お
け
る
利
益
の
意
義

肖
像
権
と
い
う
独
自
の
権
利

そ
の
一
方
で
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
人
の
肖
像
は
、
他
の
権
利
か
ら
独
立
し
て
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
見
解
が
す
で
に
存

一
九
0
四
年
に
、
今
井
嘉
幸
が
肖
像
の
撮
影
に
つ
い
て
の
問
題
を
論
じ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
外
国
法
へ
の
応
答
と
し
て
の

(M
)
 

見
解
で
は
あ
る
が
、
興
味
深
い
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
井
は
、
外
国
法
に
お
け
る
議
論
に
賛
同
し
、
こ
の
問
題
に
つ
き
、

人
の
肖
像
の
撮
影
行
為
と
公
表
行
為
と
を
区
別
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
撮
影
行
為
自
体
は
、
人
が
、
他
人
の
姿
を
自
ら
の
目
に
映
ら
せ
る

こ
と
と
、
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
禁
止
し
て
し
ま
う
と
、
鏡
に
映
す
行
為
す
ら
違
法
に
な
っ
て
し
ま
う
と
指
摘

(15
)
 

す
る
。
し
た
が

っ
て
、
撮
影
行
為
自
体
は
、
違
法
で
は
な
い
と
す
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
乾
政
彦
が
、
人
の
肖
像
の
問
題
を
詳
細
に
論
じ
た
。
乾
は
、
肖
像
権
を
、
「
自
已
の
肖
像
を
他
人
が
濫

り
に
作
製
（
絵
画
、
彫
刻
、
写
真
の
其
他
の
方
法
に
依
り
て
）
す
る
を
禁
ず
る
の
権
利
」
と
把
握
し
た
う
え
で
、
人
が
こ
の
よ
う
な
権
利

(16
)
 

を
有
す
る
か
ど
う
か
が
、
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
形
像
（
肖
像
）
が
法
律
上
保
護

(17
)
 

す
べ
き
利
益
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
要
点
と
な
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「殆
ど
疑
を
容
れ
ず
」
と
し
、
肯
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

人
の
肖
像
を
法
律
上
保
護
す
べ
き
利
益
と
承
認
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
利
益
に
は
、
財
産
的
な
利
益
と
非
財
産
的
な
利
益

（精
神
的
利
益
）

(18
)
 

の
二
種
が
存
在
す
る
と
す
る
。

た
だ
し
、
乾
は
、
後
者
の
非
財
産
的
利
益
が
肖
像
権
で
は
問
題
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
他
人
が
無
断
で
自
己
の
肖
像
に
つ
い

て
作
成
等
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
利
益
に
対
す
る
侵
害
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

留
保
を
付
す
。
す
な
わ
ち
、

「
団
体
共
同
の
利
益
と
矛
盾
せ
ざ
る
範
囲
内
に
於
て
個
人
の
利
益
を
尊
重
し
保
護
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(19
)
 

た
め
、
肖
像
の
よ
う
な
精
神
的
利
益
の
保
護
は
、
一
定
の
範
囲
内
に
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
、
共
同
生
活
に
お
い
て
、
他

古
く
は
、

在
し
て
い
た
。
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人
の
形
像
（
肖
像
）
等
を
見
る
と
い
う
需
用
は
、
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
の
精
神
的
利
益
を
団
体
共
同
の
た
め
に
、
あ
る
程
度

(20) 

ま
で
許
容
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
生
活
す
る
世
界
で
は
、
絶
対
的
に
他
人
の
視
線
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、

人
の

H
に
触
れ
れ
ば
、
そ
の
人
の
脳
裏
に
記
憶
さ
れ
、
こ
の
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
を
許
容
す
る
程
度
と

は
、
肖
像
の
作
製
が
境
界
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
上
保
護
す
べ
き
利
益
と
し
て
の
肖
像
は
、
そ
の
肖
像
が
他
者
に
よ
り
頒
布
・
交
付

(21
)
 

さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
、
頒
布
と
は
、
肖
像
の
作
製
に
参
加
し
た
者
以
外
の
人
に
、
肖
像
が
到
達
す
る
一
切

(22) 

の
行
為
を
指
し
、
交
付
と
は
、
限
定
さ
れ
て
い
な
い
人
に
到
逹
す
る
こ
と
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
権
侵
害
と
は
、
自
己
の
肖
像
の

(23
)
 

頒
布
・
交
付
を
他
人
が
濫
り
に
行
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
権
利
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
は
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
肖
像
権
の
性
質
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
こ
と
か
ら
推
測
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
権
は
、
人
格
権
に
該
当
し
、
人
格
権
が
人
格
的
法
益
を
客
体
と
す
る
も

(24) 

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
身
体
の
一
性
質
で
あ
る
肖
像
は
、
ま
さ
に
、
人
格
的
法
益
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
の
一
性
質
で
あ
る

肖
像
は
、
そ
の
本
人
の
人
格
的
利
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
肖
像
権
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
乾
は
、
肖
像
の
適
法
な
利
用
つ
い
て
も
論
じ
る
。
ま
ず
、
肖
像
を
適
法
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
者
の
同
意
が
必
要
で

あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
同
意
に
お
い
て
は
、
人
格
権
と
い
う
性
質
か
ら
完
全
に
放
棄
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
場
合
の
肖

像
権
の
行
使
の
放
棄
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
要
式
は
必
要
な
く
、
明
示
あ
る
い
は
黙
示
に
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
乾
は
、
人
格
権
と
い
う
性
質
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
絶
対
権
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
権
利
者
の

一
身
専
属
性
を
帯
び
る
と
指
摘

(26)

（

27) 

し
、
肖
像
権
は
本
人
の
死
亡
と
同
時
に
消
滅
す
る
と
す
る
。
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こ
の
時
期
の
見
解
は
、
共
通
理
解
が
得
ら
れ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
人
の
肖
像
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
き
、
次
の
よ
う
な
特

徴
を
有
す
る
。

ま
ず
、
人
の
肖
像
を
被
侵
害
権
利
・
被
侵
害
利
益
と
し
て
独
立
に
把
握
し
な
い
見
解
で
あ
っ
て
も
、
名
誉
等
他
の
権
利
の

一
部
と
し
て
、

不
法
行
為
法
上
そ
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
学
説
上
は
、
初
期
の
頃
か
ら
、
人
の
肖

(28) 

像
が
不
法
行
為
法
上
の
法
的
保
護
に
値
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う

次
に
、
肖
像
と
い
う
利
益
に
つ
い
て
、
そ
の
実
質
を
議
論
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
例
え
ば
、
乾
は
、
肖
像
権
の

問
題
の
中
心
を
非
財
産
的
な
利
益
と
据
え
た
う
え
で
、
侵
害
行
為
に
照
ら
し
た
利
益
の
保
護
を
論
じ
て
い
た
。
こ
の
見
解
で
は
、
人
の
肖

像
を
、
他
人
（
第
三
者
）

が
撮
影
す
る
行
為
と
公
表
す
る
行
為
と
を
区
別
し
、
公
表
行
為
の
み
を
肖
像
権
に
対
す
る
侵
害
と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
人
の
肖
像
に
つ
き
撮
影
さ
れ
な
い
利
益
と
撮
影
さ
れ
た
肖
像
を
公
表
さ
れ
な
い
利
益
と
を
区
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
結
論

を
導
い

て
い
る
。
人
の
肖
像
と
い
う
も
の
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
、
他
人
の
目
に
曝
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
写
真
と
同
様
に
人
の
記
憶

に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
を
前
者
の
利
益
は
前
提
と
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
肖
像
の
作
製
や
撮
影
自
体
を
禁
止
し
て
し
ま
う
と
、
社
会
生

活
に
お
い
て
我
々
の
肖
像
が
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
す
ら
禁
止
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
撮
影
行
為
と
を
区
別
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
こ
の
よ
う
な
撮
影
さ
れ
な

い
利
益
は
、
保
護
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
撮
影
行
為
自
体
は
、
違
法
と
は
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
現
在
か
ら
み
て
も
、
次
の
二
点
か
ら
、
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第

一
に
、
人
の
肖
像
と
い
う
利

益
を
、
肖
像
の
撮
影
行
為
（
撮
影
さ
れ
な
い
利
益
）
と
公
表
行
為

（公
表
さ
れ
な
い
利
益
）
と
に
区
別
し
、
両
者
が
、
肖
像
権
の
問
題
を

探
究
す
る
う
え
で
異
な
る
判
断
基
準
に
服
す
る
と
す
る
視
点
で
あ
る。

そ
し
て
、
肖
像
の
撮
影
行
為
自
体
は
、
人
が
、
そ
の
対
象
と
な
る

＼
舌

)
l
J
t
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肖
像
を
自
ら
の
目
に
映
す
こ
と
と
何
ら
変
わ
り
が
な
い
た
め
、
侵
害
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
二
に
、
利
益
の
判
断
の
際
に
、
同
時
に
、
特
定
の
行
為
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
利
益

と
は
、
撮
影
さ
れ
な
い
・
公
表
さ
れ
な
い
利
益
の
よ
う
に
、
特
定
の
加
害
行
為
と
結
び
つ
い
た
形
で
判
断
さ
れ
る
利
益
で
あ
る
と
い
う
点

で
は
、
こ
れ
ら
の
利
益
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
乾
の
見
解
を
参
考
に
す
る
と
、
人
の
肖
像
は
、
そ
の

者
の
身
体
の
一
性
質
で
あ
る
た
め
、
人
格
的
利
益
と
し
て
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
の
肖
像

が
身
体
の

一
性
質
で
あ
る
た
め
、
肖
像
に
関
す
る
利
益
は
、
そ
の
本
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

(29
)
 

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
乾
が
、
肖
像
の
適
法
な
利
用
に
つ
き
、
本
人
の
同
意
を
挙
げ
る
点
か
ら
も
推
測
が
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
肖
像
に
つ
い
て
の
利
益
の
帰
属
が
本
人
に
帰
属
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
、
肖
像
の
適
法
な
利
用
、
そ
の
利
益
の

処
分
を
、
本
人
の
同
意
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
本
人
の
同
意
．
承
諾
を
、
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

一
見
す
る
と
、
本
人
の
同
意
．
承
諾
が
、
不
法
行
為
法
上
の
免
責
を
認
め
る

も
の
と
い
う
位
置
つ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
不
法
行
為
法
上
の
肖
像
権
侵
害
に
独
自
の
も
の
か
、

一
般
的
な
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て

の
被
害
者
の
承
諾
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
と
い
う
点
は
定
か
で
は
な
い
し
、
肖
像
の
利
用
に
承
諾
・
同
意
を
要
す
る
と
い
う
点
に

着
目
す
る
と
、
こ
こ
で
の
同
意
．
承
諾
が
単
な
る
阻
却
事
由
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
も
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
乾
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
肖
像
権
に
お
け
る
人
格
権
的
な
性
質
は
、
必
ず
し
も
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
の
み
の
問
題
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
権
が
人
格
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
絶
対
権
的
な
性
質
、
一
身
専
属
的

な
性
質
を
導
き
だ
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
性
質
は
、
不
法
行
為
法
上
も
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
不
法
行
為
法
以
外
の
問
題
に
も
、

波
及
す
る
問
題
で
あ
り
、
肖
像
権
と
い
う
問
題
設
定
が
不
法
行
為
以
外
の
レ
ベ
ル
に
も
影
響
し
う
る
よ
う
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
た
点
も

で
あ
る
。
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記
述
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
。

(
-
）
肖
像
の
自
己
所
有
的
理
解

(30) 

前
述
し
た
点
が
そ
の
後
の
学
説
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
確
実
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

い
て
は
、
権
利
侵
害
要
件
と
の
関
連
で
の
議
論
は
存
在
す
る
も
の
の
、
肖
像
権
の
性
質
の
議
論
に
つ
い
て
は
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
の

(31) 

説
明
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
は
、
肖
像
権
そ
の
も
の
に
取
り
組
む
も
の
は
少
な
い
も
の
の
、
教
科
書
・
概
説
書
等
に
は
、
肖
像
権
の

た
と
え
ば
、
鳩
山
は
、
肖
像
の
撮
影
等
が
身
体
又
は
自
由
に
対
す
る
侵
害
あ
る
い
は
名
誉
を
侵
害
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
不
法
行
為

(32) 

と
な
ら
な
い
と
す
る
。

(33) 

ま
た
、
末
弘
は
、
肖
像
権
と
い
う
権
利
自
体
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
も
の
の
、
人
の
肖
像
自
体
の
保
護
に
つ
い
て
は
、

身
体
の
自
己
所
有
と
い
う
観
点
か
ら
、
保
護
を
肯
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
は
、
自
己
の
所
有
物
で
あ
る
た
め
、
自
己
の
み
が
利
用
で

き
、
本
人
が
そ
の
利
用
を
禁
止
し
て
い
る
場
合
に
、
他
人
が
濫
り
に
肖
像
を
観
覧
・
写
生
・
撮
影
す
る
行
為
は
、
一
種
の
所
有
権
侵
害
で

(34)

（

35) 

あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
人
の
肖
像
を
写
生
・
撮
影
等
を
す
る
こ
と
は
、
身
体
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
見
解

は
、
人
の
肖
像
が
、
自
ら
の
所
有
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
所
有
権
侵
害
を
認
め
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
肖
像
権
と
い
う
枠
組
み
で
の
保
護
で
は
な
い
が
、
肖
像
の
法
的
保
護
自
体
は
、
身
体
権
の
侵
害
と
い
う
形
や
名
誉

権
の
侵
害
と
い
う
形
で
捉
え
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。
特
に
、
自
己
の
肖
像
を
所
有
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
肖
像
の
撮
影
•
利
用
等

第
二
節

肖
像
権
の
正
当
化
根
拠
の
発
展
肖
像
の
帰
属

指
摘
し
て
お
く
。

一
方
で
、
肖
像
権
に
つ
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が
身
体
権
の
侵
害
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
点
は
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

（二
）
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権

(36
)
 

さ
ら
に
こ
の
時
期
に
は
、
人
格
権
と
密
接
に
結
び
つ
け
た
理
解
が
拡
大
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

宗
宮
は
、
肖
像
は
、
氏
名
と
同
様
に
個

人
を
表
示
し
、
区
別
し
、
人
の
状
態
を
表
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
格
的
法
益
で
あ
る
と
し
、
そ
の
侵
害
に
対
し
て
、
一
般
的
人
格
権
侵

(38) 

害
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
は
、
濫
り
に
肖
像
を
撮
影
、
公
布
等
を
す
る
場
合
が
肖
像
権
侵
害
で
あ
る
と
す
る
。

(39) 

ま
た
勝
本
は
、
肖
像
の
本
人
は
、
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権
を
有
す
る
た
め
、
第
三
者
は
、
本
人
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
の

(40
)
 

肖
像
を
公
表
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
勝
本
は
、
著
作
者
人
格
権
の
効
力
と
し
て
肖
像
の
公
表
権
を
認
め
、
そ
の
中
に
、
肖
像
写

真
等
の
作
成
者
に
帰
属
す
る
公
表
的
人
格
権
と
肖
像
本
人
に
帰
属
す
る
公
表
的
人
格
権
の
存
在
を
認
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
後
者
は
、
著

(41
)
 

作
権
と
し
て
の
権
利
帰
属
で
は
な
く
、
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権
と
し
て
本
人
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
の
公
表
と

(42
)
 

は
、
著
作
物
に
対
す
る
表
現
で
は
あ
る
が
、

「
不
特
定
人
又
は
特
定
の
多
数
の
者
を
し
て
著
作
物
を
感
知
せ
し
め
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し

て
、
公
表
権
と
は
、
著
作
物
を
こ
の
よ
う
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
指
し
、
し
た
が
っ
て
、
公
表
権
を
有
す
る
こ
と
は
、
公

(43) 

表
す
る
か
否
か
を
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
公
表
権
は
、
著
作
物
を
念
頭
に
検
討
さ
れ
て
い
る

{44) 

が
、
肖
像
権
に
も
妥
当
す
る
な
ら
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
肖
像
本
人
は
、
肖
像
権
と
し
て
の
公
表
権
を
有
す
る
た
め
、
第
三
者
は
、
本
人
の

許
諾
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
の
肖
像
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
勝
本
の
理
解
は
、
自
ら
の
肖
像
を
公
表
す
る
権
利
が
、
自
ら
に
帰
属
す
る
こ
と
を
人
格
権
を
媒
介
に
正
当
化
し
て
い
る
点

に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
著
作
権
法
と
の
関
係
で
肖
像
権
を
捉
え
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
示
唆
さ
れ
、
岩
田
は
、
肖
像
権
は
、

著
作
権
の
観
念
の
中
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
し
て
問
題
を
把
握
す
る
こ
と
が
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(45
)
 

最
も
適
切
で
あ
る
と
す
る
。
人
の
肖
像
を
撮
影
し
た
場
合
に
、
著
作
権
者
が
、
肖
像
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
著
作
物

(46) 

を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
考
え
る
と
、
肖
像
権
は
、
著
作
者
の
公
表
権
を
制
限
す
る
権
利
と
な
る
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ

(7
)
 

て
、
肖
像
権
と
は
、
肖
像
著
作
者
に
対
し
著
作
の
許
可
（
同
意
）
を
与
え
る
権
利
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
権
利
を
容
認
す
べ
き

(48
)
 

で
あ
る
な
ら
ば
、
肖
像
権
が
、
他
の
権
利
や
利
益
と
異
な
る
新
た
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が

っ
て、

肖
像
権
と
は
、
肖
像
の
撮
影
、
描
写
、
陳
列
、
複
製
、
頒
布
等
に
対
す
る
権
利
で
あ
り
、
本
人
の
同
意
な
く
肖
像
が
公
表
等
さ
れ
た
場
合

(49
)

（

50
)
 

は
、
肖
像
権
侵
害
と
な
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
肖
像
権
は
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
有
す
る
絶
対
権
で
あ
る
と
す
る
。

以
前
は
、
肖
像
と
い
う
利
益
自
体
を
検
討
す
る
学
説
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
期
の
特
徴
は
、
利
益
自
体
の
検
討
で
は
な
く
、
肖
像
権

の
帰
属
が
議
論
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
末
弘
は
、
身
体
の
自
己
所
有
と
い
う
観
点
か
ら
、
肖
像
権
侵
害
を
身
体
権
侵
害
と
し

他
方
、
肖
像
と
人
格
権
と
を
結
び
つ
け
る
見
解
で
は
、
自
ら
の
肖
像
に
対
す
る
権
利
の
帰
属
を
本
人
に
懃
め
る
点
が
人
格
権
に
よ
り
説

明
さ
れ
る
。
ま
た
、
著
作
権
法
と
の
関
係
が
議
論
さ
れ
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
勝
本
や
岩
田
の
見
解
で
は
、
肖
像
権
侵

害
の
成
否
を
本
人
の
同
意
・
承
諾
の
な
い
場
合
と
結
び
つ
け
、
本
人
の
同
意
や
承
諾
に
意
義
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
肖
像
と
い
う
利
益
が
本
人
に
帰
属
す
る
か
ら
こ
そ
、
同
意
や
承
諾
の
な
い
肖
像
の
公
表
等
が
肖
像
権
侵
害
に
な
る
の
で
あ
り
、
肖

像
権
侵
害
の
要
件
と
し
て
承
諾
や
同
意
の
な
い
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
肖
像
が
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
学
説
の
議
論
の
中
心
は
、
自
己
所
有
権
的
構
成
に
せ
よ
人
格
権
的
構
成
に
せ
よ
、
肖
像
そ
の
も

の
が
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
の
議
論
で
あ

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
肖
像
と
い
う
利
益

て
構
成
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

（
三
）
小
括
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こ
の
よ
う
な
理
解
は
、

刑
事
事
件
で
あ
り
、
肖
像
権
と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
留
保
を
し
つ
つ
も
、
最
判
昭
和
四
四
年

―
二
月
二
四
日

刑
集
二
三
巻

―
二
号
一
六
二
五
頁
（
以
下
、
最
判
昭
和
四
四
年
と
呼
ぶ
）
が
、
「
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由
の
一
っ
と
し
て
、
何
人
も
、
そ

の
承
諾
な
し
に
、
み
だ
り
に
そ
の
容
ぼ
う
・
姿
態
（
以
下

「容
ぼ
う
等
」
と
い
う
。
）
を
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
る
」
と
判
示
し
た
こ
と
で
、
さ
ら
に
確
立
さ
れ
た
立
場
と
な
っ
て
い

っ
た
。
最
判
昭
和
四
四
年
が
、
人
の
肖
像
と
い
う
利
益
に
つ
い

て
、
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
と
い
う
利
益
に
着
目
し
、
承
認
し
た
こ
と
に
よ
り
、
学
説
上
は
、
概
ね
こ
の
見
解
に
従
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て

ら
れ
る
。

の
保
護
根
拠
を
検
討
し
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
利
益
の
捉
え
方
も
、

や
公
表
と
い
う
一
定
の
行
為
を
問
題
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

二
五
頁
の
登
場

や
は
り
、
撮
影

（
一
九
六
九
）
年
＿
二
月
二
四
日
刑
集
二
三
巻
―
二
号
＿
六

こ
れ
ま
で
、
学
説
上
は
、
被
侵
害
権
利
•
利
益
と
し
て
の
肖
像
の
実
質
、
そ
の
後
、
肖
像
と
い
う
利
益
の
正
当
化
を
論
じ
て
い
た
。

こ

れ
以
降
の
学
説
は
そ
れ
を
受
け
て
、
肖
像
権
が
人
格
権
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
に
議
論
を
進
め
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
肖
像

権
侵
害
は
、
「
主
と
し
て
無
断
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
勝
手
に
公
表
し
た
場
合
に
問
題
と
な
る
」
と
さ
れ
、

「無
断
撮
影
自
体
も
場
合
に
よ

(51
)
 

り
人
格
権
侵
害
に
な
り
う
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
見
解
か
ら
は
、
肖
像
権
で
保
護
さ
れ
る
利
益
と
は
、
肖
像
を
撮
影
さ
れ
な
い

と
い
う
利
益
と
、
撮
影
さ
れ
た
肖
像
を
公
表
さ
れ
な
い
利
益
と
を
指
し
、
こ
の
よ
う
な
利
益
は
、
人
格
権
を
根
拠
に
、
換
言
す
る
と
、
人

の
肖
像
は
、
人
の
人
格
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
利
益
は
本
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
理
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

第
一
＿
＿
節

判
例
に
お
け
る
被
侵
害
利
益
と
し
て
の
肖
像
|
|
最
判
昭
和
四
四
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と
か
ら
も
推
測
可
能
で
あ
る
。

（
本
人
の
承
諾
な
く
）
、
そ
の
人
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影

・
公
表
さ
れ
な
い
利
益
が
存
在
し
、

そ
れ
は
、
肖
像
本
人
に
帰
属
す
る
利
益
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
利
益
は
、
人
格
権
と
し
て
の
利
益
で
あ
る
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
い
う
説
明

(52) 

が
な
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
最
判
昭
和
四
四
年
以
降
は
、
人
の
肖
像
が
撮
影
・

公
表
さ
れ
な
い
利
益
を
法
律
上
保
護
す
べ
き
と
い
う
点
で
は
、
共
通
理

解
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
前
と
は
違
い
、
撮
影
行
為
と
公
表
行
為
と
を
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

(53
)
 

理
由
は
明
示
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
肖
像
の
撮
影
自
体
を
利
益
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
肖
像
そ
の
も
の
を
保
護
す
べ

き
と
す
る
方
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
最
判
昭
和
四
四
年
も
、
撮
影
さ
れ
な
い
自
由
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
特

定
の
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
利
益
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
す
べ
き
根
拠
は
、
人
の
肖
像
が
人
格
権
的
な
性
質
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
以

上
の
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
肖
像
と
い
う
人
に
関
す
る
属
性
を
、
そ
の
人
格
と
密
接
に
結
び
つ
け
る
理
解
が
前
提
と
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
最
判
昭
和
四
四
年
が
肖
像
の
侵
害
に
つ
い
て
、
「
そ
の
承
諾
な
し
に
」
と
論
じ
た
こ

以
上
の
学
説
・
判
例
の
展
開
の
後
、
人
の
肖
像
の
法
的
な
保
護
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
最
判
平
成

一
七
年
、
最
判
平
成
二
四
年
が
、

人
の
肖
像
が
撮
影
さ
れ
な
い
こ
と
、
撮
影
さ
れ
た
肖
像
が
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
き
、
被
侵
害
利
益
を
認
め
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
人

の
肖
像
は
、
「
個
人
の
人
格
の
象
徴
」
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
到
達
点
に
対
し
て
、
学
説
は
、
概
ね
異
論
な
く
受
け

(54
)
 

入
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
節
わ
が
国
の
到
達
点
と
残
さ
れ
た
課
題

い
る
。
そ
の
後
の
学
説
で
は
、
本
人
に
無
断
で
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い
利
益
と
い
う
よ
う
に
、

え
る
。 こ

の
よ
う
な
理
解
は
、
わ
が
国
の
議
論
展
開
に
照
ら
す
と
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
当
初
は
、
人
の

肖
像
に
対
す
る
撮
影
行
為
と
公
表
行
為
と
を
区
別
し
て
把
握
す
る
見
解
も
存
在
し
た
が
、
現
在
で
は
、
い
ず
れ
も
被
侵
害
利
益
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
撮
影
・
公
表
さ
れ
な
い
利
益
が
肖
像
権
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

た
だ
し
、
従
来
の
見
解
が
、
撮
影
と
公
表
と
を
区
別
し
て
い
た
理
由
と
し
て
の
、
人
の
肖
像
は
、
我
々
の
社
会
生
活
に
お
い
て
は
、
他

人
の
目
に
曝
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
撮
影
行
為
、
す
な
わ
ち
、
撮
影
さ
れ
な
い
こ
と
を
法
律
上
保

護
す
べ
き
利
益
と
す
べ
き
か
、
と
い
う
点
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
き
た
か
は
、

認
め
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
だ
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

確
か
に
、
人
の
肖
像
が
、
ま
さ
に
個
人
の
人
格
を
象
徴
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
撮
影
さ
れ
な
い
利
益
を
法
律
上
保
護
す
べ
き
権
利
・
利

益
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
に
お
い
て
も
、
公
共
の
場
で
、
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
が

(55
)
 

何
ら
か
の
権
利
侵
害
を
導
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
撮
影
行
為
自
体
を
肖
像
権
侵
害
と
し
て
当
然
に
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
再

検
討
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
近
時
に
お
い
て
も
、
「
写
真
撮
影
の
違
法
性
と
写
真
の
公
表
の
違
法
性
は
切
り
離
し
て

(56) 

考
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
利
益
の
把
握
が
、
撮
影
や
公
表
と
い
っ
た
特
定
の
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
い
う
利
益
の
把
握
を
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
初
か
ら
肖
像
と
い
う
利
益
に
つ
い
て
は
、
撮
影
さ
れ
な
い
利
益
・
公
表
さ
れ
な

一
定
の
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
点
は
、
他
の
権
利

•

利
益
と
比
較

し
て
も
特
徴
的
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
現
在
で
は
、
人
の
肖
像
は
、
個
人
の
人
格
の
象
徴
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
人
格
権
の

一
種
と
し
て
、
保
護
す
べ
き
も
の
と
し
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゜

ぶ
ノ 根

拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
検
討

て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
肖
像
権
と
し
て
の
保
護
す
べ
き
利
益
が
、
そ
の
肖
像
を
有
す
る
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を

正
当
化
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
理
解
は
、
肖
像
と
い
う
も
の
が
、
自
ら
の
姿
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
本
人
の
承
諾

・
同
意
と
い
う
も
の
を
肖
像
権
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も

と
こ
ろ
が
、
近
時
に
至
り
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
批
判
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、

「
な
ぜ
肖
像
は
人
の
人
格
そ
の
も
の
と
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
、
ま
た
、
「
人
の
人
格
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
民
法
上
法

的
権
利
利
益
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
導
く
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
問
が
付
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
従
来
は
、
身

体
の
自
己
所
有
的
視
点
か
ら
身
体
権
の
侵
害
と
し
て
、
肖
像
権
侵
害
を
把
握
す
る
見
解
も
存
在
し
た
。
そ
こ
で
は
、
肖
像
と
い
う
利
益
の

帰
属
が
直
視
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
現
在
の
理
解
が
、
必
ず
し
も
、
唯

一
の
正
当
化
理
由
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ

さ
ら
に
、
近
時
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
発
展
と
と
も
に
、
人
の
肖
像
に
つ
い
て
の
利
益
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
把
握
す
る
見
解
も

存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
、
肖
像
権
と
し
て
独
自
に
ど
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な

利
益
を
な
ぜ
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
が
ま
さ
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
章

本
章
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権

(droit
a
 !'image
)
 

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
問
題
を
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
肖
像
権
と
は
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
す
べ
き
と

し
て
い
る
か
、
そ
の
よ
う
な
利
益
を
な
ぜ
保
護
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
な
る
範
囲
で
検
討
す
る
。
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る
。

の
成
否
に
際
し
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
実
定
法
上
、
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
で
、
肖
像
権
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
の
か
を
確
認
し
、
肖
像
権
の
定
義
を

(59
)（

60
)
 

検
討
し
た
後
、
次
の
三
つ
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
第

一
に
、
肖
像
権
の
利
益
の
独
自
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
肖
像
権
を
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る

権
利
の

一
種
と
捉
え
る
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
肖
像
権
が
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
は
独
立
し
て
、
成
立
し
う
る
の

か
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
、
肖
像
権
が
保
護
す
べ
き
利
益
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
、
わ
が
国
の
参
考

第
二
に
、
本
人
の
同
意
に
つ
い
て
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
、
肖
像
権
侵
害
は
、

「
本
人
の
同
意
な
く
」
、
そ
の
人
の
肖
像
を

利
用
す
る
こ
と
を
指
す
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
人
の
同
意
さ
え
あ
れ
ば
、
肖
像
権
侵
害
は
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
同
意
の
意
義
、
な
ぜ
同
意
が
あ
れ
ば
肖
像
権
侵
害
は
成
立
し
な
い
の
か
（
あ
る
い
は
、
肖
像
権
侵
害
が
成
立
す
る
こ
と
に
本
人
の
同

意
が
な
い
こ
と
が
必
要
な
の
か
）
、
こ
こ
で
の
同
意
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
の
同
意
を
要
す
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
肖
像
権
侵
害

第
三
に
、
肖
像
権
の
性
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
わ
が
国
と
同
様
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
、
肖
像
権
は
、
人
格
権
・
人
格
的
利
益
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
、
肖
像
権
を
保
護
す
る
根
拠
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
か
と
い
う
点

が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
他
方
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
肖
像
権
が
、
商
業
の
対
象
や
、
譲
渡
契
約
の

対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、
肖
像
権
の
財
産
的
性
質
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
人
格
権
・
人
格
的
利
益
的
性
質
と
の
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い

た
だ
し
、
次
の
点
に
つ
い
て
は
、
検
討
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
肖
像
権
侵
害
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合
、
わ
が
国
と
同
様
、

に
お
い
て
も
、
表
現
の
自
由
・
報
道
の
自
由
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
除
外
す
る
。

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
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フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
肖
像
権

(d
r
o
it
a
 !'i
m
a
g
e
)

は、

一
九
世
紀
後
半
、
判
例
上
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
這
紐
。
こ
れ
ら
の
判
例
⑫
‘

基
本
的
に
、
不
法
行
為
の

一
般
的
規
定
で
あ
る
民
法
典

ニ
ニ
八
二
条
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
肖
像
の
保
護
を
図

っ
て
き
た
。
こ

の
肖
像
を
保
護
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
人
格
権
と
し
て
自
已
自
身
の
独
占
権
を
有
す
る
以
上
、
自
己
の
容
貌
は
自
己
自
身
の

一
部
で
あ
る

(66
)
 

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
権
の
保
護
は
、
肖
像
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
か
ら
、
そ
の
者
の
肖
像
を
撮

影
•
利
用
し
た
者
に
対
し
、
民
法
典

一
三
八
二
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請
求
（
あ
る
い
は
差
止
請
求
）
が
な
さ
れ
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た

場
合
、
法
的
に
保
護
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

条
に
従
い
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
者
は
、

加
害
者
の
フ
ォ

ー
ト
や
損
害
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
問
題

の
中
心
は
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
侵
害
が
あ
っ
た
と
い
え
る
か
、
民
法
典
ニ
ニ
八
二
条
の
適
用
を
受
け
る
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
紅
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
根
拠
に
も
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
い
足
。(69) 

こ
の
よ
う
な
判
例
に
よ
る
肖
像
の
保
護
は
、
人
に
肖
像
権
と
い
う
権
利
を
認
め
た
こ
と
に
も
意
義
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
人
格

(70
)
 

権
の
進
展
を
意
味
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
写
真
や
ビ
デ
オ
等
の
映
像
の
技
術
的
な
革
新
と
と
も
に
、
人
の
肖
像
を

(71) 

第
三
者
が
簡
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
肖
像
権
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
呼
ば
れ
る
問
題
が
拡
大
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を

(

l

)

肖
像
権
の
実
定
法
上
の
保
護
1

民
法
典
九
条
の
制
定
前
の
状
態

第
一
節

説
明
の
方
法
が
異
な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
も
留
保
す
る
。

な
お
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
問
題
は
、
そ
の
概
念
自
体
も
曖
昧
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
必
ず
し
も
明
確
な

(62) 

方
向
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
多
く
の
下
級
審
判
決
に
お
い
て
、
結
論
が
分
か
れ
て
い
た
り
、
論
者
に
よ
っ
て
、

人
の
肖
像
の
法
的
保
護
の
基
本
的
な
枠
組
み

つ
ま
り
、
こ
の
当
時
ま
で
、
肖
像
権
の
侵
害
を
主
張
す
る
際
、
民
法
典
一
三
八
二
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保
護
す
る
こ
と
は
、
「
人
」
の
個
人
的
な
性
質
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
人
格
権
の
進
展
を
担
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
議
論
が
見
ら
れ
、
肖
像
権
は
再
構
成
の
過
程
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ

(72
)

（

73
)
 

て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
肖
像
権
は
、
人
格
権
の
一
種
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
後
述
す
る
民
法
典
九
条
の
制
定
前
よ
り
、
換
言
す
る
と
、
民
法
典
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
私
的
生
活
の
尊
重

を
求
め
る
権
利

(d
r
o
i
t
d
u
 r
e
s
p
e
c
t
 d
e
 la
 vi
e
 p
r
i
v
e
e
)

が
制
定
さ
れ
る
よ
り
も
前
か
ら
肖
像
権
と
い
う
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

(74
)
 

で
あ
る
。

そ
の
後
、
人
の
肖
像
の
法
的
な
保
護
は
、

立
法
に
よ
っ
て
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
移
る
。
す
な
わ
ち
、

(75
)
 

私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
民
法
典
九
条
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
者
は
自
己
の
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権

(76) 

利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、

一
般
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

(77
)
 

け
る
人
格
権
の
発
展
を
象
徴
す
る
も
の
と
呼
ば
れ
る
。
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
は
、
具
体
的
に
は
、
「
私
生
活
の
秘
密
と
自
律

と
の
領
域
を
保
障
し
侵
害
の
排
除
を
可
能
と
す
る

一
っ
の
真
の
意
味
の
権
利
で
あ
り
、
そ
の
性
質
上
、
物
権
と
類
似
の
権
利
と
考
え
ら
れ
」

(78) 

て
い
る
。

私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、

フ
ォ

ー
ト
を
構
成
す
る
た
め
民
法
典

一
三
八
二
条
で
の
救
済

も
認
め
ら
れ
る
が
、
よ
り
簡
易
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
九
条
の
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
よ

っ
て
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
。

(79
)
 

つ
ま
り
、
不
法
行
為
の
規
定
で
あ
る
民
法
典
一
三
八
二
条
を
介
さ
ず
、
民
法
典
九
条
に
よ
り
直
接
、
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
現
在
で
は
、
肖
像
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
者
は
、
民
法
典
九
条
に
よ
り
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

（二
）
民
法
典
九
条
制
定
後
に
お
け
る
肖
像
権
侵
害
の
位
置
づ
け

一
九
七

0
年
、
民
法
典
九
条
に
、
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権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

゜
、つ

）
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利

(80
)
 

り
、
民
法
典

一
三
八
二
条
の
フ
ォ
ー
ト
や
損
害
を
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
破
毀
院
第

一
民
事
部

一
九
九
六
年

―
一
月
五
日

の
判
決
に
お
い
て
、
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
学
説
上
は
、

(82
)
 

る
。

一
定
の
場
合
に
、
損
害
の
証
明
が
必
要
な
場
合
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ

こ
の
規
定
に
よ
り
、
肖
像
権
概
念
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
私
的
生
活
の
保
護
が
、
私
生
活
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
る
こ

(83) 

と
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

民
法
典
九
条
は
、
直
接
的
に
肖
像
権
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
肖
像
権
と
い
う
語
が
、
実
定
法
上
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

(84
)
 

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
肖
像
権
が
人
格
権
の
一
種
で
あ
る
こ
と
や
、
民
法
典
九
条
が
人
格
権
あ
る
い
は
個
人
的
（
人
格
的
）
利
益
を
保

護
す
る
た
め
の
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
肖
像
権
も
本
規
定
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

必
ず
し
も
本
稿
の
直
接
の
検
討
対
象
で
は
な
い
が
、
民
法
典
九
条
の
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
つ
い
て
も
若
干
の
確
認
を
行

民
法
典
九
条
が
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
を
規
定
し
た
こ
と
か
ら
も
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る

一
般
に
は
、
私
的
生
活
と
公
的
生
活
と
の
あ
い
だ
の
境
界
を
画
し
、
私
的
生
活

(86)

（

87) 

に
対
す
る
侵
害
の
み
が
そ
の
対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
画
定
の
困
難
さ
か
ら
、

必
ず
し
も
、
こ
の
両
者
を
明
確
に
は
、

区
別
す
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
で
は
、
政
治
家
で
あ
れ
、
公
人
で
あ
れ
、

公
的
生
活
と
は
区
別
さ
れ
た
私
生
活
を
有
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
が
、
そ
の
上
で
、
公
的
な
場
所
に
お
い
て
も
、
私
生
活
の
要
素
を
見
出

(88) 

し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
私
的
生
活
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
定
義
す
る
見
解
も
存
在
す
る
が
、
混
沌
と
し
た
状
況
で
あ
る
。
現
在
で
は
、

で
、
客
観
的
な
方
法
に
よ
り
、
す
な
わ
ち
、
公
的
生
活
と
私
的
生
活
と
を
画
定
し
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
を
定
義
し
よ
う
と

い
う
見
解
が
あ
る

一
方
、
主
観
的
な
方
法
、
す
な
わ
ち
、
人
の
感
情
等
を
基
準
と
し
て
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
を
定
義
し
よ

う
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
、
そ
れ
自
体
を
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
侵
害
が
正
当
化
さ
れ
る
事
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
被
害
者
が
自
ら

の
私
生
活
の
公
表
に
承
諾
を
与
え
て
い
た
場
合
、
②
公
表
さ
れ
た
私
生
活
が
公
表
時
に
す
で
に
一
定
の
公
知
性
を
有
し
て
い
た
場
合
、
③

(90) 

被
害
者
が
公
的
人
物
で
あ
る
場
合
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

肖
像
権
の
定
義
と
そ
の
意
味
I
人
の
肖
像
の
意
味

(
＿
）
肖
像
権
の
定
義

(91) 

私
的
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
定
義
が
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
こ
と
と
同
様
に
、
肖
像
権
の
定
義
自
体
も
、
明
確
で
は
な
い
。
肖
像

(92) 

権
は
、
他
者
に
対
し
て
、
自
ら
の
外
見
を
自
ら
支
配
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と

を
明
示
的
に
定
義
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
肖
像
権

(droit
a
 !'image)

の
法
律
上
の
定
義
が
存
在
し
な
い
こ
と
も

(93) 

影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
中
に
お
い
て
も
、
肖
像
権
の
定
義
と
し
て
代
表
的
な
も
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
は
、
同
意
な
く
、
自
ら
の
肖
像
を
利
用
さ
れ
る
こ

(94)（

95) 

と
に
反
対
す
る
権
利
を
有
す
る
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
端
的
に
、
破
毀
院
の
判
決
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ

(96)

（

97) 

た
。
す
な
わ
ち
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
は
、

一
九
九
八
年
一
月
二
二
日
の
判
決
及
び
一
九
九
八
年
七
月
一
六
日
判
決
に
お
い
て
、
「
各
々
の

人
は
、
自
ら
の
肖
像
の
利
用

(
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
)

に
反
対
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
判
示
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
報
道
の
自
由
と
の
関
係
で
一

第
二
節

一
方
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る
。

(98) 

定
の
留
保
が
あ
る
が
、
肖
像
権
は
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。(99

)
 

こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
肖
像
権
の
立
法
の
提
案
に
も
類
似
の
規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
点
で
の

一
応
の
共
通
の
理
解
が
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
定
義
を
み
る
限
り
は
、
肖
像
の
対
象
は
、
有
名
人
で
あ

っ
て
も
、
通
常
の
人
と
同
様
に
肖
像
権
が

(100
)
 

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
こ
の
肖
像
権
の
定
義
を
前
提
に
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
肖
像
の
利
用
に
反
対
す
る
と
は
、
肖
像
の
本
人
に
自
ら
の
肖
像
に
対
す
る
す
べ
て
の
行
為
に
反
対
を
認
め

る
よ
う
な
利
益
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
肖
像
の
利
用
等
、

一
定
の
行
為
の
み
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
利
益
な
の
か
と
い
う
点
は
、
必
ず
し

(101
)
 

も
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
権
利
が
排
他
的
な
権
利
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

の
も
の
と
い
う
客
観
的
な
利
益
を
把
握
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

学
説
上
も
、
肖
像
権
の
機
能
と
し
て
、
写
真
等
に
撮
ら
れ
な
い
権
利

・
自
ら
の
肖
像
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
の
二
つ
の
機
能
を
有

(102
)
 

す
る
と
指
摘
が
あ
り
、
肖
像
に
つ
き
撮
影
さ
れ
な
い
•
そ
の
肖
像
を
無
断
で
利
用
さ
れ
な
い
と
い
う
ま
さ
に

客
観
的
な
利
益
を
保
護
し
よ

(103
)
 

う
と
し
て
い
る
と
も
解
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
肖
像
と
い
う
利
益
の
保
護
に
お
い
て
は
、
そ

れ
に
対
す
る
一
定
の
行
為
か
ら
の
保
護
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
留
保
し
つ
つ
、
破
毀
院
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
肖
像
権
で
は
、

一
見
す
る
と
、
肖
像
権
は
、
人
の
肖
像
そ

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
本
人
の
同
意
な
く
、
第
三
者

が
、
そ
の
人
の
肖
像
を
撮
影
し
た
り
、
利
用
し
た
り
す
る
と
、
肖
像
権
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
り
、
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

こ
の
よ
う
な
定
義
が
あ
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
人
の
肖
像
と
は
何
を
指
す
の
か
、
本
人
の
同
意
と
は
、
何
を
意
味
す

(101
)
 

る
の
か
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
が
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
肖
像
の
意
味
に
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（三
）
小
括

肖
像
権
侵
害
の
事
案
の
多
く
は
、
現
代
的
な
手
段
と
し
て
、

(105
)(
loo
)
 

フ
ィ
ル
ム
を
通
し
て
直
接
撮
影
し
た
写
真
の
事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

(107) 

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
写
真
以
外
の
場
合
に
も
、
肖
像
権
侵
害
の
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
多
様
な
場
面
が
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
人

(108)

（

109) 

の
肖
像
が
、
絵
画

・
人
形
に
用
い
ら
れ
た
場
合
、
貨
幣
に
人
物
像
が
描
か
れ
た
場
合
、
マ
ネ
キ
ン
人
形

(
u
n
e
p
o
u
p
e
e
)

に
用
い
ら
れ
た

(110) 

場
合
に
も
肖
像
権
侵
害
が
生
じ
う
る
。
さ
ら
に
、
人
の
肖
像
が
、
漫
画
に
用
い
ら
れ
た
場
合
や
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
中
に
人
の
肖
像
が
利

(Ill
)
 

用
さ
れ
た
場
合
も
、
肖
像
権
侵
害
の
問
題
領
域
に
含
ま
れ
て
い
る
。

(112
)
 

こ
の
よ
う
な
肖
像
に
つ
い
て
は
、
抽
象
的
に
は
、
同
一
性
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
人
と
利
用
さ
れ
た
肖

(113
)
 

像
と
の
間
に
、
同

一
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
肖
像
の
利
用
に
つ
き
本
人
の
同
意
す
ら
必
要
と
し
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
写
真
の
大
き
さ
や
質
に
よ
り
、
そ
の
肖
像
画
が
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
な
場
面
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
で
は
、
賠
償
を
認
め
て
い

(114)

(115) 

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
の
肖
像
を
認
識
で
き
る
の
で
な
い
限
り
肖
像
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
例
え
ば
、
散
歩
中
の
写
真
の
よ
う
な
平
凡
な

(
b
an
al)
写
真
に
つ
い
て
は
、
肖
像
に
該
当
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
も

(116)

（

117
)
 

存
在
す
る
。
下
級
審
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
破
毀
院
に
お
い
て
も
類
似
の
判
例
は
存
在
す
る

(118)

（

119
)
 

が
、
破
毀
院
で
は
、
直
接
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
は
、
同
意
な
く
、
自
ら
の
肖
像
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
権
利
を
有
す
る
、

（二
）
肖
像
の
意
味
I

人
の
肖
像
と
は

つ
い
て
確
認
す
る
。
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か
が
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

る
と
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も
、
そ
の
実
質
は
明
確
で
は
な
い
が
、
こ
の
定
義
が
、
現
在
の
到
達
点
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
人
の
肖
像
に
つ
き
、
本
人
の
同
意
な
く
、
利
用
さ
れ
な
い
利
益
が
、
被
侵
害
権
利
・
被
侵
害
利
益
と
し
て
考

そ
こ
で
は
、
人
の
肖
像
の
意
味
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
写
真
に
限
ら
ず
、
広
く
様
々
な
事
案
に
お
い
て
、

肖
像
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
核
は
、
本
人
と
利
用
さ
れ
た
肖
像
と
の
同

一
性
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
人
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
よ
う
な
肖
像
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
肖
像
の
対
象
と
い
え
る
。

第
三
節

前
述
し
た
通
り
、
現
在
、
肖
像
権
の
問
題
が
民
法
典
九
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
共
通
理
解
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
民
法
典
九
条
が
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
し
て
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
こ
と
や
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利

が
問
題
と
な
る
状
況
と
肖
像
権
が
問
題
と
な
る
状
況
と
が
重
な
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
肖
像
権
は
、
固
有
の
領
域
を
持
つ
も
の
な
の

す
な
わ
ち
、
肖
像
権
侵
害
が
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
と
は
別
個
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
、
肖
像

権
侵
害
は
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
包
含
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
具
体
的
に
は
、
私
的
生
活
の

尊
重
を
求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
さ
ら
に
肖
像
権
侵
害
が
生
じ
う
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
私
的
生
活
の
尊
重
を

求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
、
別
個
に
肖
像
権
侵
害
が
成
立
し
得
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

肖
像
権
の
独
自
性
—

|
肖
像
権
に
固
有
の
利
益
が
存
在
す
る
か

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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一
応
区
別
さ
れ
た
権
利
と
し
て
考
え
ら
れ
て

一
般
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
肖
像
権
と
は
、

(120) 

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
判
例
法
上
形
成
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
破
毀
院
二
0
0
0
年

―
二
月
―
二
日
の
判
決
に
お
い
て
、

「
私

的
生
活
の
葬
重
を
求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
と
肖
像
権
に
対
す
る
侵
害
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
区
別
さ
れ
た
権
利

(121)

（

122
)
 

で
あ
る
」
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
他
の
破
毀
院
に
お
い
て
も
同
様
の
結
論
を
採
っ
た
判
決
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
破
毀
院
は
、
私

(123
)
 

的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
肖
像
権
と
を
区
別
し
て
把
握
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
両
者
が
重
な
り
合
う
場
面
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
肖
像
権
と
は
、
両
者
が
侵

(124) 

害
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
損
害
賠
償
請
求
を
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
肖
像
権
は
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
か
ら
独
立
し
た
権
利
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
肖
像
権
は
、
私
的
生
活
の
尊

(125) 

重
を
求
め
る
権
利
と
は
区
別
さ
れ
た
形
で
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
独
自
に
保
護
す
る
も
の
な
の
か
が
問
題
と
な
る
。

例
え
ば
、
肖
像
権
が
独
自
に
保
護
す
る
利
益
と
し
て
、
私
的
な
領
域
で
は
な
い
、
公
的
な
領
域
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
に
つ
き
、
人
の
肖

像
を
保
護
し
う
る
か
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
破
毀
院
第
一
民
事
部
の
判
決
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
き
、
肖
像
権
の
侵
害
を

(126
)
 

認
め
た
。
こ
の
事
例
の
よ
う
に
、
公
道
の
よ
う
な
私
的
生
活
と
は
呼
べ
な
い
領
域
で
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
私
的
生
活
の

(127) 

尊
重
を
求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
と
は
直
接
的
に
は
呼
べ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
肖
像
権
の
独
自
性
の
一
っ
と
し
て
、
私
的
領
域
で
は

函）

な
い
場
面
で
の
人
の
肖
像
の
保
護
と
い
う
側
面
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
で
は
、
本
人
の
肖
像
そ
れ
自
体
を
利
益
の
客
体
と
し

(129
)
 

て
も
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
私
的
生
活
の
保
護
を
中
心
と
す
る
民
法
典
九
条
と
の
間
に
麒
輛
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

(
＿
）
肖
像
権
が
独
立
し
た
権
利
で
あ
る
と
す
る
見
解
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者
が
、
別
個
独
立
の
権
利
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

―
-
）
小
括

こ
れ
に
対
し
、
肖
像
権
と
い
う
独
立
し
た
権
利
は
存
在
せ
ず
、
肖
像
権
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
は
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め

(130
x
131
)

(

1

3

2

)

 

る
権
利
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
も
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
学
説
は
、
近
時
は
多
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(133) 

ま
た
、
肖
像
は
、
私
的
生
活
に
対
す
る
侵
害
の
手
段

(
m
o
y
e
n
)
で
し
か
な
い
と
の
評
価
も
あ
る
。
こ
の
見
解
で
は
、
肖
像
権
と
い
う
の

で
し
か
な
く
、
実
際
に
重
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
。
こ

は
、
換
喩

(
m
e
t
o
n
y
m
i
e
)

れ
ら
の
肖
像
権
に
対
す
る
批
判
は
、
肖
像
権
と
い
う
枠
組
み
が
、
必
ず
し
も
保
護
す
べ
き
利
益
と
し
て
の
肖
像
を
う
ま
く
把
握
で
き
て
い

な
い
と
い
う
点
を
前
提
に
し
て
い
る
。

函）

一
方
で
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
、
前
述
の
破
毀
院
判
決
に
対
抗
で
き
て
い
な
い
と
の
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
で
、
近
時
、
次

の
よ
う
な
破
毀
院
の
判
決
が
登
場
し
た
。
す
な
わ
ち
、
破
毀
院
第
一
民
事
部
の
二

0
0
八
年
五
月
二
二
日
の
判
決
は
、
私
的
領
域
で
撮
影

が
行
わ
れ
た
写
真
を
出
版
し
た
こ
と
に
つ
き
、
「
私
生
活
を
侵
害
す
る
よ
う
な
人
の
写
真
の
出
版
は
、
肖
像
を
尊
重
す
る
権
利
を
当
然
に

(136) 

侵
害
す
る
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
、
民
法
典
九
条
に
沿

っ
て
肖
像
権
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
肖
像

権
を
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
し
て
の
肖
像
権
と
考
え
る
余
地
を
残
す
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
下
級
審
で
は
二
つ
同
時
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

(137) 

指
摘
も
あ
る
。

（二
）
肖
像
権
の
独
立
性
を
認
め
な
い
見
解

―
つ
の
権
利
の
侵
害
し
か
生
じ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
と
の

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
肖
像
権
と
が
、
民
法
典
九
条
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
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（
＿
）
同
意
の
位
置
づ
け

(138
)
 

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
肖
像
権
侵
害
の
判
断
基
準
と
し
て
、
本
人
の
同
意
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
本
人
の
同
意

が
、
肖
像
権
の
侵
害
の
成
否
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
そ
の
同
意
の
位
置
づ
け
、
態
様
、
限
界
等
が
問
題
と

な
り
う
る
。

(139) 

人
の
肖
像
を
利
用
す
る
場
合
、
本
人
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
肖
像
権
に
対
す
る
侵
害
が
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
権
侵
害
を

否
定
す
る
事
由
と
し
て
、
本
人
の
同
意
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
人
の
同
意
は
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
、
肖
像
権

に
対
す
る
侵
害
の
主
要
な
例
外
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
と
並
ぶ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
肖
像
権
は
、
す

第
四
節

破
毀
院
に
お
い
て
は
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
と
は
別
に
、
肖
像
権
侵
害
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

両
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
権
利
で
あ
り
、
個
別
に
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
と
、
肖
像

権
と
し
て
独
自
に
保
護
す
る
利
益
と
は
何
か
が
明
示
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
生
じ
る
。
そ
こ
で
は
、
公
的
領
域

に
お
け
る
肖
像
権
と
い
う
枠
組
み
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
肖
像
と
い
う
利
益
の
保
護
が
、
ま
さ
に
、
客
観
的
な
肖
像
そ
の
も
の
と
い
う
利

益
の
保
護
を
意
味
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
肖
像
権
を
独
立
し
た
権
利
と
せ
ず
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
一
元
化
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
こ
の
立
場
も
、
近

時
で
は
有
力
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
前
提
と
な
る
の
は
、
肖
像
権
と
い
う
枠
組
み
が
、
そ
の
保
護
す
べ
き
利
益
を
捉
え
る
こ
と
が
で

本
人
の
同
意
（
許
可
）

の
意
義

き
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。
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べ
て
の
人
が
、
自
ら
の
肖
像
の
許
可
な
き
利
用
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
有
す
る
、
と
の
ル
ー
ル
か
ら
導
か
れ
る
。

こ
の
本
人
の
同
意
な
き
肖
像
の
利
用
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
た
め
に

(
p
u
b
i
c
i
t
a
i
r
e
)
用
い
ら
れ
る
場
合
も
同
様
の
扱
い
と
な
り
、
そ
れ

は
、
有
名
人

(
c
e
le
b
r
e
)

で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
同
じ
で
あ
る
。
有
名
人
で
あ
る
場
合
、

一
定
の
写
真
撮
影
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
も
解
し
う
る
が
、
す
べ
て
の
人
は
、
第
三
者
が
自
ら
の
肖
像
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
反
対
す
る
権
利
を
有
す
る
の
で
あ
る

(141) 

か
ら
、
有
名
人
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
そ
の
利
用
は
肖
像
権
の
侵
害
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
同
意
が
、
侵
害
を
否
定
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
合
、
次
の
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、

几
又
こ
、

一
舟
し

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
、
不
法
行
為
に
つ
き
、
被
害
者
の
承
諾
が
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
が
、
肖
像
権
侵
害
で
の
本
人
の
同
意
が
、
こ
の
よ
う
な

一
般
的
な
、
被
害
者
の
承
諾
と
同
様
の
レ
ベ
ル
の
議
論
で
あ
る
か
は
定
か

で
は
な
い
。
肖
像
権
侵
害
は
、
民
法
典
九
条
に
よ
る
解
決
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
損
害
賠
償
と
、

(142) 

害
賠
償
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
仮
に
、
こ
の
同
意
が
、
肖
像
権
あ
る
い
は
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
特
有

他
方
、
こ
こ
で
の
本
人
の
同
意
は
、
特
に
肖
像
（
の
利
用
に
関
す
る
）
権
利
の
譲
渡
と
結
び
付
け
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
不
法

行
為
責
任
を
阻
却
す
る
た
め
の
み
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
鑑
み
る
と
、
こ
こ
で
の
同
意
の
問

題
は
、
肖
像
権
と
い
う
権
利
が
、
肖
像
本
人
に
帰
属
し
、
そ
の
権
利
行
使
が
本
人
を
基
準
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ

ま
た
、
肖
像
本
人
の
同
意
．
承
諾
は
、
肖
像
権
の
性
質
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、

(143
)
 

肖
像
権
が
人
格
権
の
一
種
で
あ
る
と
の
理
解
が
あ
る
た
め
、
肖
像
本
人
の
同
意
に
意
義
を
見
出
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

゜
、つ な

も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
な
理
由
が
必
要
で
あ
る
。

一
般
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
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（
二
）
同
意
の
態
様
明
示
・
黙
示
の
同
意

こ
の
本
人
の
同
意
は
、
書
面
で
あ
る
必
要
性
は
な
く
、
口
頭
で
も
構
わ
な
い
が
、
原
則
、
明
示
の
同
意
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

(144)

（

145
)

（

146) 

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
同
意
は
、
基
本
的
に
本
人
の
み
が
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
同
意
は
、
前
も
っ
て
行
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
。
そ
れ

(147
)
 

は
、
十
分
に
事
実
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

（濁）

こ
の
よ
う
な
同
意
に
つ
い
て
は
、
厳
格
に
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
、
肖
像
の
譲
渡
契
約
の
場
面
が
多
い
。
す

な
わ
ち
、
報
酬

(
r
e
m
u
n
e
r
a
t
i
o
n
)

に
対
す
る
同
意
の
場
面
で
あ
る
。

(149) 

そ
れ
で
は
黙
示
の
同
意
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
解
す
か
。
同
意
は
、
黙
示
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
黙
示
の
同
意
と
は
、

(150
)
 

単
に
同
意
す
る
際
に
、
黙
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
あ
る
人
が
、
公
人
で
あ
る
こ
と
や
公
共
の
場
に
い
る
こ
と
が
、
そ
の
人

(151
)
 

の
黙
示
の
承
諾
と
呼
べ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
公
人
で
あ
る
こ
と
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ペ
ー
ス

(
u
n
 lieu public)

に
い
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
肖
像
や
私
的

(152
)（

153
)
 

生
活
に
つ
い
て
の
権
利
を
放
棄
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
フ
ラ
ン
ス

(154
)
 

法
で
は
、
公
的
な
場
所
や
、
公
人
の
生
活
の
中
に
、
私
的
な
要
素
を
見
出
し
、
そ
れ
に
対
す
る
侵
害
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
的
な

場
所
や
公
人
で
あ
る
こ
と
が
、
直
ち
に
黙
示
の
同
意
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
肖
像
権
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
破
毀
院
は
、

一
般
的
に
、
写
真
の
態
様
で
区
別
し
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
散
歩
中
の
写
真

(155) 

の
よ
う
な
写
真
で
あ
っ
て
も
、
肖
像
権
の
侵
害
を
認
め
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
人
が
、
常
に
、
黙
示
の
同
意
を
与
え
う
る
よ
う
な
意
識
を
有
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
性
質
を
有
し
、
肖
像
が
合
法
で
あ
る
の
は
、

(156
)
 

同
意
の
問
題
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

よ
り
高
次
元
の
利
益
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
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五
）
小
括

（三
）
同
意
の
限
界

例
え
ば
、
遺
伝
的
な
疾
患
を
公
に
注
意
喚
起
す
る
た
め
、
車
イ
ス
の
一

―
歳
と
一

三
歳
の
二
人
の
子
供
を
番
組
で
撮
影
し
た
画
像
が
、

(157
)
 

遺
伝
的
疾
患
に
つ
い
て
の
教
科
書
に
利
用
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
破
毀
院
は
、
「
人
の
肖
像
の
出
版
は
、
そ

の
人
が
有
名
人
で
あ
っ
て
も
、
撮
ら
れ
た
写
真
の
状
況
が
仕
事
を
し
て
い
る
間
で
あ
っ
て
も
、
写
真
の
利
用
方
法
ご
と
に
明
示
的
な
許
可

(158
)
 

が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
の
利
用
に
関
す
る
、
本
人
の
同
意
は
、
そ
れ
を
利
用
す
る
方
法
毎
に
必
要
で
あ
る

(159) 

こ
と
に
な
る
。

次
に
、
写
真
を
撮
影
す
る
こ
と
の
同
意
が
、
写
真
の
利
用
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
の
か
、
以
前
に
得
ら
れ
た
同
意
が
現
在
に
お
い
て

(160) 

も
同
意
と
な
り
う
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
厳
密
に
は
、
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
で
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
指
摘

(161) 

さ
れ
る
が
、
当
該
肖
像
の
当
該
利
用
に
関
す
る
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

さ
ら
に
、

一
定
の
範
囲
で
の
利
用
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
同
意
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
同
意
は
、
同
意
外
の
肖
像
の
利
用
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
子
供
の
肖
像
の
利
用
に
つ
き
、
子
供
本
人
の
同
意
．
承
諾
に
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
、
子
供

が
同
意
す
ら
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
同
意
の
限
界
と
し
て
評
価
す
る
こ
と

(162) 

が
で
き
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
本
人
の
同
意
（
許
可
）
が
、
肖
像
権
侵
害
の
判
断
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
要
件
と

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
、

こ
こ

で
は
、
同
意
の
限
界
を
確
認
す
る
。
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(164
)
 

(
-
）
肖
像
権
の
人
格
権
的
性
質

J

の
点
を
確
認
す
る
。

こ
の
同
意
に
つ
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
厳
格
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
肖
像
を
第
一二
者
が
利
用
す
る
場
合
に
は
、
基

本
的
に
は
、
そ
の
承
諾
が
、
そ
の
都
度
ご
と
に
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
法
の
立
場
は
、
本
人
の
同
意
に
、
極
め
て
重
要
な

一
方
、
こ
の
同
意
の
責
任
阻
却
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
明
確
で
は
な
く
、
ま
た
、
同
意
が
、
肖
像
の

利
用
や
譲
渡
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
点
は
、
肖
像
権
の
権
利
と
し
て
の
意
味
を
考
え
る
う
え
で
も
有
益
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、

こ
の
よ
う
に
同
意
を
重
要
視
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

子
供
の
同
意
・
承
諾
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

同
意

・
承
諾
そ
の
も
の

が
機
能
し
な
い
と
い
う
場
合
が
存
在
し
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
複
数
の
人
が
入
る
写
真
に
お
い
て
、
本
当
に
全
員
の
同
意

(163
)
 

が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
指
摘
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

肖
像
権
の
保
護
根
拠
と
そ
の
性
質

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
肖
像
権
の
性
質
も
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
肖
像
権
の
性
質
は
、
肖
像
権
を
保
護
す
る
根
拠
を
提
示
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
性
質
に
応
じ
た
肖
像
の
利
用
を
射
程
と
し
て
い
る
。
肖
像
の
譲
渡
の
よ
う
な
現
代
的
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、

(165) 

古
く
は
、
所
有
権
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
肖
像
権
は
、
人
の
肖
像
の
保
護
に
対
す
る
権
利
で
あ
る
た
め
、
そ
の
人
の
人
格
の

(166) 

延
長
線
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
権
は、

人
格
権
の

一
種
で
あ
り
、
絶
対
的
な
権
利
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て

(167) 
る
。
こ
の
よ
う
な
肖
像
が
そ
の
人
の
人
格
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
の
捉
え
方
が
、
ま
さ
に
肖
像
権
を
保
護
す
る
根
拠
と
し
て
意
味
を
持

第
五
節

役
割
を
与
え
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

し
て
重
要
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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商
業
目
的
に
も
適
さ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

つ
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
理
解
と
は
対
照
的
に
、
肖
像
は
、
人
格
の
自
律
し
た
属
性

(attribut)

で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
。
い
く
つ
か

(168
)
 

の
指
摘
が
あ
る
が
、
人
の
肖
像
そ
れ
自
体
が
、
専
ら
直
接
的
に
そ
の
者
の
個
人
的
な
情
報
を
伝
え
て
い
る
の
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
前
述
し
た
肖
像
権
を
独
立
し
た
権
利
と
し
て
把
握
し
な
い
見
解
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
肖
像
権
は
、
人
の
人
格

の
属
性
そ
の
も
の
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
産
的
・
非
財
産
的
利
益
を
保
護
す
る
役
割
し
か

(169) 

持
た
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
保
護
の
根
拠
と
な
る
人
格
権
は
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
有
す
る
。
そ
の
権
利
が
、
人
格
権
（
と
し
て
の

性
質
）

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
そ
の
権
利
が
、
譲
渡
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
商
業
目
的
に
適
さ
な
い
こ
と
、
本
人

(170) 

の
死
亡
に
よ
り
権
利
が
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
、
等
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
権
利
が
、
人
格
権
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の

よ
う
な
性
質
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
、
重
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
な
判
例
に
お
い
て
、
肖
像
権
は
、
本
人
の
死
亡

(111
)
 

に
よ
っ
て
消
滅
す
る
と
判
断
し
た
判
決
も
存
在
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
性
質
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
損
害
賠
償
の
議
論

に
止
ま
ら
ず
、
権
利
そ
の
も
の
移
転
や
消
滅
を
議
論
し
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
肖
像
権
が
人
格
権
の
一
種
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
権
利
は
、
本
人
の
死
亡
に
よ
り
消
滅
し
、
譲
渡
も
不
可
能
で
あ
り
、

と
こ
ろ
が
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
肖
像
権
の
譲
渡
契
約
や
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
等
の
商
業
的
な
利
用
が
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
人
格
権
の
性
質
で
あ
る
譲
渡
不
可
性
に
反
し
た
性
質
を
、
肖
像
権
は
有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

財
産
的
な
性
質
を
有
し
た
と
し
て
も
、
伝
統
的
な
立
場
は
、
そ
れ
で
も
、
肖
像
権
の
根
源

(la
r
a
c
i
n
e
)

は
、
非
財
産
的
な
も
の
で
あ
る
と

(172) 

説
明
さ
れ
る
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ま
た
、
前
述
し
た
同
意
と
の
観
点
か
ら
、
人
格
的
な
性
質
を
帯
び
た
肖
像
は
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
本
人
の
同
意
に
よ
っ
て
自
由
に
処

(113
)
 

分
で
き
る
の
か
と
い
う
点
も
問
題
と
な
る
。

（
二
）
肖
像
権
の
財
産
的
な
性
質

こ
の
点
に
関
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
学
説
で
は
、
古
く
か
ら
、
肖
像
権
は
、
人
格
権
的
な
性
質
の
み
で
は
な
く
、
財
産
権
的
な
性
質
を
有

(114
)
 

す
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
権
は
、
人
格
権
と
し
て
の
地
位
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
は
、
肖
像
の
財
産
的
な
側
面
に
対
し
、
判
例
に
よ
る
保
護
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
肖
像
権
は
、
絶
対
的
《
a
b
s
o
l
u
》
な
権
利
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
有
権
と
同
様
の
財
産
権
的
な
性
質
を
有
す
る
、

(177) 

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(178) 

た
だ
し
、
肖
像
権
の
財
産
化
に
つ
い
て
は
、
多
数
は
反
対
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
反
対
す
る
理
由
は
、
人
間
の
身
体

(corps

h
u
m
a
i
n
)

の
商
品
化

(
M
a
r
c
h
a
n
d
i
s
a
t
i
o
n
)

へ
の
反
対
で
あ
る
。

(179) 

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。

つ
ま
り
、
人
の
肖
像
は
、
身
体
や
人
間
の
延
長
で
あ
り
、
商
業
の
対
象

こ
れ
に
対
し
、
肖
像
権
の
財
産
化
を
擁
護
す
る
立
場
は
、
所
有
権
の
対
象
と
し
て
の
身
体
を
認
め
、
身
体
を
生
物
的
な
素
材
と
し
て
把

(180
)
 

握
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
と
い
う
利
益
が
本
人
に
帰
属
す
る
の
も
ま
た
、
身
体
の
所
有
と
い
う
観
点
か
ら
肯
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
必
ず
し
も
損
害
賠
償
の
み
を
念
頭
に
置
い
た
議
論
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
財
産
権
的
な
性
質
は
、

肖
像
の
商
業
的
な
利
用
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
レ
ベ
ル
の
議
論
も
含
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
は
、
単
に
肖
像
権
が
、
抽
象
的
に
人
格
権
で
あ
る
の
か
財
産
権
で
あ
る
の
か
を
争
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
起
き
て
い

(182) 

る
肖
像
に
関
す
る
紛
争
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
主
要
な
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
権
は
、
契
約
の
対
象
と
な
り
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(183) 

う
る
の
か
と
い
う
問
題
が
存
在
し
、
こ
の
問
題
が
、
そ
の
構
成
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
知
的
財
産
権
と
の
類
似
性

一
方
、
近
時
は
、
肖
像
権
の
こ
の
よ
う
な
性
質
に
つ
き
、
知
的
財
産
法
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
肖

像
権
は
、
知
的
財
産
権
の
よ
う
に
、
立
法
に
よ
り
権
利
保
持
者
に
排
他
的
な
権
利
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と

類
似
す
る
機
能
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
知
的
財
産
の
よ
う
に
、
権
利
保
持
者
の
事
前
の
許
諾
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
利
用
で
き

(184) 

な
い
と
い
う
点
に
も
表
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
成
り
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
肖
像
と
い
う
利
益
が
保
護
さ
れ
、
な
ぜ
本
人

に
帰
属
す
る
の
か
と
い
う
点
は
、
ま
さ
に
、
知
的
財
産
法
で
な
さ
れ
て
い
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

(185) 

破
毀
院
は
、
肖
像
権
の
問
題
に
つ
い
て
、
知
的
財
産
法
の
適
用
を
し
て
い
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
肖
像
権
は
、
人
格
権
の
一
種
で
あ
る
と
捉
え
る
の
が
、
伝
統
的
な
考
え
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
、

肖
像
権
の
保
護
を
正
当
化
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
人
格
権
的
な
性
質
を
認
め
る
こ
と
は
、
単
に
損

害
賠
償
を
正
当
化
す
る
以
上
の
意
味
を
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
近
時
は
、
肖
像
権
の
現
実
的
な
実
態
に
鑑
み
て
、
そ
の
財
産
的
な
性
質
を
認
め
る
見
解
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
は
、

人
格
権
的
な
性
質
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
財
産
権
的
な
性
質
を
両
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
で

は
、
人
の
肖
像
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
本
人
に
帰
属
す
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
身
体
の
所
有
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
肖
像
は
、
本
人
が
所
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
権
利
が
帰
属
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

四
）
小
括
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こ
の
よ
う
な
肖
像
権
の
問
題
で
は
、
本
人
の
同
意
．
承
諾
が
、
侵
害
の
成
否
に
あ
た

っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の

に
な
ろ
う
。

一
方
、
近
時
で
は
、
破
毀
院
に
お
い
て
、
採
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
知
的
財
産
権
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
見
解
で
は
、
肖
像
権
の
正
当
化
も
知
的
財
産
法
と
同
様
の
議
論
が
な
さ
れ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
性
質
も
ま
た
、
知
的
財
産
法
の
影

本
稿
で
は
、

ま
た
、

い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
は
、

同
意
な
く
、

自
ら
の
肖
像
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
反
対
す
る
権
利
を
有
す

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
同
意
な
く
肖
像
が
利
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
肖
像
権
侵
害
と
し
て
民
法
典
九
条
違
反
に
な
り
、
損
害
賠
償
が

認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
肖
像
を
利
用
さ
れ
な
い
と
い
う
利
益
が
保
護
す
べ
き
利
益
と
し
て
認
め
ら
れ

て
お
り
、
そ
こ
で
の
人
と
は
、
本
人
と
の
同

一
性
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
実
質
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、

像
そ
の
も
の
を
客
観
的
な
利
益
と
捉
え
、
そ
れ
に
対
す
る
絶
対
的
な
保
護
を
与
え
て
い
る
と
も
解
し
う
る
が
、
他
方
で
、
肖
像
に
対
す
る

一
方
で
、
肖

一
定
の
行
為
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
利
益
と
も
解
し
う
る
。

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
肖
像
権
が
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
は
、
別
個
の
権
利
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

第
六
節

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
か
ら
独
立
し
て
肖
像
権
と
い
う
領
域
が
存
在
し
、
固
有

の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
と
の
異
同
を
明
確
に
す
る
た

め
、
肖
像
権
と
し
て
ど
の
よ
う
な
利
益
を
独
自
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
点
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
参
考

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
検
討

響
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
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不
法
行
為
法
に
お
い
て
「
肖
像
権
」
と
い
う
問
題
設
定
を
す
る
こ
と
は
、
不
法
行
為
責
任
の
レ
ベ
ル
で
は
、
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上

保
護
さ
れ
る
利
益
と
い
う
一
要
件
の
該
当
性
を
検
討
す
る
問
題
で
あ
っ
て
、
肖
像
権
と
い
う
権
利
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
不

法
行
為
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
肖
像
権
と
い
う
問
題
を
不
法
行
為
責
任
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
場
合
、
そ
れ
は
、
肖
像

第
一
節

肖
像
権
と

い
う
問
題
の
枠
組
み
の
再
設
定

第
四
章

考
察

議
論
は
、
自
ら
の
肖
像
が
肖
像
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
同
意
．
承
諾
が
、

そ
の
肖
像
の
譲
渡
契
約
と
関
連
し
て
議
論
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
こ
の
同
意
は
、
厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
同
意
．
承

諾
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
供
の
よ
う
な
同
意
．
承
諾
に
対
す
る
能
力
が
な
い
者
を
対
象
と
す
る
肖
像
を
ど
の
よ
う

に
扱
う
の
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
鑑
み
る
と
、
同
意
．
承
諾
そ
の
も
の
を
過
大
視
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
阻
却
事
由
と
し
て
の
同
意
．
承
諾
と
い
う
視
点
に
お
い
て
も
、
そ
の
位
置
づ
け
は
、
必
ず
し
も
明
朗
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
肖
像
権
の
性
質
に
つ
い
て
も
、
人
格
権
、
財
産
権
、
知
的
財
産
権
に
争
い
が
あ
り
、
特
に
、
現
実
の
肖
像
権
の
譲
渡
等
の
問

題
に
対
し
て
、
性
質
と
生
じ
て
い
る
問
題
の
解
決
と
の
間
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
近
時
で
は
、
肖
像
権
と

知
的
財
産
権
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
肖
像
権
の
性
質
に
お
け
る
議
論
は
、
肖
像
権

が
保
護
さ
れ
る
べ
き
根
拠
を
議
論
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
権
利
の
性
質
を
不
法
行
為
に
限
定
さ
れ
な
い
形
で
論
じ
て
お
り
、
肖
像

権
と
い
う
権
利
と
し
て
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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わ
が
国
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

第
二
節

肖
像
権
が
保
護
す
べ
き
利
益
の
再
検
討

も
関
連
す
る
形
で
の
権
利
が
議
論
し
得
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

権
で
あ
る
か
ど
う
か
と
と
も
に
、
そ
の
成
否
の
判
断
に
お
い
て
、
加
害
行
為
（
侵
害
態
様
・
行
為
態
様
）
と
の
衡
量
が
必
要
な
点
に
特
徴

(186) 

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

わ
が
国
で
は
、
甚
本
的
に
は
、
肖
像
権
の
議
論
の
中
心
は
、
不
法
行
為
法
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
肖
像
権
と
い
う
問
題
設
定
が
意
味
す
る

と
こ
ろ
は
、
加
害
行
為
に
照
ら
し
て
、
被
侵
害
権
利
・
被
侵
害
利
益
と
し
て
の
肖
像
権
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
あ

っ
た
。

一方、

フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
を
見
る
と
、
肖
像
権
と
し
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

必
ず
し
も
、
損
害
賠
償
を
認
め
る
た
め
の
被
侵
害
権

利
・
被
侵
害
利
益
と
し
て
の
肖
像
の
み
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
、
肖
像
の
無
断
利
用
に
対
し
て
損
害
賠
償
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
も
議
論
の
中
心
で
は
あ
る
が
、
肖
像
の
譲
渡
契
約
等
、
権
利
と
し
て
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら
肖
像
権
を
把
握
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
肖
像
権
と
い
う
問
題
領
域
が
、
必
ず
し
も
、
不
法
行
為
法
レ
ベ
ル
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
領
域
に

そ
し
て
、
わ
が
国
の
よ
う
に
不
法
行
為
法
レ
ベ
ル
で
の
肖
像
権
を
議
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
肖
像
権
と
い
う
権
利
•
利
益
が
ど
の
よ
う

な
内
容
を
有
す
る
権
利
•
利
益
で
あ
る
か
を
よ
り
直
接
的
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

。

肖
像
権
が
保
護
す
べ
き
利
益
と
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
肖
像
権
と
私
的
生
活
の
尊
重
を
求

め
る
権
利
と
の
区
別
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、
肖
像
権
は
、
独
自
に
ど
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
と
い
う

点
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（権
）
と
い
う
考
え
方
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
に
、
肖
像
権
と
し
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(187) 

て
の
固
有
の
保
護
法
益
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
生
じ
う
る
。

(188〉

学
説
に
お
い
て
は
、
肖
像
権
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
別
個
に
理
解
す
る
見
解
も
存
在
す
る
が
、
他
方
で
、
肖
像
権
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権

(189) 

の
一
部
と
考
え
る
見
解
も
存
在
す
る
。
い
ず
れ
の
立
場
に
せ
よ
、
肖
像
権
と
い
う
保
護
法
益
が
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し

（権
）
と
の
棲
み
分
け
も
自
然
と
決
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
肖
像
権
が
固
有
に
ど
の

（図）

よ
う
な
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
、
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。

わ
が
国
の
議
論
に
お
い
て
は
、
当
初
は
、
人
の
肖
像
の
法
的
保
護
に
つ
き
、
肖
像
に
対
す
る
撮
影
行
為
と
公
表
行
為
と
を
分
け
て
議
論

が
な
さ
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
公
表
行
為
に
つ
い
て
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
、
人
の
外
見
は
、
他
人
の
目
に
曝
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
、
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
、
こ
の
よ
う
に
、
他
人
の
姿
を
自
ら
の
目
に
映
す
こ
と
と
撮
影
行
為
と
が
明
確
に
は
区
別
で
き
な
い
以
上
、
撮

影
行
為
自
体
の
み
を
取
り
上
げ
違
法
行
為
と
は
い
え
な
い
と
す
る
見
解
が
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
現
在
の
支
配
的
な
見
解
の

よ
う
に
、
肖
像
の
撮
影
ま
で
を
禁
止
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
重
要
な
視
点
を
提
示
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
撮
影
を
禁

止
す
る
こ
と
に
よ
り
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
は
、
我
々
の
社
会
生
活
に
お
い
て
当
然
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
を
も
、
そ
の
対

(191) 

象
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
わ
が
国
の
支
配
的
な
見
解
に
お
い
て
も
、
公
的
な
ス
ペ
ー
ス
で
の
撮
影
等
に
関
し
て
は
、
責
任
の
阻
却
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
、
撮
影
さ
れ
な
い
利
益
を
保
護
す
べ
き
利
益
と
し
て
検
討
す
べ
き
か
は
、
よ
り
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
肖
像
と
い
う
利
益
に
つ
い
て
、
そ
の
客
観
的
な
利
益
の
把
握
が
現
在
で
は
主
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
撮

影

・
公
表
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
肖
像
と
い
う
利
益
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
肖
像
権
は
、
こ
の
よ
う
な
利
益
の
把
握
方
法
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
下
級
審
に
お
い
て
は
、
「
人
は
無

(192) 

断
で
そ
の
容
ぼ
う
・
姿
態
を
写
さ
れ
る
だ
け
で
苦
痛
を
感
ず
る
こ
と
が
あ
る
」
、
「人
が
自
己
の
容
貌
・

姿
態
を
そ
の
意
に
反
し
て
撮
影
さ

て
い
る
の
か
に
よ
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
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わ
が
国
の
現
在
の
支
配
的
な
学
説
に
お
い
て
、
肖
像
権
と
は
「
人
が
、
そ
の
肖
像
・
容
貌
．
姿
態
を
肖
像
本
人
の
意
に
反
し
て
、
み
だ

り
に
撮
影
さ
れ
た
り
、
描
か
れ
た
り
、
彫
刻
さ
れ
た
り
、
ま
た
そ
の
撮
影
さ
れ
た
写
真

・
ス
ケ
ッ
チ
・
胸
像
な
ど
を
み
だ
り
に
公
表
さ
れ

(194)

（

195) 

な
い
権
利
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
が
、
無
断
で
、
あ
る
人
の
姿
を
写
真
で
撮
影
し
た
り
、
撮
影
し
た
写
真
を

わ
が
国
の
判
例
に
お
い
て
も
、
最
判
昭
和
四
四
年

―
二
月
二
四
日
刑
集
第
二
三
巻

―
二
号
一
六
二
五
頁
は
、
肖
像
権
と
呼
ぶ
か
に
つ
い

、
、
、
、
、
、
、

て
は
留
保
し
つ
つ
、
「
個
人
の
私
生
活
上
の
自
由
の

一
っ
と
し
て
、
何
人
も
、
そ
の
承
諾
な
し
に
、
み
だ
り
に
そ
の
容
ぼ
う
・
姿
態
を
撮
影

さ
れ
な
い
自
由
を
有
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
承
諾
を
問
題
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
判
平
成
一
七
年
も
、

「
人
は
、
み
だ

公
表
す
る
こ
と
は
、
肖
像
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節

肖
像
権
に
お
け
る
本
人
の
同
意
の
位
置
づ
け

(193) 

れ
、
広
く
公
表
さ
れ
た
場
合
、
羞
恥
、
困
惑
な
ど
の
不
快
な
感
情
を
強
い
ら
れ
、
精
神
的
平
穏
が
害
さ
れ
る
」
、
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
、
本

人
の
主
観
的
な
面
に
利
益
の
中
心
を
お
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
現
在
の
わ
が
国
で
は
、
肖
像
を
公
表
・
利
用
さ
れ
な
い
利
益
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
保
護
す
べ
き
利
益
と
な
る
こ
と
に
異
論
は

み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
実
質
を
よ
り
具
体
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
示
的
で
は
な
い

が
、
肖
像
そ
の
も
の
を
保
護
す
る
絶
対
的
な
権
利
が
、
肖
像
権
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
で
、
一
定
の
行
為

か
ら
の
保
護
と
い
う
解
釈
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
わ
が
国
の
理
解
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権
は
、
絶
対
的
な
権
利
と
し
て
、

肖
像
そ
の
も
の
の
利
益
を
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
詳
細
に
検
討
す
る
と
、

一
定
の
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
利
益
と
し
て
構
成
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
肖
像
と
い
う
権
利
•
利
益
は
、
そ
れ
自
体
、
現
在
に
お
い
て
も
、
明
確
な
概
念
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
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肖
像
権
侵
害
に
特
有
の
要
件
だ
と
す
る
。

り
に
自
己
の
容
ぼ
う
等
を
撮
影
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
法
律
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
人
格
的
利
益
を
有
す
る
。
も

っ
と
も
、
：
・
・
:

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
者
の
容
ぼ
う
等
を
そ
の
承
諾
な
く
撮
影
す
る
こ
と
が
不
法
行
為
法
上
違
法
と
な
る
か
ど
う
か
は
：
・・
:
」
と
い
う
よ
う
に
、
本
人
の
承

諾
を
問
題
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
人
の
承
諾
が
あ
れ
ば
、
不
法
行
為
と
は
な
ら
な
い
と
い
え
、
こ
こ
で
の
承
諾
は
、
黙
示
の
も

(197
)
 

の
で
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
わ
が
国
の
学
説
・
判
例
に
お
い
て
も
、
本
人
の
同
意
．
承
諾
が
肖
像
権
侵
害
を
判
断
す
る
に
あ
た

っ
て
は
重
要
な
役
割
を

(198) 

果
た
し
て
お
り
、
こ
の
状
況
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
本
人
の
承
諾
が
あ
れ
ば
、
違
法
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
本
人
の
承
諾
・
同
意
が
、

一
般
的
な
被
害
者
の
承
諾
と
同
様
の
位
置
づ
け
な
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。

（堕

般
に
被
害
者
の
承
諾
は
、
正
当
防
衛
等
に
並
び
、
不
法
行
為
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
被
害
者
の
承
諾
が
、

(200
)
 

責
任
を
阻
却
す
る
事
由
と
し
て
効
果
を
発
生
す
る
た
め
に
は
、
被
害
者
が
、
損
害
の
意
味
内
容
を
十
分
理
解
す
る
能
力
を
有
し
て
お
り
、

(201
)
 

公
序
良
俗
に
反
せ
ず
、
行
為
の
時
に
承
諾
が
存
在
す
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
。

一
方
で
、
学
説
で
は
、

一
般
の
不
法
行
為
と
同
様
の
阻
却
事
由
と
し
て
の
被
害
者
の
承
諾
と
し
て
、
肖
像
権
に
お
け
る
承
諾
・
同
意
を

(202) 

位
置
づ
け
る
見
解
も
存
在
す
る
。
他
方
で
、
肖
像
権
侵
害
に
お
け
る
承
諾
・
同
意
の
意
義
に
つ
い
て
、
肖
像
権
侵
害
の
特
殊
性
を
強
調
す

る
立
場
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
竹
田
は
、

「肖
像
権
侵
害
に
限
っ
て
承
諾
の
な
い
こ
と
を
権
利
侵
害
の
要
件
と
す
る
の
は
、
人
の
容
貌
．

(203
)
 

姿
態
は
個
人
の
属
性
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
に
反
し
て
撮
影
・
掲
載
し
た
行
為
を
権
利
侵
害
と
す
る
考
え
を
基
調
と
す
る
」
と
し
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
肖
像
権
侵
害
に
お
け
る
承
諾

・
同
意
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
は
今
後
の
検
討
課
題
と
な
ろ

が
、
承
諾
や
同
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
肖
像
が
本
人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
導
け
な
い
と
い
う
点
は
、
注
意
が
必
要
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
が
自
明
な
も
の
と
い
え
る
か
は
、
肖
像
権
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
と
と
も
に
、
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
い
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（加）

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
肖
像
権
は
、
人
格
権
の
一
種
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
「
人
格
権
と
い
う
言
葉
は
、
は
な
は

だ
多
義
的
で
あ
り
、
・
・
・
・
・
・
人
格
権
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
者
や
実
務
家
の
あ
い
だ
に
、
か
な
ら
ず
し
も
共
通
の
理
解
が
あ
る
わ
け

(208)

（

209
)
 

で
は
な
」
＜
、
「
人
格
権
概
念
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
た
め
、
人
格
権
で
あ
る
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
に
、
ど
の
よ
う

な
意
義
が
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。

一
方
で
、
「
人
格
権
は
、
物
権
と
同
様
、
排
他
性
を
有
す
る
絶
対
権
で
あ
り
、
天
下
万
人
に
対
し
て

(210
)
 

主
張
で
き
る
権
利
」
で
あ
り
、

「
人
格
権
そ
の
も
の
は
譲
渡
で
き
ず
、
ま
た
債
権
者
代
位
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
」
と
す
る
見
解
も
あ
る

(211
)
 

が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
、
共
通
理
解
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
。

第
四
節

ま
た
、
仮
に
、
本
人
の
承
諾
や
同
意
を
要
す
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
承
諾
・
同
意
と
は
、
ど
の
よ
う
な
承
諾
で
あ
れ
ば
足
り
る
か
と
い

う
点
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
黙
示
の
承
諾
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
を
指
す
の
か
と
い
う
点
は
、
検
討
す
べ
き
問
題

（臨
）

と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
肖
像
権
侵
害
を
本
人
の
承
諾
・
同
意
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
は
、
次
の
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

本
人
の
同
意
を
要
求
す
る
と
、
「
人
が
公
的
場
所
に
い
る
場
合
や
公
的
行
事
に
参
加
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
お
よ
そ
人
の
姿
態
を

函）

撮
影
す
る
と
き
は
、
被
写
体
た
る
人
の
承
諾
を
得
な
い
限
り
肖
像
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
」
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
り
、
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
を
見
る
と
、
子
供
の
肖
像
の
よ
う
に
、
同
意
や
承
諾
が
ス
ム
ー
ズ
に
機
能
し
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
同
意
や
承
諾
と
い
う
問
題
も
、
そ
れ
の
み
を
重
視
す
る
こ
と
に
は
、

の
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

函）

え
る
。

肖
像
権
を
保
護
す
る
根
拠
と
肖
像
権
の
性
質

一
定
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的
な
性
質
と
い
う
も
の
が
、
問
題
と
な
り
得
る
。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
人
格
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
次
の
二
点
を
区
別
し
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
も
、
人
格
権
が
そ
の
権
利
・
利
益
の
正
当
化
根
拠
と
な
る
一
方
で
、
人
格
権
で
あ
る

こ
と
か
ら
導
か
れ
る
性
質
が
あ
っ
た
。
わ
が
国
で
も
同
様
の
視
点
か
ら
の
分
析
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
肖
像
権
を
保
護
す
る
根
拠
と
し
て
の
人
格
権
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
意
味
で
人
格
権
が
用
い
ら

れ
る
場
合
も
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
法
行
為
法
上
の
被
侵
害
権
利

・
被
侵
害
利
益
と
し
て
肖
像
権
を
認
め
る
た
め
に
、
人
格
権

(214
)
 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
持
ち
得
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
肖
像
権
の
場
合
に
は
、

肖
像
と
い
う
利
益
が
、
本
人
に
帰
属
す
る
積
極
的
な
根
拠
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
身
体
の
自
己
所
有
に
よ
る
所
有
権
的
構

(215
)（

216
)
 

成
や
、
知
的
財
産
権
的
構
成
も
、
有
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
、
第
二
に
、
肖
像
権
の
人
格
権
的
な
側
面
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
権
と
い

う
権
利
を
認
め
た
う
え
で
も
、
そ
の
よ
う
な
権
利
が
、
権
利
と
し
て
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
、
人
格
権

い
る
。 こ

の
よ
う
な
人
格
権
的
な
理
解
に
対
し
て
は
、
「
人
の
人
格
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
民
法
上
法
的

権
利
利
益
と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
導
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
肖
像
権
が
人
格
に
不
可
欠
な
の
か
、
そ
し
て
人
格
に
不
可
欠
で

(212
)
 

あ
れ
ば
な
ぜ
民
法
上
法
的
保
護
に
値
す
る
の
か
を
き
ち
ん
と
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
」
り
、
「
人
格
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う

一
言
で
肖
像
権
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
が
説
得
力
を
欠
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
批
判
が
存
在
し
て
い
が
。

ま
た
、
近
時
で
は
、
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
と
の
関
係
で
、
そ
の
財
産
的
性
質
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
と
い
う
点
も
問
題
と
な
っ
て
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残
さ
れ
た
課
題

本
稿
で
は
、
肖
像
権
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
肖
像
権
は
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

利
益
は
、
な
ぜ
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
を
検
討
し
て
き
た
。
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
が
、
本
稿

で
の
検
討
か
ら
、
肖
像
権
侵
害
と
い
う
問
題
で
は

、

そ
の
被
侵
害
権
利
・
被
侵
害
利
益
の
判
断
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
権
利
•
利
益
に

対
す
る
侵
害
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
を
考
慮
要
素
に
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
肖
像
権
の
被
侵

害
権
利
・
被
侵
害
利
益
が
、
撮
影
さ
れ
な
い
利
益
や
公
表
さ
れ
な
い
利
益
だ
と
す
る
と
、
撮
影
や
公
表
と
い
う
加
害
行
為
が
ど
の
よ
う
な

(217
)
 

態
様
で
行
わ
れ
た
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
の
分
析
が
今
後
は
必
要
で
あ
り
、
表
現
の
自
由
や
報

道
の
自
由
と
の
調
整
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
問
題
も
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

の
点
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
。

注(1
)
太
田
晃
洋
「
判
解
」

「最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成

一
七
年
度

（下
巻
）」（
法
曹
会
、

二
0
0
八
）
七
八
七
頁
。
中
島
基
至

「判
解
」
曹
時

六
五
巻
五
号
（
二

0
一
四
）
一
五
八
頁
は
、
最
判
平
成
―
一
四
年
に
つ
い
て
、
「
肖
像
に
関
す
る
人
格
的
利
益
を
権
利
と
し
て
初
め
て
承
認
し
た
と
い
う
意
味

に
お
い
て
も
、

『肖
像
権
j

に
つ
い
て
の
判
例
法
理
上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
肖
像
権
は
、
精
神
的
価
値
に
着
目
し
て
構
成
さ
れ
る

権
利
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
の
指
摘
は
、
民
法
七

0
九
条
に
お
け
る
「
利
益
」
と

「権
利
」
と
の
間
に
一
定
の
差
異
を
見
出
す
見
解
を
前
提
に
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
の
当
否
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
の
重
要
な
視
点
は
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
肖
像
権
と
い
う
枠
組
み
で
人
の
肖
像
の
保
護
が
法
律

上
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
肖
像
権
は
精
神
的
な
価
値
を
保
護
法
益
と
す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
最
判
平
成
二
四
年
は
、
肖
像
等
を
「
み
だ
り
に
利
用
さ
れ
な
い
」
権
利
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
利
用
」
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る

か

（利
用
に
該
当
し
な
い
行
為
を
ど
の
よ
う
に
阻
酌
す
る
か
）
に
は
、

一
定
の
解
釈
の
幅
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

第
五
節
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―
二
六
I

―二
七
頁
、
橋
本
佳
幸

・
大
久
保
邦
彦
・
小
池
泰

『民
法
＞

事
務
管
理
・
不
当
利
得
・

(
2
)
窪
田
充
見
「
不
法
行
為
法
j

（
有
斐
閣
、

二
0
0
七
）

不
法
行
為
」（
有
斐
閣
、
二

0
1
―
)
-
―
二
頁
。

(3
)
五
十
嵐
清

「人
格
権
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
二

0
0
三
）
一
六
三
頁
、
大
家
重
夫
『
肖
像
権

〔改
訂
版
〕
」（
太
田
出
版
、

二
0
1
―
)
七、

一
八
頁
。
学

説
の
多
く
は
、
こ
の
定
義
に
従
っ
て
い
る
。
竹
田
稔

「プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
民
事
責
任
〔
増
補
改
訂
版
〕
J

(
判
例
時
報
社
、
一
九
九
八
）
―
-
六
四
頁
も
、

類
似
の
定
義
で
あ
り
、
「
何
人
も
み
だ
り
に
そ
の
容
貌

．
姿
態
を
撮
影
さ
れ
た
り
、
撮
影
さ
れ
た
肖
像
写
真
を
公
表
さ
れ
な
い
権
利
」
と
す
る
。

(4
)
五
十
嵐
清
「
人
格
権
論
」
（
一

粒
社
、
一
九
八
九
）
七
二
頁
、
同
・
前
掲
注

(
3
)
「
人
格
権
法
概
説
j

―
六
六
頁
、
大
家
・
前
掲
注

(
3
)
二
五
頁
。

(5
)
わ
が
国
に
お
け
る
肖
像

「権
」
と

い
う
議
論
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
議
論
の
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で

の
「
権
」
と
い
う
意
味
は
、
民
法
七

0
九
条
に
い
う
、
「
他
人
の
権
利
ま
た
は
法
律
上
保
護
す
べ
き
利
益
」
に
該
当
す
る
か
と
い
う

一
要
件
を
議
論
し
て
い

た
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
権
と
い
う

「
権
利
」
が
権
利
行
使
の
対
象
と
な
る
こ
と
な
ど
は
、
想
定
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

(
6
)
松
井
茂
記

「肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由
(
-
)
」
民
商

一
―
一
七
巻
二
号
（
二

0
0
1―
)
一
五
六
頁
。
久
保
野
恵
美
子
「
判
評
」
重
判
解
平
成
一
一
四
年
度

（二

0
一三）

八
五
頁
も
、
同
旨
と
考
え
ら
れ
る
。

(7
)
松
井
・
前
掲
注

(6
)
「
肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由

(
-
)」

一
六
九
頁
。

(8
)
松
井
・
前
掲
注

(6
)
「肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由

(-)」

一
八
一

頁。

(9
)
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る

droit
a
 !'im
a
g
e
 
(
肖
像
権
）
と
い
う
問
題
を
、
本
論
文
で
は
検
討
の
中
心
と
す
る
。
わ
が
国
で
は
、
不
法
行
為
法
で
の
議
論
が

中
心
で
あ
っ
た
肖
像
権
と
い
う
問
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
不
法
行
為
法
の
枠
組
み
に
限
定
し
た
議
論
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
人
の

肖
像
が
契
約
の
対
象
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
等
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て、

droit
a
 !'im
a
g
e
を
わ
が
国
に
い
う
肖
像
権
と
い
う
枠
組
み
で
検
討
で
き

る
か
は
‘
―
つ
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
従
来
の
用
法
に
従
い
、
肖
像
権
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
人
の
肖
像
を
、
不
法
行
為
法
上
の
保
護
す
べ
き
利
益
か
ら
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
。

(10
)
高
橋
康
之

「人
格
権
の
比
較
法
的
研
究
フ
ラ
ン
ス
」
比
較
二
四
号
(
-
九
六
三
）
二
四
頁
以
下
、
三
島
宗
彦

「人
格
権
の
保
護

J

(
有
斐
閣
、

一
九
六

五
）
九

0
頁
以
下
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
レ
ジ

ェ
、
山
野
目
章
夫
訳

「肖
像
権
の
保
護
」
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
レ
ジ
エ
、
ジ
ョ
ラ
ル
ジ
ュ
・
リ
ー
ブ
、
植
野
妙
実
子
、

山
内
惟
介
、
山
野
目
章
夫
訳
「
フ
ラ
ン
ス
私
法
講
演
集
」（
中
央
大
学
出
版
部
、

一
九
九
五
）
、
柴
崎
暁
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
私
的
生
活

・
名
巻

・
情
報

保
護
（
そ
の
こ
」
山
形
法
政
論
叢
八
号
(

l

九
九
七
）

一
頁
以
下
、
大
石
泰
彦
「
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
法
」（
現
代
人
文
社
、

一
九
九
九
）
二
〇

一
頁
以
下

〔初
出

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
私
生
活
の
保
護
」
青
法
三
二
巻
二
号
〕
、
北
村

一
郎

「私
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
ー
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

《
人

の
法
11

権
利
》
の
復
権
ー
」
北
村
一
郎
編

「現
代
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
法
の
展
望
l

（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
）
ニ
―

五
頁
以
下
、
皆
川
治
廣

『プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
の
保
護
と
限
界
」
（
北
樹
出
版
、
二

0
0
0
)
、
石
井
智
弥
「
人
格
権
固
有
の
利
益
の
保
護
」
専
大
院
三
二
号
(
―

1
0
0
1
―
-
）
一
頁
以
下
、
山
口
俊
夫
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「
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
（
下
）
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0
0
四
）
三
二
七
頁
以
下
、
上
井
長
久
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
私
的
生
活
の
保
護
に
つ
い
て
」
明

治
大
学
杜
会
科
学
研
究
所
紀
要
四
四
巻
一
号
(
―

1
0
0
五
）
一
七
一
頁
以
下
、
江
藤
英
樹
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
表
現
の
自
由
お
よ
び
私
生
活
保
障
に
つ
い

て
の
考
察
」
法
論
七
九
巻

一
号
（
二
0
0
六
）
八
五
頁
以
下
、
大
村
敦
志
「
「人
」
の
優
越
」
同
「
学
術
と
し
て
の
民
法
I

二
0
世
紀
フ
ラ
ン
ス
民
法
学

か
ら
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0
0
九
）―

二
四
頁
以
下
、
内
野
正
幸
「
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
論
の
断
面
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
」
「
表
現
・
教
育
・
宗
教
と

人
権
」
（
弘
文
堂
、
二

0
I
0
)
八
六
頁
以
下
、
曾
我
部
真
裕

「
「自
己
像
の
同
一
性
に
対
す
る
権
利
」
に

つ
い
て
」
論
叢
一
六
七
巻
六
号
（
二

0
1
―
)
-

頁
以
下
〔
同

「反
論
権
と
表
現
の
自
由
」
（
有
斐
閣
、
二

0
二
ニ
）
所
収
〕
。
石
井
智
弥

「フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
人
格
権
保
護
の
発
展
ー
尊
重
義
務
の
生

成
（
五
）
」
茨
人
五
四
号

（二

0
―
二
）

一
頁
以
下
等
参
照
。

(11
)
わ
が
国
に
お
け
る
問
題
意
識
に
照
ら
せ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
議
論
は
、
不
法
行
為
責
任
（
民
事
責
任
）
の
観
点
か
ら
も
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、

G
.
V
i
n
e
y
,
 Traite d

e
 /a condition d
e
 la responsabilite civile,
 4e

d
,
 LG

D
J
,
 20

1
3
;
 P
h
i
r
i
p
p
e
 le 
T
o
u
r
n
e
a
u, 
D
r
o
i
t
 d
e
 la re, 

sponsabi/ite et d
es c
o
n
trats 
2
0
1
4¥
2
0
1
5
.
 
R
e
g
i
m
e
s
 d
'
i
n
d
e
m
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 l
O
e
d
,
 D
a
l
l
o
z
`
20
1
4
｀
竿
す
の
臣
d
畢
責
任
の
皿
訊
珀
翌
晋
に
一
ホ
砥
吹
を
碑
t

て
い
る
。

(12)
五
十
嵐
清
「
人
格
権
」
加
藤
一
郎
編

「注
釈
民
法

(19
)」
（
有
斐
閣、

一
九
六
五
）

一
八

一
頁
で
も
、
肖
像
権
は
、
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
た
権
利
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
明
治
期
に
お
い
て
、
人
の
肖
像
が
法
律
上
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
岩
田
新
「
肖
像
櫂
論
（
二
）
」
新
報

五
0
巻
一

0
号

(-
九
四

0
)

一
五
八
三
頁
以
下
参
照
。

(13)
菱
谷
精
吾
「
不
法
行
為
論
」
（
清
水
書
店、

一
九
0
五
）
五
七
ー
五
八
頁
は
、
肖
像
権
は
、
名
岩
権
の
支
分
し
た
も
の
と
す
る
。
団
野
新
吉
「
損
害
賠
償

論
」
（
巌
松
堂
、
一
九

―――
-）

五
八
二
頁
も
同
様
で
あ
る
が
、
自
ら
の
見
解
か
は
定
か
で
は
な
い
。

(14)
今
井
嘉
幸
「
｛
為
影
拒
絶
櫂
」
法
協
二
二
巻
二
号
(
-
九

0
四
）
二
六
0
頁
以
下
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
外
国
法
、
特
に
ド
イ
ツ
法
の
強

い
影
響
が
み
ら
れ
、
論
文
に
お
い
て
も
、
外
国
法
を
紹
介
し
た
部
分
で
あ
る
の
か
、
著
者
の
主
張
で
あ
る
か
、
明
示
的
で
は
な
い
こ
と
を
留
保
し
て
お
く
。

(1
5)
今
井
嘉
幸
•
前
掲
注

(1
4)
二
七
0
ー

ニ
七

一
頁
。

(16)
乾
政
彦
「
肖
像
櫂
(
-
)
」
法
協
二
九
巻
六
号
(
-
九
―
-
）
八
八
七
頁
。

(17
)
乾
政
彦
「
肖
像
櫂
（
三
）
」
法
協
二
九
巻
九
号

(-
九
―

-
）
一

四
二
四
頁。

(1
8)
乾

•
前
掲
注

(
1
7)「肖
像
櫂

（
三
）」
一
四
二
五
頁
。

な
お
、
同
「
肖
像
櫂
（
四
）
」
法
協
二
九
巻
一
0
号
(

-
九

―
-
）
一
六
ニ
ニ
頁
で
は
、
肖
像
権

に
つ
き
、
肖
像
に
つ
い
て
の
利
益
を
財
産
的
利
益
と
非
財
産
的
利
益
と
に
区
別
し
た
後
、
こ
れ
を
―
つ
の
権
利
の
中
に
認
め
る
見
解
と
、
財
産
的
利
益
を
保

護
す
る
財
産
権
と
非
財
産
的
利
益
を
保
護
す
る
非
財
産
権
と
を
区
別
す
る
見
解
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
肖
像
権
は
、
非
財
産
的
な
利
益
を
重
視
す

る
た
め
、
財
産
的
な
利
益
を
独
立
さ
せ
る
必
要
性
は
な
い
と
す
る
。

(
1
9
)乾
•
前
掲
注

(1
7)
「肖
像
櫂
（
三
）
」
一
四
二
六
頁
。
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(
2
0
)
乾
•
前
掲
注

(
1
7
)「肖
像
権
（三
）」

一
四
二
六
ー

一
四
二
七
頁
。

(2
1
)乾
•
前
掲
注

(1
7)
「肖
像
櫂
（
三
）」
一
四
二
七
ー

一
四
二
八
頁
。

(2
2
)乾
•
前
掲
注

(1
8)
「肖
像
櫂

（四
）」
一
六
二
八
頁
。

た
だ
し
、
頒
布
と
交
付
と
で
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
区
別
は
で
き
な
い
と
す
る
。

(2
3)
乾
•
前
掲
注

(1
8)
「肖
像
櫂
（
四
）
」
一
六
二
六
頁
。

(2
4)
乾

•
前
掲
注

(
1
8)「肖
像
櫂

（四
）」
一
六
二
三
頁
。

(2
5)
乾
•
前
掲
注

(1
8)
「
肖
像
櫂
（四
）」
一
六
二
九
頁
。
な
お
、
同
一
六
三
二
頁
は
、
本
人
の

同
意
な
く
肖
像
が
利
用
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
肖
像
権

侵
害
に
当
た
ら
な
い
場
合
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
四
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
る
と
、
人
物
が
風
景
や
場
所
の
描
写
と
し
て
表

現
さ
れ
た
場
合
は
、
特
定
の
人
格
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
た
め
、
侵
害
に
は
該
当
し
な
い
と
す
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

(
2
6
)乾•
前
掲
注

(
1
8
)「肖
像
櫂
（
四
）」
一
六
二
五
頁
。

(
2
7
)乾•
前
掲
注

(
1
8
)「肖
像
櫂
（
四
）
」
一
六
三
七
頁
。

(2
8)
し
た

が
っ
て
、
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
現
在
か
ら
み
れ
ば
肖
像
権
の
問
題
と
し
て
捉
え
う
る
も
の
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る

。

例
え
ば
、
五
十
嵐
•
前

掲
注

(
4
)
「
人
格
権
論
j

二
七
八
頁
は
、

名
巻
毀
損
が
問
題
と
な

っ
た
東
京
地
判
昭
和
三
一

年
八
月
八
日
下
民
集
七
巻
八
号
ニ

―
二
五
頁
を
現
在
か
ら
み

た
肖
像
権
の
事
例
と
し
て
挙
げ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、
現
在
か
ら
み
る
と
肖
像
権
侵
害
の
事
例
と
呼
べ
る
も
の
が
存
在
す
る
可
能
性
は
あ
る
。

な
お
、
五
十
嵐
•
前
掲
注

(3
)
「人
格
権
法
概
説
」

一
六
四
頁
の
脚
注

(
3
6)は
、
戦
前
の
わ
が
国
で
は
、

学
説
・
判
例
と
も
肖
像
権
を
認
め
る
こ
と

に
消
極
的
で
あ

っ
た
と
す
る
。

(2
9)
乾

•

前
掲
注

(1
8)
「肖
像
櫂

（四
）」
一
六
三
二
頁
の
指
摘
は

、
肖
像
権
侵
害
の
例
外
と
し
て
、
風
景
に
映
り
こ
ん
だ
と
き
の

よ
う
に
、
個
人
を
特
定
で

き
な
い
よ
う
な
場
合
を
認
め
る
が
、
こ
こ
で
の
個
人
を
特
定
で
き
な
い
と
い
う
視
点
も
ま
た
、
個
人
の
特
定
と
い
う
人
格
的
な
要
素
が
入
っ
て
い
る
と
み
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

(30)
団
野

・
前
掲
注

(13)
五
八
二
頁
は
、
人
が
そ
の
肖
像
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
学
説
は
一
致
し
て
い
な
い
と
評
価
す
る
。
ま
た
、

岩
田
新
「
肖
像
櫂
論
(
-
)
」
新
報
五

0
巻
九
号
（
一
九
四

0
)

一
三
七
八
頁
は
、
大
正
時
代
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
検
討
は
、
外
国
法
の
紹
介
に
す
ぎ
な

い
と
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。

(31
)
岩
田
・
前
掲
注

(30
)
「肖
像
櫂
論

(
-
)
」
一
三
七
九
頁
で
は
、

「権
利
」
侵
害
要
件
を
厳
格
に
解
し
な
い
見
解
が
流
行
し
た
た
め
、
肖
像
権
自
体
の
発

達
が
阻
害
さ
れ
た
と
考
え
う
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
前
述
の
、
撮
影
行
為
と
公
表
行
為
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
粟
生
武
夫
「
人
格
櫂
法
の
登
達
」（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
二
九
）
八

一
頁
の
脚
注

(2
)

に
お
い
て
、
必
ず
し
も
粟
生
の
見
解
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

「肖
像
櫂
は
、
肖
像
の
陳
列
や
複
製
・
頒
布
を
制
限
す
る
権
利
で
、
撮
影
そ
の
も
の
に
封
し
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て
も
同
意
櫂
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
、
名
脊
櫂
の
作
用
」
で
あ
り
、
同
意
な
き
撮
影
で
は
、
肖
像
権
の
侵
害
と
は
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
、
沼
義
雄

「債
櫂
各

論
（
下
）
」（
巌
松
堂
、
一
九
四
三
）
三
六
八
頁
も
、
肖
像
権
を

「自
己
の
肖
像
に
対
す
る
利
益
を
内
容
と
す
る
権
利
に
対
し
て
排
他
独
占
的
の
性
質
を
有
す

る
も
の
」
と
し
た
う
え
で
、
個
人
の
利
益
も
、
団
体
共
同
の
利
益
の
た
め
に
犠
牲
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
程
度
は
、
肖
像
の
作
成
に
止
ま
る
べ
き
で
あ

り
、
頒
布
は
侵
害
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
肖
像
権
の
主
要
な
る
権
能
は
権
利
者
が
自
ら
自
己
の
肖
像
を
頒
布
す
る
こ
と
を
他
人
に
禁
ず
る
こ
と
で
あ
る
と

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
撮
影
行
為
と
公
表
行
為
と
を
区
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
肖
像
権
侵
害
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
は
、
そ
れ
以
前
の
学

説
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(32)
鳩
山
秀
夫

「日
本
債
櫂
法

（
各
論
下
）
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
二

0
)
八
七
五
ー
八
七
六
頁
。
他
に
も
梅
原
重
厚
「
不
法
行
為
概
説
j

(
巌
松
堂
、

一
九
三

七
）
一
六
五
頁
も
、
名
脊
を
害
す
る
場
合
を
除
け
ば
、
肖
像
櫂
侵
害
は
成
立
し
な
い
と
す
る
。

石
田
文
次
郎
「
民
法
大
要
（
債
権
各
論
）
j

（有
斐
閣
、

一
九
三
八
）

一
三
九
頁
、
同

「債
権
各
論
講
義
」
（
弘
文
堂
、
一

九
――
―九
）
―
-
七
八
頁
も
「
何
人

も
其
意
思
に
反
し
て
写
生
又
は
写
真
撮
影
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
利
益
を
有
す
る
。
し
か
し
、
公
的
生
活
を
な
す
も
の
、
ニ
ュ
ー
ス
の
関
係
者
に
は
肖
像

櫂
が
な
い
か
ら
、
肖
像
権
の
侵
害
が
生
ず
る
の
は
、
他
人
の
肖
像
を
無
断
に
て
陳
列
頒
布
す
る
こ
と
が
其
人
に
対
す
る
侮
辱
と
な
る
よ
う
な
場
合
で
あ
」

り
、
「
名
誉
権
に
含
め
て
も
よ
い
」
と
す
る
。
石
田
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
と
い
う
よ
う
に
、
本
人
の
意
思
を
肖
像
権
侵
害
の
枠
組
み

に
用
い
て
い
る
点
、
さ
ら
に
、
名
巻
毀
損
の
対
象
と
な
る
行
為
が
、
陳
列
頒
布
す
る
行
為
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同

「債
櫂
各
論
j

（
早
稲
田
大
学
出
版
会
、

一
九
四
七
）
二
六
九
頁
に
お
い
て
、
「
肖
像
と
は
容
姿
の
模
写
で
あ
っ
て
、
何
人
も
其
の
意
思
に
反
し
て
写
生
又
は

写
真
撮
影
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
利
益
を
有
し
て
い
る
」

と
し
て
お
り
、
撮
影
さ
れ
た
こ
と
自
体
を
保
護
利
益
と
し
て
い
る
。

(33
)
末
弘
厳
太
郎

『債
櫂
各
論
」（
有
斐
閣
、
一
九
一
八
）
一
〇
二
三
ー

一
0
二
四
頁
。

(3
4)
末
弘

•
前
掲
注
(
3
3)1
0
三
―

-|

1
0
二
四
頁
。

(35)
川
添
清
吉

「民
法
講
義
J

(
巌
松
堂
、
一
九
三
六
）
三
六
六
頁
も
、
身
体
権
の
侵
害
と
し
て
肖
像
権
を
把
握
す
る
。

た
だ
し
、
末
弘
は
、
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
り
、
自
ら
公
衆
の
面
前
に
登
場
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
撮
影
の
許
可
を
認
容
す
る
意
思
あ
る
も
の
と
す
る
。

(36)
勝
本
よ
り
前
に
、
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
権
を
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、

中
島
弘
道

「民
法
通
論
J

(
清
水
書
店
、

一九――

五
）
八
三
二
頁
。

(37
)
宗
宮
信
次

「
名
労
権
論
」
（
有
斐
閣
、
一

九
三
九
）
ニ
ニ
四
頁
。

(38)
た
だ
し
、
宗
宮
・
前
掲
注

(37
)
ニ
ニ
五
頁
は
、
風
景
等
の
よ
う
に
特
定
人
と
し
て
、
そ
の
肖
像
を
利
用
し
て
い
な
い
場
合
は
、
肖
像
権
侵
害
は
生
じ
な

い
と
す
る
。

(39)
勝
本
正
晃

「日
本
著
作
櫂
法
」
（巌
松
堂
、
一
九
四

0
)。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
前
提
と
し
て
、
旧
著
作
権
法
二
五
条
の
存
在
が
あ

っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
お
く
。
勝
本
は
、
こ
の
規
定
は
、
著
作
権
財
産
権
に
限
っ
た
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
し
て
い
る
。
一

方
、
旧
著
作
権
法
二
五
条
は
、

「他
人
ノ
嘱
托
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二
依
リ
著
作
シ
タ
ル
写
真
肖
像
ノ
著
作
権
ハ
其
ノ
嘱
托
者
二
属
ス
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
が
、
肖
像
権
を
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
も

あ
る
。
斉
藤
博

「人
格
価
値
の
保
護
と
民
法
」
（
一
粒
社
、
一
九
八
六
）
参
照
。

(40
)
勝
本
・
前
掲
注
（
39)

―
-―-九頁
。

(41)
勝
本
・
前
掲
注
（
39)

―
-―-九頁
。

(42)
勝
本
・
前
掲
注

(39)

一
三
八
頁
。

(43)
勝
本

・
前
掲
注

(39)

一
三
八
頁
。

(44)
岩
田
・
前
掲
注

(30)
「
肖
像
櫂
論
（

一
）
」
―
-
―-
八
四
頁
は
、
こ
の
勝
本
の
記
述
は
、
公
表
的
人
格
権
と
し
て
の
公
表
権
と
人
格
権
と
し
て
の
肖
像
櫂
の

公
表
的
人
格
権
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
妥
当
す
る
と
す
る
。

(45)
岩
田
・
前
掲
注

(30)
「
肖
像
櫂
論
(
-
)
」

一
三
八

一
頁
。
こ
こ
で
も
、
勝
本
と
同
様
に
、
旧
著
作
権
法
時
代
の
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
留
保
し
て
お
く
。

(46)
岩
田
・
前
掲
注

(30)
「肖
像
櫂
論
（
一
）
」

一
三
八
五
頁
。

(47)
岩
田
・
前
掲
注

(30)
「肖
像
櫂
論
（
一
）
」
一
三
八
六
頁
。

(48)
岩
田
・
前
掲
注

(30)
「肖
像
櫂
論
(
-
)
」
一

三
八
六
頁
。

(49)
岩
田
・
前
掲
注

(30)
「
肖
像
櫂
論
(
-
)
」
一
三
九

0
|
―
三
九
三
頁
。

(50)
岩
田
・
前
掲
注

(30)
「
肖
像
櫂
論

（一）」

―-
―-
九
―
一
頁
。

(
5
1
)五十
嵐
•
前
掲
注

(
1
2
)「人
格
権
」

一
八

一
頁
。
加
藤
一
郎

「不
法
行
為
J
(
有
斐
閣
、
一
九
五
七
）

―
二
九
頁
も
、
他
人
の
肖
像
の
使
用
も
、
公
共
性

の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
、
違
法
性
を
帯
び
る
と
し
て
お
り
、
本
人
の
承
諾
を
問
題
と
し
て
い
る
。

(52)
前
田
達
明

「民
法
VI
（
不
法
行
為
法
）
」
（
青
林
書
院
、
一
九
八

0
)
1
0
三
頁
、
四
宮
和
夫

「事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
（
中
巻
）
j

（
青
林
書

院
、
一
九
八
―
―
-）
三
二
九
頁
、
川
井
健

「民
法
教
室
不
法
行
為
法
〔
第
二
版
〕
」
（
日
本
評
論
社
、

一
九
八
八
）
九
三
ー
九
四
頁
。

(53)
撮
影
行
為
自
体
が
違
法
で
あ
る
た
め
、
当
然
に
公
表
行
為
も
違
法
と
な
る
と
判
断
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
撮
影
行
為

と
公
表
行
為
と
を
区
別
す
る
実
益
も
乏
し
い
と
考
え
ら
れ
る

。

他
方
、
五
十
嵐
・
前
掲
注

(
4
)「人
格
権
論
j
七

――
―
頁
、
同
•
前
掲
注
(
3
)「人
格
権
法

概
説
」

一
七

0
|
＿
七
一
頁
で
は
、
従
来
、
無
断
撮
影
に
つ
い
て
は
、
肖
像
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
多
か
っ
た
と
し
つ
つ
、

「た
し
か
に
、

恋
人
の
肖
像
を
ひ
そ
か
に
描
い
て
所
蔵
し
て
い
て
も
、
公
開
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
肖
像
権
の
侵
害
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
観
念
が
次
第
に
高
ま
り
、
他
方
で
撮
影
技
術
が
異
常
に
進
歩
す
る
に
つ
れ
、
写
真
撮
影
だ
け
で
肖
像
権
の
侵
害
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た。

．．．．．． 
撮
影
自
体
を
違
法
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
救
済
手
段
と
し
て
、
写
真
屋
そ
の
原
版
の
廃
棄
や
引
渡
の
請
求
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
」

と
し
、
技
術
の
促
進
に
伴
い
、
撮
影
自
体
も
違
法
と
な
っ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
。
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(54
)
竹
田
・
前
掲
注

(
3
)
二
六
三
ー
ニ
六
四
頁
は
、

「肖
像
、
す
な
わ
ち
人
の
顔
容
又
は
社
会
通
念
上
特
定
人
で
あ
る
こ
と
を
識
別
し
う
る
身
体
的
特
徴
は
、

性
別
・
年
齢
・
職
業
・
身
分
等
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
の
人
格
価
値
と
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
判
例
・
学
説
と
も
肯
定
し
、
既
に
わ

が
国
社
会
に
定
着
し
て
い
る
」
と
し
、
「
肖
像
は
、
人
格
的
利
益
に
止
ま
ら
ず
、
肖
像
権
、
す
な
わ
ち
、
何
人
も
み
だ
り
に
そ
の
容
貌
．
姿
態
を
撮
影
さ
れ

た
り
、
撮
影
さ
れ
た
肖
像
写
真
を
公
表
さ
れ
な
い
権
利
で
あ
り
、
人
格
権
の
一
っ
と
し
て
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
す
る
。
花
本
広
志
「
人

格
権
の
財
産
的
側
面
」
独
協
四
五
号
(
-
九
九
七
）
二
四
四
頁
、
二
四
九
頁
は
、
「
氏
名
・
肖
像
等
の
ペ
ル
ソ
ナ
は
個
人
の
人
格
の
構
成
部
分
で
あ
る
か
ら
」
、

「個
人
は
そ
の
氏
名
・
肖
像
等
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
誰
に
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
せ
る
か
を
決
定
す
る
権
利

（自
己
決
定
権
と
し
て
の
人
格
権
）
を
有
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
自
己
決
定
権
と
し
て
の
肖
像
権
と
把
握
す
る
。

(55)
松
井
茂
記

「
肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由

（ニ
・
完
）
」
民
商
―
二
七
巻
三
号
（
二

0
0
二
）
三
二
五
頁
、
三
二
七
頁
。

(56
)
松
井
・
前
掲
注

(55)
「
肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由
(
―
-
）
」
三
四
四
頁
。

(57)
松
井
・
前
掲
注

(6
)
「
肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由
（
一

）
」
一
五
八
頁
。

(58)
松
井
・
前
掲
注

(55)
「
肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由
（
二
）
」
三
二
五
ー
三
二
六
頁
、
平
野
裕
之

「民
法
総
合
6

不
法
行
為
法
〔
第
三
版
〕
」
（
信
山
社
、

=
I
O
I―
―
-
）
―
二
七
頁
、
内
藤
篤
•
田
代
貞
之
「
パ
プ
リ

シ
テ
ィ
権
概
説
〔
第
三
版
〕j
（
木
鐸
社
、
―1
0
一
四
）
五
七
頁
。

ま
た
、
潮
見
佳
男

「不
法
行
為

法
I

〔第
二
版
〕
」（
信
山
社
、
二
0
0
九
）
二

0
五
頁
は
、
平
穏
生
活
権
、
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
し
て
把
握
す
る
。

(59)
本
稿
で
は
、

「
人
」
の
肖
像
の
保
護
を
検
討
の
中
心
に
据
え
る
た
め
、
わ
が
国
の
い
わ
ゆ
る

「物
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
」
と
呼
ば
れ
る
問
題
や
、
プ
ラ
ン
ド

イ
メ
ー
ジ
の
保
護
の
問
題
は
、
検
討
の
対
象
外
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
領
域
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
上
は
、
肖
像
権
の
問
題
と
し
て
、
人
の
肖
像
と
同
時
に

検
討
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
、
検
討
の
対
象
か
ら
除
く
。
P
h
i
r
i
p
p
e
le
 T
o
u
r
n
e
a
u
,
0
p
.
 cit.
,
 n°

1
6
3
3
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
き
、
フ
ラ
ン

ス
法
で
は
、
著
作
権
法
等
の
保
設
の
対
象
と
な
ら
な
い
限
り
、
物
の
肖
像

(!'im
a
g
e
d
e
s
 b
i
e
n
s
)

は
、
所
有
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
し
て
、
保
護
さ
れ

て
い
な
い

(
C
a
s
s
.
A
s
s
e
m
b
l
e
e
.
 

p
l
e
n
i
e
r
e
,
 

7
 m
a
i
 2
0
0
4
)
。
た
だ
し
、
わ
が
国
と
同
様
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
は
、
い
ま
だ
明
確
な
結
論
が
得

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ン
セ
イ
ユ
デ
タ
で
は
、
反
対
の
結
論
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る

(C
E
,
2
9
 o
c
t
 2
0
1
2
,
 RT

D
.
 c
o
m
.
 2
0
1
3
,
 p2

7
1
,
 ob

s
.
 

F
.
 

Poll
a
u
d
,
D
uli
a
n
)
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
麻
生
典
「
物
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
」
吉
田
克
己
編

「財
の
多
様
化
と
民
法
学
」
（
商
事
法
務
、

二
0
一
四
）
三

八
一
頁
以
下
も
参
照
。

(60)
以
下
の
検
討
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
肖
像
権
の
学
説
に
お
け
る
議
論
や
判
例
を
網
羅
的
に
紹
介
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

こ
の
点
は
、

G
.
V
i
n
e
y
,
0
p
.
 cit.
,
 n。2

5
9
,
で
も
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
や
肖
像
権
に
関
す
る
民
事
責
任
の
判
例
は
、
き
わ
め
て

(e
x
tr
e
m
e
,

m
e
n
t
)

農
富
で
あ
る
と
す
る
。

(61
)
一
般
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
、
報
道
の
自
由
や
、
よ
り
高
次
元
で
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
肖
像
権
侵
害
が
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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例
え
ば
、

C
a
s
s
.
civ. ze, 
1
8
 d
e
c
e
m
b
r
e
 2
0
0
3
,
 Bull. civ. 
II, 
n
。404;
D
.
 2
0
0
2
,
 2
0
0
4
,
 note. R
a
v
a
n
a
s
は、

X
の
出
Eftが
、
弊
品
宗
監
置

(
g
a
r
d
e
a
 vu
e
)
 

の
際
に
造
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
民
法
典
九
条
に
よ
り
差
止
を
求
め
た
事
案
で
、
破
毀
院
は

「司
法
上
の
尋
問
の
際
に
造
ら
れ
た
デ
ジ
タ
ル
写
真
は
、
私
的

尊
重
を
求
め
る
権
利
の
侵
害
に
該
当
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
、
司
法
野
察
官
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
、
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
要
件
内
で
用
い
ら
れ
て
い

る
」
と
し
て
、
請
求
を
棄
却
し
た
事
案
が
あ
る
。

こ
の
点
、
注
目
す
べ
き
判
決
が
近
時
登
場
し
た
。

C
a
s
s
.
civ. 
1
,e
,
 20
 d
e
c
e
m
b
r
e
 2
0
0
0
,
 D
.
 2
0
0
1
,
 s
o
m
m
.
 p
l
9
9
0
,
 n
o
t
e
 
A. L
e
p
a
g
e
;
 D
.
 2
0
0
1
,
 p
8
8
5
 e
t
 

887; J
C
P
2
0
0
1
,
 II, 
1
0
4
8
8
,
は
、
出
E

像
企
罹
侵
宝
E

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間

(
p
e
r
s
o
n
n
e
h
u
m
a
i
n
e
)

の
尊
厳
を
尊
重
す
る
と

い
う
留
保
の
も
と
で
、
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由

(
L
a
l
i
b
e
r
t
e
d
e
 c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 d
e
s
 i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
)

は
、
当
該
事
件
に
関
わ
っ
た
人
の

肖
像
の
出
版
を
可
能
に
す
る
（
正
当
化
す
る
）
」
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
肖
像
が
本
人
の
同
意
な
く
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、

C
a
s
s
.
civ. 
1
 re, 
2
0
 f
e
v
r
i
e
r
 2
0
0
1
,
 D
,
2
0
0
1
,
 n°15, p
l
l
9
9
,
 n
o
t
e
 J
,
P
'
G
r
i
d
e
l
;
 J
C
P
.
 

2
0
0
3
.
 I
L
 1
0
5
3
3
,
 n
o
t
e
 J，
R
a
v
a
n
s
;
 G
a
z
.
 Pal. 2
0
0
2
 
(mai'juin). p
6
4
1
;
 C
a
s
s
.
 civ'ire, 
1
2
 juillet 
2
0
0
1
,
 D
.
 2
0
0
2
;
 C
a
s
s
,
c
i
v
.
 2e, 
3
0
 j
u
i
n
 2
0
0
4
,
 Bull. 

civ. 2
0
0
4
,
 II, 
n
。340,
p. 
2
8
6
;
 D.
 2
0
0
4
.
 IR, p
2
3
5
0
;
 J
C
P
.
 2
0
0
4
.
 I
V
.
 2
8
2
0
,
 ~
-
wい
ャ
‘
J
9碑
匹
却3云
J
わ
｝
ヤ
ヽ
ね
～

h

ノ
、
ヰ
巫
配
玖
芦
匹
の
古
は
追
吻
レ

J
ー
）
て
一
｛
疋
の
古
士
場
が
碑
叩
古
＞

一

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
特
に
後
者
の
判
決
は
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
人
は
、
自
ら
の
肖
像
に
つ
い
て
排
他
的
・
絶
対
的
な
権
利
を
有
し
、
前
も
っ
て
同
意
が

な
い
場
合
に
は
そ
の
肖
像
の
利
用
等
に
対
し
反
対
す
る
権
利
を
有
す
る
が
、
こ
の
権
利
は
、
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
と
結
び
つ
か
な
け
ば
な
ら

ず
、
し
た
が
っ
て
、
伝
え
る
べ
き
正
当
な
利
益
を
公
が
有
す
る
場
合
そ
の
権
利
は
生
じ
な
い
と
し
た

(le
p
u
b
l
i
c
 a
 u
n
 i
n
t
e
r
e
t
 l
e
g
i
t
i
m
e
 a
 et
r
e
 i
n
f
o
r
m
e
)
 

と
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(62)
曾
我
部
・
前
掲
注

(
1
0
)
-
|
-
―頁
も
、
「
肖
像
権
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
に
関
連
す
る
権
利
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
、
公
の
場
に
お
け
る
容
貌
の
撮
影
・
公
表
も
肖
像
権
の
保
護
範
囲
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
ず
、
そ

の
保
護
の
根
拠
は
な
お
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。

(
6
3
)
乾
•
前
掲
注

(
1
6
)八九
0
頁
、
高
橋
・
前
掲
注

(
1
0
)
五
0
頁
、
五
二
頁
、
柴
崎
・
前
掲
注

(
1
0
)七頁
、
大
石
・
前
掲
注

(
1
0
)二0
七
頁
、
北
村
・

前
掲
注

(10)
―
二

八
頁
、
皆
川
・
前
掲
注

(10)
三
五
頁
以
下
、
村
上
孝
止

「勝
手
に
撮
る
な
ー
肖
像
権
が
あ
る
1

・
〔増
補
版
〕j

（
青
弓
社
、
二

0
0
六）

一
九
ー―

1
0
頁
。
な
お
、
村
上
孝
止

「
肖
像
権
と
そ
の
周
辺
」
久
留
米
三
九
号
（
二

0
0
0
)
―
一九
頁
で
は
、
「
判
例
主
義
を
と
っ
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一

九
世
紀
の
半
ば
に
は
、
撮
影
も
公
表
も
承
諾
を
必
要
と
す
る
と
い
う
判
例
が
す
で
に
固
ま
っ
て
い
た
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
同
一
＝
二
頁
で
は
、

「
写
真
や

絵
画
で
人
物
を
扱
う
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
本
人
の
承
諾
を
必
要
と
す
る
と
い
う
判
例
が
一
八

0
0
年
代
の
中
ご
ろ
に
は
確
立
し
て
い
た
」
と
指
摘
す

る。
簡
単
に
は
、

le
droit a
 /'image d
e
s
 p
e
r
s
o
n
n
e
s
 et d

e
s
 bi e
n
s
 p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 p
o
u
r
 u
n
e
 reform, p2. s
s
 0
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(64
)
肖
像
権
を
初
め
て
認
め
た
判
決
と
し
て
わ
が
国
で
も
著
名
な
判
決
で
あ
る
一
八
五
八
年
の
R
a
c
h
e
l
事
件
が
あ
る
。
女
優
の
臨
終
の
肖
像
画
と
写
真
を
親

族
に
無
断
で
雑
誌
に
掲
載
し
た
事
案
で
あ
り
、
裁
判
所
は
、
「
あ
る
人
の
臨
終
の
顔
は
、
た
と
え
そ
の
人
が
有
名
で
あ
っ
て
も
、
家
族
の
同
意
な
し
に
公
表

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
表
に
反
対
す
る
権
利
は
絶
対
権
で
あ
る
」
と
し
た
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
乾
•
前
掲
注

(1
6)
八
八
八
頁
に
お
い
て

、

す
で

に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
本
判
決
以
外
に
も
、

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

0
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
裁
判
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(65)
例
え
ば
、
リ
ヨ
ン
控
訴
院
一
八
八
七
年
七
月
八
日
判
決
は
、
肖
像
写
真
を
許
諾
を
得
ず
に
、
コ
ピ

ー
し
て
販
売
し
た
事
案
に
お
い
て
、
「
肖
像
写
真
の
ネ

ガ
と
現
像
写
真
は
撮
影
さ
れ
た
人
が
そ
の
所
有
権
を
有
す
る
」
と
判
断
し
た
。

セ
ー

ヌ
民
事
裁
判
所
一
九

0
五
年
二
月
一

0
日
判
決
は
、
医
療
上
の
教
育
目

的
で
撮
影
し
た
画
像
を
無
断
で
映
画
会
社
が
そ
れ
を
一
般
に
公
開
し
た
事
案
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、

「す
べ
て
の
人
は
、
自
己
の
肖
像
、
自
己
の
顔
立
ち
、

自
己
の
肖
像
写
真
に
対
し
て
、
所
有
権
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
所
有
権
の
所
持
者
は
自
己
の
肖
像
写
真
の
公
表
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
写
真
が
損

害
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
で
、
本
人
の
意
に
反
し
て
、
公
表
さ
れ
た
場
合
、
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
」
と
し
た
。

(
6
6
)乾•
前
掲
注

(1
6)
八
九
0
頁
で
は
、
「
人
は
自
由
に
し
て
覇
束
せ
ら
る
る
所
な
き
が
故
に
自
己
以
外
に
自
已
の
主
な
く
自
己
自

ら
自

己
自
身
の
主
た
り

従
て
人
は
自
己
自
身
の
上
に
神
聖
に
し
て
且

つ
移
韓
す
べ
か
ら
ざ
る
の
櫂
利
即
ち
人
格
権
を
有
す
人
格
権
は
自
己
自
身
の
主
権
な
り
自
己
自
身
の
独
占
権

な
り
既
に
人
が
自
己
自
身
の
独
占
権
を
有
す
る
以
上
は
其
の
一
部
分
た
る
自
己
の
容
貌
の
独
占
権
有
す
と
」
と
す
る。

(67
)
古翌橋

・
前
掲
注

(10
)
五
一
頁
。

(
68
)
C

A

 Pa
r
i
s
,
 25
 o
c
t
o
b
r
e
 1
9
8
2
,
 D
.
 19

8
3
.
 p3

6
3
は
、
薪
土
侑
棒
i

と
人
格
権
と
の
両
方
を
根
拠
と
す
る
。

(
69
)
G
.
 Vi

n
e
y
.
 op
.
 cit.
,
 n。2

5
6
は
精
神
的
損
害
の
発
達
に
影
響
し
た
と
し
て
い
る
。

(70
)

A

 
B
e
rtr
a
n
d
,
 Dr

o
i
t
 a
 la 
vie
 privee et droit a
 /'image,
 Litec,
 19

9
9
,
 pl. s

s
.
 

(71
)
T

•
H
ass
ler
, 

L
e
 droit a
 /'imag
e
 d

e
s
 p
e
r
s
o
n
n
es: 
e
n
tre
 droit d
e
 la p
e
r
s
o
n
nalite e
t
 
p
r
opriete inte
lle
c
tuelle
,
 n。3
,
n
。1
5
,
L
e
x
is 
N
e
xis,
 p4;
 C
A
 Pa
r
i
s
,
 

6
 juill
e
t
 19
6
5
,
 Ga

z
.
 Pal. 

1
9
6
6
,
 p3

9
;
 C
A
 Pa
ri
s
.
 13
 m
a
r
s
 1
9
6
5
,
 JC

P
.
 19

6
5
,
 2,
 19

4
2
3
;
 T
G
I
 S
e
i
n
e
,
 24
 n
o
v
e
m
b
r
e
 1
9
6
5
:TC
P
1
9
6
6
.
 2,
 14

5
2
1. 

(72)
大
石

・
前
掲
注

(10)
―
1
0
八
頁
。

(73
)
高
橋
・
前
掲
注

(10
)
五
一
頁
。

(74
)
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
当
時
、
民
法
改
正
草
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
六
二
条
で
、
肖
像
権
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
。

民
法
改
正
草
案
一
六
二
条

i

「事
前
に
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
他
人
の
肖
像
を
公
開

・
展
示

・
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
本
人
は
そ
の
中

止
を
求
め
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
財
産
的
ま
た
は
精
神
的
損
害
の
賠
償
請
求
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
島
・

前
掲
注

(10
)
-
l
一
頁
、
野
田
良
之
ほ
か
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
改
正
草
案
」
比
雑
四
巻

一
・
ニ
号

(
-
九
五
八
）

―
-
八

I
-
―
九
頁
、

一
七
七
頁
参
照
。

(75
)
民
法
九
条
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
柴
崎
・
前
掲
注

(10
）
一
―
-
頁
、

北
村
・
前
掲
注

(10
)
ニ
―
五
頁
、
大
石
・
前
掲
注

(10
)
―
1
0
九
頁
以
下
、
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上
井
・
前
掲
注

(
1
0
)一
七

一
頁
以
下
、
等
参
照
。
な
お
、
五
十
嵐

•

前
掲
注

(
3
)

一
九
七
頁
で
は
、

「
フ
ラ
ン
ス
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
は
多
彩
な
発

展
を
遂
げ
、
今
日
で
は
フ
ラ
ン
ス
は
世
界
で
最
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊
重
し
て
い
る
国
と
い
え
る
」
と
し
て
い
る
。
le
droit a
 /'image d
e
s
 p
e
r
s
o
n
n
e
s
 et d
e
s
 

biens p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 p
o
u
r
 u
n
e
 reform, p2. 

(76)
山
ロ
・
前
掲
注

(10)-
―
―
二
七
頁
。
な
お
。
同
頁
で
は
、
こ
の
規
定
は
、
「
現
代
社
会
に
お
け
る
、
「連
帯
solidarite
」
観
念
の
発
展
と
と
も
に
、
そ
れ
と

対
比
的
に
深
化
す
る
社
会
構
成
員
各
自
の

「個
性
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
t
e
J

の
尊
重
、
さ
ら
に
は
、

「孤
独
s
o
l
i
t
u
d
eJ

の
希
求
に
対
応
す
る
も
の
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

(77)
北
村
・
前
掲
注

(10)
ニ
―
六
頁
、
大
村
・
前
掲
注

(10
）

一
―
-
五
頁
。

(78)
北
村
・
前
掲
注

(10)
ニ
ニ

―
頁
。

(79)
柴
崎
・
前
掲
注

(10)
九
頁
。

(
8
0
)
G
.
 V
i
n
e
y
,
0
p
.
 cit. 
n
。257.
p
4
2
;
 P. 
B
r
u
n
,
 Responsabilite civile extracontractuelle, 3
e
d
,
 L
e
x
i
s
N
e
x
i
s
,
 2
0
1
4
,
 n
。223,
p
l
4
9
.
 

(
8
1
)
C
a
s
s
.
 civ. 
i
re
,
 5
 n
o
v
 1
9
9
6
;
 Bull. civ. I, 
n
。378;
J
C
P
.
 1997, I, 
4
0
2
5
,
 n
。5,
obs. G. V
i
n
e
y
;
 J
C
P
.
 1997, II, 
2
2
8
0
5
,
 n
o
t
e
 J. 
R
a
v
a
n
a
s
;
 D.
 1997, 403, 

n
o
t
e
 S. 
L
a
u
l
o
m
;
 R
T
D
.
 civ. 
1
9
9
7
,
 p
6
3
7
,
 obs. J. 
H
a
u
s
e
r
.
 ¼
-
判
げ
決
1い
、
紅
i的
記
土
活
の
茜
守
手
手
を
中
小
め
る
梅
ぽ
利
の
億

g
害
と
し
て
、
原
判
決
が
損
害
賠
償
の
支

払
い
を
命
じ
た
の
に
対
し
、
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
民
法
典
一
―
――
八
二
条
を
要
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
上
告
し
た
事
案
で
あ
る
。
破

毀
院
は
、
「
民
法
九
条
に
よ
れ
ば
、
私
的
生
活
の
侵
害
が
認
定
さ
れ
た
時
点
で
損
害
賠
償
を
受
け
る
権
利
が
生
じ
る
」
と
判
示
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
の
み
に
よ
り
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
、
民
法
典

一
三
八
二
条
の
損
害
や
フ
ォ

ー
ト
を
証
明
す
る
必
要
性

は
な
い
と
し
た
著
名
な
判
決
で
あ
る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
の

H

P

上
で
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
h
t
t
p
s
尽、
W
W
W
.

c
o
u
r
d
e
c
a
s
s
a
t
i
o
n
.
f
r
\
I

ア
!
I
G\＼
＼
C
l—a
r
r
e
t
9
4
1
4
7
9
8

—9
6
1
1
0
5
_
J
P
.
p
d
f
)

(日取玖いア

7
セ
ス
ロ
]
―
1
0
一
五
・
一
・

I

0
). 

そ
れ
以
降
に
お
い
て
も
、

C
a
s
s
.
civ. 
1,
e,
 25
 f
e
v
r
i
e
r
 1
9
9
7
,
 Bull. civ. 
1
9
9
7
,
 I. 
n
。73;
J
C
P
.
 1997. II. 
2
2
8
7
3
,
 p
3
1
9
は
、
「
民
法
典
九
条
に
よ
る
と
、
私

的
生
活
に
対
す
る
侵
害
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
み

(
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
)

に
よ
っ
て
損
害
賠
償
が
詫
め
ら
れ
る
」
と
し
、

C
a
s
s
.
civ. 
1re, 
Bull. civ. 
1998, I, 

n
。274,
p
l
 91,
も
、
民
法
典
九
条
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
た
権
利
に
対
す
る
侵
害
の
事
実
の
み
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
控
訴
院
の
判
決
を

正
当
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
;
C
a
s
s
.
 civ. 
2e, 
1
0
 m
a
r
s
 2
0
0
4
,
 bull. civ. 
II, 
n
°
1
1
7
;
 C
a
s
s
.
 civ. 
1
8
 m
a
r
s
 2
0
0
4
,
 Bull. civ. 
II, 
n
°
1
3
5
 e
t
 n
°
1
3
7
;
 

C
a
s
s
.
 civ. 
1re, 
5
 juillet 2
0
0
6
,
 Bull. 
civ. 
2
0
0
6
,
 I. 
n
。362,
p
3
1
0
ぶ
“
同
E

様
の
す
仝
言
＃
品
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
碑
宝
止
さ
れ
た
立
場
と
い
え
る
。

(
8
2
)
P
h
i
r
i
p
p
e
 le 
T
o
u
r
n
e
a
u
,
0
p
.
 cit, 
n
°
1
6
3
4
で
は
、
そ
の
対
象
者
が
有
名
人
で
あ
る
場
合
を
挙
げ
、
い
く
つ
か
の
判
決
を
引
用
す
る
。
T
G
I
Paris, 3
 d
e
,
 

c
e
m
b
r
e
 1
9
9
7
;
 C
A
 Paris, 1
4
 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1998, G
a
z
.
 Pal. 1999, 2, 
s
o
m
m
.
 753; C
A
 Paris, 2
 m
a
r
s
 1999, G
a
z
.
 Pal. 
1999, s
o
m
m
.
 321: p
r
e
j
u
d
i
c
e
 

e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
;
 C
a
s
s
.
 Civ. 
1re, 
1
3
 a
v
r
i
r
 1988, Bull. 
civ. 
1, 
n
。98.
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(83)
大
石
・
前
掲
注

(10
)
ニ―

0
頁。

(84)
J,P. A
n
c
e
l
,
 P
r
o
t
e
c
tion d
e
 la
 p
e
r
s
o
n
n
e
:
 i
m
a
g
e
 et v
ie
 pr
i
v
e
e
,
 G
a
z
.
 Pal. 1994, p

9
3
は、

当E
侮
忠
僅
は
、
明
＃
帷
な
テ
キ
ス
ト
か
ら
生
じ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

(85
)
ジ
ェ

ラ
ー
ル
・
レ
ジ
ェ

・
前
掲
注

(10
)
四
四
ー
四
五
頁、

J,H.
S
a
i
n
t
 p
a
u
,
 Ca

s
s.
 ci

v
,
 ire
,
 16
 juill. 
1998, D
.
 1999, p

5
4
1
は
、
民
法
典
九
条
を
、
人

格
権
の
《
母
体
m
a
t
r
ic
e
》
と
呼
ぶ
。

(86
)
北
村
・
前
掲
注

(10
)
ニ
ニ
五
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
に
は
、
身
分
的
事
実
の

（本
名
の
暴
露
、
住
所
・
住
居
、
電
話
番
号
、
出
生
日
・
場
所
、
銀

行
口
座
）
、
身
体
的
状
況
（
裸
体
、
妊
娠
・
出
産
、
健
康
状
態
・
入
院
手
術

・
病
歴
）
等
で
あ
る
。

(87)
北
村
・
前
掲
注

(10)
ニ
ニ
四
頁
。

(88)
北
村
・
前
掲
注

(10
)
ニ
ニ
四
頁
。

(
8
9
)
M
.
 Se

r
n
a
,
 L
'
i
m
a
ge
 de
s
 p
e
s
o
n
n
e
s
 p
h
y
s
i
q
u
es et d
e
s
 biens
,
 EC

O
N
O
M
I
C
A
.
 1997, p
3
3
;
 G. V
i
n
e
y
.
 op
.
 cit.
,
 n。259;

B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r, 
B
e
r
t
r
a
n
d
 

d
e
 L
a
m
y
 e
t
 E
m
m
a
n
u
e
l
 D
r
e
y
e
r
,
0
p
.
 cit, 
n
°1
5
8
7
s
s
に
よ
れ
ば
、
私
的
生
活
以
外
の
部
分
を
定
義
し
そ
れ
と
比
較
し
て
、
私
的
生
活
を
定
義
す
る
立
場

（例
え
ば
、
公
的
生
活

(la
vi
e
 pu
b
l
i
c
)
を
定
義
し
た
う
え
で
、
公
的
生
活
以
外
の
す
べ
て
の
部
分
を
私
的
生
活
と
呼
ぶ
見
解
）
、
他
の
概
念
を
参
照
せ
ず
に

私
的
生
活
を
定
義
す
る
見
解
（
私
的
生
活
の
範
囲
内
に
入
っ
た
か
否
か
を
主
体
に
決
定
権
を
与
え
る
主
観
的
方
法
で
の
定
義
等
）
等
で
あ
る
。

(90
)
山
ロ
・
前
掲
注

(10
)
三
二
九
頁。

(
9
1
)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r
,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 e
t
 E
m
m
a
n
u
e
l
 D
re
y
e
r
`
o
p. 
c
it, 
n
°
1
5
8
7
.
 

(
9
2
)
D
a
n
i
e
l
 G
u
t
m
a
n
n
,
 L
a
 n
a
t
u
r
e
 d
e
 /'image、
L
'i
m
a
g
e
J
o
u
r
n
e
e
 nationale
 T
o
m
e
 VIII/Grenoble
,
 Da

l
l
o
z
,
 20

0
5
,
 p7; T

.
 H
A
S
S
L
E
R
.
 op. cit, 
n°3. 

(
9
3
)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r
,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 et E
m
m
a
n
u
e
l
 D
r
e
y
e
r
,
0
p
.
 cit,
 n°

1
5
9
2
.
 

(94)
例
え
ば
、

C
A
V
e
r
s
a
i
l
l
e
s
,
 

3
0
 j
u
i
n
 1994, D
.
1
9
9
5
,
 6
4
5
,
 

n
o
t
e
 R
a
v
a
n
a
s
で
は
、
「
す
べ
て
の
人
は
、
い
く
ら
著
名

(notoriete)

で
あ
っ
て
も
、
自
分

の
肖
像
や
、
そ
の
利
用
に
つ
い
て
、
そ
の
コ
ピ
ー
や
利
用
に
つ
い
て
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
排
他
的
な
権
利
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
報
道
の
自

由
の
法
令
の
留
保
の
も
と
で
、
特
別
の
許
可
が
あ
る
場
合
を
除
く
」
と
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
、
下
級
審
と
し
て
は
、

T
G
I
Paris, 4
 avirl 1970, J
C
P
.
 1970, II, 
1
6
3
2
8
,
 note. R. L
 
(
大
統
領
の
P
o
m
p
i
d
o
u
が
写
真
を
広
告
目
的
に
使

用
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
差
止
を
求
め
た
事
案
）,C
A
,
 P
a
r
i
s,
 14
 m
a
i
 
1975•D

. 

1976. p
2
9
1
,
 n
o
te
.
 R. L

i
n
d
o
n
 
(
女
優
の
C
a
t
h
e
r
i
n
e
D
e
n
e
u
v
e
が
雑
誌

に
夫
の
写
真
と
と
も
に
掲

載
さ
れ
た
こ
と

に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
）
•T
G
I
N
a
n
c
y
,
 15
 o
c
t
o
b
r
e
 1
9
7
6,
 JC

P
.
 1977. I

L
 1
8
5
2
6
,
 n
o
te
.
 R. Lin, 

d
o
n
 
(
大
統
領
の

V
ale
r
y
G
i
s
c
a
r
d
が
差
止
を
求
め
た
事
案
）
等
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
文
言
は
、

近
時
で
も
下
級
審
に
お
い
て
は
、
用
い
ら
れ
る
場

合
が
あ
る

（例
え
ば、

C
A
P
a
r
i
s
,
 31
 o
c
t
o
b
r
e
 2
0
0
1
.
 C
C
E
,
 p4.
 no

te
 A
.
 L
e
p
a
g
e
;
 A
i
x
,
e
n
,
P
a
r
o
v
e
n
c
e
,
 2
 d
e
c
e
m
b
r
e
 2
0
0
3
,
 CC

E.
 av

ril 
2
0
0
4,
 p3

9
)
。
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(
9
5
)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r
,
 B
e
r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 e
t
 E
m
m
a
n
u
e
l
 D
r
e
y
e
r
,
0
p
.
 cit, 
n
°
1
5
9
2
.
 

(
9
6
)
C
a
s
s
.
 civ. 
ire, 
1
3
 j
a
n
v
i
e
r
 1998, Bull. civ. 
1998. I, 
n°14,
士
口
く
は
、

C
a
s
s
.
civ. ze, 7
 juillet 1
9
7
1
,
.
,
.
;
o
;
l
t

可J
か
令
く
娼
心
彰
加

L

ャ
～
写
古
〖
を
出
1
版
ナ7
る
こ
と
は

す
べ
て
の
人
が
有
す
る
肖
像
に
対
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。

(
9
7
)
C
a
s
s
.
 civ. 
ire, 
1
6
 juillet 1998, Bull. c
i
v
 1
9
9
8
 I, 
n
。259,
p. 
181; D
.
 1999. 541, n
o
t
e
 S
a
int,Pau. 

(
9
8
)
P
h
i
r
i
p
p
e
 le 
T
o
u
r
n
e
a
u
,
0
p
.
 cit, 
n
°
1
6
0
4
.
 

(99)
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
肖
像
権
に
つ
い
て
、
国
民
議
会
に
、
社
会
党
の
議
員
に
よ
り
―
1
0
0
三
年
七
月
一
六
日
の
議
員
提
出
法
案
が
付
さ
れ
て
い
る
。
成
立
に

は
至
っ
て
い
な
い
が
、
肖
像
権
の
意
義
を
知
る
上
で
も
、
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
九
条
（
及
び
五
四

0
条）

に
次
の
よ
う
な
条
文
を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

九
ー
ニ
条
と
し
て
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
は
、
自
己
の
肖
像
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
。
人
が
有
す
る
肖
像
に
つ
い
て
の
権
利
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自

ら
の
肖
像
の
複
製
や
利
用
に
つ
い
て
所
有
す
る
と
い
う
権
利
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
の
肖
像
は
、
彼
に
よ
っ
て
、
現
実
に
重
大
な
損
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
場
合
に
は
、
複
製
•
利
用
し
う
る

」
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
次
の
点
を
指
摘
し
う
る
。

ま
ず
、
肖
像
権
の
定
義
と
し
て
は
、
破
毀
院
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
文
言
を
用
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
肖
像
権
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合

に
、
一
定
程
度
の
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

次
に
、
自
己
の
肖
像
を
所
有
す
る
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
肖
像
権
侵
害
の
例
外
と
し
て
、
損
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
場
合
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
三
八
二
条
を
反
映
し
て

い
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
肖
像
権
を
保
護
す
る
枠
組
み
は
、
加
害
者
の
不
法
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
い
う
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
人
の
肖
像
だ
け
で
は
な
く
、
物
の
肖
像

(
l
"
i
m
a
g
e
d
e
s
 b
i
e
n
s
)

に
つ
い
て
も
、
民
法
五
四
四
条
に
追
加
す
る
条
文
を
提
案
し
て

ヽ
こ
。

し

tこ
の
提
案
に
つ
い
て
は
、

J
,
M
.
B
r
u
g
u
i
r
e
 et B
.
 Gleize, P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 d
e
 loi s
u
r
 le droit a
 /'image. Pitie p
o
u
r
 /es jurists, D

.
 2
0
0
3
.
 p
2
6
4
3
;
 L. M
a
r
i
n
o
,
 

P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 d
e
 loi s
u
r
 le droit a
 /'image d
u
 16juiilet 2
0
0
3
,
 D
.
 2
0
0
4
,
 s
o
m
m
,
 1
6
3
1
 ~
~
参
昭
腐
こ
の
埠
匹
安
木
は
、
肖
像
権
、
肖
像
の
商
業
上
の
利
益
、
人
の

尊
重
、
報
道
の
権
利
を
調
和
さ
せ
る
狙
い
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
、
判
例
の
現
実
の
展
開
の
方
向
性
を
変
更

さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
学
説
の
一
部
と
は
衝
突
し
て
お
り
、
民
事
責
任
と
権
利
と
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
の
評
価
も
あ
る
。

le
droit a
 !'
i
m
a
g
e
 d
e
s
 p
e
r
s
o
n
n
e
s
 

e
t
 d
e
s
 b
i
e
n
s
 p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 p
o
u
r
 u
n
e
 r
e
f
o
r
m
,
 p
5
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B
e
r
n
a
r
d
Beignier, B

e
r
t
r
a
n
d
 de L

a
m
y
 et E

m
m
a
n
u
e
l
 Dreyer, op. cit,

 
n°1637; Paris

,
 

25 octobre 1982, D. 1983. 363, note, Lindon; Cass. 

civ. 
ire, 

13
 avri

l
 1988, JCP1989. 2

.
 

2
13
2
0,

 note P
u
t
m
a
n
;

 
T
o
u
l
u
s
e,

 15 janvier 1991. D. 1991. 600, note
,

 Ravanas: C
a
s
s.

 civ. 
ire, 

24 fevrier 

19
93
,

 
Bull. civ

.
 1. n87, D. 1993. 614

,
 

note, V
e
r
h
e
y
d
e
,
 JCP1994. 2. 

22319, R
T
D
.
 civ. 

1993, 326obs, H
a
u
s
e
r
0

...J
全
⇒
心

全
ぷ

リ
S

廿
羞

0
3
 

ャ
ti'

苺
弄
妥
~
=
'
や
菜
豆

’
咀
坦
郵
兵
母
如
圧

3
心
式
サ

＇
煙
眺
忌
栞
圧
式
苓
e
咽
ぐ
0
は
痢
庄
初
菜
心
，
'
（
抽
疋
全
心
や

~r-0
0
悩

{.!,
I"-

11'-
，ヽ

ベ
坦
e

念
迭
如
＇
函
さ
紺
坦
S
器
躙
如
榮
念
心
送
忌
全
臣
睾
心
ぐ
心
丑

9←
心
江
翅
S
栞
王
S
寄

4□ぷ：：：：
'•i-----::--•入

1\--'c-~臣
製
心
⇔
心
丑
'
"
*
窃
浬
如
凶
忌
⇒
ヤ
3

令
迭

ヤ
内

訳
淀

企
辻

出
ヤ

心
゜
le

droit a
 ['image des p

e
r
s
o
n
n
e
s
 et des biens proposition p

o
u
r
 u
n
e
 r
e
f
o
r
m
 p
9
.

 23 

（吾）
T.

Hassler, op. 
cit. 

n°36. 

（笙
）
le
droit a

 /'image des
 personnes et

 
des biens

 proposition p
o
u
r
 un

e
 reform, p23. 

（笙）
Pierre

Murat, L
e
 con

trole de /'image de la personne en droit civil,
 

L'image Journee nationale T
o
m
e
 VIII/Grenoble, Dalloz, 2005, p

l
8
 ti'I'---"'¥ 

=
R
坦

刈
匝

送
:-1
'

撼
Ill神

如
虹

肱
ギ

さ
3
要
-<'.

G
速

葉
心

ヤ
心

(O
..>J

ミ
や

溢
0
ャ
共

2
ヤ
全

ふ
ぐ

避
栞
）゚

国
）

Pierre
Murat, op. cit., 

pl9. 

（呈
）
C
A
Paris,

 
5

 de
c
e
m
b
r
e
 1997. D. 1998, I

R
3
2
や

ざ
「

帥
螺

ば
吋

心
齢
距

噂
ざ

叫
的

⇔
択

坦
全
ふ

迷
料

ヤ
心

J
心

竺
怜

声
器
や
母
心

」
心

砒
足

纏

⇒
心
＃
ヤ

3
心
゜

（呈
）
T
G
I
Nanterre, 8

 de
c
e
m
b
r
e
 1999

,
 D. 2000. s

o
m
m
.
 274,

 ob
s
 C
a
r
o
n

（榮
峯

や
菜

心
帥

萬
条
ヽ

入
ぷ

ー
・←

入
只

狂
ふ

卜
和

菜
心

贄
尽

），
Civ

ire, 

20 fevr
ier 2001. Bull. civ. 

1. 
n°43; D. 2001. 1199

,
 

note, Gridel; D. 2001. s
o
m
m
.
 1992, obs C

a
r
o
n

（
帥
佃
ぱ
図
只
訊
翡
D
)
'
C
i
v
.
1re,

 
7

 no
v
e
m
b
r
e
 

2006
,

 
Bull. civ. 

1,
 n°466; D

2
0
0
7
,

 700
,

 note
,

 
B
r
u
g
u
i
e
re

（
細
隊

旦
痣

字
ゆ

菜
心

帥
罵

）°

（呈
）
B
e
r
n
a
r
d
B
e
i
g
n
ier, 

B
e
r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 et E

m
m
a
n
u
e
l
 Dreyer. op. 

cit, 
n°1634.

,
 

（笙
）
C
A
Versai

ll
es
,

 
3
0
 juin 

1994, D. 
1995, 645

,
 

note
 Ra
v
a
n
a
s

（f¥-'+.n. 
-R

ロ
-
-

ト
全

担
全
菜

{.!
S
A
N
T
O
N
 G
-
<
*
条

臣
製

心
⇔

0
父
鷺
縣
）

．

（室
）
C
A
P
ari

s, 
1re 

c
h
.

 
A
 19 s

e
p
t
a
m
b
r
e
 2000, Gaz. Pal. 2000, 2. 

s
o
m
m
.

 
2
7
1
7

（
泣
華

3
虫

ど
ユ

h
ー

彗
訊

恥
国

ユ
ャ

へ
S

卜
！臼

十
令
ド

ー
抑

辛

e
-
<
巷

避
茶

眠
全
＃
ゃ

3
心
贄

縣
）．
T
G
I
N
anterre, 2

 aoGt 1996,
 D. 1998. s

o
m
m
.
 79. 

obs. D
u
p
e
u
x
a
 
("'.(

-R
,、
k
-ll-S

声
闊

訳
泊
直
）

．

（き）
C
A
Paris, 14e c

h
.

 
B
,

 
28 n

o
v
e
m
b
r
e
 2008, JCP2009, 2, 

10026. note E. D
e
rieux

 ('.凶
，W
苔
臣
ヤ
ぷ
ャ

゜ド
S
ギ
全

n
:入
k
塩
深
S
ト
ー
ユ
心
—
益
S

f"r
,ts-

廿
，‘
-
<
溢
茶

臣
睾

ふ
心

0
心
葺

縣
）゚

（三
）
Civ,

1re, 
16 juillet 1998, B

u
ll. 
civ. I, 

n°259. D. 1999. 541; Versailles, 30 juin 1994, D. 1995. 645
,

 
note Ravans; Cass. civ. 

l'e,
 

13 janvir 1998, 

B
u
ll. 

civ. 
1, 
nl4, D. 1999

.
 120

,
 note Ravans. JCP1998. 2. 

10082
,

 note Loiseau, R
T
D
.
 civ. 

1998. 341; Cass. ci
v
.

 2•, 5
 ma
r
s
 1997, B

u
ll. 

civ. 

2.
 n°66, 

D. 
1998. 474. 
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ぼ
）

Murat.
op. cit, 

p
l
9,

 
B
e
r
n
a
r
d
 Beignier

,
 

B
e
r
t
r
a
n
d
 d
e
 La

m
y
 et E

m
m
a
n
u
e
l
 Dreyer. op. cit, 

n
°1632

.
 

T. H
A
S
S
L
E
R
.
 op. cit, 

n
°37

~\
鹿

゜
弄

彩
心
⇒

ヤ
ざ

C
A
Paris

.
 

27 m
a
r
s
 2003

,
 

C
C
E
2
0
0
4
,
 n°10

;
 

T
G
I
 Nanterre, 25 s

e
p
t
e
m
b
r
e
 2008

.
 

Legipresse2008.
 

n
°255, I. 

p
3
1
4

（
△
ト

H
△
 e

 
蛉
採
や
伶
心
全
’
キ
~
n

,；入
e
羅
廿
抱
S
帥
徊
い
“
飢
訂
J
近
逆
逹
亭
肘
恥
佃
｛
臥
）
．
T
G
I
Paris, 17 d

e
c
e
m
b
r
e
 2008, Legipresse2008, n°258, I, 

p
2
0

（睦

,..J f:: 
"'¥ Ii'

や
崇
藻
和
菜
心
邸
条
←
寄
蓋
や
＇
ゃ

e
-
<
心
匝
雑
昔
や
如
心
取
骸
全
睦
菜
ヤ
ニ
心
咽
如
旦
恵
剖
恥
咲
口
製
）
゜

ぼ
）

Cass.
civ. 

ire
,
 

5
 avril 2012, Bull. civ 2012

,
 

I. 
n86.

（
浬
縦
忌
⇔

廿
ギ
，ヽ

t
-
9、

e
経
は
'11119/=e

ャ
，ヽ

ぷ
ー
怜

へ
→
e
帥
螺
如
匡
枷
採
介

J
宰

庄
,..J

父
贄
條
）゚

ぼ
）
Cass.

civ. 
ire, 

21 m
a
r
s
 2006, Bull

.
 

civ.1, n
°170;

 
D2006, 2702, obs. Lepage; C

A
 Paris

,
 

lre c
h
.
 
A. 8

 no
v
e
m
b
r
e
 1999, Gaz. Pal. 2000,

 1389, 

note
（
裁
醤
旦
疑
竺
ヤ
・
'
<
ヤ
堂

菜
ヤ

3
心

吝
111-<c

骸
釘

朕
S
祁

起
S
帥
砥
条
据
全
＃
ヤ
盆
,
:
:
-
'
ぬ
心
旦

’
水
竺
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，ヽ

ベ
抵
活
S
紺

茜
総

S
抵

弄
幽

ゃ
伶
心
心

1恰
ヤ

国
芸

立
1訊

芍
如

匿
全

溢
亜

ユ
岩

苔
⇒

心
心
:
;
,
吋
淀
痣

字
叩

条
翠
溢
和
菜
心
葺
縣
）
゜

Cass.
civ. 

ire, 
9
 avril 2014. D. 2014. 929

.
 

ぼ
）
P
hirippe

le
 To
u
r
n
e
a
u
,
 op. cit. 

n
°1635

.
 

（き
）
L
'i
m
a
g
e
b
a
n
ale

 d'u
n
e
 personne o

u
 le 

triangle des B
e
r
m
u
d
e
s
 d
u
 droit a

 ['image, P. 
A. 

30 d
e
c
e
m
e
b
r
e
 2008,

 p4. 

（ミ）
C
A
Paris

,
 

6
 no
v
e
m
b
r
e
 2003, G

a
z
.
 

Pal. 2004,
 

p48; C
A
 Pa
r
i
s
m
2
7
 m
a
r
s
 2003

,
 

C
C
E
,
 2004. n

l
O
．
凶

芸
江

固
詣

弔
へ

へ
べ

以
3
心
心

9J
ぐ

心
崇

澁
和
菜
心
り
心
ユ

0
叩
寧
婢
如
器
お
念
心
弄
彩

...;,~i-0°
C
A
 Paris, 

19 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 1995, D. 

199
5
.
 

IR. 
238. 

ぼ
）

Cass.
civ. l

た
3
avril 2002, Bull civ 2002 I

 n°110 p.85
さ

頸
宇

澁
旦

帥
徊

い
噂

ふ
菜

心
柚

吝
辛

冊
唸

賎
召

如
弼

袋
文

芸
縣

は
兵

2
ヤ
＇
岩
忌
磁
溢
豆
'

廷
赳

坦
如

圏
⇒

ヤ
共
ミ
＇
帥
蘇
竺
＇
餅
兵
ば

3
3
起

瞑
や

伶
心

心
⇒

I-'(ca
ra
ctere

anodin)
謡

起
如

揺
S

⇔
全

0
心゚

ぼ
）
T.

H
ass

ler
,
 

op. cit, 
n°37. 

（き）
Beignier,

B
e
r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 et E

m
m
a
n
u
e
l
 D
r
e
y
e
r
,
 op. 

cit, 
n
°1586, T. Hassler, op. cit, 

n
°13

;
 Phirippe le 

T
o
u
r
n
e
a
u
.
 o
p
.
 cit. 

n
°1634; 

L
P
 A. 

p20; G. 
Louiseau, L'autonomie du droit a

 
/'image, 

Legicom. 1999
,
 n2
0
,
 p7
4
や

ゴ
症

坐
痣

さ
品

お
赳

坦
e
器

躙
如

榮
◎

心
避

栞
S
苺

包

(d
a
n
s
 L'orb

e)
や
伶
心
心
ヤ
心
゜

仕
萎
礁
弄
光
は
共
＄
ヤ
.
.
.
;
,
'
~
吝
さ
帥
筐
く
さ
’
品
赳
坦
e
話
躙
如
択
袋
心
避
葉
.
.
.
;
,
'
症
癌
避
全
寧
餅

E⇒
心
3
心
⇒
心
弄
彩

TGI.
Nanterre, 15 juill. 

199
9, 

＆
'
,
'
（

R,‘
べ
廿
e1

卜
ぷ

刈
訳

闊
叫

讚
臓

T
G
I
N
a
nterre

,
 

2
 aout 1996, D. 1998

,
 

s
o
m
m
.
 

79
,
 

obs D
u
p
e
u
x
 ~;.q:;

ピ
全
弄
奎
和
菜
ヤ
:
;

t-0 
0

 

ぽ
）

Cass.
civ

.
 1re, 

12 d
e
c
e
m
e
b
r
e
 2000,

 Bull. civ
.
 2000, n

°321, p
2
0
8;

 D.
 2001, p

2
4
3
4
,
 

note
,
 
J-C. 

Saint Pau. 

華
は
全

＇
掛

脱
紺

撚
1
咀

葺
話

丑
'
C
a
s
s
.
civ

.
 lre.

10 m
a
i
 2005. Bull. civ. 

2005. I. 
n°206. pl 75

.
 

D. 2005. P
A
N
.
 2643, obs

,
 
A. 

L
E
P
A
G
E
;
 

G
A
Z
.
 

P
A
L
.
 2006. s

o
m
m
.
 

4137, obs. Guerder; R
T
D
.
 civ. 

2005. 572, obs. H
a
u
s
e
r
;
 

D
.
 

2005, IR. pl 380, note J. 
Daleau, ~

 ;.q 
>
ヤ
全
＇
函
忌
迂
坦
印
器

誕
如

択
◎

心
避

栞
心

迦
翌

淀
心

竺
＇

凶
芸

和
菜

父
避

葉
や

母
心

9J
心

四
国

罰
や

埒
心

’
心

澁
匡
⇒

ャ
ニ
心

゜
ぬ

心
は

'
C
a
s
s
.
civ. 

1
 

re. 
27 fevrier 2007, 
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Bull
.
 civ. 

I,
 n°78,

 p6
7
;

 
R
T
D
.
 civ

.
 2007

,
 327
,

 
obs. J. 

H
a
u
se
r;

 571
,

 
obs

.
 P. 
Jourdain

;
 RC
A
2
0
0
7
.
 c
o
m
m
.
 145. 

（翌）
Cass.

civ. 
2e,

 18 m
a
r
s
 2004, B

u
ll. 
civ

.
 

2004. II. 
n
°137

ゴ
紺

苗
紺

ユ
兵

こ
ピ

帥
佃

砂
翠

塩
......l

父
頸

字
澁

I
1
0
 G'

国
贄
旦

0
2
ヤ
＇
眠
坦
呈
く
兵
母

ユ
サ

菜
さ
＇
ヤ
て
ャ

e-<
全
＇
誕
忌
器
躙
痣
匁
江
毬
痣
如
掟
ヤ
心
刃

⇒
ヤ
＇
癌
刺

Il器
起

如
斡

念
心

゜

ぽ
）
C
a
s
s.
civ. 

ire
,

 
21 m

a
r
s
 2006, Bull. 

civ. 
1. 
n
°170

;
 

D
2
0
0
6
,

 
2702

,
 

obs. L
e
p
a
g
e;

 
C
A
 Paris ire 

ch. 
A
 8

 no
v
e
m
b
r
e

 1999
,

 Ga
z
.

 
Pal. 2000

,
 1389

,
 

note Saya-Salvador. 

（吝）
le

droit a
 !'im
a
g
e
 des p

ersonnes et des biens proposition p
o
u
r
 u
n
e
 reforme

,
 

p
2
2
 ti

＇
皿
遜
避

S
傘

舟
全

閾
J
<-0 G'

さ
や

e
<

s
症

墜
全

庄
2
心
菜
心

iJ
心

ユ
吋

=
'

踏
0-{..!

(fausse)
呂

縣
如

蛍
l恰

和
ギ
心
翁
ぐ
口
＇
尽
忍
さ
’
中
，ヽ

ぷ
ー
・
；
入
叶
帥
賦
（
T
G
I
Nanterr

,
 27 octbre 19

98, 
Legi-

presse, 
1999

,
 nl5901, p

l
9
)

 ~
-
<
楽

(santon
)

(C
A
 Ve
r
s
aill

es, 
30 juin 1994, D. 1994. p645

)
 ~
く
4
<
如
R
ー

:L
(T
G
I
 N
a
n
c
y
,

 15 octobre 

1976, JCP, 1977, 2,
 18526

)
 G'

噸
ぐ
口
心
’
江
墜

S
tに

学
は
匡
枷
い
心

e
心

案
S
王

2
心

菜
宍

如
⇒

心
喘
ぐ
口
＇
や
母
心
心
把
挺
ヤ
心

゜

（翌）
T.

H
A
S
S
L
E
R
,
 op. cit, 

n°13. 

（き）
C
a
s
s.civ

.
 1re, 

9
 juillet 2009, Bull. civ. 

2009. I. 
n
°205

,
竺

＇
l
兵

11
1
0
母

全
心
I-RO

母
起

e
.
入
ギ
，
ヽ
へ
入
如
町
tぇ⇒

心
贄

縣
ユ

兵
3
ヤ
'
<
4
孟

ぐ
華

担
旦

共
2
只

ヒ
兵

菜
足

迎
鑑

旦
0
2
ヤ

妥
’

江
坐

S
虻

葉
庄

如
，'i:iお

ふ
S
2
心
ニ

9で
宰
祀
如

1恰
⇒
-{..!
0
;

 
Cass. civ. 

2e,
 10 m

a
r
s
 2004, 

Bull. civ. 
II
,
 n°117

,
 

Gaz. Pal. 2006. s
o
m
m
.
 572

;
 

C
a
ss. 

civ
.

 
2e, 

18 m
a
rs

 2004, Bull
.

 
civ. n

°137
;

 
Cass. civ. 

1re, 
13 m

ai
 2014; Pari

s,
 

5
 no
v
e
m
b
r
e

 2008, D. 2009. 470
,
 

Cass. civ. 
l", 

11 
d
e
c
e
m
b
r
e
 2008, Bull. 

civ. 
1. 
n
°282, 

D. 
2009

,
 100
;

 JCP2009. 2. 
10025. P. 

Bonfils; 
L
a
 protection d

u
 droit a

 !'im
a
g
e
 de 

l'h
o
m
m
e
 politique

,
 

Legi
co

m
,

 nlO, 
1995

/
10
,

 
p
3.

 

(~
) 

B
e
r
n
ar
d
 B
eignier

,
 

B
er
trand d

e
 L
am

y
 et E

m
m
a
n
u
el

 Dr
e
y
e
r,

 
op. cit, 

n
°15

94
や
豆

'
9
J
か

が
文

噂
ぐ
口
＇

＜
担

忌
測

ユ
皇

託
心

女
念

’
性

認
射

坦
旦

芸
ヤ

心
蜘
n

(a
tte

in
te 

a
 la

 tranquillite de !'existence)
心
⇒
疇
囲
戸
か

J心
如

•H-1宗
戸
゜

（~
)
釦
＃
垢
．

i臣
稟
出
（
臼

）
1
回

賦
妥

＇
「
や
全
や
全

'
<
4
忌

⇔
睾

毎
や

俗
心

4
誕
忌
心
華
齊
や
伶
心
匁
如
臣
兵
,
,
,
_
,
枷
社
虞
⇒

ヤ
帥

梱
い

噂
澁

和
菜
心
ミ
'

や
菜

奴
睾

ぬ
菜

⇔
3
避

葉
心

；
召

謡
や

S
近

避
送

」
心

......l
ャ

ニ
心

゜
父

文
......l'

「中
S
学

菩
S
班

製
条

吝
ヤ
⇒

ヂ
臣

心
全

や
立

さ
こ

」
心

S
叫

砂
字

⇒
ャ

3
心゚

P.
K
a
yse

r,
 

L
a
 protec

tion de la 
vie privee p

a
r
 le

 dro
it.

 
Protec

tion du secret de
 la 
vie privee,

 3e
d
,

 
E
c
o
n
o
m
i
c
a
,

 1995
,

 pl87; B
e
r
n
a
r
d
 

Beigni
e
r,

 
Bertrand de L

a
m
y
 et E

m
m
a
n
u
e
l
 D
r
e
y
e
r,

 op. cit, 
n
°1594

全
'
<g

坦
涎

簑
旦

兵
2
に

嘩
裟

和
菜

心
帥

砥
揃

全
＃

ぐ
記

墨
◎

心
菜

心
蛉

ぐ
口
如
坐

芦
ヤ

心
゜

（き
）
T.

H
A
S
S
L
E
R
,
 o
p. 

cit,
 n°3
7. 

（芭）
M
.
J-C. S

aint-P
a
u, 

Cass. civ
.

 1,e, 
12 dec

em
b
r
e
 2000, D. 2000, p

2
434;

 T. Hassler, Laliberte d
e
 !'imag

e
 et la

 jurispruden
ce rece

nt
e
 de

 

la 
C
o
u
r
 d
e

 cassation, D
.

 2004. n
°2
3,

 pl611. 



179 不法行為法における権利•利益の意義 (461) 

(131)
石
井

・
前
掲
注

(
10)

三
五
頁
、
大
石
・
前
掲
注

(10)

二
0
七
ー
ニ

0
八
頁
は
、
肖
像
権
は
、

一
九
七

0
年
法
が
、
私
生
活
の
保
護
と
い
う
文
言
を
用

い
た
こ
と
、
肖
像
権
の
非
財
産
的
な
性
質
を
絶
対
権
と
し
て
構
成
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
を
理
由
に
、
現
時
点
で
は
、
解
体

・
再
構
成
の
過
程

に
あ
る
と
す
る
。

(132)
石
井
・
前
掲
注

(
10
)

五
頁
。

(
1
3
3
)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r
,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 e
t
 E
m
m
a
n
u
e
l
 D
r
e
y
e
r
,
0
p
.
 cit, 

n
°1
5
9
4.
 

(
1
3
4
)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r
,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 et E
m
m
a
n
u
e
l
 Dr
e
y
e
r
,
0
p
.
 cit
,
 n°1

5
9
2
、
1
5
9
4.~
‘
Lて
、
こ
の
目
但
解
で
は
、
私
的
生
活
太
の
尊
重
を
求
め

る
権
利
に
お
い
て
は
、
肖
像
を
侵
害
す
る
場
合
と
特
殊
性
が
把
握
で
き
な
い
た
め

la
tranquillite d
e
 l'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
へ
の
侵
害
と
し
て
把
握
す
る
。

(135)T•HASSLER, 

o
p
.
 cit,
 n°

1
4
.
 

(
1
3
6
)
C
a
s
s
.
 civ. l'• , 

2
2
 m
a
i
 2
0
0
8
0

回
四
痒
郎
の
文
言
を
用
い
る
も
の
と
し
て
、

C
a
s
s
.
civ
.
 

2
• , 

2
3
 avril 2
0
0
3
,
 Bull. 

civ
.
 II, 

n
°
1
1
4
;
 D
.
 20

0
3
,
 pl

8
5
4
,
 no

t
e
 C
.
 

Bigot; C
a
s
s
.
 civ
.
 

3• , 

1
9
 fe
v
r
i
e
r
 2
0
0
4
,
 

Bull. civ
.
 II, 

n
°73; D
.
 

2
0
0
4.
 so

m
m
.
 

p
l
6
3
3
,
 

o
b
s
.
 C.
 Ca

r
o
n
;
 D.
 

2
0
0
5,
 p2

6
4
7
,
 ob

s
.
 C.
 Bigot, R

T
D
.
 civ
.
 20

05
,
 

p99

,obs

.J
•Hauser

, 

(
国
際
コ
ン
ク
ー
ル
と
い
う
公
的
場
所
に
お
い
て
モ
ナ
コ
カ
ロ
リ
ー
ナ
王
妃
夫
妻
が
写
真
を
撮
影
さ
れ
、
週
刊
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ

と
に
つ
き
、
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
及
び
肖
像
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
が
、
私
的
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
対

す
る
侵
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
事
の
中
身
は
、
害
の
な
い

(an
o
d
i
n
s
)
も
の
で
あ
る
と
し
て
侵
害
を
否
定
し
た
が
、
肖
像
権
侵
害
は
肯
定
さ
れ
た
。
i

C
a
s
s.
 ci

v
.
 2°,
 10
 m
a
r
s
 2
0
0
4
,
 bu

ll. 
civ
.
 II, 
n
°
1
1
7
;
 Ca
s
s.
 ci

v
.
 18
 m
a
r
s
 2
0
0
4
,
 Bull. 

civ
.
 II, 
n
°1
3
5
 e
t
 n
。1
3
7;
-llH!、
C
a
s
s
.
c
i
v
.
 2e
,
 25
 n
o
v
e
m
b
r
e
 

2
8
4
:
f
C
P
.
 20

0
5
,
 IV
,
 1021, p

5
0
;
 Ga
z
.
 Pal. 2

0
0
6
 
(ianvier,fevrier
)
,
 p4

1
2; 
D
.
 20

0
4
.
 IR. p

3
9
,
 
ti、
凋
5

判
豆
誌

r仁
与
育
呑
か
埠
g
載
X
J
わ
i
{
」こ

eに
対
～
し
埠
H

圭
0

賠
償
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
控
訴
院
は
、
王
族
の
子
供
の
写
真
は
私
的
生
活
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
・
肖
像
権
の
侵
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
し
た
が
、

破
毀
院
は
、
肖
像
に
つ
い
て
の
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
対
す
る
侵
害
が
あ
っ
た
と
し
た
。

(
137
)
T
.
 HA

S
S
L
E
R
,
0
p
.
 cit, 
n
°1
4
.
 

(
1
3
8
)
P
ierre M
u
r
a
t,
0
p
.
 cit., 

p
l
9
.
 

(
1
3
9
)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r
,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 et E
m
m
a
n
u
e
l
 Dr
e
y
e
r, 
o
p
.
 cit, 

n
°
1
6
2
6
;
 G
.
 Vi

n
e
y
,
0
p
.
 cit. 
n
。259;
T
H
E
O
 H
A
S
S
L
E
R
,
0
p
.
 cit, 

n
。32;

C
a
s
s
.
 ci

v
.
 lre
,
 9
 juillet 2
0
0
9
,
 D
.
 20

0
9
.
 2110; C

a
s
s
.
 civ
.
 lre, 2

4
 s
e
p
t
e
m
b
r
e
 2
0
0
9
,
 B

u
ll. 
civ
.
 1. 

n
l
8
4
,
 L
P
A
p
5
.
 

(
1
4
0
)
B
e
r
n
ar
d
 B
e
i
g
n
i
e
r
,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 et E
m
m
a
n
u
e
l
 D
r
e
y
e
r, 
o
p
.
 cit, 

n
°1
6
2
6
.
 

(
1
4
1
)
T
.
 HA

S
S
L
E
R
.
0
p
.
 cit,
 n。33,34・

(142
)
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
民
事
責
任
の
各
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
肖
像
権
侵
害
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
多
く
な
い
こ
と
も
、
こ
れ
を
証
明
す
る

一
要

素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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(143)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 e
t
 E
m
m
a
n
u
e
l
 Dr
e
y
e
r
,
0
p
.
 cit,
 n°1

6
2
8.
 

(
1
4
4
)
P
h
i
r
i
p
p
e
 le
 T
o
u
r
n
e
a
u
,
0
p
.
 cit,
 n°1

6
3
5
,
 T. H

A
S
S
L
E
R
,
0
p
.
 cit. 
n
。4
2;
C
A
 Pa
r
i
s
,
 12
 i
u
m
 1
9
9
8
,
 Ga

z
.
 Pal. 

1
9
9
9
,
 

1, 
s
o
m
m
.
 40; 

C
A
 Ai
x,e
n
,
 

P
r
o
v
e
n
c
e
,
 30
 n
o
v
e
m
e
b
re
 2
0
0
1
;
 C
A
 Pa
ris
,
 4
 A
v
r
il
 20
0
2
,
 C

C
E
 2
0
0
3
,
 n°

l
l
,
 ob

s
 L
e
p
a
g
e
.
 

(145
)
本
人
の
配
偶
者
の
同
意
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
た
判
決

(T
GI
Lill
e
,
 

4
 ja
n
v
i
e
r
 2
0
0
0
,
 

D
.
 

2
0
0
1
,
 15

0
3
,
 

n
o
te
 P
.
 

L
a
b
b
e
e
)

が
あ
る

一
方
、
代
理
人
の

同
意
を
本
人
の
同
意
と
同
一
視
し
た
判
決
も
存
在
す
る

(
C
A
P
a
r
is
,
 14
 f
e
v
r
i
e
r
 2
0
0
2
,
 D
.
 20

0
2
,
 20

0
4
,
 no

t
e
 R
a
v
a
n
a
s
)
。

(
1
4
6
)
C
a
s
s
.
 civ
.
 

2
• , 

3
 ju
i
n
 2
0
0
4,
 Bu

l
l. 
ci
v
.
 II
,
 
n
。2
7
4,
D
.
 20

0
4.
 18

6
7
 
m

i
椎
固
5
(
L
a
M
ai
s
o
n
 d
u
 p
e
tit
 en
f
a
n
t
)

で
土
仝
幸
C
か、

T
位
い
の
写
4
具
の
、
水
結
処
的
iか

6

利
用
の
許
可
と
題
さ
れ
た
書
類
に
サ
イ
ン
を
し
た
が
、
息
子
が
登
場
す
る
ビ
デ
オ
を
見
た
こ
と
か
ら
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
に
お
い
て
、
破
毀
院
は
、

X

の
夫
妻
が
幼
稚
園
と
の
間
で
サ
イ
ン
を
行
っ
た
こ
と
を
認
定
し
た
後
、
こ
ど
も
の
写
真
や
フ
ィ
ル
ム
を
用
い
る
権
限
を
与
え
て
い
た
と
結
論
付
け
た
原
審

を
正
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

(
147
)
C
a
s
s
.
 civ
.
 1'0,
 7
 m
a
r
s
 2
0
0
6
,
 Bull. 

ci
v
.
 1,
 n°

139; D
.
 20

0
6
,
 27

0
3
,
 ob

s
.
 Le
p
a
ge; ~
~
b
E
L
た
タ
ク
シ

ー

の
運
転
手
の
仕
事
に
つ
い
て
の
ル
ポ
タ

ー

ジ
ュ

を
放
送
し
た
事
案
で
あ
り
、
運
転
手
は
、
取
材
に
対
す
る
同
意
を
し
て
い
た
が
、
放
送
の
中
身
は
、
肖
像
権
、
私
的
尊
重
を
求
め
る
権
利
を
侵
害
す
る
と
し

て
、
損
害
賠
償
を
求
め
た
。

破
毀
院
は
、
原
審
が
、
人
の
肖
像
を
放
送
す
る
こ
と
や
、
私
的
生
活
を
放
送
す
る
こ
と
の
同
意
は
、
黙
示

(tacit
e)

に
も
行
わ
れ
う
る
と
正
確
に
確
認
し

た
後
、

一
方
で
、

X
は
、
す
べ
て
の
事
情
を
知
っ
た
う
え
で
、
テ
レ
ビ
で
放
送
す
る
た
め
の
取
材
の
受
信
を
許
可
し
、
カ
セ
ッ
ト
の
絹
集
（
映
像
化
）
を
示

し
た
届
け
出
に
含
ま
れ
て
い
た
映
像
の
シ
ー
ン
の
す
べ
て
を
進
ん
で
同
意
し
て
お
り
、
他
方
で
、
再
度
作
ら
れ
た
肖
像
は
、
使
わ
れ
た
発
言
の
適
切
な
説
明

の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
職
業
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
実
務
的

・
経
済
的
な
観
点
を
知
ら
せ
る
た
め
の
放
送
と

い
う
文
脈
の
中
で
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
判
決

を
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

(148)

P
h
i
r
i
p
p
e
 le 
T
o
u
r
n
e
a
u,
0
p
.
 cit. 
n
°1
6
3
5; 
C
a
s
s
.
 civ
.
 11 d

e
c
e
m
b
r
e
 2
0
0
8
,
 Bull. 

civ
.
 I,
 n。282;

J
C
P
.
 20

0
9
,
 2,
 10

0
2
5
,
 no

t
e
.
 G.
 Lo

i
s
e
a
u
.
 

(149
)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
ig
n
i
e
r
.
 

B
e
r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 e
t
 E
m
m
a
n
u
e
l
 Dr
e
y
e
r
,
0
p
.
 cit, 

n
°1627; P
h
i
r
i
p
p
e
 le 
T
o
u
r
n
e
a
u
,
0
p
.
 

c
it.
 n°1

6
3
5
.
碑
吟
毀
眸
土
で
は
、

C
a
s
s
.

c
i
v
.
 1'0
,
 13
 n
o
b
e
m
b
r
e
 2
0
0
8
,
 

Bull. ci
v
.
 

2
0
0
8
,
 

I. 
n
。2
5
9
で
は
、

F
キ
｀
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
呻
公
画
や
D
V
D
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
黙
示
の
同
意
を
与

え
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
黙
示
の
同
意
と
な
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、

下
級
審
に
お
い
て
は、

T
G
I
P
a
ri
s
,
 27
 n
o
,
 

v
e
m
b
r
e
 2
0
0
6
,
 le

g
i
p
r
e
s
s
,
 n。2

4
0
,
I,
 p4

3
で
は
、
そ
の
利
用
態
様
を
正
確
に
完
全
に
知
ら
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
反
対
し
て
い
な
い
場
合
、
黙
示
の

同
意
と
し
た
。
但
し
、

L
P
A
p
5
は
、
黙
示
の
同
意
を
得
る
の
は
難
し
い
と
指
摘
す
る
。

(150

)
T•HASSLER,0p

. 

cit. 
n
。4
6
.

(151)
高
橋
・
前
掲
注

(10
)
五
三
頁
、

B
e
r
n
a
r
d
B
e
i
g
n
i
e
r
,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 et E
m
m
a
n
u
e
l
 D
r
e
y
e
r
.
0
p
.
 cit
,
 n°1

6
2
7
.
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S
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S
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ヤ
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゜
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B
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a
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 et E

m
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S
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S
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b
r
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迫
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叶
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p
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回
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豆
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心
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心
条
’
ゃ
e
班
翠
匁
⇒
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心
...J

ヤ
'
A
.
Brue!, L'exploitation d

e
 !'image d

e
 l'enfant e

n
 France, P

A
.
 30 n

o
v
e
m
b
r
e
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u
 spor-
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e
n
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u
 u
n
 droit patrimonial a
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ient d
e
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o
u
v
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C
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如
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眠
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（一

九
七
七
年
に
死
亡
し
た
写
真
を
転
載
し
た
デ
ィ
ス
ク
を
出
版
し
た
事
案
に
お
い
て
、
破
毀
院
は
、
原
審
が
、
死
亡
し
た
父
の
写
真
の
利
用
に
つ
い
て
、

本
人
の
み
が
請
求
で
き
る
と
し
た
判
決
を
容
認
し
た
）
。
し
た
が
っ
て
、
死
者
の
肖
像
が
出
版
さ
れ
て
も
、
相
続
人
は
、
本
人
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

こ
の
点
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
判
例
で
は
、
相
続
人
固
有
の
権
利
に
基
づ
い
て
い
る
と
し
て
処
理
し
て
い

る。

C
a
s
s
.
c
iv
.
 1'0
.
 14
 d
e
c
e
m
b
re
 1
9
9
9
.
 

J
C
P
2
0
0
0
,
 10

2
4
1
,
は
、
本
，
人
が
死
亡
し
て
い
る
た
め
肖
像
権
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
し
、
死
者
を
尊
重
す
る
権
利
や
、
家
族
の
私
生
活
尊
重
権
を
用
い
て
相

続
人
ら
に
損
害
賠
償
を
認
め
る
。
こ
の
点
は
、

C
a
s
s
.
c
i
v
.
 1'0.
 22
 o
c
o
t
o
b
r
e
 2
0
0
9
,
 B

u
ll. 
c
i
v
.
 

I
.
 n

。2
1
1
;
C
a
s
s
.
 civ
.
 1'0
,
 1
 juillet 2
0
1
0
,
 D.
 20

1
0
,
 p2

0
4
4,
 

n
o
t
e
:
f
.
 De

l
a
g
e
も
、
本
人
の
死
亡
後
に
許
可
な
く
、
写
真
を
出
版
し
た
事
件
に
お
い
て
、
近
親
者
も
、
彼
の
死
ん
だ
後
、
そ
の
肖
像
の
利
用
に
反
対
す
る

こ
と
が
で
き
る
死
亡
に
よ
る
m
e
m
o
i
r
e

へ
の
侵
害
、
死
の
尊
重
に
対
す
る
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

な
お
、
私
的
尊
重
を
求
め
る
権
利
に
つ
い
て
、

C
a
s
s
.
c
i
v
.
 2°
,
 8
 juillet 2
0
0
4,
 B

u
ll. 
c
i
v
.
 20

0
4.
 II
.
 

n
°3
9
0
,
 p3

2
9
;
 J
C
P
.
 20

0
4
,
 IV
,
 

2
9
2
6
,
 pl

6
6
3
;
 J
C
P
.
 

2
0
0
5
.
 

I. 
1
4
3
.
 n°1

1
,
 ob

s
 B
.
 Be

i
g
n
i
e
r
;
や
C
a
s
s
.
c
iv
.
 
1r
• , 

1
5
 fe
v
r
i
e
r
 2
0
0
5
,
 D.
 20

0
5
,
 IR. p

5
9
7
;
 J
C
P
.
 20

0
5
.
 IV
.
 

1
6
6
8
,
 ti

、
こ
の
判
切
辻
い
レ

J

同
E

蝉
似
に
、
私
i

的
尊
重
を
求
め
る
権
利
は
、
名
宛
人
（
本
人
）
そ
の
人
の
み
の
も
の
で
あ
り
、
死
亡
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
た
め
、
相
続
人
に
は
移
転
し
な
い
、
と
し
て
い
る
。

C
a
s
s
.
 ci

v.
 le

r
,
 Bull. c

i
v
.
 

I
,
 

n
°3
4
5
,
 p2

2
2
 _,,,同
3]日
。

(
1
7
2
)
P
i
e
r
r
e
 M
u
r
a
t,
0
p
.
 cit, 

p
l
8
.
 

(
173
)
B
e
r
n
a
r
d
 B
e
i
g
n
i
e
r,
 Be

r
t
r
a
n
d
 d
e
 L
a
m
y
 e
t
 E
m
m
a
n
u
e
l
 Dr
e
y
e
r
,
0
p
.
 cit, 

n
°1
6
2
8.
 

(
174
)
D
.
 A

c
q
u
a
r
o
n
e
,
0
p
.
 cit,
 pl

3
1
;
 E.
 Ga

i
l
l
a
r
d
,
 La
 d
o
u
b
le
 na
t
u
re
 du
 droit a
 /'i
m
a
ge
 et
 se
s
 c
o
n
s
e
q
u
e
n
ces e
n
 
droitfiw1cais•D

. 

1
9
8
4.
 ch

r
o
n
i
q
u
e
.
 p.
 

161.; Stoufflet. L
e
 droit d
e
 la p
e
r
s
o
n
n
e
 s
u
r
 s
o
n
 i
m
a
ge
,
 JC

P
1
9
5
7
,
 

I
,
 1

3
7
4
は
、
出
Eft
に
は
、
財
産
的
利
益
と
非
財
産
的
利
益
の
二
つ
が
あ
り
、
非
財
産

的
利
益
は
、
自
己
の
容
貌
や
外
観
を
覗
き
見
ら
れ
た
り
、
無
断
で
写
真
に
撮
ら
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
こ
と
か
ら
な
る
人
格
の
身
体
的
要
素
と
、
自
分
の
肖

像
を
公
表
す
る
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
手
段
で
公
表
す
る
か
の
判
断

（
公
表
す
る
た
め
の
本
人
の
同
意
）
か
ら
な
る
人
格
の
精
神
的
要
素
に
分
け
、

一
方、

財
産
的
利
益
に
関
し
て
、
映
画
俳
優
な
ど
は
自
己
の
肖
像
に
大
き
な
知
名
度
と
大
衆
を
引
き
つ
け
る
魅
力
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
人
は
、
自
己
の
肖

像
を
職
業
上
利
用
す
る
独
占
権
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
無
断
で
広
告
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
り
、
物
ま
ね
に
よ
っ
て
本
人
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ
て
そ

の
知
名
度
を
利
用
さ
れ
た
場
合
、
財
産
的
損
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

(1
7
5
)
T
.
 
H
A
S
S
L
E
R
.
0
p
.
 cit
,
 n°1

5
.
石
井
智
弥
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
人
格
権
保
護
の
発
展
ー
蓉
重
義
務
の
生
成
（
二
）」
茨
城
大
学
人
文
学
部
紀
要
社

会
科
学
論
集
五

一
号
三
頁
も
参
照
。

(176)
大
石

・
前
掲
注

(10
)
二
0
七
頁
、
石
井
・
前
掲
注

(10
)
三
三
頁
。

(177)
例
え
ば
、

C
a
s
s.
c
iv
.
 

2
• . 
3
0
 ju
i
n
 2
0
0
6
.
 Bu

l
l
.
 ci

v
.
 20

0
4.
 

I. 
n
。3
4
0,
p
2
8
6
は
、
凋

1

判
妊
2
に
埠
塩
取
し
た
三
枚
の
写
真
に
つ
い
て
、
判
決
は
、

「す
べ
て
の
人
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は
、
自
ら
の
肖
像
に
つ
い
て
、
排
他
的

・
絶
対
的
e
x
cl
u
s
if
e
t
 ab
s
o
lu
な
権
利
を
有
し
、
事
前
の
同
意
な
く
そ
の
肖
像
を
利
用

・
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
対
し

反
対
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う
原
則
を
述
べ
た
。
下
級
審
で
は
、

T
G
I
P
a
r
is
,
 9
 n
o
v
e
m
b
re
 19
9
4
,
 

L
e
g
ipr
e
s
s
e
l
9
9
5
.
 

I. 
p
5
;
 T
G
I
 Pa
ri
s
,
 

8
 se
p
te
m
,
 

b
r
e
 1
9
9
9
,
 CC

E
2
0
0
0,
 n。6

0
,
n
o
te
.
 A. L
e
p
a
g
e
;
 C
A
 T
o
u
lo
u
s
e
,
 25
 m
ai 
2
0
04
,
 C

C
E
2
0
0
5
,
 n°1

7
,
 no

t
e
.
 A. L
e
p
a
g
e
~が
左2
#
iす
ノ
る
。

(
178
)
T
.
 HA

S
S
L
E
R
,
0
p
.
 cit. 
n
°
1
6
参
照
。
例
え
ば
、

J.
A
n
t
i
p
p
a
s
,
 Pr

op
o
s
 d
沼
id
e
nts
s
u
r
 /es
 droit dits
 (patri
m
o
n
ia
u
x
)
 de
 la
 pe
rs
o
n
n
a
/ite
,
 R

T
D
 co
m
.
 

2
0
1
2
.
 p3

5
;
 L. M
a
r
i
n
o
,
 Tr

a
it
e
 d
e
 la
 p
r
e
s
s
e
 e
t
 d
e
s
 m
e
d
i
a
s
,
 p9

97
.
 

(179
)
例
え
ば
、

L.
M
a
r
i
n
o
,
 

L
es c
ontr
a
ts
 po
r
ta
nt s
u
r
 /'image
 des p
e
rs
on
n
e
s
,
 CC

E
2
0
0
3
,
 ch

r
o
n
i
q
u
e
.
 7,

で
は
、
契
約
の
対
象
は
、
人
の
肖
像
以
外
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

(
180
)
B
.
 Ed

e
l
m
a
n
,
 

E
s
q
u
iss
e
 d'u
n
e
 th
e
orie
 du
 sujet, 
/
'
h
o
m
m
e
 et
 
s
o
n
 im
a
g
e
,
 D.
 19

7
0
,
 ch

o
r
o
n
iq
u
e
,
 pl

l
9
;
 F.
 

B
o
u
v
a
r
d
,
 

L
a
 co
m
m
e
rc
ialization d
e
 /'im
a
g
e
 

d
e
 la p
e
rs
o
n
n
e
 ph
y
s
i
q
u
e
,
 L'

H
a
rm
a
t
t
a
n
,
 Pa

ri
s
,
 20

0
2
,
 p3

7
5
.
 

(181)

T
.
 HA

S
S
L
E
R
,
0
p
.
 cit
,
 n°

1
7
.
 

(
1
8
2
)
M
.
 Re
vet, 
R
T
D
.
 civ
.
 20

0
9
,
 p3

42・ 

(183)
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
例
え
ば
、

C
a
s
s
.
c
iv
.
 ire,
 11 d

e
c
e
m
b
r
e
 2
0
0
8
,
 CC

E
2
0
0
9
,
 n°

1
2
,
 

n
o
te
 C
a
r
o
n
,
に
あ
る
よ
う
に
、
肖
像
の
利
用
が
契
約
の
目
的
と

な
り
う
る
と
し
て
い
る
。

(184)

T
•
H
A
SSLER,0p

. 

c
it. 
n
°3
.
 

(185)

T
•
H
A
SSLER,0p

. 

c
it, 
n
°1
7.
 

(186)
戒
能
通
孝

「人
格
権
と
権
利
侵
害
の
類
型
」
法
時
二
七
巻
―

一
号
（
昭
和
三
0
年
）
二
八
頁
プ
ラ
バ
イ
シ
ー
の
保
護
に
つ
い
て
も
、

同
様
の
指
摘
が
な
さ

れ
る
。

例
え
ば
、
藤
岡
康
宏
「
名
脊

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
」
星
野
英
一
編

「民
法
講
座
第
六
巻
事
務
管
理

・
不
当
利
得

・
不
法
行
為
』
（
有
斐
閣
、

一
九

八
五
）
―
―
―
八
八
頁。

(187)
こ
こ
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い

て
も
、
独
立
し
た
法
的
利
益
が
存
在
す
る
と
い
う
立
場
を
前
提
と
す
る
説
明
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

プ
ラ
イ

バ
シ
ー
権
を
認
め
る
見
解
も
数
多
く
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
山
口
忍

「
私
生
活
上
の
事
実
の
公
開
」
竹
田
稔

・
堀
部
政
男

「新
・
裁
判
実
務

大

系

第

九
巻

名
脊
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
関
係
訴
訟
法
j

(青
林
書
院
、
二
0
0
I

)

 

I

五
三
頁
は
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
概
念
は
、
成
文
法
上
の
概
念
で
は
な
い
が
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
権
利
な
い
し
利
益
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
侵
害
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て

は
、
も
は
や
定
説
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
し
、
同

一
五
四
頁
で
は
、

「少
な
く
と
も
、
他
人
の
私
生
活
上
の
事
実
を
み
だ
り
に
公
開
す
る

こ
と
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
に
当
た
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
異
論
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
独
立
し
た
法
益
と
認
め
た
と
し
て
も
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
法
益
が
、
ど
の
よ
う
な
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
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か
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
竹
田
・
前
掲
注

(
3
)
七
頁
、

一
六
0
頁
は
、

「プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
成
文
法
に
直
接
規
定
さ
れ
て
い
な
い
概
念
で
あ
り
、

そ
の
定
義
自
体
が
学
説
上
も
判
例
上
も
未
確
定
・
不
明
確
で
あ
る
」
と
す
る
。
な
お
、
近
時
は
、
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
し
て
把
握
す
る
見
解
も
存
在
す

る
が
、
竹
田
は
、
情
報
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
概
念
自
体
が
明
確
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

(188)
教
科
書
・
概
説
書
レ
ベ
ル
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
（
権
）
と
肖
像
権
の
項
目
を
別
に
す
る
も
の
と
し
て
、
四
宮
・
前
掲
注

(52)
、
五
十
嵐
・
前
掲
注

(
4
)

「人
格
権
論
j

―
一
頁
、
幾
代
通
・
徳
本
鎮

「不
法
行
為
法
」
（
有
斐
閣
、
一
九
九
―
―
-
）

1
0
0
頁
、
広
中
俊
雄

「債
権
各
論
講
義

〔第
六
版
〕J

(
有
斐
閣
、

一
九
九
四
）
四
五
八
頁
、
竹
田
・
前
掲
注

(
3
)

一
六
三
頁
、
鈴
木
禄
弥

「債
権
法
講
義

〔四
訂
版
〕J

(
創
文
社
、

―
1
0
0
1
)
二
在
頁
、
沢
井
裕

「
テ
キ

ス
ト
ブ
ッ
ク
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
〔
第
三
版
〕
」
（
有
斐
閣
‘
―

10
0
1
)

一
四
八
頁
、
竹
田
稔
・
堀
部
政
男
「
新
・
裁
判
実
務
大
系
第
九

巻
名
岩
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
関
係
訴
訟
法
』
（
青
林
書
院
、
二

0
0
-
)
、
五
十
嵐
•
前
掲
注

(
3
)
一
六
七
頁
、
加
藤
雅
信

「新
民
法
大
系
＞
事
務

管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
」
（
有
斐
閣
‘

―
-
0
0
五
）
―
-
―
-
五
頁
、
円
谷
峻

「不
法
行
為
法
・
事
務
管
理
・
不
当
利
得
判
例
に
よ
る
法
形
成

〔第

二
版
〕j

（
成
文
堂
、
二

0
1
0
)
八
二
頁
、
田
山
輝
明

「事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
〔
第
二
版
〕
』
（
成
文
堂
‘

―
1
0
―
-
）
一
五
九
頁
、
石
崎
泰

雄
・
渡
辺
達
徳
編

「新
民
法
講
義
5

事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為

」
（
成
文
堂
、—
-
0
-

―
)
1
0
0
頁
〔
岡
林
信
幸
執
箪
〕
、
近
江
幸
治
『
民
法

講
義
VI

事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為

〔第
二
版
〕」

（
成
文
堂
‘
―

1
0
0
七
）
ニ
ニ
七
頁
、
吉
田
邦
彦

「不
法
行
為
等
講
義
録
」
（
信
山
社
、
二
〇

0
八
）
―
二
五
頁
、
前
田
陽
一

「債
権
各
論

II
〔
不
法
行
為
法
〕
（
弘
文
堂

N
O
M
I
K
A
)
』
（
成
文
堂
、
二

0
1
0
)
五
二
頁
、
野
澤
正
充

「セ
カ
ン
ド
ス
テ

ー
ジ
債
権
法

m
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
」
（
日
本
評
論
社
、
―

I
O
I
―
)
一
五
七
頁
、
大
家
・
前
掲
注

(
3
)
-
―
頁
、
藤
岡
康
宏

「不
法

行
為
法
」
（
信
山
社
、
二

0
1
――
-
）
二
三
五
頁
。
藤
岡
・
前
掲
注

(186)
四
二
六
頁
も
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
内
容
が
凝
縮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
肖
像

権
侵
害
が
、
独
立
し
た
法
益
を
持
つ
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
ま
た
、
憲
法
上
の
議
論
に
お
い
て
も
、
内
野
・
前
掲
注

(10)
七
六
頁
で
は
、
「
肖
像
は
、
原

則
的
に
自
己
情
報
に
含
ま
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
肖
像
権
の
侵
害
は
、
公
的
生
活
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て

も
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
や
無
断
利
用
を
内
容
と
す
る
も
の
と
し
て
生
じ
う
る
の
で
あ
り
、
プ
ラ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
に
完
全
に
吸
収
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
す
る
。

(189)
中
込
秀
樹
「
書
籍
、
新
聞
、
雑
誌
等
の
出
版
等
差
止
め
を
求
め
る
仮
処
分
の
諸
問
題
」
判
夕
九
五
八
号

一―

頁
、
松
井
・
前
掲
注

(55)
「肖
像
権
侵
害

と
表
現
の
自
由
（
二
）
」

――
―
二
五
ー三
二
六
頁
、
平
野
・
前
掲
注

(
5
8
)二七
頁
、
内
藤
篤
•
田
代
貞
之
•
前
掲
注

(
5
8
)五七
頁
。
ま
た
、
潮
見
・
前
掲

注

(58)
―
-
0
五
頁
は
、
平
穏
生
活
櫂
、
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
と
し
て
把
握
す
る
。

(190)
松
井
・
前
掲
注

(
6
)
「肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由
(
-
)
」
一
八

一
頁。

(191)
松
井
・
前
掲
注

(55)
「肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由
（
二
）
」
――――

一五
頁
も
、
撮
影
行
為
と
公
表
行
為
と
を
区
別
し
て
分
析
す
べ
き
と
す
る
。
佃
・
前
掲

注
（

3
)
＝
―
-
八
頁
も
、
撮
影
行
為
と
公
表
行
為
と
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
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(192)
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
六
月

一
五
日
判
時
一
―
一
四
一＿一
号
五
四
頁
。

(193)
東
京
地
判
平
成
元
年
六
月
一
一
三
日
判
例
時
報
一

三

一
九
号

一
――
―二
頁
。

(
1
9
4
)
五
十
嵐

•

前
掲
注

(
3
)
一
六
三
頁
、
大
家

・

前
掲
注

(
3
)七
、
一
八
頁
。
学
説
の
多
く
は
、
こ
の
定
義
に
従
っ
て
い
る
。

竹
田

・

前
掲
注

(
3
)ニ

六
四
頁
も
、
類
似
の
定
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「何
人
も
み
だ
り
に
そ
の
容
貌

．
姿
態
を
撮
影
さ
れ
た
り
、
撮
影
さ
れ
た
肖
像
写
真
を
公
表
さ
れ
な
い
権

利
」
と
す
る
。

(195)
村
上
・
前
掲
注
（

64)
―
-
九
頁
は
、
「
人
物
の
写
っ
て
い
る
写
真
は
、
撮
影
の
段
階
で
も
、
公
表
の
段
階
で
も
、
写
さ
れ
た
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
考

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い

：
・・
：
日
本
の
判
例
も
、
肖
像
権
の
侵
害
に
な
ら
な
い
形
で
人
を
撮
影
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
写
さ
れ
る
人
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
あ
り
、
そ
の
写
真
を
公
表
す
る
た
め
に
は
、
改
め
て
公
表
に
つ
い
て
も
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
が
原
則
」
で

あ
る
と
す
る
。

(
1
9
6
)
五
十
嵐

・

前
掲
注

(
4
)七
五
頁
、
同
•
前
掲
注

(
3
)
一
七
ニ
ー

一
七
三
頁

。

(
1
9
7
)
五
十
嵐

•

前
掲
注

(
4
)七
五
頁
。

(
1
9
8
)
五
十
嵐

•

前
掲
注

(
3
)
一
七
二
頁
。

(199)
加
藤
一
郎
編

で注
釈
民
法

(19)
j
三
三
五
ー―
――三
六
頁

〔徳
本
鎮
〕。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
異
論
は
な
い
と
さ
れ
る
。

(200)
徳
本

・
前
掲
注

(200)
三
三
六
頁
し
た
が
っ
て
、
幼
児
は
、
そ
れ
を
有
し
な
い
た
め
、
被
害
者
の
承
諾
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

(201)
徳
本

・
前
掲
注

(200)
三
三
六
頁
。

(
2
0
2
)

佃
•

前
掲
注

(
3
)
-＝
四
六
頁
。

(203)
竹
田

・
前
掲
注

(
3
)
二
六
四
ー
ニ
六
五
頁
。

(204)
下
級
審
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
東
京
高
判
平
成

一
三
年
九
月
五
日
判
時
一
七
七
三
号

一
0
四
頁
は
、

「肖
像
権
を
放
棄
し
、
自
ら
の
写
真
を
雑
誌
等
に
公
表
す
る
こ
と
を
承
諾
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
上
で
、
当
該
写
真
の
公
表
の
目
的
、
態
様
、
時
期
等
の

当
該
企
画
の
内
容
は
、
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
人
が
自
ら
の
写
真
を
公
表
す
る
こ
と
に
つ
き
承
諾
を
与
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
前
提
と
な

っ
た
条
件
の
下
で
の
公
表
を
承
諾
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
表
者
に
お
い
て
、
承
諾
者
が
承
諾
を
与
え
た
前
記
諸
条

件
と
異
な
る
目
的
、
態
様
、
時
期
に
よ
る
公
表
を
す
る
に
は
、
改
め
て
承
諾
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
公
表
自
体
に
つ

い
て
の
承
諾
が
あ
れ
ば
、
そ
の
公
表
の
態
様
等
に
違
い
が
あ
っ
て
も
、
肖
像
権
の
侵
害
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
被
告
の
主
張
は
失
当
で
あ
る
」
と
判
断
し
た

判
決
が
存
在
す
る
。

(205)
竹
田

・
前
掲
注

(
3
)

一
四
頁
。
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(206)
竹
田
・
前
掲
注

(
3
)
二
六
六
頁
。

(207
)
我
妻
栄

「事
務
管
理

・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
」（
岩
波
書
店
、

一
九
三
七
）

一
四
二
頁、

加
藤

・
前
掲
注

(51
)、
前
田
・
前
掲
注

(52
)、
五
十
嵐
・

前
掲
注

(
4)
七
五
頁
、
広
中
・
前
掲
注

(
1
8
8
)

四
五
八
頁
、
沢
井
•
前
掲
注

(
1
8
8
)
一
四
八
頁
、
加
藤
雅
信
・
前
掲
注

(1
8
8
)
一
八
八
頁

、

川
井
健

「民

法
概
論
4

債
権
各
論
J

(
有
斐
閣
、

二
0
0
六
）
四
二

0
頁
、
野
澤

・
前
掲
注

(188
)
一
五
七
頁
、
平
野
・
前
掲
注

(58
)
―二
七
頁
。

(
2
0
8
)

五
十
嵐
•
前
掲
注

(1
2)
「
人
格
権
の
侵
害
」、
同

「人
格
権
論
」
（有
斐
閣
、
一
九
八
九
)
]
頁
、
同
•
前
掲
注

(
3
)
。

(2
0
9
)
五
十
嵐

•

前
掲
注

(3
)
九
頁
、
大
村
・
前
掲
注

(1
0)
―
二
八
頁
の
脚
注

(5
4
)
。

(
2
1
0
)

五
十
嵐
•
前
掲
注

（3
)
―
-
―-
頁。

(2
1
1
)
五
十
嵐

•
前
掲
注

(4
)
-
O
I

―
一
頁
。

(212
)
松
井
・
前
掲
注

(
6
)
肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由

（
一
）
」
一
八
0
頁。

(213
)
松
井
・
前
掲
注

(55
)
「
肖
像
権
侵
害
と
表
現
の
自
由

（二）
」
三
二
四
頁。

(
2
1
4
)

窪
田
充
見
「
人
格
権
侵
害
と
損
害
賠
償

」
民
商
―
一
六
巻
四

•

五
号

(
-九
九
七
）
五
五
五
頁
、
橋
本
佳
幸
ほ
か
・
前
掲
注

(
2)
二
三
頁
で
は
、
「
純

粋
に
法
技
術
的
観
点
か
ら
い
え
ば
、
権
利
法
益
侵
害
要
件
の
文
脈
に
お
い
て
、
人
格
権
か
否
か
は
何
等
の
意
味
も
も
た
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

(215
)
藤
岡
康
宏
「
人
格
権
」
同
編

「新
・
現
代
損
害
賠
償
法
講
座
第
二
巻
権
利
侵
害
と
被
侵
害
利
益
l

（日
本
評
論
社
、
一
九
九
八
）
――

二
頁
は
、
人
格

的
利
益
と
呼
ぶ
も
の
を
精
神
的
側
面
と
身
体
的
側
面
と
に
分
類
す
る
が
、
肖
像
権
は
、
ど
ち
ら
の
側
面
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
だ

ろ
う
か
。

(216)
瀬
川
信
久
「
民
法
七

0
九
条
」
広
仲
俊
雄
・
星
野
英
一
絹

「民
法
典
の
百
年
」（
有
斐
閣
、

一
九
九
八
）
六

一
四
頁
は
、

「無
形
の
非
経
済
的
な
利
益
は
、

人
格
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
人
格
的
利
益
と
総
称
さ
れ
る
：
’
•
••
こ
れ
ら
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
と

き
、
判
例
は
各
利
益
ご
と
に
異
な
る
枠
組
み

に
よ

っ
て
不
法
行
為
を
判
断
し
て
い
る
」
と
し
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
「
好
ま
し
い
内
面
生
活
を
目
的
と
す
る
も
の
」
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
取
り
上

げ
る
。

(217)
窪
田
充
見
「
不
法
行
為
法
学
か
ら
見
た
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
生
成
途
上
の
権
利
の
保
談
に
お
け
る
不
法
行
為
法
の
役
割
に
関
す
る
覚
曾
」
民
商

一
三
三
巻

四

•
五
号
(
―
1
0
0
五
）
七
四
一
頁
以
下
、
同
「
不
法
行
為
法
と
知
的
財
産
法
の
交
錯
」
著
作
権
研
究
―
―
一
六
号
(
―
1
0
0
九
）
四
八
頁
、
小
粥
太
郎
「
名
脊

毀
損
か
ら
み
る
不
法
行
為
法
」
松
本
恒
雄
先
生
還
暦
記
念

「民
事
法
の
現
代
的
課
題
j

（商
事
法
務
二
0
―二）

六
四一

頁
参
照
。
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