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一
　
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
監
視
が
集
会
の
自
由
に
も
た
ら
す
影
響
を
、「
萎
縮
効
果
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
憲
法
学
的
分
析
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

基
本
権
主
体
が
自
由
に
基
本
権
を
行
使
す
る
場
所
と
さ
れ
る
公
共
空
間
は
、
こ
れ
ま
で
公
共
空
間
の
私
化
を
は
じ
め
と
し
て
縮
減
し
て
お

り
、
憲
法
上
の
権
利
を
は
じ
め
と
し
た
諸
自
由
へ
の
脅
威
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き（
1
）た。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
自
由
の
縮
減
を
も
た
ら
す

の
は
公
共
空
間
の
私
化
の
み
で
は
な
い
。
公
共
空
間
の
監
視
も
、
そ
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

部
会
決
定
で
あ
る
缶
ビ
ー
ル
・
フ
ラ
ッ
シ
ュ
モ
ブ
決（
2
）定に
お
い
て
申
立
人
は
、
私
有
地
で
の
集
会
実
施
の
可
否
の
ほ
か
に
、
当
該
集
会
が

行
わ
れ
る
時
間
に
お
け
る
監
視
カ
メ
ラ
の
停
止
を
求
め
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
申
立
人
に
よ
る
理
由
付
け
が
不
十

分
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
た
う
え
で
当
該
主
張
を
斥
け
て
お
り
、
同
裁
判
所
に
よ
る
詳
細
な
判
断
は
取
り
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

し
か
し
、
公
共
空
間
の
監
視
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
個
人
に
対
し
て
、
自
ら
の
基
本
権
行
使
の
帰
結
が
何
ら
か
の
不
利
益
を
も
た
ら
す
で

あ
ろ
う
こ
と
を
恐
れ
て
基
本
権
行
使
を
控
え
さ
せ
る
効
果
を
も
た
ら
す
が
ゆ
え
に
、
公
共
空
間
の
使
用
を
実
質
的
に
妨
げ
る
の
で
は
な
い

か
、
と
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
基
本
権
行
使
を
控
え
さ
せ
る
効
果
は
講
学
上
、「
萎
縮
効
果
（chilling effect

）」
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
萎
縮

効
果
は
、
も
と
は
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
判
例
法
理
に
よ
っ
て
、
主
に
表
現
の
自
由
へ
の
干
渉
を
念
頭
に
置
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
概
念
で

あ（
3
）る。

そ
の
後
、
当
該
概
念
はAbschreckungseffekt

な
い
し
はEinschüchterungseffekt

と
し
て
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
を
は

じ
め
諸
裁
判
例
に
よ
っ
て
継
受
さ
れ
て
い（
4
）る。
む
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も

―
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
く

―
意
見
表
明
の
自
由
と
い
う
、

と
り
わ
け
刑
事
処
罰
等
に
よ
っ
て
萎
縮
を
受
け
や
す
い
基
本
権
を
中
心
に
萎
縮
効
果
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
萎

縮
効
果
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
基
本
権
は
、
意
見
表
明
の
自
由
の
み
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
公
共
空
間
の
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監
視
を
行
う
場
合
に
萎
縮
さ
せ
ら
れ
る
も
の
に
は
、
意
見
表
明
の
自
由
の
ほ
か
、
芸
術
の
自
由
、
信
教
の
自
由
、
集
会
の
自
由
、
移
動
の

自
由
、
さ
ら
に
は
一
般
的
行
為
自
由
な
ど
も
ま
た
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
本
稿
で
は
、

―
私
有
地
に
お
け
る
監
視
も
今
後
検
討
課
題
と
な
る
余
地
が
あ
る
が

―
国
家
に
よ
る
監
視
と
集
会
の
場

へ
の
ア
ク
セ
ス
へ
の
事
実
上
の
制
約
を
検
討
す
る
。
集
会
の
「
場
」
へ
の
権
利
を
問
題
と
す
る
本
稿
か
ら
は
、
当
該
場
所
で
の
集
会
の
実

施
自
体
が
禁
止
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
、
集
会
へ
の
直
接
的
な
制
約
は
存
在
し
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
監
視
の
も

と
に
置
か
れ
る
集
会
に
は
、
基
本
権
主
体
が
基
本
権
の
行
使
を
控
え
る
、
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
集
会
へ
参
加
す
る
こ
と
を
控
え
る
萎
縮

効
果
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
萎
縮
効
果
か
ら
の
法
的
保
護
に
は
否
定
的
見
解
も
根
強
く
、
そ
れ
が
単
な
る
「
感
情
」
の

保
護
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
批
判
も
散
見
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
集
会
の
前
域

―
す
な
わ
ち
集
会
が
生

じ
る
以
前

―
に
お
い
て
基
本
権
主
体
が
集
会
に
参
加
す
る
こ
と
を
「
く
じ
か
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
集
会
の
自
由
が
空
洞
化
す
る
こ
と

を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
萎
縮
効
果
論
か
ら
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
従
来
の
法
理
の
修
正
を
図
る
ド
イ
ツ
憲

法
学
の
議
論
を
参
照
し
、
予
備
的
考
察
を
行
う
。
萎
縮
効
果
論
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
そ
の
母
国
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
長
い
歴
史
を

持
つ
概
念
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
継
受
さ
れ
て
久
し
い
。
そ
し
て
、
萎
縮
効
果
論
が
問
題
と
な
り
う
る
場
面
も
ま
た

多
様
で
あ
る
。
萎
縮
効
果
論
の
歴
史
的
発
展
、
さ
ら
に
は
応
用
可
能
性
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
今
後
の
筆
者
の
研
究
課
題
と
し
、
本
稿

は
、
国
家
に
よ
る
集
会
の
監
視
を
基
本
権
に
対
す
る
介
入
と
し
て
合
憲
性
審
査
の
俎
上
に
載
せ
る
際
に
必
要
と
な
る
法
理
の
修
正
に
つ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
「
保
護
領
域
」「
介
入
」「
正
当
化
」
と
い
う
各
段
階
か
ら
理
論
的
な
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
萎
縮

効
果
か
ら
の
保
護
を
基
本
権
の
保
護
領
域
に
含
め
る
試
み
を
検
討
す
る
。
ド
イ
ツ
憲
法
学
に
お
い
て
監
視
か
ら
の
保
護
は
広
く
情
報
自
己

決
定
権
へ
の
干
渉
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
萎
縮
効
果
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
そ
れ
に
よ
り
行
使
を
控
え
さ
せ
ら
れ

る
の
は
情
報
自
己
決
定
権
で
は
な
く
、
問
題
と
な
る
個
々
の
具
体
的
基
本
権
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
個
々
の
基
本
権
の
保
護
領

域
に
含
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
集
会
の
自
由
と
の
関
係
で
は
、
集
会
の
自
由
に
は
そ
の
具
体
的
内
実
を
自
由
に
決
定
す
る
「
決
定
の
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自
由
」
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
二
）。
も
っ
と
も
、
萎
縮
効
果
に
よ
る
不
当
な
影
響
力
の
行
使
か
ら
の
保
護
が
保
護

領
域
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
当
然
に
介
入
を
構
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
古
典
的
介
入
概
念
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
基
本
権
へ

の
介
入
と
い
う
目
的
志
向
性
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
萎
縮
効
果
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
的
志

向
性
を
欠
く
国
家
的
措
置
に
お
い
て
も
基
本
権
行
使
の
前
域
へ
の
不
当
な
干
渉
を
も
た
ら
す
こ
と
を
指
摘
し
、
当
該
要
件
の
修
正
可
能
性

に
つ
き
検
討
を
行
う
（
三
）。
介
入
要
件
の
修
正
が
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
干
渉
の
強
度
が
僅
少
で
あ
れ
ば
、
介
入
と
し
て
審
査

さ
れ
得
な
い
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
判
例
は
、
具
体
的
犯
罪
等
に
関
す
る
「
嫌
疑
の
不
存
在
」
の
ほ
か
、

「
対
象
の
広
範
性
」、
す
な
わ
ち
影
響
を
受
け
る
個
人
が
社
会
の
広
範
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
介
入
の
強
度
を
強
め
る
方
針
を
採
用
し
て
い
る
。

介
入
の
「
水
平
的
加
算
」
と
呼
ば
れ
る
、
か
か
る
介
入
の
強
化
手
法
は
、
監
視
を
受
け
る
個
人
に
と
っ
て
対
象
の
広
範
性
は
何
ら
無
関
係

で
あ
る
ゆ
え
に
不
当
で
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
個
々
の
主
体
が
受
け
る
干
渉
に
着
目
す
る
純
粋
な
個
人
権

的
構
成
で
は
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
萎
縮
効
果
が
社
会
全
体
へ
も
た
ら
す
影
響
を
審
査
に
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
暫
定

的
な
擁
護
を
行
う
（
四
）。

二
　
基
本
権
行
使
の
内
実
と
し
て
の
「
決
定
の
自
由
」

　
監
視
が
も
た
ら
す
萎
縮
を
憲
法
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
並
立
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。
シ
ュ
タ
ー
ベ
ン
（Julian Staben

）
に
よ
る
列
挙
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
①
萎
縮
か
ら
の

保
護
を
保
護
領
域
の
段
階
で
輪
郭
を
与
え
る
こ
と
、
②
介
入
概
念
の
修
正
に
よ
る
萎
縮
効
果
か
ら
の
保
護
、
③
比
例
性
、
と
り
わ
け
狭
義

の
比
例
性
（Angem

essenheit

）
に
お
い
て
考
慮
す
る
こ（
5
）と、

が
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
。

　
以
下
で
は
ま
ず
、
議
論
の
出
発
点
と
し
て
、
基
本
権
の
保
護
領
域
に
お
い
て
萎
縮
か
ら
の
保
護
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
検
討
す
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る
。
集
会
の
自
由
と
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
警
察
に
よ
る
画
像
・
音
声
記
録
（Bild- und Tonaufnahm

en

）
が
萎
縮
効
果
を
与
え
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
が
憲
法
上
、
個
人
権
的
保
護
を
発
動
さ
せ
る
「
介
入
」
な
の
か
は
争
わ
れ
て
き
た
。
エ
ン
ダ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、

論
点
と
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
監
視
手
法
が
基
本
権
上
の
な
ん
ら
か
の
自
由
の
保
護
領
域
に
介
入
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う

点
の
み
な
ら
ず
、
仮
に
保
護
領
域
に
介
入
し
て
い
る
と
し
て
、
い
か
な
る
基
本
権
へ
の
介
入
な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ（
6
）る。
ま
た
、
デ
ー

タ
の
記
録
を
伴
わ
な
い
情
景
撮
影
（Ü

bersichtsaufnahm
en

）
に
関
し
て
は
よ
り
一
層
そ
の
対
立
が
深
く
、
一
方
で
こ
れ
を
憲
法
上
の
正

当
化
が
必
要
と
な
る
「
介
入
」
と
構
成
す
る
論
者
は
「
監
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
情
」
を
引
き
起
こ
し
、
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
し
う
る

こ
と
を
論
拠
に
し
て
い
る
が
、
エ
ン
ダ
ー
ス
を
は
じ
め
と
し
た
論
者
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
干
渉
か
ら
介
入
を
導
く
立
場
は
、

そ
の
理
論
的
正
当
化
に
成
功
し
て
い
な
い
、
と
し
て
い（
7
）る。
集
会
の
自
由
と
監
視
の
関
係
に
お
い
て
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
場
合
に
介

入
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
関
す
る
、
詳
細
な
場
合
分
け
に
伴
う
検
討
は
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
以
下
で
は
萎
縮
効
果

か
ら
の
自
由
を
憲
法
上
の
権
利
の
保
護
領
域
に
取
り
込
む
試
み
に
つ
き
検
討
し
て
お
く
。

㈠
　
何
の
自
由
か
？

1　

情
報
自
己
決
定
権
か
ら
の
保
護
？

　
ド
イ
ツ
の
多
数
説
は
、
監
視
か
ら
の
自
由
を
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
導
い
て
い
る
。
な
お
、
ツ
ァ
ン
ガ
ー
（Johanna Zanger

）
は
、

情
報
自
己
決
定
権
な
ど
の
基
本
権
に
よ
る
検
討
を
行
う
前
に
、「
恐
怖
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
鍵
概
念
の
も
と
で
監
視
か
ら
の
保
護
の
可

能
性
に
つ
き
言
及
す
る
。
た
だ
し
、
新
た
な
基
本
権
の
創
出
と
い
う
道
を
彼
女
は
否
定
し
、
既
存
の
基
本
権
か
ら
監
視
か
ら
保
護
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る
。
た
し
か
に
、
自
由
で
民
主
的
な
秩
序
に
お
い
て
、「
恐
怖
か
ら
の
自
由
」
は
憲
法
の
前
提
条
件
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、

恐
怖
か
ら
の
自
由
な
し
に
は
、
自
由
権
を
行
使
す
る
可
能
性
は
空
転
す
る
可
能
性
す
ら
あ（
8
）る。

も
っ
と
も
、
ツ
ァ
ン
ガ
ー
は
、
当
該
自
由

が
運
用
可
能
性
の
観
点
で
困
難
を
も
た
ら
す
こ
と
、
そ
し
て
当
該
自
由
の
輪
郭
が
不
明
確
（konturlos

）
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
、
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「
恐
怖
か
ら
の
自
由
」
そ
れ
自
体
を
主
観
化
す
る
途
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
法
一
条
一
項
の
規
定
す
る
人
間
の
尊
厳
か
ら
の
保

障
も
、
こ
れ
が
不
可
侵
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
保
障
範
囲
は
狭
く
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い（
9
）る。

　
新
し
い
基
本
権
の
創
出
を
否
定
し
た
現
在
、
萎
縮
効
果
か
ら
の
保
護
を
期
待
さ
れ
る
個
別
の
基
本
権
は
、
情
報
自
己
決
定
権
で
あ
る
。

情
報
自
己
決
定
権
が
監
視
か
ら
の
保
護
を
保
障
す
る
と
目
さ
れ
る
理
由
に
は
、
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

　
ま
ず
、
情
報
自
己
決
定
権
は
、
私
的
領
域
の
保
護
よ
り
も
広
い
範
囲
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
監
視
や
情
報
・
デ
ー

タ
収
集
の
保
護
に
お
い
て
は
、
従
来
、
私
的
領
域
か
ら
の
保
護
が
論
じ
ら
れ
て
き
）
10
（
た
。
か
つ
て
有
力
で
あ
っ
た
「
領
域
理
論

（Sphärentheorie

）」
は
、「
私
的
生
活
形
成
の
核
心
領
域
」
と
そ
れ
以
外
の
領
域
を
区
別
し
、
前
者
を
絶
対
不
可
侵
と
し
、
そ
の
他
の
領

域
に
つ
い
て
は
そ
の
他
の
利
益
と
の
衡
量
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
日
記
決
）
11
（
定
は
、
か
か
る
領
域

の
判
断
に
お
い
て
①
当
該
個
人
が
そ
の
生
活
事
態
を
秘
密
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
か
、
②
生
活
事
態
が
一
身
専
属
的
な
も
の
か
、
と
い
う

主
観
的
お
よ
び
客
観
的
基
準
を
定
立
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
公
共
空
間
に
お
け
る
集
会
と
い
う
観
点
で
は
、
私
的
領
域
性
を
強
調
す
る
場
合
、「
公
の
集
会
」
は
保
護
の
対
象
外
で
あ

る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
解
す
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
ル
リ
ヒ
（N

orbert U
llrich

）
は
、
公
共
空
間
に

お
け
る
監
視
が
私
的
領
域
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
す
る
。
ウ
ル
リ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
障
さ
れ
る
物
理
的

空
間
と
し
て
、
住
居
を
越
え
た
様
々
な
場
所
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
多
く
の
人
が
お
り
、
彼
ら
に
視
認
さ
れ
る
場
所
で
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
は
主
張
で
き
な
）
12
（
い
。
も
し
も
こ
の
よ
う
な
場
所
で
私
的
領
域
性
な
い
し
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
（Privatheit

）
を
主
張
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

公
共
空
間
を
包
括
的
に
「
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
化
（privatisieren
）」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
り
社
会
的
に
受
容
さ
れ

た
慣
習
的
な
他
者
の
行
為
を
縮
減
さ
せ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
）
13
（
る
。
た
し
か
に
、
非
公
開
お
よ
び
屋
内
集
会
に
参
加
す
る
者
は
、
参
加
者
以

外
か
ら
隔
絶
す
る
こ
と
を
決
め
て
い
る
が
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
こ
の
こ
と
が
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
者
は
、
意
図
的
に
公
共
へ
と
進
み
出
る
」
か
ら
で
あ
る
、
と
い
）
14
（

う
。
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公
共
空
間
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
集
会
、
と
り
わ
け
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
自
由
の
例
が
表
す
よ
う
に
、
非
私
的
領
域
に
お
け
る

自
己
決
定
権
は
「
私
的
領
域
性
」
の
保
護
に
着
目
す
る
場
合
、
保
護
さ
れ
な
い
か
、
も
し
く
は
極
め
て
広
範
な
制
限
を
許
し
て
し
ま
う
。

情
報
自
己
決
定
権
の
重
要
性
を
説
く
ア
ル
バ
ー
ス
（M

arion Albers

）
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
領
域
理
論
を
批
判
す
る
。
ア
ル
バ
ー

ス
に
よ
れ
ば
、
領
域
理
論
の
問
題
と
し
て
、
保
護
の
程
度
を
段
階
づ
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
領
域
は
相
対
的
で
あ
り
、
明

確
な
輪
郭
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
加
え
て
、
そ
の
他
の
通
信
の
自
由
（
基
本
法
一
〇
条
）
の
規
定
も
領
域
理
論

の
欠
陥
を
裏
付
け
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
も
し
も
、
私
的
領
域
の
み
が
保
護
法
益
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
親
密
な
（intim

）
も
し
く
は
私

的
な
（privat

）
性
質
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
内
容
を
保
護
す
る
こ
と
に
当
該
条
項
は
向
け
ら
れ
、
そ
れ
に
限
ら
れ
る
は
ず
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
私
的
な
性
質
を
持
た
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
内
容
は
結
果
と
し
て
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で

あ
）
15
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
規
範
の
文
言
上
は
（norm

textlich

）
そ
の
よ
う
な
内
容
を
規
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
）
16
（

る
。
通
信
の
自
由
は
、
そ

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
が
私
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
商
業
的
、
政
治
的
内
容
を
有
し
て
い
よ
う
が
、
問
題
で
は
な

い
の
で
あ
）
17
（
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
判
例
上
、
自
己
の
情
報
に
関
わ
る
権
利
は
、
自
己
情
報
決
定
権
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

国
勢
調
査
判
）
18
（
決
は
、
私
的
領
域
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
脱
却
し
、
情
報
自
己
決
定
権
を
定
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
同
判
決
は
、「
個
人
的
生

活
実
態
を
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
い
か
な
る
範
囲
で
公
開
す
る
か
を
、
原
則
と
し
て
自
ら
決
定
す
る
個
人
の
権
能
」
と
し
て
定
式
化
す
る
に

至
っ
て
い
）
19
（
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
、
ウ
ル
リ
ヒ
は
、
私
的
空
間
の
み
な
ら
ず
、
公
共
空
間
に
進
み
出
る
個
人
の
情
報
を
も
考
慮
に
入

れ
る
可
能
性
を
有
す
る
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
の
監
視
に
よ
る
保
護
を
第
一
に
志
向
す
る
こ
と
を
主
張
）
20
（

し
、「
ど
の
程
度
情
報
自
己
決
定

権
が
公
共
空
間
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
か
」、
と
い
う
問
題
と
し
て
定
式
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
）
21
（
る
。
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2　

個
別
の
基
本
権
か
ら
の
導
出

　
多
く
の
論
者
は
、
国
勢
調
査
判
決
以
降
の
判
例
形
成
か
ら
、
監
視
に
よ
る
萎
縮
か
ら
の
保
護
を
情
報
自
己
決
定
権
の
保
護
領
域
に
位
置

づ
け
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
近
時
、
監
視
に
よ
る
萎
縮
を
情
報
自
己
決
定
権
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と

を
疑
問
視
す
る
見
解
が
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
情
報
自
己
決
定
権
が
備
え
る
、
諸
基
本
権
へ
の
害
悪
に
対
す
る
予
防
的
性
質
（preem

ptive 

character

）
に
基
づ
く
論
拠
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
（Ralf Poscher

）
は
、
こ
う
述
べ
る
際
に
情
報
自
己
決
定
権
と
そ
の
他

の
諸
基
本
権
と
の
違
い
を
強
調
す
る
。
一
方
で
、
そ
の
他
の
諸
基
本
権
に
お
い
て
は
、
実
際
に
国
家
が
現
実
に
基
本
権
の
介
入
し
た
あ
と

に
防
御
を
行
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
集
会
が
警
察
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
り
解
散
さ
せ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
他

方
で
、
情
報
自
己
決
定
権
に
つ
い
て
い
え
ば
、
情
報
の
収
集
、
集
積
、
処
理
、
そ
れ
自
体
が
害
悪
で
は
な
い
、
と
す
）
22
（

る
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
情
報
自
己
決
定
権
は
個
人
情
報
の
収
集
、
集
積
、
処
理
に
関
わ
る
抽
象
的
な
危
険
か
ら
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ー
タ
保
護
は
予
防
的
に
、
個
人

情
報
の
使
用
に
潜
在
的
に
関
わ
る
自
由
お
よ
び
平
等
に
関
わ
る
利
益
を
保
護
す
る
。
情
報
の
収
集
、
集
積
、
処
理
そ
れ
自
体
が
害
悪
な
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
デ
ー
タ
が
重
要
性
を
持
つ
に
は
、
デ
ー
タ
が
情
報
に
な
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
と
共
に
表
明
さ
れ
る
。
自
由
お
よ
び
平
等
の
利
益
が
問

題
と
な
り
え
る
の
は
、
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
デ
ー
タ
の
使
用
の
み
な
の
で
あ
る
。
市
民
の
政
治
的
お
よ
び
宗
教
的
信
条
に
関
す
る
個
人
情

報
の
国
家
に
よ
る
収
集
が
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
そ
の
デ
ー
タ
が
政
治
的
お
よ
び
宗
教
的
集
団
へ
の
差
別
に
濫
用
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
ー
タ
保
護
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
濫
用
が
た
と
え
抽
象
的
な
危
険
で
あ
る
と
し
て
も
、
個
人
情
報
の
収
集
へ
の
正
当
化
が
要

求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
濫
用
が
実
際
に
生
じ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
濫
用
が
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
具
体
的
な
証
拠
は
必
要
な
い
。

デ
ー
タ
保
護
へ
の
権
利
は
そ
の
体
系
に
お
い
て
（system

atically

）
個
人
情
報
の
収
集
お
よ
び
処
理
に
伴
う
抽
象
的
な
危
険
か
ら
守
る
べ
く
、
す
で

に
存
在
し
て
い
る
そ
の
他
の
全
て
の
諸
基
本
権
を
促
進
す
）
23
（
る
。
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以
上
の
よ
う
な
考
え
に
従
い
、
ポ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
情
報
自
己
決
定
権
と
は
独
立
の
実
体
的
権
利
（substantive stand-alone right

）
と
し

て
保
障
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
諸
利
益
お
よ
び
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
応
じ
て
、
常
に
他
の
基
本
権
と
の
関
わ
り
で
問
題

と
な
る
と
し
て
い
）
24
（
る
。

　
か
か
る
叙
述
は
、
情
報
自
己
決
定
権
に
関
す
る
意
義
お
よ
び
理
由
付
け
（Begründung

）
と
内
実
（Inhalt

）
を
峻
別
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
見
解
と
し
て
整
理
で
き
る
。
ヘ
ル
ド
（Cornelius H

eld

）
に
よ
れ
ば
、
自
己
の
情
報
に
関
す
る
決
定
権
を
保
障
す
る
の
は
、
諸
基
本

権
の
行
使
に
関
す
る
萎
縮
か
ら
保
護
す
る
意
義
を
持
つ
が
、
そ
の
よ
う
な
意
義
が
直
ち
に
基
本
権
の
内
実
に
含
ま
れ
る
と
は
結
論
づ
け
ら

れ
な
い
、
と
説
く
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
萎
縮
効
果
か
ら
の
個
人
の
自
由
の
保
護
は
、
自
己
の
情
報
に
関
す
る
決
定
権
に
よ
っ
て
間
接
的

に
保
障
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
）
25
（
る
。
ザ
ッ
ク
ス
（M

ichael Sachs

）
も
ま
た
、
萎

縮
に
お
い
て
影
響
を
受
け
る
の
は
、
情
報
自
己
決
定
権
で
は
な
く
、
集
会
の
自
由
を
は
じ
め
と
し
た
諸
基
本
権
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。

ザ
ッ
ク
ス
は

―
後
述
の
Ｇ
8
サ
ミ
ッ
ト
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
断
を
好
意
的
に
評
価
す
る
際

―
萎
縮
効
果
は

集
会
の
自
由
へ
の
介
入
で
は
な
く
、
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
介
入
と
構
成
す
る
こ
と
を
斥
け
て
い
る
と
指
摘
す
）
26
（

る
。
後
述
の
Ｇ
８
サ
ミ
ッ

ト
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
集
会
参
加
予
定
者
の
情
景
撮
影
で
あ
り
、
情
報
自
己
決
定
権
を
保
障
す
る
と
さ
れ
る
基
本
法
二
条
一
項

の
保
護
領
域
か
ら
は
救
済
が
困
難
な
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
当
該

情
景
撮
影
に
お
い
て
は
、
個
人
的
デ
ー
タ
は
捕
捉
・
記
録
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
技
術
的
補
助
手
段
を
用
い
て
も
個
人
の
特
定
は
不
可
能
で

あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
27
（

る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
に
対
し
て
、

―
実
際
に
は
デ
ー
タ
の
捕
捉
お
よ
び
個
人
の
特
定
が
な
さ
れ

て
い
な
い
状
態
で
の

―
潜
在
的
な
萎
縮
効
果
さ
え
存
在
す
れ
ば
情
報
自
己
決
定
権
へ
の
干
渉
を
根
拠
づ
け
る
に
十
分
な
の
で
あ
る
と
す

る
批
判
も
ま
た
存
在
す
る
が
、
か
か
る
批
判
は
「
萎
縮
が
こ
の

0

0

﹇
情
報
自
己
決
定
権
と
い
う

―
強
調
原
文
、
補
足
筆
者
﹈
基
本
権
に
対
し
て

介
入
の
現
代
的
な
理
解
に
し
た
が
っ
て
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
）
28
（

る
」。
こ
う
し
た
問
題

に
対
し
ザ
ッ
ク
ス
は
、「
萎
縮
は
、
萎
縮
に
よ
っ
て
（
必
然
的
に
）
影
響
を
受
け
る
基
本
権
主
体
に
対
し
て
、
集
会
の
自
由
行
使
の
放
棄
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と
い
う
形
で
の
み
『
間
接
的
に
』
影
響
を
与
え
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
結
論
づ
け
、
集
会
の
自
由
へ
の
介
入
を
前
提
と
し
て
い
る
当
該
判
決

を
支
持
し
て
い
）
29
（

る
。

　
か
か
る
記
述
は
、
情
報
自
己
決
定
権
の
出
自
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
ポ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
国
勢
調
査
判
決
の
説
示
を
仔
細
に
検

討
す
れ
ば
、
デ
ー
タ
保
護
そ
れ
自
体
を
独
立
し
た
一
つ
の
権
利
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
お

よ
び
影
響
を
受
け
る
利
益
に
応
じ
て
、
様
々
な
諸
基
本
権
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
、
と
い
）
30
（

う
。
実
際
に
、
国
勢
調
査
判
決
は
以
下
の

よ
う
に
説
示
す
る
。

　
個
人
の
自
己
決
定
権
は
、

―
現
代
の
情
報
処
理
技
術
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
も
な
お

―
個
人
が
あ
る
行
動
を
取
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
決
定

に
つ
い
て
、
そ
の
決
定
に
基
づ
く
行
為
可
能
性
も
含
め
て
決
定
す
る
自
由
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
自
ら
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
が
社

会
的
環
境
の
特
定
の
領
域
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
十
分
な
確
証
を
も
っ
て
知
り
え
な
い
個
人
な
い
し
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
潜
在
的
な
相
手
方
が
い
か
な
る
情
報
を
有
し
て
い
る
の
か
を
一
定
程
度
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
個
人
は
、
自
ら
の
固
有
の
自
己
決

定
か
ら
計
画
し
決
定
す
る
自
由
が
著
し
く
損
な
わ
れ
得
る
。
誰
が
、
い
つ
、
い
か
な
る
内
容
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
機
会
の
も
と
自
ら
に
つ
い
て
知
り

う
る
の
か
を
市
民
が
も
は
や
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
社
会
秩
序
お
よ
び
こ
の
よ
う
な
社
会
秩
序
を
可
能
と
す
る
法
秩
序
は
、
情
報
自
己
決
定
権
と
は

相
い
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
逸
脱
し
た
行
為
態
様
が
い
つ
で
も
記
録
さ
れ
情
報
と
し
て
長
期
間
保
存
さ
れ
、
利
用
さ
れ
、
転
送
さ
れ
る
か
否

か
に
確
証
が
持
て
な
い
個
人
は
、
か
か
る
行
為
に
よ
っ
て
目
立
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
努
め
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
集
会
お
よ
び
市
民
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
へ
の
参
加
が
当
局
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
リ
ス
ク
が
生
じ
う
る
こ
と
を
考
慮
す
る
個
人
は
、
対
応
す
る
自
ら
の
諸
基
本
権
（
基
本
法
八

条
、
九
条
）
の
行
使
を
放
棄
す
る
か
も
し
れ
な
）
31
（
い
。

　
以
上
の
前
提
か
ら
、
問
題
と
な
る
個
別
の
基
本
権
に
よ
っ
て
萎
縮
効
果
か
ら
の
保
護
を
導
出
す
る
方
途
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ル
ド

や
ツ
ァ
ン
ガ
ー
は
、
萎
縮
効
果
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
権
の
保
護
領
域
に
よ
っ
て
対
応
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
あ
ら
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ゆ
る
基
本
権
に
は
、
決
定
の
自
由
（Entschließungsfreiheit

）
が
内
在
し
て
い
）
32
（
る
。
自
由
権
に
は
、
そ
れ
を
行
使
す
る
か
し
な
い
か
を
決

定
す
る
自
由
が
内
在
し
て
い
る
。
自
由
と
い
う
の
は
、
個
人
が
様
々
な
行
動
の
選
択
肢
を
自
律
的
に
決
定
で
き
る
場
合
に
の
み
存
在
す
）
33
（

る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
由
権
の
行
使
に
対
す
る
内
的
な
決
定
の
自
由
へ
の
干
渉
は
、
当
該
自
由
権
へ
の
干
渉
と
構
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
）
34
（
う
。
た
と
え
ば
、
集
会
の
自
由
の
例
で
い
え
ば
、
ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ
判
決
も
ま
た
、「
過
剰
な
監
視
（exessive O

bservation

）」

に
よ
る
干
）
35
（

渉
を
、
内
的
な
集
会
の
自
由
（innere Versam

m
lungsfreih

）
36
（eit

）
へ
の
干
渉
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
し
て
い
る
。

そ
の
後
の
判
決
で
あ
る
、
バ
イ
エ
ル
ン
集
会
法
判
）
37
（
決
も
ま
た
、
警
察
に
よ
る
主
催
者
の
届
け
出
を
定
め
た
諸
規
定
に
つ
き
、
集
会
の
自
由

と
併
せ
て
情
報
自
己
決
定
権
に
よ
る
主
張
も
申
立
人
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
申
立
人
が
情
報
自
己
決
定
権
に
も
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
に
つ
い
て
の
判
断
は
行
う
必
要
が
な
い
と
し
て
い
る
。

㈡
　「
前
域
保
障
」
に
よ
る
保
護
領
域
の
拡
張

　
萎
縮
効
果
か
ら
の
保
護
を
志
向
す
る
際
、
保
護
領
域
を
そ
の
前
域
へ
と
拡
張
す
る
必
要
が
あ
る
。
萎
縮
効
果
論
が
実
際
の
訴
訟
に
お
い

て
問
題
と
な
る
場
合
、
と
り
わ
け
潜
在
的
集
会
参
加
者
が
受
け
る
萎
縮
が
保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
の
か
、
つ
づ
い
て
他
の
目
的
（
多
く
は

公
共
の
安
全
の
確
保
）
の
た
め
に
採
ら
れ
た
国
家
措
置
の
意
図
し
な
い
副
次
的
効
果
（N

ebenfolgen

）
と
し
て
生
じ
た
に
す
ぎ
な
い
萎
縮
効

果
を
介
入
と
し
て
構
成
し
得
る
の
か
が
問
題
と
な
）
38
（
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
前
者
に
つ
い
て
取
り
扱
う
。

　
保
護
領
域
の
前
域
保
障
を
明
示
的
に
認
め
た
の
は
、
二
〇
一
七
年
の
連
邦
行
政
裁
判
所
に
よ
る
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
判
）
39
（

決
で
あ
る
。
本
件
で

は
、
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
リ
ゲ
ン
ダ
ム
で
二
〇
〇
七
年
に
行
わ
れ
た
主
要
国
首
脳
会
議
（
Ｇ
８
）
へ
の
反
対
集
会
を
行
う
参
加
者
が
近
郊
の
町

レ
ッ
デ
リ
ヒ
（Reddelich

）
に
お
い
て
宿
泊
し
て
い
た
キ
ャ
ン
プ
場
の
上
空
を
戦
闘
機
が
一
一
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
で
飛
行
し
情
景
撮
影

し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
本
件
で
問
題
と
さ
れ
た
論
点
は
主
に
三
点
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
職
務
共
助
（Am

tshilfe

）
が
合
憲
で

あ
っ
た
か
、
②
そ
も
そ
も
集
会
そ
の
も
の
で
は
な
い
キ
ャ
ン
プ
に
基
本
法
八
条
一
項
が
規
定
す
る
集
会
の
自
由
の
保
障
が
及
ぶ
の
か
、 
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③
保
障
が
及
ぶ
と
し
て
、
間
接
的
・
事
実
上
の
制
約
に
す
ぎ
な
い
本
件
戦
闘
機
の
飛
行
を
介
入
と
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
で
あ

る
。
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
①
の
点
に
つ
い
て
本
件
で
は
肯
定
し
た
た
め
、
実
体
的
な
判
断
で
あ
る
②
、
③
の
論
点
に
進
ん
で
い

る
。
③
介
入
該
当
性
の
前
提
と
し
て
②
保
護
領
域
の
問
題
に
つ
い
て
、
前
域
保
障
と
し
て
基
本
権
に
よ
る
保
護
を
肯
定
し
て
い
る
。
本
判

決
に
よ
れ
ば
、
本
件
キ
ャ
ン
プ
そ
れ
自
体
が
集
会
と
し
て
保
護
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
）
40
（
い
。「
重
要
な
の
は
、
意
見
形
成
お
よ
び
意
見
表
明

が
公
衆
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
）
41
（

る
」。
こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
は
、
キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て
多
数
人

が
、
集
会
に
参
加
す
る
と
い
う
目
的
お
よ
び
意
図
の
も
と
に
た
だ
宿
泊
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
、
公
的
意
見
形
成
へ
影
響
を
も

た
ら
す
と
い
う
目
的
を
も
っ
た
共
同
の
意
見
形
成
お
よ
び
意
見
表
明
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
）
42
（

う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
八
条
一
項
の
前
域
的
効
果
の
観
点
か
ら
、
本
件
飛
行
は
同
条
の
保
護
領
域
に
抵
触
し
て
い
る
と
い
）
43
（
う
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ
判
）
44
（
決
お
よ
び
、
明
確
に
集
会
を
妨
害
す
る
意
思
を
持
つ
個
人
の
集
会
へ
の
警
察
に
よ
る
ア
ク

セ
ス
禁
止
が
問
題
と
な
っ
た
レ
プ
ブ
リ
カ
ー
ナ
ー
事
）
45
（
件
で
も
引
用
さ
れ
た
通
り
、
集
会
の
自
由
と
い
う
基
本
権
は
、「
集
会
が
ま
さ
に
実

施
さ
れ
て
い
る
時
間
の
み
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
そ
の
前
域
（Vorfeld

）
に
お
い
て
も
そ
の
効
力
を
持
つ
」
と
い
）
46
（

う
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
集
会
の
自
由
は
国
家
的
措
置
に
よ
っ
て
基
本
権
行
使
の
前
域
に
お
い
て
空
洞
化
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る

か
ら
で
あ
）
47
（

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
法
八
条
一
項
は
、
間
近
に
迫
っ
た
、
も
し
く
は
ま
さ
に
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
集
会
へ
の
ア
ク
セ

ス
お
よ
び
移
動
を
含
む
、
集
会
の
全
プ
ロ
セ
ス
を
保
護
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
本
件
キ
ャ
ン
プ
は
集
会
の
前
域
と

し
て
基
本
法
の
保
障
を
受
け
る
も
の
、
と
さ
れ
る
。

㈢
　
小
　
括

　
以
上
述
べ
て
き
た
通
り
、
萎
縮
効
果
か
ら
の
自
由
は
い
か
な
る
保
護
領
域
の
問
題
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
が
争
わ
れ
て
き
た
。
多
数

説
の
説
く
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
の
保
護
に
代
え
て
、
本
稿
で
は

―
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
判
決
で
ま
さ
に
判
示
さ
れ
た
よ
う
に

―
ド
イ
ツ
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の
裁
判
例
お
よ
び
学
説
が
、
問
題
と
な
る
利
益
に
応
じ
て
個
別
の
基
本
権
の
保
障
を
前
域
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
基
本
権

の
行
使
へ
の
萎
縮
か
ら
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

　
集
会
の
自
由
を
は
じ
め
諸
自
由
の
保
護
領
域
の
前
域
へ
の
拡
張
に
続
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
萎
縮
効
果
の
「
介
入
」
該
当
性
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
従
来
、
間
接
的
・
事
実
上
の
干
渉
は
「
介
入
」
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く

は
、
次
章
に
譲
る
。三

　
介
入
概
念
の
拡
張
？

㈠
　
古
典
的
介
入
概
念

　
萎
縮
効
果
を
審
査
に
取
り
込
む
場
合
に
は
、
保
護
領
域
を
拡
張
し
た
う
え
で
、
こ
れ
を
「
介
入
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
際
に
必
要
と
な
る
の
は
、
介
入
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
従
来
、
特
定
の
性
質
を
備
え
る
国
家
的
措
置
の
み
が
「
介
入
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。「
古
典
的
介
入
概
念
（klassischer 

Eingriffsbegriff

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、
①
目
的
志
向
性
（Finalität

）、
②
直
接
性
（U

nm
ittelbarkeit

）、
③

命
令
性
（Im

perativität

）、
④
法
形
式
性
（Rechtsförm

igkeit

）
が
必
要
と
さ
れ
）
48
（
る
。
ピ
エ
ロ
ー
ト
／
シ
ュ
リ
ン
ク
／
キ
ン
グ
レ
ー
ン
／

ポ
ッ
シ
ャ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
①
目
的
志
向
性
と
は
、
国
家
行
為
が
、
全
く
別
の
目
的
に
向
け
ら
れ
た
国
家
行
為
が
意
図
せ
ず
に
生
じ
た
行

為
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
②
直
接
性
と
は
、
国
家
行
為
が
た
し
か
に
意
図
的
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
間
接
的
な
結
果
と
し
て
現

れ
た
も
の
を
排
除
す
る
も
の
、
③
命
令
性
と
は
、
命
令
ま
た
は
強
制
を
も
っ
て
命
じ
ら
れ
、
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
、
④
法
形
式
性
は
、

法
律
・
命
令
・
判
決
と
い
っ
た
法
形
式
を
伴
う
も
の
を
指
し
、
単
な
る
事
実
行
為
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
）
49
（
る
。
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
国
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家
的
措
置
が
常
に
こ
れ
ら
全
て
の
要
件
を
満
た
す
と
は
限
ら
な
い
。
集
会
の
自
由
に
対
す
る
萎
縮
効
果
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
、
①
目
的

志
向
性
の
欠
如
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
萎
縮
効
果
と
は
、
国
家
的
措
置
の
意
図
し
な
い
副
次
的
効
果
と
し
て
生
じ

る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
）
50
（
る
。

㈡
　
現
代
的
介
入
概
念
へ

1　

間
接
的
・
事
実
上
の
干
渉
へ
の
拡
張

　
従
来
の
憲
法
論
の
う
ち
一
定
の
領
域
に
お
い
て
は
、
上
記
の
要
件
を
全
て
充
足
し
な
い
間
接
的
・
事
実
上
の
干
渉
に
お
い
て
「
介
入
」

該
当
性
が
た
し
か
に
認
め
て
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
国
家
の
情
報
活
動
が
関
わ
る
諸
判
例
で
あ
る
。
国
家
の
情
報
活
動
が
問
題
と
な
っ

た
代
表
的
な
判
例
は
、
オ
シ
ョ
ー
決
）
51
（

定
お
よ
び
グ
リ
コ
ー
ル
決
）
52
（

定
で
あ
る
。
宗
教
団
体
に
対
す
る
「
警
告
」
が
問
題
と
な
っ
た
オ
シ
ョ
ー

決
定
で
は
、
宗
教
団
体
が
構
成
員
を
家
族
を
は
じ
め
と
し
た
外
界
で
あ
る
社
会
か
ら
隔
絶
し
、
心
理
的
操
作
お
よ
び
経
済
的
搾
取
を
行
い
、

と
り
わ
け
若
者
を
は
じ
め
と
し
た
集
団
に
脅
威
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
、
連
邦
議
会
を
は
じ
め
と
し
て
一
般
国
民
に
向
け
た
情
報

提
供
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
連
邦
政
府
に
よ
る
議
会
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
連
邦
議
会
質
問
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
答
弁
、
請
願
委
員
会
、
連
邦
大
臣
に
よ
る
講
演
な
ど
が
本
件
で
差
止
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
。「
セ
ク
ト
」
や
「
若
者
セ
ク
ト
」
と
い
っ
た
用
語
の
ほ
か
、
講
演
で
は
「
破
壊
的
な
宗
教
カ
ル
ト
」
と
い
っ
た
表
現
が
用

い
ら
れ
た
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
政
府
に
よ
る
情
報
活
動
は
、
オ
シ
ョ
ー
運
動
お
よ
び
そ
の
構
成
員
に
直
接
に
向
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
議
会
お
よ
び
公
衆
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
）
53
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
当
該
情
報
活
動
は
、
そ
の
情
報
を
得
た
個
人
が
「
問
題

と
な
る
集
団
か
ら
距
離
を
置
き
、
脱
退
し
、
同
様
の
こ
と
を
行
う
よ
う
構
成
員
や
他
の
人
々
に
働
き
か
け
、
あ
る
い
は
財
政
的
支
援
を
行

う
こ
と
（
の
継
続
）
を
控
え
る
」
効
果
を
持
）
54
（

つ
。
オ
シ
ョ
ー
決
定
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
政
府
の
情
報
活
動
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
干
渉

を
認
め
、「
基
本
法
の
も
と
で
は
、
基
本
権
の
保
護
は
伝
統
的
意
味
で
の
介
入
の
み
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
事
実
上
・
間
接
的
な
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干
渉
へ
と
拡
張
さ
れ
る
（faktische und m

ittelbare Beeinträchtigungen

）」
と
判
示
し
て
い
）
55
（
る
。
な
お
、
同
様
に
政
府
の
情
報
活
動
が
問

題
と
な
っ
た
グ
リ
コ
ー
ル
決
定
に
お
い
て
は
、
危
険
物
で
あ
る
ジ
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
が
混
入
し
た
ワ
イ
ン
リ
ス
ト
の
公
表
に
つ
き
、

正
確
か
つ
客
観
的
な
情
報
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
必
要
な
情
報
提
供
で
あ
る
と
し
て
職
業
の
自
由
へ
の

侵
害
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
事
実
上
の
干
渉
を
「
介
入
」
と
構
成
す
る
た
め
に
は
、
国
家
に
ま
ず
帰
責
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
帰
責
性
を
判
断

す
る
方
針
と
し
て
、
現
実
に
基
本
権
に
干
渉
を
与
え
る
と
い
う
効
果
の
み
な
ら
ず
、
目
的
志
向
性
が
要
請
さ
れ
る
。
実
際
に
、
オ
シ
ョ
ー

決
定
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
当
該
措
置
が
そ
の
目
標
設
定
お
よ
び
効
果
に
照
ら
し
て
」
介
入
の
機
能
的
等
価
物

（funktionales Äquivalent

）
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
従
来
の
意
味
で
の
基
本
権
へ
の
干
渉
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
判
示
し
て
い
）
56
（
る
。
帰
責
性

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
目
的
志
向
性
を
採
用
す
る
同
様
の
思
考
様
式
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
レ
ン
ス

キ
（Sophie-Charlotte Lenski

）
に
よ
れ
ば
、
目
的
志
向
性
は
中
心
問
題
で
あ
）
57
（
り
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の

は
、
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
と
関
わ
り
の
不
存
在
を
宣
言
さ
せ
る
「
保
護
宣
言
（Schutzerklärung

）」
へ
の
署
名
を
拒
否
し
た
女
性
が
商
談

の
破
棄
を
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
判
）
58
（
決
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
で
は
国
家
は
た
し
か
に
当
該
保
護
宣
言
を
作
成
し
て
い
る
が
、
商

談
の
破
棄
と
の
間
に
は
、
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
私
人
の
行
為
が
介
在
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
を
国
家
に
帰
責
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
国
家
へ
の
帰
責
性
を
肯
定
し
て
い
る
。

　
本
件
保
護
宣
言
は
、
当
該
条
項
の
使
用
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
し
て
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
へ
の
帰
属
を
暴
露
す
る
よ
う
強
制
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
当
該
宣
言
の
使
用
者
側
が
、
当
該
条
項
を
渡
す
ま
え
に
、
す
で
に
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
に
帰
属
し
て
い
る
ビ
ジ
ネ
ス

パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
関
係
性
を
断
ち
切
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
。
被
告
側
﹇
本
件
で
は
自
由
ハ
ン
ザ
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク

（Freie und H
ansestadt H

am
burg

）﹈
の
申
立
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
警
告
お
よ
び
情
報
に
基
づ
い
て
、
当
該
措
置
に
踏
み
切
る
こ
と
を
す
で
に
決
定
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し
た
企
業
お
よ
び
個
人
に
対
し
て
当
該
宣
言
を
発
行
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
宣
言
の
発
行
は
、
使
用
者
側
の
意
図
を

我
が
も
の
と
し
て
採
用
し
、
そ
の
実
現
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。
保
護
宣
言
の
使
用
意
図
か
ら
生
じ
る
結
果
は
、
被
告
側
に
帰
責
さ
れ
）
59
（
る
。

　
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
オ
シ
ョ
ー
決
定
お
よ
び
グ
リ
コ
ー
ル
決
定
を
引
用
し
つ
つ
、
古
典
的
介
入
概
念
の
四
要
件
の
全
て
を
備
え
る
わ

け
で
は
な
い
干
渉
も
「
介
入
」
と
構
成
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
件
で
そ
の
判
断
に

お
い
て
同
裁
判
所
は
、
国
家
措
置
の
目
標
設
定
を
重
視
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
家
の
措
置
は
、
明
確
に
そ
の
目
的
を
意
図
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
な
る
副
次
的
効
果
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
オ
シ
ョ
ー
決
定
お
よ
び
グ
リ
コ
ー
ル
決
定
で
は
、
た
し

か
に
国
家
指
揮
（Staatsleistung
）
に
お
け
る
国
家
の
任
務
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
国
家
の
任
務
は
政
府
が
重
大
な
出
来
事
に
つ

き
自
ら
の
政
治
活
動
の
外
部
お
よ
び
は
る
か
前
域
に
お
い
て
国
民
に
情
報
を
与
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
こ
の
よ
う
な
時
機
に
応
じ
た
活

動
に
よ
っ
て
政
府
は
、
国
家
と
社
会
の
衝
突
を
解
決
し
、
迅
速
か
つ
適
切
に
危
機
に
対
応
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
）
60
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
件
免
責
条
項
の
発
行
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
の
任
務
か
ら
も
支
持
さ
れ
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
経
済
部
門
に
お
け

る
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
運
動
の
活
動
か
ら
生
じ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
危
険
に
つ
い
て
公
衆
に
警
告
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は

な
く
、「
む
し
ろ
企
業
に
免
責
条
項
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
告
は
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
の
信
者
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
と

の
間
で
暴
露
さ
れ
、
そ
し
て
彼
と
の
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
か
ら
排
除
さ
れ
る
」
こ
と
を
ま
さ
に
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
）
61
（

る
。
こ
の
よ
う
な

目
的
か
ら
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
か
ら
の
排
除
と
い
う
帰
結
は
偶
然
的
（zufällig

）
で
も
付
随
的
（nebenbei

）
で
も
な
く
、
む
し
ろ
企
業

へ
の
保
護
宣
言
の
配
布
に
よ
る
不
可
避
か
つ
確
実
な
結
果
な
の
で
あ
）
62
（

る
。
商
談
取
り
消
し
を
行
っ
た
第
三
者
で
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト

ナ
ー
の
行
為
が
介
在
す
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
く
、
被
告
の
目
的
は
全
事
象
プ
ロ
セ
ス
（der gesam

te G
eschehensablauf

）
を
捉
え
る
も

の
で
あ
）
63
（
る
。

　
以
上
に
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
機
能
的
等
価
物
と
し
て
評
価
さ
れ
る
干
渉
も
、
従
来
の
四
つ
の
要
件
に
対
応
す
る
か
た
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ち
で
、
目
的
お
よ
び
効
果
を
要
求
し
て
い
る
。
レ
ン
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
間
接
的
・
目
的
志
向
的
（m

ittelbar-

final
）
干
渉
と
間
接
的
・
事
実
上
（m

ittelbar-faktisch

）
の
干
渉
を
峻
別
し
て
い
る
の
で
あ
）
64
（

る
。

2　

目
的
志
向
性
の
排
除

―
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
判
決

　
萎
縮
効
果
と
集
会
の
自
由
と
の
関
係
で
は
、
以
上
の
修
正
さ
れ
た
介
入
概
念
に
基
づ
き
、
目
的
志
向
性
が
肯
定
さ
れ
る
事
案
が
存
在
す

る
。
た
と
え
ば
、
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
高
等
行
政
裁
判
所
（O

V
G
 Lüneburg

）
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
警
察
が
文
書
に
お
い
て
、
予
防
的
警

察
措
置
お
よ
び
刑
事
犯
罪
へ
関
与
し
た
際
の
刑
事
手
続
上
の
危
険
を
予
告
し
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
行
わ
れ
る
Ｅ
Ｕ
サ
ミ
ッ
ト
に
対
す
る
抗
議

集
会
へ
の
参
加
を
断
念
す
る
よ
う
促
し
た
事
案
に
お
い
て
、
同
裁
判
所
は
当
該
措
置
が
介
入
を
構
成
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
際
、
目
的
志

向
性
を
前
提
と
し
て
い
）
65
（
る
。
同
裁
判
所
は
、
あ
ら
ゆ
る
干
渉
が
介
入
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
問
題
と
な
る
措
置
が
い
か
な
る
効
果
を

持
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
と
し
た
う
え
で
、
集
会
へ
の
参
加
を
妨
げ
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
ほ
か
、

ま
さ
に
警
察
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
行
わ
れ
る
集
会
へ
の
参
加
を
妨
害
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
認
定
し
、
直
接
に
集
会
の
自
由

ほ
か
へ
の
介
入
を
認
定
し
て
い
）
66
（
る
。

　
し
か
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
先
述
の
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
判
決
で
目
的
志
向
性
重
視
の
判
決
か
ら
の
脱
却
を
意
識
的
に
図
っ
て
い
る
と
み

ら
れ
る
。
同
判
決
で
は
、
先
に
検
討
を
行
っ
た
保
護
領
域
の
拡
張
に
加
え
、
介
入
の
認
定
に
お
い
て
目
的
志
向
的
介
入
（ein finaler 

Eingriff

）
の
不
存
在
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
裁
判
所
は
、
た
し
か
に
、
本
件
戦
闘
機
の
飛
行
は
、
集
会
の
自
由
を

妨
害
し
、
縮
減
し
、
そ
し
て
困
難
に
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
）
67
（

も
、
事
実
上
の
介
入
（faktische 

Eingriffe

）
を
構
成
す
る
と
結
論
づ
け
る
。
当
該
事
実
上
の
介
入
は
、
目
的
指
向
性
を
も
っ
た
干
渉
の
場
合
の
ほ
か
に
、
事
実
上
の
介
入

が
問
題
と
な
る
の
は
、
国
家
の
行
為
が
集
会
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
自
由
な
意
思
形
成
や
決
定
の
自
由
に
対
し
て
、
萎
縮
的

（einschüchterung/abschreckend

）
に
働
く
場
合
で
あ
）
68
（
る
。
目
的
志
向
的
な
介
入
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
目
的
志
向
性
を
欠
く
も
の
の
萎
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縮
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
国
家
的
措
置
を
介
入
と
構
成
す
る
こ
と
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
集
会
法
決
定
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
、
と
い
）
69
（
う
。
以

上
の
認
定
か
ら
、
本
件
で
は
地
上
一
一
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
で
の
飛
行
、
著
し
い
騒
音
を
も
た
ら
し
た
こ
と
か
ら
、
恐
怖
心
を
あ
お
る
光

景
を
も
た
ら
し
不
意
打
ち
的
な
効
果
を
与
え
、
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
認
定
し
て
い
）
70
（
る
。

　
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
判
決
が
疑
問
視
し
た
よ
う
に
、
目
的
志
向
性
要
件
は
た
し
か
に
明
確
性
を
も
た
ら
す
が
、
基
本
権
の
実
効
的
な
保
障
と

の
関
わ
り
で
不
十
分
性
を
抱
え
る
。「
保
護
宣
言
」
が
問
題
と
な
っ
た
先
の
判
決
の
よ
う
に
、
政
府
が
サ
イ
エ
ン
ト
ロ
ジ
ー
を
商
取
引
か

ら
排
除
す
る
と
い
う
明
ら
か
な
目
的
の
も
と
、
私
人
を
動
員
す
る
場
合
、
そ
の
「
目
的
志
向
性
」
に
よ
っ
て
国
家
に
帰
責
し
基
本
権
を
保

障
す
る
途
が
開
か
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
的
志
向
性
を
、
果
た
し
て
絶
対
的
な
前
提
条
件
と
す
べ
き
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
た
と

え
ば
、
ク
レ
プ
フ
ァ
ー
（M

ichael Kloepfer

）
は
、
伝
統
的
介
入
概
念
が
も
は
や
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
際
に
と
り
わ
け
目
的
志
向

性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
取
り
上
げ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
基
本
権
主
体
か
ら
み
れ
ば
、
基
本
権
へ
の
干
渉
が
意
図
的
に
行
わ
れ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
意
図
せ
ず
に
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
何
ら
違
い
を
も
た
ら
さ
な
い
」
か
ら
で
あ
）
71
（
る
。

㈢
　
干
渉
の
強
度
は
必
要
か
？

　
干
渉
が
介
入
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
は
、
介
入
概
念
の
拡
張
の
み
な
ら
ず
、
介
入
の
強
度
を
一
定
程
度
強
め
る
試
み
が
必
要
で
あ
る
。

エ
ア
マ
ン
／
シ
ュ
タ
ー
ベ
ン
（M

arkus O
erm

ann/Julian Staben
）
に
よ
れ
ば
、
干
渉
が
介
入
と
し
て
の
性
質
を
備
え
る
に
は
三
つ
の
条

件
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
。
①
基
本
権
主
体
が
国
家
措
置
に
よ
っ
て
自
ら
の
基
本
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
完
全
に
行
使
で
き
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
と
（
第
一
前
提
条
件
）、
②
当
該
干
渉
が
国
家
に
帰
責
さ
れ
る
こ
と
（
第
二
前
提
条
件
）、
③
そ
れ
が
一
定
の
重
大
性
に
達
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
（
第
三
前
提
条
）
72
（
件
）、
と
指
摘
す
る
。
先
の
レ
ン
ス
キ
も
ま
た
、

―
オ
シ
ョ
ー
決
定
等
を
参
照
し
な
が
ら

―
予
備
的

な
基
準
と
し
て
干
渉
の
強
度
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
）
73
（

る
。

　
干
渉
の
強
度
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
介
入
に
は
、
そ
の
基
本
権
行
使
へ
の
干
渉
が
重
大
で
あ
る
こ
と
が
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要
求
さ
れ
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ク
ホ
ッ
フ
（Rolf Eckhoff

）
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
古
典
的
介
入
概
念
が
拡
張
傾

向
を
み
せ
る
現
在
、
国
家
の
行
為
の
効
果
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
だ
単
に
そ
れ
が
「
介
入
」
に

該
当
す
る
か
と
い
う
「
イ
エ
ス
・
ノ
ー
」
で
応
答
し
得
る
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
ど
の
程
度
か
」
が
必
然
的
に
問
題
と
な
り
、
そ
の
際

に
は
、
国
家
の
干
渉
の
強
度
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
）
74
（
う
。
こ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
は
、
些
細
な
干
渉
は
介
入
と
し
て
保
護
の
対
象

と
さ
れ
な
）
75
（

い
。
こ
の
最
低
基
準
は
軽
微
性
の
限
界 （Bagatellegrenze

） 

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
か
か
る
重
大
性
の
閾
値 （Erheblichkeitsschw

elle

）

の
要
請
は
、
介
入
概
念
の
「
氾
濫
（Ausuferung

）」
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
）
76
（
る
。

　
干
渉
の
重
大
性
要
件
の
必
要
性
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
シ
ス
テ
ム
か
ら
も
同
様
に
説
明
さ
れ
る
。
か
つ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

は
か
つ
て
自
ら
の
判
）
77
（
決
に
お
い
て
、
憲
法
固
有
の
領
域
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
際
の
審
査
は
関
係
す
る
基
本

的
権
利
の
意
味
に
つ
い
て
の
根
本
的
に
誤
っ
た
見
方
に
基
づ
く
解
釈
の
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
を
問
う
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
）
78
（
る
。「
ヘ
ッ
ク
の
定
式
（H

ecksche For
）
79
（

m
el

）」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
定
式
は
、
そ
の
の
ち
修
正
・
発
展
を
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
問
題
と

な
っ
て
い
る
決
定
が
問
題
と
な
る
基
本
権
を
干
渉
す
る
強
度
に
応
じ
て
（je-desto

）
審
査
の
射
程
が
定
ま
る
、
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
ド

イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
・
マ
ガ
ジ
ン
判
）
80
（
決
は
、
諸
先
例
を
引
用
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。

　
特
に
重
要
な
の
は
、
基
本
権
干
渉
の
強
度
で
あ
る
。
…
…
民
事
裁
判
所
の
判
決
が
結
果
と
し
て
敗
訴
し
た
当
事
者
の
基
本
権
領
域
に
持
続
的
に
さ
ら

に
影
響
し
続
け
る
ほ
ど
、
こ
の
介
入
の
正
当
化
に
対
し
て
課
さ
れ
る
要
件
は
厳
し
く
な
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
審
査
可
能
性
は
結
果
と
し
て
広
く
な

る
。
介
入
の
強
度
が
最
も
強
い
事
案
に
お
い
て
（
レ
ー
バ
ッ
ハ
事
件
判
決
な
どBVerfG

E 35, 202 - Lebach -

）、
民
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

評
価
づ
け
を
自
ら
の
も
の
に
よ
っ
て
完
全
に
書
き
換
え
る
権
限
も
ま
た
認
め
ら
れ
）
81
（

る
。

　
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
干
渉
の
強
度
を
前
提
と
す
る
姿
勢
は
そ
の
他
の
判
例
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
、
介
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入
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
審
査
の
可
能
性
が
広
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
介
入
の
強
度
を
基
準
と
す
る
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
単
な
る
不
安
と
い
う
主
観
的
な
感
情
の
み
で
は
介
入
を
構
成
す
る
の

か
、
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
介
入
の
強
度
を
憲
法
審
査
の
前
提
と
す
る
立
場
に
よ
れ
ば
、「
単
な
る
些
細
な
も
め
事
や
日
常
の
煩
わ
し

さ
、
主
観
的
な
不
快
感
に
お
い
て
は
、
干
渉
や
介
入
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
も
の
と
さ
れ
て
い
）
82
（
る
。
主
観
的
感
情
の
み
で
は
、
介
入

と
構
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
萎
縮
効
果
が
介
入
の
主
観
化
で
は
な
い
か
、
と
の
懸
念
は
エ
ン
ダ
ー
ス
（Christoph Enders

）
ほ
か
の
論

者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
）
83
（
る
。

　
か
か
る
懸
念
を
考
慮
し
て
か
、
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
判
決
で
は
、
客
観
的
考
慮
基
準
を
定
立
し
て
い
る
。
同
判
決
で
は
、
集
会
に
参
加
し
よ

う
と
す
る
人
々
に
対
し
て
問
題
と
な
る
国
家
の
措
置
が
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
か
の
判
断
に
お
い
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
具
体

的
な
人
々
の
個
人
の
主
観
的
評
価
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
退
け
て
い
る
よ
う
で
あ
）
84
（

る
。
む
し
ろ
、
法
的
安
定
性
お
よ
び
法
適
用
の
平
等
性

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
客
観
的
な
評
価
基
準
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
説
）
85
（
く
。
重
要
な
の
は
、「
影
響
を
受
け
る
人
間
と
同
じ
状
況
に
い

る
人
間
の
う
ち
、
合
理
的
な
人
間
が
国
家
措
置
の
結
果
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
形
式
の
集
会
に
参
加
す
る
こ
と
を
控
え
る
こ
と
を
真
剣

に
考
慮
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
）
86
（
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
仮
に
「
介
入
」
と
し
て
構
成
で
き
た
と
し
て
も
、
容
易
に
当
該
介
入
が
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
問
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ミ
ュ
ラ
ー
（D

aniel M
üller

）
は
、
先
述
の
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
判
決
と
ほ
ぼ
同
様
の
事
案
に
お
け
る

答
案
構
成
例
を
示
す
際
に
、
介
入
該
当
性
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
干
渉
の
軽
微
性
（geringere Intensität

）
を
理
由
に
し
て
、
仮
に
介
入
と

し
て
構
成
し
得
た
と
し
て
も
、
容
易
に
正
当
化
可
能
な
事
案
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
た
し
か
に
、
基
本
法
八
条
一
項
が
直
接
に
保
護
の

対
象
と
す
る
集
会
そ
れ
自
体
へ
の
戦
闘
機
飛
行
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
極
め
て
強
い
介
入
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
仮
に
潜
在
的

集
会
参
加
者
が
本
件
戦
闘
機
飛
行
に
よ
っ
て
萎
縮
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
核
心
領
域
に
も
触
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
潜
在
的
集
会

参
加
者
へ
の
萎
縮
は
介
入
が
存
在
し
た
と
し
て
も
軽
微
な
も
の
で
あ
る
と
す
）
87
（

る
。
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以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
も
そ
も
主
観
的
な
不
安
が
存
在
す
る
の
み
で
は
介
入
の
重
大
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
同
時
に
仮
に
介

入
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
軽
微
な
自
由
、
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
自
由
を
制
約
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
問
題
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
す
べ
く
、
判
例
お
よ
び
学
説
は
第
三
者
お
よ
び
社
会
的
利
益
の
考
慮
を
行
う
と
す

る
が
、
詳
細
は
次
章
に
譲
る
。

四
　
水
平
的
加
算
に
よ
る
介
入
の
強
化

㈠
　
判
例
に
お
け
る
介
入
の
加
算

　
萎
縮
効
果
が
問
題
と
な
る
諸
判
例
（
多
く
は
監
視
を
伴
う
）
は
、
問
題
と
な
る
措
置
の
介
入
の
強
度
を
高
め
る
基
準
を
定
立
し
て
い
る
。

そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
①
当
該
措
置
が
原
因
を
作
出
し
て
い
な
い
個
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
②
当
該
措
置
の
対
象
が
多
く

の
基
本
権
主
体
を
捉
え
る
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
挙
げ
、
と
り
わ
け
強
い
介
入
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。
一
つ
の
例
は
、
具
体

的
な
危
険
を
伴
わ
な
い
情
報
収
集
活
動
が
問
題
と
な
っ
た
第
一
次
遠
隔
通
信
監
視
決
）
88
（
定
で
あ
る
。
ブ
ラ
ー
デ
（Alexander Brade

）
に
よ

れ
ば
、
本
判
決
で
初
め
て
②
の
要
件
と
な
る
対
象
の
広
範
性
（Streubreite

）
に
よ
る
介
入
の
強
化
が
行
わ
れ
た
と
い
）
89
（

う
。
本
判
決
で
は

介
入
の
強
度
の
「
基
準
と
な
る
の
は
、
介
入
の
重
大
性
の
形
態
、
影
響
を
受
け
る
主
体
の
数
、
そ
し
て
干
渉
の
強
度
で
あ
）
90
（
る
。」
と
し
、

「
そ
の
際
、
干
渉
の
強
度
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
連
邦
情
報
局
が
、
嫌
疑
の
不
存
在
（Verdachtslosigkeit

）
お
よ
び
対

象
の
広
範
性
か
ら
、
と
り
わ
け
持
続
的
に
通
信
の
秘
密
に
抵
触
し
」
て
い
る
と
の
結
論
を
導
い
て
い
）
91
（
る
。
こ
の
ほ
か
、
最
低
六
ヵ
月
の
期

間
、
一
定
の
通
信
履
歴
情
報
に
つ
き
保
存
義
務
を
課
し
た
通
信
履
歴
保
存
義
務
決
定
に
お
い
て
）
92
（

も
、
同
様
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以

下
に
引
用
し
て
お
く
。



法学政治学論究　第134号（2022.9）

250

　﹇
本
件
で
問
題
と
な
る
﹈
情
報
の
集
積
は
、
法
秩
序
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
て
い
な
い
ほ
ど
の
対
象
の
広
範
性
か
ら
、
と
り
わ
け
重
い
介
入
と
な
る
。

現
実
に
は
す
べ
て
の
市
民
の
通
信
履
歴
情
報
が
６
ヵ
月
の
期
間
に
わ
た
り
、
自
ら
に
帰
責
さ
れ
う
る
非
難
に
値
す
る
行
為
、
抽
象
的
な
危
険
性
お
よ
び

そ
の
他
の
適
し
た
状
況
と
の
関
連
な
し
に
保
存
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
保
存
は
、
日
々
の
交
流
に
お
い
て
基
底
的
で
あ
り
、

現
代
社
会
に
お
け
る
社
会
生
活
へ
の
参
与
（die Teilnahm

e am
 sozialen Leben in der m

odernen W
elt

）
に
と
っ
て
も
は
や
放
棄
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
、
日
常
の
行
為
（Alltagshandeln

）
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
い
か
な
る
態
様
の
遠
距
離
通
信
も
保
存
の
対
象
か
ら
排
除

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
…
）
93
（

…
。

　﹇
個
人
の
社
会
的
・
政
治
的
属
性
、
選
好
な
ど
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
﹈
情
報
利
用
を
可
能
に
し
、
特
定
の
場
合
に
は
そ
の

よ
う
な
利
用
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
保
存
は
、
重
大
な
介
入
を
構
成
す
る
。
こ
の
点
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
デ
ー
タ
の
使
用
が
ど
の
よ

う
に
利
用
さ
れ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
理
由
な
し
に
さ
ら
な
る
捜
査
に
市
民
が
さ
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
大
幅
に
高
ま
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
広
範
囲

に
わ
た
る
捜
査
に
さ
ら
さ
れ
、
説
明
の
圧
力
を
か
け
ら
れ
る
の
に
は
、
た
と
え
ば
、
望
ま
し
く
な
い
時
間
帯
に
無
線
セ
ル
（Funkzelle

）
に
い
た
り
、

特
定
の
人
物
か
ら
連
絡
を
受
け
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
収
集
に
関
連
し
た
誤
用
の
可
能
性
も
ま
た
、
負
荷
を
与
え
る
効
果

を
強
め
る
。
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
通
信
履
歴
情
報
を
保
存
す
る
私
的
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が
多
い
こ
と
か
ら
な
お
一
層
あ
て
は
ま
る
。
…
…
こ
の
こ
と

か
ら
、
理
由
の
な
い
通
信
履
歴
情
報
の
保
存
は
、「
監
視
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
威
嚇
的
な
感
覚
（ein diffus bedrohliches G

efühl des 

Beobachtetseins

）
を
広
く
呼
び
起
こ
し
、
こ
の
感
覚
は
多
く
の
領
域
で
基
本
権
の
屈
託
の
な
い
行
使
を
妨
げ
う
る
の
で
あ
る
…
）
94
（
…
。

　
こ
れ
ら
の
包
括
的
に
保
存
さ
れ
た
通
信
履
歴
情
報
の
使
用
サ
ー
ビ
ス
へ
の
権
限
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
く
監
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
情
を
特
殊
な

態
様
で
引
き
起
こ
し
、
自
由
の
行
使
に
対
し
て
持
続
的
な
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
）
95
（
す
。

　
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
判
示
は
、
潜
在
的
テ
ロ
リ
ス
ト
の
発
見
を
目
的
と
し
て
諸
機
関
の
持
つ
デ
ー
タ
か
ら
基
準
に
合
致
す
る
人
物
デ
ー

タ
を
抽
出
す
る
捜
査
手
法
が
問
題
と
な
っ
た
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
判
決
に
お
い
て
引
き
継
が
れ
）
96
（
る
。
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嫌
疑
の
不
存
在
の
み
な
ら
ず
対
象
の
広
範
性
の
両
方
を
特
徴
と
す
る
基
本
権
介
入
は

―
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
特
定
の
違
法
行
為
と
は
何

ら
具
体
的
関
係
が
な
く
、
自
ら
の
行
為
を
通
じ
て
介
入
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
多
数
の
人
々
が
措
置
の
行
動
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
の

だ
が

―
原
則
と
し
て
強
度
の
介
入
と
な
る
。（BVerfG

E100, 313

（Telekom
m
unikation

判
決
ほ
か
） 〈376, 392

〉; 107, 299 

〈320 f.

〉; 109, 

279 
〈353

〉; 113, 29 

〈53

〉; 113, 348 

〈383

〉）. 

参
照
）。
と
い
う
の
も
、
個
人
自
身
が
国
家
の
介
入
に
理
由
（
原
因
）
の
作
出
に
関
わ
っ
て
い
な
い

ほ
ど
、
当
該
個
人
の
基
本
権
上
の
自
由
が
一
層
強
く
影
響
を
受
け
る
。
か
か
る
介
入
か
ら
は
ま
た
、
さ
ら
に
、
諸
基
本
権
の
行
使
へ
の
干
渉
に
つ
な
が

り
得
る
萎
縮
効
果
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
（
国
勢
調
査
判
決
参
照 BVerfG

E 65,1 〈42

〉; 113, 29 〈4

）
97
（6

〉）。

　
こ
れ
ら
の
諸
判
例
が
明
ら
か
と
す
る
よ
う
に
、
原
因
の
非
作
出
性
（Anlasslosigkeit

）
な
い
し
嫌
疑
の
不
存
在
、
さ
ら
に
は
対
象
の
広

範
性
の
存
在
か
ら
、
萎
縮
効
果
の
認
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
か
ら
認
定
さ
れ
る
萎
縮
効
果
の
存
在
は
、
介
入
の
強
度
を
強
め

る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
通
信
履
歴
保
存
義
務
決
定
の
反
対
意
見
に
お
い
て
シ
ュ
ル
ッ
ケ
ビ
ー
ア
裁
判
官
は
、「
介
入
を
強
化
す
る

萎
縮
効
果
（ein eingriffsintensivierend Einschüchterungseffekt

）」
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
）
98
（
る
。

㈡
　
若
干
の
検
討

―
水
平
的
介
入
加
算
の
客
観
法
的
側
面

1　

影
響
を
受
け
る
主
体
の
数
に
よ
る
加
算

　
裁
判
所
の
説
く
よ
う
に
、
広
範
な
基
本
権
主
体
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
捉
え
て
介
入
を
強
め
る
こ
と
は
、「
水
平
的
加
算
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
当
該
概
念
は
「
垂
直
的
加
算
」
の
対
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ク
レ
ッ
プ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
初
め
て
提
唱
さ
れ
る
。

ク
レ
ッ
プ
フ
ァ
ー
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
垂
直
的
加
算
と
は
、「
一
人
の
個
人
に
対
す
る
介
入
の
積
み
上
げ
（Sum

m
ierung

）」
を
指
す

も
の
と
さ
れ
）
99
（
る
。
こ
の
垂
直
的
加
算
に
つ
い
て
は
判
例
上
も
学
説
上
も
蓄
積
が
多
い
。
問
題
と
な
り
得
る
領
域
の
一
つ
が
、
基
本
法
一
〇

三
条
三
項
の
定
め
る
二
重
処
罰
の
禁
止
と
の
関
係
で
あ
）
100
（
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
外
出
禁
止
に
違
反
し
た
兵
役
従
事
者
に
つ
き
司
令
部
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に
よ
り
二
一
日
間
の
拘
禁
が
科
さ
れ
た
の
ち
、
刑
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
五
週
間
の
懲
役
刑
の
判
決
が
下
さ
れ
た
事
件
に
つ
き
、
二
重
処
罰

の
禁
止
が
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
先
行
す
る
規
律
的
拘
禁
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
当
該
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
法
治
国
家
原
則
と
整
合

し
な
い
と
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
水
平
的
加
算
と
は
、「﹇
個
別
の
介
入
を
捉
え
れ
ば

―
補
足
：
筆
者
﹈
許
容
さ
れ
る
、

同
じ
態
様
の
介
入
に
よ
っ
て
住
民
の
大
部
分
が
影
響
を
受
け
る
た
め
に
生
じ
る
、
広
範
に
わ
た
る
自
由
の
喪
失
」
が
問
題
と
な
る
も
の
で

あ
）
101
（
る
。

　
従
来
、「
加
算
的
基
本
権
侵
害
（der additive G

rundrechtseingriff

）」
や
「
負
荷
の
累
積
（Belastungskum

ulation

）」
と
し
て
広
く
議

論
さ
れ
て
き
た
現
象
は
、
前
者
の
垂
直
的
加
算
で
あ
る
。
萎
縮
効
果
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
、
水
平
的
加
算
の
輪
郭
を
よ
り
鮮
明
と
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
他
の
法
的
概
念
と
の
区
別
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
垂
直
的
加
算
と
の
区
別
で
あ
る
。
ブ
ラ
ー
デ
（Alexander 

Brade

）
に
よ
れ
ば
、
垂
直
的
加
算
に
お
い
て
は
、
あ
る
基
本
権
主
体
の
基
本
権
に
対
し
て
負
担
を
課
す
、
異
な
る
措
置
を
「
束
に
す
る

（bündeln

）」
思
考
で
あ
る
の
に
対
し
、
水
平
的
介
入
加
算
は
、
措
置
の
複
数
性
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
措
置
の
み
を
問
題
に
し
て
い

る
）
102
（

。
次
に
必
要
と
な
る
の
は
、
基
本
権
競
合
（G

rundrechtskonkurrenz

）
と
の
区
別
で
あ
る
。
基
本
権
競
合
は
、
あ
る
措
置
が
多
数
の

基
本
権
に
干
渉
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
を
指
す
の
に
対
し
、
水
平
的
加
算
に
お
い
て
は
、
問
題
と
な
る
基
本
権
の
多
数
性
で
は
な
く
、

影
響
を
受
け
る
基
本
権
主
体
の
多
数
性
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
）
103
（

る
。

2　

個
人
の
数
に
基
づ
く
侵
害
の
強
化
？

　
し
か
し
、
対
象
の
広
範
性
（Streubreite

）
に
基
づ
く
介
入
を
強
め
る
こ
と
は
、
ま
ず
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
内
部
か
ら
批
判
を
受
け
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
判
決
の
反
対
意
見
に
お
い
て
ハ
ー
ス
裁
判
官
は
、
当
該
措
置
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
人
々
の
数
に

よ
っ
て
介
入
の
強
度
を
強
め
る
法
廷
意
見
を
批
判
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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介
入
は
、
多
数
人
の
デ
ー
タ
が
捕
捉
さ
れ
整
序
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
特
別
に
強
度
が
強
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
介
入
は
常
に
個
人
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
重
要
な
の
は
、
当
該
措
置
が
当
該
個
人
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
深
刻
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
当
該
措
置
に

よ
っ
て
他
の
人
々
も
ま
た
影
響
を
受
け
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
影
響
を
受
け
る
個
人
の
負
担
の
重
さ
を
低
め
た
り
、
高
め
た
り
す
る
こ
と
は
な
）
104
（

い
。

　
同
様
の
指
摘
は
、
学
界
か
ら
も
根
強
い
。
た
と
え
ば
、
同
じ
く
ラ
ス
タ
ー
捜
査
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
ホ
ー
ン
（H

ans-D
etlef H

orn

）

は
、「
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
々
が
、
当
該
措
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
だ
」
と
指
摘
す
）
105
（

る
。「
た

し
か
に
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
に
お
い
て
広
範
性
（Breitflächigkeit

）
は
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
権
へ
の
介
入
と
は
、

介
入
が
多
く
の
基
本
権
主
体
に
加
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
強
ま
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。」
な
ぜ
な
ら
ば
、「
基
本
権
の
保
護
内
実
お
よ
び

防
御
権
的
内
実
は
、
量
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
質
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
介
入
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
人
の
数
は
、
せ
い
ぜ
い

狭
義
の
比
例
性
（
適
合
性
お
よ
び
要
求
可
能
性
）
で
問
題
と
な
る
の
で
あ
）
106
（
る
」。

　
介
入
の
「
加
算
」
に
つ
い
て
精
力
的
に
検
討
す
る
論
者
た
ち
も
同
様
の
指
摘
を
行
う
。
た
と
え
ば
、
ル
ッ
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
（H

annah 

Ruschem
eier

）
は
、
自
ら
の
著
書
、『D

er additive G
rundrechtseingriff

』
に
お
い
て
、
水
平
的
介
入
加
算
と
い
う
概
念
を
否
定
す
る
。

も
っ
と
も
、
ル
ッ
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
自
身
も
、
萎
縮
効
果
の
法
的
分
析
そ
の
も
の
に
冷
淡
な
わ
け
で
は
な
い
。
ル
ッ
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
は
、
介

入
の
加
算
が
問
題
と
な
り
う
る
領
域
と
し
て
租
税
法
、
環
境
法
に
基
づ
く
森
林
財
産
（W

aldeigentum

）
お
よ
び
狩
猟
権
（Jagdrecht

）

へ
の
累
積
的
な
制
約
を
挙
げ
る
ほ
）
107
（
か
、
国
家
に
よ
る
行
為
変
容
を
問
題
視
し
、
そ
の
な
か
で
萎
縮
効
果
の
問
題
に
触
れ
て
い
）
108
（
る
。
こ
こ
で

は
、
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
す
様
々
な
国
家
措
置
が
累
積
し
、
基
本
権
の
行
使
に
対
し
て
敵
対
的
な
全
体
的
雰
囲
気
（G

esam
tklim

a

）
が
生

ま
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
109
（

る
。
そ
の
う
え
で
、
ル
ッ
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
は
先
述
の
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
判
決
を
引
用
し
、
萎
縮
効
果
自
体
を

介
入
と
し
て
構
成
す
る
試
み
を
催
し
が
行
わ
れ
る
場
所
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
を
困
難
に
さ
せ
る
こ
と
（Zugangserschw

erung zum
 

Veranstaltungsort

）と
し
、
介
入
の
加
算
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
）
110
（

る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
ル
ッ
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
水
平
的
加
算
は
生
じ
え
な
い
。
介
入
の
加
算
が
生
じ
る
条
件
と
し
て
彼
女
が
挙
げ

る
の
は
、
①
介
入
の
複
数
性
、
②
影
響
を
受
け
る
基
本
権
の
同
一
性
、
③
基
本
権
主
体
の
同
一
性
、
④
効
果
の
同
時
性
、
で
あ
）
111
（

る
。
水
平

的
加
算
と
の
関
係
で
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
③
基
本
権
主
体
の
同
一
性
、
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
対
象
の

広
範
性
を
理
由
に
個
別
の
介
入
の
加
算
を
行
い
、
い
く
つ
か
の
事
案
で
は
違
憲
と
の
結
論
を
導
い
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
効
果
的

な
基
本
権
保
護
に
と
っ
て
は
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
市
民
が
国
家
の
措
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
何
ら
関
係
が

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
影
響
を
受
け
る
市
民
の
量 

（Q
uantität

） 

と
い
う
観
点
に
基
づ
い
た
『
総
自
由
の
衡
量
（G

esam
tfreiheitsbilanz

）』

は
、
憲
法
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
む
し
ろ
政
治
上
の
決
定
の
た
め
に
留
保
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
）
112
（

る
」。
も
し
も
、
介
入
の
強

度
が
影
響
を
受
け
る
市
民
の
「
数
」
に
よ
っ
て
計
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
基
本
法
の
基
本
方
針
と
し
て
の
少
数
者
保
護

（M
inderheitenschutz

）
に
関
す
る
困
難
な
問
い
と
、
少
数
の
影
響
を
受
け
る
人
々
の
基
本
権
保
護
を
空
疎
化
（Entleerung

）
さ
せ
る
と

い
う
困
難
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
）
113
（
う
。
以
上
の
問
題
か
ら
、
個
人
権
と
し
て
の
立
場
か
ら
は
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
他
の

市
民
が
影
響
を
受
け
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
無
関
係
と
す
る
べ
き
で
あ
）
114
（

り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
単
に
原
因
の
非
作
出
性
の
み

を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
）
115
（
う
。

3　

水
平
的
加
算
の
擁
護

　
し
か
し
、
萎
縮
効
果
が
基
本
権
に
与
え
る
効
果
と
は
、
問
題
と
な
る
国
家
的
措
置
の
対
象
者
の
み
に
狭
く
限
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
権
主
体
が
国
家
的
措
置
に
よ
っ
て
受
け
る
影
響
に
細
分
化
す
る
結
果
、
彼
ら
が
受
け
る
影
響
は
取
る
に
足
ら

な
い
、
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
自
由
へ
の
干
渉
に
す
ぎ
な
い
と
映
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
影
響
を
広
範
囲
の
市
民
が
受
け

る
場
合
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
個
別
事
案
を
超
え
た
、
よ
り
大
き
な
影
響
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
萎
縮
効
果
を
孕
む
国
家
的
措
置
に
よ
り
当
該
個
人
を
超
え
た
影
響
に
意
識
的
な
の
が
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
判
決
で
あ
る
。
本
判
決
で
は
、
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次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
基
本
権
の
行
使
を
萎
縮
さ
せ
る
効
果
は
、
そ
れ
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
個
人
の
主
観
的
権
利
を
保
護
す
る
目
的
の
た
め
の
み
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
。
自
己
決
定
は
市
民
の
行
為
お
よ
び
参
与
す
る
能
力
に
基
づ
く
自
由
で
民
主
的
な
公
共
体
の
基
本
的
な
機
能
条
件
（eine 

elem
entare Funktionsbedingung

）
で
あ
る
た
め
に
、
公
共
の
福
祉
（G

em
einw

ohl

）
も
ま
た
、
萎
縮
効
果
に
よ
っ
て
干
渉
を
受
け
る
の
で
あ
る

（vgl. BVerfG
E 113, 29 

〈46

〉）。
捜
査
措
置
が
広
範
に
わ
た
る
た
め
に
、
濫
用
の
リ
ス
ク
お
よ
び
監
視
さ
れ
て
い
る
と
の
感
覚
を
も
た
ら
す
場
合
に

は
、
臆
す
る
こ
と
の
な
い
行
為
を
脅
か
す
の
で
あ
る
（vgl.BVerfG

E 107, 299 〈3

）
116
（28

〉）。

　
影
響
を
受
け
る
主
体
の
数
に
よ
っ
て
介
入
の
強
度
を
は
か
る
判
例
の
姿
勢
は
、
基
本
権
の
客
観
法
的
側
面
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
）
117
（

る
。
ク

レ
メ
ン
ト
は
、
講
学
上
の
水
平
的
加
算
を
、
純
粋
な
防
御
権
的
・
個
人
権
的
側
面
な
基
本
権
保
護
を
強
化
な
い
し
補
完
す
る
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
る
。
た
し
か
に
、
ク
レ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
水
平
的
な
負
担
、
す
な
わ
ち
、
国
家
的
措
置
に
基
づ
く
基
本
権
へ
の
干
渉
・
負
担

が
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
多
く
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
ル
ッ
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
お
よ
び
そ
の
他
の
論
者
が
主

張
す
る
の
と
同
様
、「
あ
る
（
国
家
）
行
為
が
あ
る
特
定
の
基
本
権
主
体
の
基
本
権
の
保
護
領
域
に
介
入
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

他
の
基
本
権
主
体
も
同
様
に
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
、
と
は
無
関
係
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
）
118
（
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
問
題
を
さ
て
お
い
て
も
、
水
平
的
介
入
加
算
は
例
外
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
通
常
の
事
案
（N

orm
alfall

）」
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
か

ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
憲
法
上
、
個
別
法
律
の
禁
止
（Verbots des Einzelfallgesetzes

）（
基
本
法
一
九
条
一
項
一
文
）
お
よ
び
平
等
取

り
扱
い
原
則
（
基
本
法
三
条
一
項
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
多
く
の
基
本
権
主
体
が
負
荷
を
負
う
こ
と
が
当
然

の
こ
と
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
）
119
（

る
。
基
本
権
の
防
御
権
的
側
面
に
鑑
み
れ
ば
、
個
人
に
と
っ
て
は
、
他
者
も
不
利
益
を
被
る

こ
と
で
状
況
は
な
ん
ら
悪
化
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
と
す
ら
さ
れ
る
の
で
あ
）
120
（
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
理
由
か
ら
特
定
の
市
民
の
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み
が
負
担
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
広
く
他
の
市
民
も
同
様
の
負
担
を
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
当
該
市
民
の
介
入
の

深
刻
さ
を
緩
和
さ
せ
る
よ
う
に
す
ら
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
基
本
権
を
た
だ
防
御
権
と
し
て
捉
え
る
も
の
は
、
水
平
的
加
算
を
説
く
ラ
ス
タ
ー
捜
査
判
決
や
二
〇
〇
八
年
Ｎ
シ
ス

テ
ム
判
決
等
の
一
連
の
裁
判
例
に
説
得
力
を
覚
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
）
121
（

う
。
と
り
わ
け
、
Ｎ
シ
ス
テ
ム
判
決
を
例
に
と
り
、
客
観
法
的

側
面
の
意
味
合
い
を
説
く
。
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
認
証
を
根
拠
づ
け
る
法
規
範
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
技
術
は
、
基
本
権
主
体
が
自
動
車

を
使
用
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
移
動
す
る
こ
と
を
控
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
）
122
（
る
。
ク
レ
メ
ン
ト
自
身
も
認
め
る
通
り
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
認
証
が
も
た
ら
す
萎
縮
効
果
は
「
た
し
か
に
個
人
に
お
い
て
は
、
身
体
的
移
動
の
自
由
と
い
う
基
本
権
へ
の
侵
害
を
理
由
づ
け
、
そ
れ

に
よ
っ
て
防
御
権
的
保
護
を
発
動
さ
せ
る
に
は
僅
少
に
す
ぎ
な
）
123
（
い
」。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
萎
縮
が
も
た
ら
す
効
果
を
真
に
汲
み

取
る
に
は
、
個
人
権
的
・
防
御
権
的
側
面
の
み
に
着
目
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
客
観
法
的
側
面
が
必
要
で
あ
る
。
ク
レ
メ
ン
ト
は
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。「
基
本
権
の
客
観
法
的
次
元
に
お
い
て
は
、
個
人
の
移
動
の
自
由
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
モ
ビ
リ

テ
ィ
全
体
が
問
題
と
な
る
。
も
し
も
法
律
の
規
制
に
基
づ
き
、
誰
も
が
い
つ
ど
こ
で
も
法
律
の
規
制
の
宛
名
に
さ
れ
る
と
き
、
介
入
の
理

由
も
な
く
、
予
見
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
し
て
日
常
の
行
為
（
車
両
の
使
用
（Benutzung des Kraftfahrzeugs

））
を
放
棄
す
る
以
外
に

こ
れ
を
回
避
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
か
か
る
社
会
の
モ
ビ
リ
テ
ィ
自
体
が
、
た
し
か
に
強
く
は
な
い
も
の
の
広
く
（flächdeckend

）
危

険
に
さ
ら
さ
れ
）
124
（
る
」。
実
際
に
、
本
判
決
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
自
動
認
証
が
も
た
ら
す
「
社
会
全
体

（die G
esellschaft insgesam

t

）」
へ
の
影
響
を
考
慮
す
）
125
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
個
人
が
受
け
る
個
々
の
介
入
そ
れ
自
体
は
重
大
な
も
の
と
評

価
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
社
会
の
大
多
数
が
こ
の
負
担
を
受
け
る
場
合
、
自
由
な
社
会
の
前
提
条
件
そ
の
も
の
を
脅
か
す
可
能
性

が
あ
る
。
こ
う
し
た
帰
結
を
防
ぐ
た
め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
基
本
権
審
査
の
脱
個
人
化
（Entindividualisierung der 

G
rundrechtsprüfung

）」
を
行
う
の
で
あ
）
126
（

る
。
こ
の
次
元
に
お
い
て
、
基
本
権
は
社
会
の
特
定
の
状
態
、
プ
ロ
セ
ス
、
も
し
く
は
制
度
を

保
護
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
保
障
さ
れ
る
の
は
、
単
に
法
律
上
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
（D

ürfen

）
で
は
な
く
、
価
値
の
現
実
的
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な
実
現
で
あ
る
。
国
家
の
措
置
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
基
本
権
主
体
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
社
会
的
価
値
の
重
大
な
毀
損
に
必
要
と

な
る
作
用
力
に
達
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
閾
値
を
超
え
る
と
、
影
響
を
受
け
る
基
本
権
主
体
の
数
に
応
じ
て
客
観
法
的
議
論
の
重
み

が
確
実
に
増
え
る
、
と
い
）
127
（
う
。

　
萎
縮
の
影
響
を
社
会
的
影
響
も
含
め
て
考
慮
す
る
場
合
、
嫌
疑
の
不
存
在
お
よ
び
原
因
の
非
作
出
性
の
み
な
ら
ず
、
対
象
の
広
範
性
と

い
う
要
件
も
ま
た
必
要
と
な
る
。
ヘ
ル
ド
は
、

―
ル
ッ
シ
ェ
マ
イ
ア
ー
を
は
じ
め
と
す
る
論
者
と
は
異
な
り

―
原
因
の
非
作
出
性
と

い
う
要
件
に
よ
っ
て
対
象
の
広
範
性
と
い
う
要
件
に
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
。
ま
ず
、
原
因
の
非
作
出
性

―
よ
り
正
確
に

は
嫌
疑
の
不
存
在

―
と
い
う
要
件
と
、
対
象
の
広
範
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
と
し
て
分
離
さ
れ
る
べ
き
基
準
で

あ
る
と
説
）
128
（
く
。
前
者
の
嫌
疑
の
不
存
在
に
お
い
て
は
、
本
件
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
個
人
が
、
当
該
国
家
的
措
置
の
対
象
と
な
る
よ
う
な

具
体
的
な
犯
罪
等
の
嫌
疑
が
あ
る
の
か
、
が
問
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
嫌
疑
の
不
存
在
と
い
う
要
件
が
も
た
ら
す
個
人
へ
の
防
御
権

的
な
効
果
は
、
対
象
の
広
範
性
と
同
様
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
者
は
問
題
と
な
る
措
置
の
効
果
や
目
標
の
正
確
性

を
問
題
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
特
定
個
人
を
問
題
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者
で
は
ま
さ
に
客
観
法
的
な
保
護
が
問
題

と
な
る
の
で
あ
）
129
（
る
。

4　

小　

括

　
介
入
の
水
平
的
加
算
を
支
持
す
る
論
者
は
、
影
響
を
受
け
る
主
体
の
広
範
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
申
立
人
一
人
が
負
う
軽
微

な
介
入
で
は
な
く
、
社
会
全
体
に
お
け
る
基
本
権
行
使
へ
の
敵
対
的
空
気
を
考
慮
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
た
し
か
に

潜
在
的
集
会
参
加
者
が
萎
縮
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
問
題
と
し
て
扱
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
客
観
法
的
観
点
を
補
完
的
に

個
人
権
的
観
点
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
け
る
集
会
の
自
由
の
前
提
条
件
を
も
考
慮
す
る
必
要
を
指
摘
し
て
お
く
。
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㈢
　
介
入
の
強
化
と
「
潜
在
的
集
会
参
加
者
」
へ
の
萎
縮
効
果

　
本
稿
で
は
、
集
会
の
自
由
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
監
視
に
よ
っ
て
生
じ
る
萎
縮
効
果
を
、
集
会
の
自
由
へ
の
基
本
権
介
入
と
し
て
捉
え
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
合
憲
性
審
査
を
可
能
と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
介
入
に
対
し
て
よ
り
強
い
正
当
化
を
要
請
す
る
た
め
に
は
、

従
来
の
法
理
に
い
か
な
る
修
正
が
必
要
あ
り
、
そ
れ
は
可
能
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
参
照
し
な
が
ら

検
討
を
加
え
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
理
論
的
な
基
盤
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
具
体
的
事
案
に
即
し
た
よ
り
詳

細
な
検
討
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
諸
裁
判
所
が
集
会
に
対
す
る
監
視
と
萎
縮
効
果
論
を
よ
り
意
識
的
に
論
じ
る
の
を
待
つ
ほ
か
な
い
。

し
か
し
、
本
稿
が
検
討
し
擁
護
を
行
お
う
と
し
た
基
本
権
行
使
の
前
提
条
件
と
い
う
客
観
法
的
視
点
か
ら
、
近
時
の
諸
判
例
に
関
し
て
い

く
つ
か
付
言
し
て
お
く
。

　
従
来
、
デ
ー
タ
保
存
を
伴
う
情
景
記
録
に
つ
い
て
情
報
自
己
決
定
権
の
観
点
か
ら
介
入
を
構
成
す
る
こ
と
は
容
易
に
想
定
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
近
時
、
萎
縮
効
果
を
理
由
と
し
て
、
デ
ー
タ
保
存
を
伴
わ
な
い
、
単
な
る
情
景
の
モ
ニ
タ
ー
転
送
（Kam

era-M
onitor-

Prinzip

）
に
つ
い
て
も
、
そ
の
介
入
性
を
認
め
た
判
例
が
あ
る
。
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
高
等
行
政
裁
判
所
（O

V
G
 M

ünster

）
は
、
国
勢
調
査

判
決
と
同
様
の
判
示
を
行
い
、
そ
れ
が
集
会
へ
の
参
加
を
放
棄
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
て
い
）
130
（

る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
ベ

ル
リ
ン
行
政
裁
判
所
（V

G
 Berlin

）
は
、
同
様
の
単
な
る
情
景
撮
影
が
問
題
と
な
る
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
介
入
性
を
否
定
し
て
い
）
131
（
る
。

そ
の
理
由
と
さ
れ
る
の
が
、
集
会
の
規
模
の
相
違
で
あ
）
132
（
る
。
前
者
は
、
お
よ
そ
四
〇
名
が
参
加
す
る
小
規
模
な
集
会
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

後
者
は
、
お
よ
そ
二
万
五
〇
〇
〇
名
が
参
加
す
る
集
会
が
問
題
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
か
か
る
判
断
を
ツ
ァ
ン
ガ
ー
は
、
具
体
的
な
状
況

に
照
ら
し
、
小
規
模
集
会
に
つ
い
て
は
「
監
視
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
感
情
を
呼
び
起
こ
し
か
ね
な
い
も
の
と
し
て
好
意
的
に
評
価
し
て

い
る）

133
（

。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
監
視
の
対
象
が
小
規
模
集
会
で
あ
れ
ば
介
入
を
構
成
し
、
大
規
模
集
会
で
あ
れ
ば
介
入
と
な
ら
な
い
、
と

い
う
問
題
を
抱
え
）
134
（
る
。
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萎
縮
効
果
論
を
援
用
す
る
こ
と
の
本
来
の
意
味
は
、「
潜
在
的
集
会
参
加
者
」
の
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
Ｇ
８
サ

ミ
ッ
ト
判
決
で
は
、

―
集
会
予
定
者
が
宿
泊
す
る
キ
ャ
ン
プ
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
特
殊
事
情
も
存
在
す
る
が

―
合
理
的
な

潜
在
的
集
会
参
加
者
が
、
果
た
し
て
集
会
へ
の
参
加
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
な
、
基
本
権
行
使
へ
の
敵
対
的
姿
勢
を
感
じ
る
か
、
と
い
う

点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
当
該
判
決
に
つ
い
て
エ
ン
ダ
ー
ス
は
、
情
景
撮
影
を
伴
う
戦
闘
機
飛
行
が
、
参
加
者
の
果
た
し
て
い
か
な
る
利

益
に
干
渉
し
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
、
と
す
る
）
135
（
が
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
が
集
会
の
自
由
を
行
使
し
て
い
る
個
人
を
超
え
た
、

社
会
的
影
響
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

五
　
む
す
び
に
か
え
て

　
本
稿
で
は
、「
萎
縮
効
果
」
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
会
の
自
由
の
監
視
に
対
す
る
憲
法
上
の
審
査
の
枠
組
み
を
示
し
た
。

そ
し
て
こ
の
過
程
で
、
審
査
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
従
前
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
修
正
を
迫
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
も
た

ら
さ
れ
う
る
修
正
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
保
護
領
域
の
段
階
で
は
保
護
領
域
の
前
域
へ
の
拡
張
、
介
入
の
段
階
で
は
間
接
的
・
事
実
上
の
干

渉
へ
の
介
入
概
念
の
拡
張
と
目
的
志
向
性
要
件
の
排
除
、
さ
ら
に
正
当
化
の
段
階
で
は
客
観
法
的
視
点
の
導
入
で
あ
る
。

　
我
が
国
の
判
例
と
の
関
わ
り
で
は
、
大
阪
府
の
あ
い
り
ん
地
区
に
お
け
る
監
視
カ
メ
ラ
設
置
に
関
す
る
判
）
136
（
決
が
記
憶
に
新
し
い
。
本
判

決
で
は
、
大
衆
闘
争
や
労
働
運
動
の
拠
点
で
あ
る
開
放
会
館
に
向
け
ら
れ
て
設
置
さ
れ
た
監
視
カ
メ
ラ
の
違
法
性
に
つ
き
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

と
い
う
枠
組
み
で
判
断
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
「
実
際
に
監
視
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
者

に
い
つ
監
視
が
な
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
感
を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
り
、
行
動
を
抑
制
す
る
」
と
い
う
萎
縮
効
果
を
与
え

か
ね
ず
、
そ
し
て
こ
の
主
張
を
団
結
権
や
結
社
の
自
由
と
い
う
既
存
の
憲
法
上
の
権
利
へ
の
干
渉
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
判
決
の
展
開
に
照
ら
せ
ば
、
本
稿
が
参
照
し
た
ド
イ
ツ
の
萎
縮
効
果
論
も
我
が
国
の
そ
れ
と
の
隔
た
り
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
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む
ろ
ん
、
集
会
の
自
由
の
監
視
を
問
題
と
す
る
本
稿
も
、
さ
ら
な
る
検
討
に
開
か
れ
て
い
る
。「
監
視
」
と
い
え
ど
、
そ
れ
が
想
定
す

る
場
面
は
様
々
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
集
会
法
と
の
関
連
で
細
か
に
場
面
分
け
さ
れ
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
本
稿
が
序
論
的
に
考
察
し
た
萎
縮
効
果
論
の
枠
組
み
を
判
例
の
発
展
に
応
じ
て
具
体
的
に
展
開
す
る
作
業
は
、
筆
者
の
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
付
記
〕　
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（21J11836

）
お
よ
び
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
若
手
研
究
者
海
外
挑
戦
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
令
和
三
年
度
）
の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
。

（
1
）  

一
例
と
し
て
、D

an
iel M

o
eckli, E

xclu
sio

n F
ro

m P
u

blic S
pace, 2016. 

こ
の
ほ
か
、
邦
語
で
の
検
討
と
し
て
、
門
田
美
貴
「
集
会
の

『
場
』
へ
の
権
利
」
法
学
政
治
学
論
究
一
二
六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
四
一
―
三
七
三
頁
参
照
。

（
2
）  BVerf （K

） G, Beschluss. v. 18. 07. 2015, 1 BvQ
 25/15. 

邦
語
の
評
釈
と
し
て
、
小
山
剛
「
私
有
地
に
お
け
る
集
会
の
自
由
と
基
本
権
の

私
人
間
効
力

―
缶
ビ
ー
ル
・
フ
ラ
ッ
シ
ュ
モ
ブ
決
定
」
自
治
研
究
九
六
巻
一
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
五
四
頁
以
下
。

（
3
）  

萎
縮
効
果
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
行
業
績
が
あ
る
が
、
萎
縮
効
果
の
米
独
比
較
を
行
っ
た
業
績
と
し
て
、
毛
利
透
『
表
現
の
自
由

―
そ
の
公

共
性
と
も
ろ
さ
に
つ
い
て
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
4
）  

監
視
と
萎
縮
に
つ
い
て
邦
語
で
検
討
を
し
た
も
の
と
し
て
、
小
山
剛
「
監
視
と
萎
縮

―
基
本
権
侵
害
の
「
水
平
的
加
算
」
序
説
」
憲
法
研
究

六
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
一
一
―
一
二
二
頁
。

（
5
）  Julian Staben, D

er Abschreckungseffekt auf die G
rundrechtsausübung, 2016, S. 144 ff.

（
6
）  Christoph Enders, in: Cornelia D

ürig-Friedl/Christoph Enders, Versam
m
lungsrecht, 1. Aufl. 2016, 

§12a Bild- und Tonauf-
nahm

en durch die Polizei, Rn. 1.

（
7
）  Enders, （Anm

. 6

）, Rn. 14 ff.

（
8
）  Johanna Zanger, Freiheit von Frucht, 2017, S. 116.

（
9
）  Zanger, （Anm

. 8

）, S. 111 f.

（
10
）  W

alter Schm
idt, D

ie bedrohte Entscheidungsfreiheit, JZ 1974, 241 （242 ff.
）.
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（
11
）  BVerfG

E 80, 367. 

邦
語
評
釈
と
し
て
、
根
森
健
「
日
記
類
似
の
個
人
的
な
手
記
の
刑
事
手
続
で
の
利
用
と
一
般
的
人
格
権
の
保
護

―
日
記

決
定

―
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
2
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
四
頁
。

（
12
）  N

orbert U
llrich, D

as D
em

onstratinosrecht, 2015, S. 440.
（
13
）  
ウ
ル
リ
ヒ
は
明
確
に
慣
習
的
な
他
者
の
行
為
の
縮
減
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
公
共
空
間
を
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
い
し
他
者
へ
の
働
き
か
け
を
は
じ
め
と
し
た
、
日
常
的
な
交
流
の
機
会
は
、「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
介
入
」
と
さ
れ
て
し

ま
い
、
縮
減
さ
れ
て
し
ま
う
帰
結
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
）  U

llrich, 
（Anm

. 12

）, S. 441. 

同
様
の
記
述
と
し
て
、Zanger, 

（Anm
. 8

）, S. 103 f. 

こ
の
ほ
か
、
公
共
空
間
に
お
け
る
監
視
に
つ
い
て
論

じ
た
も
の
と
し
て
、
駒
村
圭
吾
「『
視
線
の
権
力
性
』
に
関
す
る
覚
書
：
監
視
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
め
ぐ
っ
て
」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
編

『
慶
應
の
法
律
学
：
慶
應
義
塾
創
立
一
五
〇
年
記
念
法
学
部
論
文
集
　
公
法
Ⅰ
』（
二
〇
〇
八
年
）
二
八
三
―
三
二
三
頁
。

（
15
）  M

arion A
lbers, Inform

ationelle Selbstbestim
m
ung, 2005, S. 372.

（
16
）  A

lbers, （Anm
. 15

）, S. 372.

（
17
）  A

lbers, （Anm
. 15

）, S. 373.

（
18
）  BVerfG

E 65, 1. 

邦
語
の
評
釈
と
し
て
、
平
松
毅
「
自
己
情
報
決
定
権
と
国
勢
調
査

―
国
勢
調
査
法
一
部
違
憲
判
決

―
」
ド
イ
ツ
憲
法
判

例
研
究
会
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
2
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
六
〇
頁
以
下
。

（
19
）  BVerfG

E 65, 1 （42

）.

（
20
）  U

llrich, （Anm
. 12

）, S. 447.

（
21
）  U

llrich, （Anm
. 12

）, S. 440.

（
22
）  Ralf Poscher, Artificial Intelligence and the Right to D

ata Protection （January 19, 2021

）. M
ax Planck Institute for the Study 

of Crim
e, Security and Law

 W
orking Paper N

o. 2021/03, Available at SSRN
: https://ssrn.com

/abstract=3769159 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.3769159.

（
23
）  Poscher, （Anm

. 22

）, S. 7.

（
24
）  Poscher, （Anm

. 22

）, S. 8.

（
25
）  Cornelius H

eld, Intelligente V
ideoüberw

achung, 2014, S. 83 f.; 123 f.

（
26
）  M

ichael Sachs, G
rundrechte: Faktischer Eingriff in die Versam

m
lungsfreiheit, JuS 2018, 596 （597

）.
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（
27
）  BVerw

G, JZ 2018, 457 （459

）.

（
28
）  Sachs, （Anm

. 26

）, S. 597.
（
29
）  Ebd.

（
30
）  Poscher, （Anm

. 22

）, S. 7.
（
31
）  BVerfG

E 65, 1 （42f.

）.

（
32
）  
こ
の
ほ
か
、Zanger, （Anm

. 8

）, S. 125 ff.; H
eld, （Anm

. 25

）, S. 87 ff.; Schm
idt,

（Anm
. 10

）, S. 241.

（
33
）  Robert A

lexy, Theorie der G
rundrechte, 1986, S. 198; Zanger （Anm

. 8

）, S. 127.

（
34
）  Zanger, （Anm

. 8

）, S. 127.

（
35
）  BVerfG

E 69, 315 
（349

）. 

邦
語
の
評
釈
と
し
て
、
赤
坂
正
浩
「
基
本
法
8
条
の
集
会
の
自
由
と
集
会
法
に
よ
る
規
制

―
ブ
ロ
ッ
ク
ド
ル
フ

決
定
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
2
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
四
八
―
二
五
五
頁
。

（
36
）  Zanger, （Anm

. 8

）, S. 126. 

（
37
）  BVerfG

E 122, 342. 

邦
語
の
評
釈
と
し
て
、
大
森
貴
弘
「
集
会
の
自
由
と
ラ
ン
ト
に
よ
る
集
会
規
制
立
法

―
2
0
0
8
年
バ
イ
エ
ル
ン
集

会
法
の
一
部
を
停
止
す
る
仮
命
令
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅳ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
六
八
―
一
七
一
頁
。

（
38
）  M

arkus O
erm

ann/Julian Staben, M
ittelbare G

rundrechtseingriffe durch Abschreckung?, D
er Staat, 2013, 630; Zanger, （Anm

. 
8

）, S. 160.

（
39
）  BVerwG

, JZ 2018, 457.

（
40
）  BVerwG

, （Anm
. 39

）, S. 460.

（
41
）  Ebd.

（
42
）  Ebd.

（
43
）  Ebd.

（
44
）  BVerfG

E 69, 315.

（
45
）  BVerfG

E 84, 203.

（
46
）  BVerwG

 （Anm
. 39

）, S. 460.

（
47
）  Ebd. 
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（
48
）  

小
山
剛
『「
憲
法
上
の
権
利
」
の
作
法
（
第
3
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
六
頁
参
照
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
に
つ
き
論
者
に

よ
っ
て
用
語
の
整
理
に
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
内
容
に
つ
い
て
一
致
し
て
い
る
。

（
49
）  

ボ
ー
ド
・
ピ
エ
ロ
ー
ト
／
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
リ
ン
ク
／
ト
ル
ス
テ
ン
・
キ
ン
グ
レ
ー
ン
／
ラ
ル
フ
・
ポ
ッ
シ
ャ
ー
（
著
）、
永
田
秀
樹
・

倉
田
原
志
・
丸
山
敦
裕
（
訳
）『
現
代
ド
イ
ツ
基
本
権
﹇
第
2
版
﹈』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
九
年
）
八
三
頁
以
下
。

（
50
）  
参
照
、Zanger, （Anm

. 8

）, S. 146.

（
51
）  BVerfG

E 105, 279. 

邦
語
評
釈
と
し
て
、
西
原
博
史
「
政
府
の
情
報
提
供
活
動
に
お
け
る
〈
警
告
〉
と
信
教
の
自
由
の
保
障
」
ド
イ
ツ
の
憲

法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八 

年
）
一
一
七
―
一
二
二 

頁
参
照
。

（
52
）  BVerfG

E 105, 252. 

邦
語
評
釈
と
し
て
、
丸
山
敦
裕
「
市
場
競
争
に
影
響
あ
る
情
報
の
国
に
よ
る
公
表
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド

イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
二
九
二
－
二
九
七
頁
以
下
。

（
53
）  BVerfG

E 105, 279 （300

）.

（
54
）  BVerfG

E 105, 279 （300
）.

（
55
）  BVerfG

E 105, 279 （303
）.

（
56
）  BVerfG

E 105, 279 （303

）.

（
57
）  Sophie-Charlotte Lenski, Staatliches Inform

ationshandeln als G
rundrechtseingriff, ZJS 1/2008, 13 （15

）.

（
58
）  BVerw

G, 15.12.2005 - 7 C 20.04. 
以
下
の
引
用
に
つ
い
て
は
連
邦
行
政
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://w

w
w.bverw

g.
de/151205U

7C20.04.0

）
の
欄
外
番
号
に
基
づ
く
。

（
59
）  BVerw

G, 15.12.2005 - 7 C 20.04., Rn. 25.

（
60
）  BVerw

G, 15.12.2005 - 7 C 20.04., Rn. 27.

（
61
）  BVerw
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