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参
考

答
案

 

〔
民

法
・

民
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Ⅰ
〕
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 第

１
 

設
問

１
 

 １
 

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

権
の

法
的

保
護

 

（
１

）
わ

が
民

法
に

は
「

名
誉

を
侵

害
し

た
場

合
」（

民
法

7
1
0
条

）
と

い
う

条

文
が

あ
る

の
み

で
，

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

侵
害

を
直

接
規

定
す

る
明

文
は

な
い

。
ま

た
，

差
止

請
求

を
認

め
る

明
文

自
体

が
民

法
に

は
存

在
し

な
い

。
そ

こ
で

，
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
の

法
的

保
護

性
，

及
び

，
差

止
請

求
の

可
否

が
問

題
と

な
る

。
 

（
２

）
人

格
権

と
は

，
人

間
が

個
人

と
し

て
人

格
の

尊
厳

を
維

持
し

て
生

活
す

る
う

え
で

不
可

欠
な

，
個

人
と

し
て

の
存

在
と

分
離

で
き

な
い

人
格

的
利

益
の

総
称

を
い

う
。

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

権
も

，
名

誉
権

と
並

ぶ
，

人
格

権
の

重
要

な
一

つ
で

あ
る

。
 

（
３

）
そ

し
て

，
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
権

と
は

，
私

生
活

を
み

だ
り

に
公

開
さ

れ
な

い
権

利
を

い
う

。
①

私
生

活
上

の
事

実
ま

た
は

事
実

ら
し

く
受

け
取

ら
れ

る
お

そ
れ

が
あ

り
（

私
事

性
）
，
②

一
般

人
の

感
受

性
を

基
準

に
し

て
，
当

該
私

人
の

立
場

に
立

っ
た

場
合

，
公

開
を

欲
し

な
い

で
あ

ろ
う

と
認

め
ら

れ
（

秘
匿

性
）
，

③
一

般
の

人
に

は
未

だ
知

ら
れ

て
い

な
い

事
柄

（
非

公
知

性
）

が
，

み
だ

り
に

公
開

さ
れ

た
場

合
に

，
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
侵

害
が

あ
っ

た
と

し
て

法
的

保
護

の
対

象
と

な
る

。
 

本
件

ビ
ラ

記
載

の
各

事
項

は
，

上
記

の
私

事
性

・
秘

匿
性

・
非

公
知

性
を

満

た
す

。
ま

た
，

C
は

公
的

人
物

で
な

く
，

公
表

事
実

に
公

共
性

も
認

め
ら

れ
な

い
。

よ
っ

て
，

法
的

保
護

の
対

象
と

な
り

う
る

。
 

 

２
 

差
止

請
求

の
根

拠
 

（
１

）
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
な

ど
人

格
的

利
益

が
侵

害
さ

れ
る

場
合

，
絶

対
権

た
る

人
格

権
を

根
拠

に
差

止
請

求
権

を
認

め
る

べ
き

で
あ

る
。

人
格

権
は

人
間

的
な

生
活

に
不

可
欠

で
あ

り
，

絶
対

権
と

し
て

の
性

格
（

対
世

的
・

排
他

的
性

格
）

を
有

す
る

権
利

で
あ

る
。

絶
対

権
で

あ
る

と
い

う
点

に
お

い
て

物
権

と
共

通
す

る
。

不
法

行
為

と
い

う
事

後
的

救
済

の
枠

を
超

え
，

差
止

請
求

を
認

め
る

の
が

妥
当

で
あ

る
。

 

（
２

）
こ

れ
に

対
し

，
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
侵

害
の

救
済

を
不

法
行

為
法

の
枠

内
で

処
理

す
る

見
解

が
あ

る
。

し
か

し
，

不
法

行
為

は
発

生
し

た
損

害
の

公
平

な
填

補
を

そ
の

目
的

と
し

，
要

件
と

し
て

①
損

害
の

発
生

（
＝

事
後

救
済

）
と

②
故

意
過

失
を

要
求

し
，

効
果

と
し

て
③

金
銭

賠
償

を
原

則
と

す
る

。
高

度
な

人
格

権
侵

害
に

お
い

て
加

害
者

に
過

失
要

件
を

要
求

す
る

こ
と

，
及

び
，

事
前

差
止

請
求

の
根

拠
付

け
に

疑
問

と
限

界
が

あ
り

賛
成

で
き

な
い

。
 

３
 

差
止

請
求

の
要

件
 

（
１

）
差

止
請

求
は

，
相

手
方

の
行

動
の

自
由

を
過

度
に

制
限

す
る

も
の

で
あ

る
か

ら
，

差
止

が
認

め
ら

れ
る

要
件

と
し

て
，

①
侵

害
行

為
が

明
ら

か
に

予
想

さ
れ

，
②

そ
の

侵
害

行
為

に
よ

っ
て

被
害

者
が

重
大

な
損

失
を

受
け

る
お

そ
れ

が
あ

り
，

か
つ

，
③

そ
の

回
復

を
事

後
に

図
る

の
が

不
可

能
な

い
し

著
し

く
困

難
に

な
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

に
限

定
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

 

 
不

法
行

為
と

異
な

り
，

加
害

者
の

故
意

過
失

は
問

わ
な

い
。

 

（
２

）
本

件
で

は
，

家
庭

事
情

を
含

む
個

人
情

報
が

正
当

理
由

な
し

に
周

辺
住

民
に

公
開

さ
れ

よ
う

と
し

て
お

り
，

C
に

重
大

な
損

失
を

与
え

る
お

そ
れ

が
あ



 

3 
 る

。
ま

た
，
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
は

そ
の

性
質

故
に

事
後

救
済

に
馴

染
ま

な
い

。
B
の

被
害

は
ビ

ラ
の

廃
棄

と
再

作
成

で
収

ま
る

。
以

上
か

ら
差

止
要

件
を

充
足

す
る

。
 

４
 

結
論

 

よ
っ

て
，

C
は

B
に

対
し

，
本

件
ビ

ラ
配

布
行

為
の

差
止

を
請

求
で

き
る

。
 

  第
２

 
設

問
２

 
 

 １
 

日
照

権
の

侵
害

 

（
１

）
建

造
物

へ
の

日
照

を
む

や
み

に
阻

害
さ

れ
な

い
権

利
を

日
照

権
と

い
う

。

日
照

権
に

対
す

る
侵

害
行

為
が

，
社

会
生

活
上

一
般

に
受

忍
す

べ
き

限
度

を
越

え
，

違
法

で
あ

る
場

合
に

，
人

格
権

侵
害

等
を

根
拠

に
差

止
請

求
が

求
め

ら
れ

る
。

 

（
２

）
日

照
権

の
法

的
根

拠
 

 
日

照
権

も
人

格
権

に
含

ま
れ

る
と

解
す

る
。

人
格

権
は

，
人

間
が

個
人

と
し

て
人

格
の

尊
厳

を
維

持
し

て
生

活
す

る
う

え
で

不
可

欠
な

人
格

的
利

益
の

総
称

で
あ

る
と

こ
ろ

，
十

分
な

日
照

な
し

に
人

間
は

健
康

で
平

穏
な

生
活

を
営

め
な

い
か

ら
で

あ
る

。
厳

格
な

要
件

を
満

た
す

な
ら

ば
人

格
権

侵
害

を
根

拠
と

す
る

差
止

請
求

が
肯

定
さ

れ
る

こ
と

に
な

る
。

 

（
３

）
建

築
基

準
法

遵
守

と
違

法
性

 

と
こ

ろ
で

，
本

件
マ

ン
シ

ョ
ン

は
建

築
基

準
法

の
定

め
る

基
準

に
反

し
て

い

な
い

。
そ

こ
で

，
そ

も
そ

も
本

件
で

は
違

法
と

評
価

で
き

な
い

の
で

は
な

い
か

が
問

題
と

な
る

。
 

 
建

築
基

準
法

は
あ

く
ま

で
も

国
家

個
人

間
の

公
益

や
国

民
の

生
命

・
健

康
を

守
る

た
め

の
規

制
で

あ
る

一
方

，
日

照
侵

害
の

民
事

救
済

は
私

権
秩

序
の

領
域

で
あ

り
，
両

者
は

そ
の

機
能

と
目

的
を

異
に

す
る

。
そ

も
そ

も
建

築
基

準
法

は
，

国
民

の
生

命
，
健

康
及

び
財

産
を

保
護

す
る

た
め

の
「

最
低

の
基

準
」（

建
築

基

準
法

１
条

）
を

定
め

た
に

過
ぎ

な
い

。
よ

っ
て

，
建

築
基

準
法

等
の

遵
守

の
み

を
理

由
に

し
て

適
法

視
す

る
こ

と
は

私
権

保
護

の
観

点
か

ら
は

妥
当

で
な

い
。

 

（
４

）
差

止
請

求
の

要
件

 

差
止

の
場

合
は

相
手

方
の

権
利

行
使

を
直

接
に

制
限

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
，

損
害

賠
償

と
差

止
請

求
と

で
，

違
法

性
に

関
す

る
判

断
や

受
忍

限
度

の
認

定
レ

ベ
ル

に
差

異
を

認
め

る
べ

き
で

あ
る

。
 

受
忍

限
度

の
判

断
は

，
被

害
の

程
度

，
地

域
性

，
加

害
建

物
の

公
共

性
，

規

制
基

準
違

反
の

有
無

と
程

度
，

加
害

側
の

防
止

努
力

や
交

渉
態

度
な

ど
を

総
合

判
断

し
て

決
定

さ
れ

る
。

例
え

ば
，

都
会

か
ら

離
れ

，
被

害
建

物
が

幼
稚

園
や

病
院

な
ど

日
照

確
保

の
必

要
性

が
高

か
っ

た
り

，
加

害
側

の
交

渉
態

度
に

誠
実

性
が

見
ら

れ
な

い
な

ど
の

事
情

は
，

受
忍

限
度

を
超

え
る

方
向

の
フ

ァ
ク

タ
ー

と
な

り
う

る
。

 

本
件

に
お

い
て

，
こ

の
よ

う
な

特
段

の
事

情
は

，
特

に
認

め
ら

れ
な

い
。

 

（
５

）
結

論
 

よ
っ

て
，

B
は

A
に

対
し

，
特

段
の

事
情

が
な

い
限

り
，
日

照
権

侵
害

を
理

由
と

す
る

本
件

マ
ン

シ
ョ

ン
の

建
築

禁
止

は
請

求
で

き
な

い
。

 

 



 

4 
 ２

 
景

観
利

益
の

侵
害

 

（
１

）
良

好
な

景
観

の
恵

沢
を

享
受

で
き

る
利

益
を

景
観

利
益

と
い

う
。

景
観

利
益

が
侵

害
さ

れ
る

場
合

に
差

止
請

求
を

認
め

ら
れ

る
か

，
ま

た
，

そ
の

根
拠

と
要

件
は

何
か

，
が

問
題

と
な

る
。

 
（

２
）

景
観

利
益

の
法

的
保

護
性

 

確
か

に
，

景
観

利
益

の
評

価
が

主
観

的
で

あ
り

，
権

利
と

し
て

の
基

本
的

属

性
が

暖
昧

で
あ

る
こ

と
，

及
び

，
権

利
者

の
人

的
範

囲
が

不
明

確
で

あ
る

。
し

か
し

，
一

律
に

保
護

を
全

面
否

定
す

る
の

で
は

な
く

，
ま

ず
は

法
的

保
護

性
を

認
め

た
上

で
，

限
定

を
付

す
方

法
が

私
権

保
護

の
観

点
か

ら
は

妥
当

で
あ

る
。

 

 
そ

し
て

，
景

観
を

害
す

る
行

為
が

違
法

な
侵

害
と

判
断

さ
れ

る
の

は
，

少
な

く
と

も
①

刑
罰

・
行

政
法

規
違

反
，

②
公

序
良

俗
違

反
，

③
権

利
濫

用
に

該
当

す
る

な
ど

，
侵

害
行

為
の

態
様

や
程

度
が

社
会

的
相

当
性

を
欠

く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
判

例
も

同
旨

で
あ

る
。

 

 
本

件
で

は
，

こ
れ

ら
の

特
段

の
事

情
は

認
め

ら
れ

な
い

。
よ

っ
て

，
原

則
と

し
て

法
的

保
護

の
対

象
に

な
ら

な
い

。
 

（
３

）
差

止
請

求
の

可
否

 

 
も

し
特

段
の

事
情

が
認

め
ら

れ
て

法
的

保
護

性
を

肯
定

さ
れ

る
場

合
に

，
差

止
請

求
ま

で
認

め
ら

れ
る

の
か

，
そ

の
根

拠
と

要
件

が
問

題
と

な
る

。
 

こ
の

点
は

消
極

的
に

解
す

べ
き

で
あ

る
。

何
故

な
ら

，
景

観
権

を
人

格
権

に

含
ま

せ
て

考
え

る
こ

と
は

困
難

で
あ

り
，

ま
た

，
不

法
行

為
の

効
果

と
し

て
差

止
請

求
を

認
め

る
こ

と
は

，
損

害
発

生
を

要
件

と
す

る
事

後
救

済
法

理
で

あ
る

不
法

行
為

法
の

本
質

と
整

合
し

な
い

か
ら

で
あ

る
。

 

（
４

）
結

論
 

よ
っ

て
，

B
は

A
に

対
し

，
景

観
利

益
侵

害
を

理
由

と
す

る
本

件
マ

ン
シ

ョ

ン
の

建
築

禁
止

は
請

求
で

き
な

い
。

 

以
 
上

 

 


