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三

事
前
配
慮
原
則
の
構
成
要
素
―
概
念
と
沿
革

（
１
）
序
説

予
防
原
則
の
意
義
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
原
則
が
形
成
さ
れ
て
き
た
過
程
を
辿
り
、
そ
の
展
開
の
諸
局
面
を
一
つ
一

つ
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
の
了
解
に
基
づ
き
、
本
稿
は
予
防
原
則
の
起
源
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
法
の
事
前
配
慮
原
則

(V
orsorgeprin

zip)

を
検
討
の
出
発
点
に
据
え
て
、
事
前
配
慮
原
則
の
全
体
像
を
概
観
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
始
め（
１
）

た
。

そ
の
際
述
べ
た
よ
う
に
、
事
前
配
慮
原
則
は
も
と
も
と
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
始
ま
る
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
の
一
連
の
環
境
政
策
か
ら

論

説環
境
法
に
お
け
る
予
防
原
則
の
展
開
（
二
）

松

本

和

彦

一

序
―
本
稿
の
課
題

二

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
事
前
配
慮
原
則
―
概
観
（
以
上
、
五
三
巻
二
号
）

三

事
前
配
慮
原
則
の
構
成
要
素
―
概
念
と
沿
革

四

基
本
法
に
お
け
る
事
前
配
慮
原
則
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得
ら
れ
た
法
政
策
原
則
で
あ
っ（
２
）

た
。
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
環
境
法
政
策
原
則
の
一
つ
と
し
て
、
事
前
配
慮
原
則
は
多
く
の

学
説
の
承
認
を
得
た
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
が
、
環
境
法
政
策
原
則
の
域
を
超
え
て
一
般
的
な
環
境
法
原
則
に
ま
で
昇
華
し
た
か
否
か

に
つ
い
て
は
議
論
が
あ（
３
）

り
、
そ
の
内
容
に
対
す
る
理
解
も
相
変
わ
ら
ず
分
裂
し
て
い
る
。
環
境
法
典
草
案
が
原
則
の
明
文
化
を
試
み
た

も
の
の
、
今
の
と
こ
ろ
、
法
典
化
の
作
業
自
体
が
頓
挫
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
現
行
法
に
は
ほ
か
に
事
前
配
慮
原
則
を
一
般
に
定

式
化
し
た
規
定
は
な
く
、
環
境
法
令
ご
と
に
様
々
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
前
配
慮
原
則
と
呼
ば
れ
る

も
の
の
中
身
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
個
別
立
法
に
よ
っ
て
実
定
化
さ
れ
た
多
く
の
規
定
に
対
す
る
、
判
例
・
学
説
に
よ
る
様
々
な
解
釈

の
積
み
重
ね
の
総
体
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
事
前
配
慮
原
則
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
個
別
立
法
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
実
定
法
上
の
内
容
を
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
個
々
の
実
定
法
規
定
に
表
れ
た
事
前
配
慮
原
則
の
諸
相
を
分
析
し
、
そ
の
法
領
域
の
特
性
に
注
意
し
な
が
ら
、
具

体
的
な
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
節
以
降
で
は
、
個
別
の
実
定
法
ご
と
に
関
連
す
る
規
定
を
選
び
出
し

て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
本
節
で
は
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
法
概
念
と
そ
の
沿
革
を
見
る
こ
と
で
、
次

節
以
降
の
個
別
的
検
討
に
備
え
た
前
提
作
業
を
行
っ
て
お
く
。

（
２
）
危
険
と
リ
ス
ク
の
概
念

事
前
配
慮
原
則
の
構
成
要
素
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
と
り
わ
け
危
険(G

efah
r)

と
リ
ス
ク(R

isiko)

、
そ
れ
か
ら
事
前

配
慮(V
orsorge)

の
概
念
で
あ
ろ
う
。
事
前
配
慮
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
危
険
と
リ
ス
ク
の
概
念
に
触
れ
て
お
き
た

い
。「

危
険
」
は
警
察
法
上
の
伝
統
的
な
法
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
内
容
を
持
つ
と
同
時
に
、
様
々
な
実
定

法
に
規
定
さ
れ
、
多
く
の
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
論
じ
ら
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
公
法
学
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
概
念
で
あ

論 説
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（
４
）

る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
リ
ス
ク
」
は
、
危
険
と
の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
比
較
的
新
し
い
講
学
上
の
概
念
で
あ

（
５
）

り
、
当
初
は
実
定
法
概
念
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
の
遺
伝
子
操
作
技
術
法(G

en
tech

n
ikgesetz)

が
リ
ス

ク
の
語
に
言
及
し
た
（
遺
伝
子
操
作
技
術
法
七
条
な
ど
）
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
実
定
法
概
念
と
な
っ（
６
）

た
。
い
ず
れ
の
概
念
に
つ
い
て

も
講
学
上
の
意
味
と
実
定
法
規
定
と
の
落
差
が
問
題
に
な
り
う
る
。

こ
こ
で
い
う
危
険
と
リ
ス
ク
は
似
た
概
念
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
そ
れ
な
り
に
大
き
な
損
害
発
生
の
可
能
性
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
同
義
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
も
あ（
７
）

る
。
あ
る
い
は
、
リ
ス
ク
を
危
険
の
上
位
概
念
と
見
て
、
損
害
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性

の
あ
る
要
因
を
す
べ
て
リ
ス
ク
と
捉
え
、
そ
の
う
ち
の
特
別
の
も
の
を
危
険
と
見
な
す
用
法
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
環
境
法
典
の
独
立
専
門
家
委
員
会
草
案
は
二
条
の
一
号
と
二
号
に
お
い
て
、
危
険
と
リ
ス
ク
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る
。

危
険
―
こ
の
法
典
の
保
護
法
益
に
対
し
て
相
当
な
不
利
益
的
効
果
を
発
生
さ
せ
る
十
分
な
蓋
然
性
の
こ
と
。
憂
慮
さ
れ
る
効
果
が
重

大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
発
生
の
蓋
然
性
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
の
程
度
は
小
さ
く
な
る
。

リ
ス
ク
―
こ
の
法
典
の
保
護
法
益
に
対
す
る
単
に
些
細
と
は
い
え
な
い
不
利
益
的
効
果
の
発
生
可
能
性
の
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
れ
が

実
践
上
の
観
点
か
ら
見
て
排
除
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
除
く
。

草
案
の
公
式
の
註
釈
に
よ
る（
８
）

と
、
自
然
科
学
的
・
技
術
的
意
味
に
お
け
る
小
さ
な
リ
ス
ク
が
法
律
学
上
の
「
リ
ス
ク
」
で
、
大
き
な

リ
ス
ク
が
「
危
険
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
特
に
認
め
ら
れ
た
リ
ス
ク
の
部
分
集
合
」
が
危
険
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
危
険

と
リ
ス
ク
を
区
別
す
る
中
心
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
危
険
の
存
在
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
「
十
分
な
蓋
然
性
」
が
必
要
と
さ
れ

環境法における予防原則の展開（二）
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る
の
に
対
し
て
、
リ
ス
ク
の
場
合
は
そ
れ
よ
り
も
小
さ
い
単
な
る
可
能
性
で
よ
い
と
さ
れ
、
か
つ
、
損
害
の
面
に
つ
い
て
も
、
リ
ス
ク

は
単
に
些
細
と
は
い
え
な
い
不
利
益
的
効
果
し
か
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
単
な
る
迷
惑
の
領
域
も
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
点
と
か
か
わ
っ
て
、
学
説
上
、
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
の
が
ブ
ロ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
三
段
階
構
想
（D

rei-

stu
fen

kon
zept

（
９
）
）、
す
な
わ
ち
、
危
険
・
リ
ス
ク
・
残
存
リ
ス
ク(R

estrisiko)

の
三
段
階
区
分
で
あ（
１０
）

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
い
ず
れ

の
段
階
に
お
い
て
も
「
不
確
実
な
損
害
発
生
の
可
能
性
」
と
い
う
意
味
で
の
リ
ス
ク
は
問
題
に
な
る
の
で
あ
る（
１１
）

が
、
単
な
る
リ
ス
ク
で

あ
る
状
態
を
超
え
て
、
こ
と
が
そ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
損
害
の
発
生
に
至
る
十
分
な
蓋
然
性
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
こ
に

危
険
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
逆
に
、
十
分
な
リ
ス
ク
軽
減
措
置
を
と
っ
て
も
ど
う
し
て
も
損
害
発
生
の
可
能
性
が
ゼ
ロ
に
な
ら
な
い
場

合
は
、
そ
こ
に
残
存
リ
ス
ク
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
い
わ
ば
リ
ス
ク
の
程
度
に
応
じ
て
、
高
い
方
か
ら
危
険
・
リ
ス
ク
・
残
存
リ
ス
ク
の

順
に
区
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
段
階
に
区
分
す
る
こ
と
の
法
的
意
義
は
以
下
の
点
に
あ（
１２
）

る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
の
段
階
で
は
、
そ
の
防
止
が
カ
テ
ゴ

ー
リ
ッ
シ
ュ
に
要
求
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
第
三
者
の
利
益
が
公
益
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
個
人
の
権
利
と

し
て
も
保
護
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
単
な
る
リ
ス
ク
の
段
階
だ
と
、
そ
の
低
減
は
法
的
目
標
と
さ
れ
国
家
に
よ
る
規
律
の
対
象
に

さ
れ
る
も
の
の
、
第
三
者
の
権
利
保
護
の
た
め
に
は
役
に
立
た
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
技
術
的
な
実
現
可
能
性
と
費
用
・
便

益
の
比
例
性
と
い
う
留
保
条
件
の
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
残
存
リ
ス
ク
の
段
階
に
な
る
と
、「
不
可
避
で
社
会
的
に

相
当
な
」
も
の
と
見
な
さ
れ
て
、
そ
の
受
忍
が
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い（
１３
）

う
。

こ
う
し
た
三
段
階
構
想
は
参
照
に
値
す
る
と
は
い
え
、
ど
こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
特

に
リ
ス
ク
概
念
を
中
心
に
お
い
て
、
一
方
の
端
か
ら
危
険
概
念
を
切
り
取
り
、
他
方
の
端
か
ら
残
存
リ
ス
ク
概
念
を
切
り
取
る
仕
方
は
、

領
域
の
相
互
交
錯
と
境
界
の
曖
昧
化
を
免
れ
な
い
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い（
１４
）

る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
段
階
画
定
が
明
快
な
境
界
設
定
に

論 説
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な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ブ
ロ
イ
ヤ
ー
自
身
も
最
初
か
ら
認
め
て
お
り
、
こ
の
画
定
は
「
流
動
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、「
ス
ラ

イ
デ
ィ
ン
グ
・
ス
ケ
ー
ル(gleiten

de
S

kala)

」
で
し
か
判
断
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い（
１５
）

る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
法
律
学
的
な
概
念

形
成
の
明
確
性
と
法
秩
序
の
一
貫
性
」
を
犠
牲
に
す
る
形
で
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ス
ク
概
念
へ
の
訴
え
か
け
も
冷
静
な
法
的
論
証

を
省
く
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ（
１６
）

る
。
こ
の
こ
と
を
危
惧
す
る
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
は
、
リ
ス
ク
概
念
か
ら
で
は
な
く
、

伝
統
的
な
警
察
法
の
危
険
概
念
か
ら
検
討
を
始
め
る
べ
き
だ
と
い（
１７
）

う
。
従
来
の
議
論
が
警
察
法
上
の
危
険
概
念
を
基
点
に
展
開
さ
れ
、

そ
れ
が
発
展
し
て
い
く
過
程
で
内
容
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
主
張
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
も
、
ま
ず
は
歴
史
的
に
そ
れ
な
り
の
実
体
を
備
え
る
に
至
っ
た
危
険
概
念
に
目
を
向
け
、
そ
こ
か
ら
こ
の
概
念
が
変
容
し
て
い
く

さ
ま
、
す
な
わ
ち
、
リ
ス
ク
概
念
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
事
情
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す（
１８
）

る
。

（
３
）
警
察
法
上
の
危
険
概
念
の
沿
革

危
険
の
概
念
を
正
面
に
据
え
て
、
法
概
念
と
し
て
彫
琢
し
て
き
た
の
は
、
警
察
法
の
分
野
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
警
察(P
olizey)

」
と
は
、
も
と
も
と
福
祉
国
家
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
八
世
紀
以
降
、
自
由

主
義
思
想
の
影
響
下
で
治
安
秩
序
の
維
持
と
い
っ
た
消
極
目
的
の
追
求
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
警
察
の
職
務
が
そ

こ
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
警
察
法
の
主
た
る
規
律
対
象
と
な
っ
た
の
が
危
険
防
止(G

efah
ren

ab-

w
eh

r)

で
あ（
１９
）

る
。

こ
の
こ
と
が
最
初
に
表
現
さ
れ
た
実
定
法
上
の
規
定
と
し
て
、
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
編
一
七
章
一
〇
条

が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

公
共
の
安
寧
、
安
全
、
秩
序
を
維
持
し
、
一
般
公
衆
と
そ
の
個
々
の
構
成
員
に
対
す
る
差
し
迫
っ
た
危
険
を
回
避
す
る
た
め
、
必
要

環境法における予防原則の展開（二）
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な
措
置
を
と
る
こ
と
は
、
警
察
の
職
務
で
あ
る
。

こ
の
一
般
条
項
は
、
制
定
後
直
ち
に
、
警
察
の
職
務
を
秩
序
維
持
・
危
険
防
止
に
限
定
す
る
ほ
ど
の
効
果
は
持
ち
得
な
か
っ
た
と
さ

れ
る
が
、
一
九
世
紀
後
半
頃
に
は
状
況
が
変
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
が
一
八
八
二
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所

の
い
わ
ゆ
る
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク(K

reu
zberg)

判
決
で
あ（
２０
）

る
。
そ
の
後
、
一
九
三
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
が
、
行
政
裁
判
所

の
判
例
を
ま
と
め
る
形
で
、
一
四
条
一
項
に
お
い
て
「
公
共
の
安
全
・
秩
序
を
脅
か
す
危
険
を
防
止
し
、
一
般
公
衆
や
個
人
を
守
る
た

め
、
義
務
に
従
っ
た(pflich

tm
äβig)

裁
量
に
よ
っ
て
、
現
行
法
の
枠
内
で
必
要
な
措
置
を
と
る
」
権
限
を
警
察
官
庁
に
与
え
た
。
こ

の
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条
一
項
を
め
ぐ
る
法
の
展
開
が
ほ
か
の
ラ
ン
ト
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
、「
ド
イ
ツ
共
通
の
警
察
法

(gem
ein

deu
tsch

es
P

olizeirech
t)

」
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
で
は
、
警
察
の
権
限
は
主
と
し
て
ラ
ン
ト
に
与
え
ら
れ
た
た
め
、
連
邦
の
一
般
的
な
警
察
法
は
今
な

お
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
ド
イ
ツ
統
一
警
察
法
模
範
草
案
八
条
一
項
は
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条
一
項
と
同
様
の
内

容
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
各
ラ
ン
ト
の
警
察
法
が
統
一
警
察
法
模
範
草
案
に
倣
っ
た
規
定
を
お
い
た
た
め
、
結
局
、
ラ
ン
ト
警

察
法
は
す
べ
て
危
険
防
止
を
主
た
る
課
題
と
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い（
２１
）

る
。

こ
う
し
た
一
般
警
察
法
の
危
険
概
念
と
危
険
防
止
の
概
念
は
、
営
業
活
動
に
対
す
る
公
権
的
介
入
を
規
律
対
象
と
す
る
「
営
業
警
察

(G
ew

erbepolizei)

」
の
領
域
で
も
用
い
ら
れ（
２２
）

た
。
た
と
え
ば
、
営
業
の
自
由
が
も
た
ら
す
負
の
側
面
と
し
て
の
イ
ミ
ッ
シ
オ
ー
ン

（
大
気
汚
染
、
騒
音
、
悪
臭
な
ど
）
の
防
止
を
危
険
防
止
の
視
点
か
ら
規
制
す
る
と
い
う
文
脈
で
の
使
わ
れ
方
が
そ
う
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
エ
ミ
ッ
シ
オ
ー
ン
発
生
施
設
の
許
可
制
は
危
険
防
止
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
許
可
制
は
一
八
四
五
年
の
プ
ロ
イ
セ

ン
営
業
法
で
導
入
さ
れ
、
そ
れ
を
踏
襲
し
た
一
八
六
九
年
の
北
ド
イ
ツ
連
邦
営
業
法
及
び
一
八
七
二
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
営
業
法
に
取
り
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入
れ
ら
れ
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
た
。
営
業
法
の
危
険
防
止
規
定
は
、
最
終
的
に
一
九
七
四
年
の
連
邦
イ
ミ

ッ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
歴
史
的
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
だ
が
、
そ
の
検
討
は
後
に
回
す
と

し
て
、
こ
こ
で
は
一
九
五
九
年
の
営
業
法(G

ew
erbeordn

u
n

g)

改
正（
２３
）

法
の
エ
ミ
ッ
シ
オ
ー
ン
発
生
施
設
の
設
置
許
可
制
を
定
め
た

一
六
条
一
項
だ
け
を
あ
げ
て
お
く
。

営
業
所
の
場
所
的
状
況
や
性
状
に
よ
っ
て
、
近
隣
の
土
地
の
所
有
者
や
居
住
者
、
あ
る
い
は
一
般
公
衆
に
対
し
て
、
相
当
な
不
利
益
、

危
険
、
迷
惑
を
及
ぼ
す
可
能
性
の
あ
る
施
設
を
設
置
す
る
た
め
に
は
、
所
轄
官
庁
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
。

警
察
法
の
対
象
と
な
る
危
険
は
、
元
来
、
警
察
官
庁
に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
営
業
警
察
の
領
域
で

は
、
い
わ
ゆ
る
警
察
官
庁
と
は
区
別
さ
れ
る
行
政
官
庁
に
よ
っ
て
規
律
が
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
領
域
で
は
脱
警
察
化(en

t-

polizeilich
u

n
g)

が
進
行
し
て
い
る
の
で
あ（
２４
）

る
。
こ
う
し
た
発
展
傾
向
は
、
そ
の
後
の
環
境
法
、
技
術
安
全
法(tech

n
isch

es

S
ich

erh
eitsrech

t)

、
化
学
物
質
法(C

h
em

ikalien
rech

t)

、
食
品
安
全
法(L

eben
sm

ittelsich
erh

eitsrech
t)

、
医
薬
品
安
全
法

(A
rzn

eim
ittelsich

erh
eitsrech

t)

と
い
っ
た
諸
分
野
に
お
い
て
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
い
く
。

ち
な
み
に
、
営
業
法
一
六
条
一
項
に
お
い
て
、
危
険
と
並
ん
で
、
相
当
の
不
利
益(N

ach
teil)

と
迷
惑(B

elästigu
n

g)

が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
の
も
、
脱
警
察
化
の
傾
向
と
関
連
し
て
い（
２５
）

る
。
本
来
の
危
険
イ
メ
ー
ジ
に
は
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
な
不
利
益
・

迷
惑
で
も
、
危
険
の
範
疇
に
含
め
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
規
定
の
仕
方
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
危
険
概
念
の
拡
大
と
も
一
致
す
る
。
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（
４
）
危
険
概
念
の
内
容

判
例
・
通
説
に
よ
る
と
、
危
険
と
は
「
こ
と
が
そ
の
ま
ま
推
移
す
れ
ば
、
あ
る
状
態
あ
る
い
は
あ
る
行
為
態
様
が
、
十
分
な
蓋
然
性

を
も
っ
て
、
公
共
の
安
全
あ
る
い
は
公
共
の
秩
序
と
い
う
保
護
法
益
に
対
す
る
損
害
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
よ
う
な
状
況
」
を
い
う

と
定
義
さ
れ
て
い（
２６
）

る
。
こ
の
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
が
行
政
の
任
務
で
あ
る
が
、
危
険
が
現
実
化
し
て
、
実
際
に
損
害
が
発
生
し
て
し

ま
っ
た
場
合
は
、
行
政
は
被
害
の
除
去
・
回
復
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
危
険
の
防
止
は
被
害
の
除
去
・
回
復
と
密
接
に
つ
な
が

っ
て
い（
２７
）

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
危
険
防
止
に
関
す
る
法
は
原
状
回
復
ま
で
含
ん
で
観
念
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ（
２８
）

る
。

右
の
定
義
か
ら
す
る
と
、
危
険
概
念
の
構
成
要
素
と
し
て
重
視
す
べ
き
は
、
損
害
発
生
の
「
十
分
な
蓋
然
性
」、
保
護
法
益
と
し
て

の
「
公
共
の
安
全
あ
る
い
は
公
共
の
秩
序
」、
そ
し
て
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
「
損
害
」
の
三
つ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
保
護
法
益
と
し
て
の
「
公
共
の
安
全
あ
る
い
は
公
共
の
秩
序
」
に
つ
い
て
は
、「
公
共
の
安
全
」
が
「
一
方
で
市
民
の
生

命
の
不
可
侵
性
、
健
康
、
名
誉
、
自
由
、
財
産
、
他
方
で
法
秩
序
と
国
家
諸
制
度
の
不
可
侵
性
」
を
指
し
、「
公
共
の
秩
序
」
が
「
公

共
に
お
け
る
個
人
の
行
為
態
様
の
た
め
の
不
文
ル
ー
ル
の
総
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
遵
守
が
、
そ
の
と
き
ど
き
の
支
配
的
な
見
解
に
よ
れ

ば
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
公
民
の
社
会
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
の
前
提
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
」
を
指
す
と
い
わ
れ
て
い（
２９
）

る
。
そ
れ
か
ら

「
損
害
」
と
は
「
警
察
上
の
保
護
法
益
に
対
す
る
些
細
と
は
い
え
な
い
侵
害
」
で
あ
っ
て
「
単
な
る
迷
惑
、
不
利
益
、
不
便
、
味
気
な

さ
で
は
不
十
分
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
環
境
法
規
に
見
ら
れ
る
「
相
当
の
不
利
益
」、「
相
当
の
迷
惑
」
も
損
害
に
含
め
て
考
え
る
傾

向
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い（
３０
）

る
。

問
題
は
損
害
発
生
の
「
十
分
な
蓋
然
性
」
で
あ
る
。
十
分
な
蓋
然
性
が
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
損
害
発
生
は
必
ず
し
も
確
実

で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
発
生
確
率
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
い
う
よ
う
な
数
学
的
蓋
然
性

を
意
味
す
る
も
の
で
も
な（
３１
）

い
。
損
害
発
生
の
十
分
な
蓋
然
性
が
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
経
験
則
に
基
づ
い
た
予
測
に
依
拠
す
る
も
の
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で
あ
る
と
同
時
に
、
価
値
衡
量
に
基
づ
い
た
規
範
的
判
断
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
分
な
蓋
然
性
の
有
無
は
、
発
生
す
る
損
害

が
重
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
保
護
法
益
の
重
要
性
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
損
害
発
生
の
確
率
は
小
さ
く
て
も
よ
い
と
い
う
反

比
例
原
則
（
別
名Je-D

esto

定
式
）
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い（
３２
）

う
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
生
命
が
害
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
場
合
は
、
た
と
え
そ
の
発
生
確
率
が
低
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
危
険
あ
り
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
危
険

の
存
在
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
防
止
に
要
す
る
費
用
や
技
術
的
実
現
可
能
性
に
か
か
わ
り
な
く
、
危
険
防
止
の
措
置
が
と
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な（
３３
）

い
。
損
害
発
生
の
予
測
は
経
験
則
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
も
事
案
に
特
殊
な
要
因
ま
で
あ
え
て
考
慮
す
る

必
要
は
な
く
、
通
常
の
状
況
を
想
定
し
て
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
。

（
５
）
危
険
概
念
の
拡
大
―
危
険
の
疑
い

警
察
法
上
の
危
険
概
念
が
環
境
法
や
技
術
安
全
法
の
領
域
で
も
用
い
ら
れ
、
脱
警
察
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
輪
郭
が
ぼ
や
け
始

め
、
そ
れ
ま
で
の
危
険
防
止
の
法
概
念
が
そ
の
ま
ま
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
何
を

も
っ
て
損
害
発
生
の
十
分
な
蓋
然
性
が
あ
る
と
見
る
か
と
い
う
判
断
に
表
れ
て
い（
３４
）

る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
危
険
の
有
無
の
判
断
は
経
験
則
に
基
づ
く
予
測
で
あ
る
か
ら
、
行
政
が
何
も
し
な
け
れ
ば
損
害
が
発
生
す
る

だ
ろ
う
と
経
験
的
・
一
般
的
に
観
念
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
こ
う
し
た
発
想
は
、
経
験
則
で
は
歯
が
立
た
な
い
問
題
に
直
面

す
る
と
、
と
た
ん
に
思
考
の
苦
境
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
技
術
の
安
全
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
、
危
険
を
防
止
し
よ
う

と
す
る
行
政
活
動
の
場
合
、
そ
の
技
術
の
不
全
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
の
確
率
で
当
該
機
械
が
故
障
し
、
事
故
が
発
生
す
る
か
と
い
っ
た

問
題
に
対
し
て
行
政
は
、
過
去
の
実
験
・
観
察
デ
ー
タ
や
統
計
情
報
を
基
礎
に
し
た
科
学
的
判
断
で
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
単
な
る
機
械
的
判
断
で
は
な
く
、
損
害
の
範
囲
、
保
護
法
益
の
重
要
性
、
損
害
発
生
の
確
率
な
ど
を
総

合
的
に
考
慮
し
た
規
範
的
判
断
で
あ
る
か
ら
、
上
述
の
意
味
で
の
危
険
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
過
去
の
実
験
・
観
察
デ
ー
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タ
や
統
計
情
報
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
経
験
則
が
当
て
に
な
ら
な
い
新
し
い
事
態
が
発
生
す
れ
ば
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
危

険
が
あ
る
か
な
い
か
の
判
定
を
下
す
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い（
３５
）

か
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
場
合
、
事
実
そ
の
も
の
に
不
知
不

明
が
あ
っ
て
、
事
実
の
存
否
自
体
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
は
こ
う
し
た
「
認
識
の
領
域
な
い
し
危
険
を
根
拠
づ
け
る
事
実
の
評
価
に
お
け
る
不
可
知
」
に
以
前
か
ら
気

づ
い
て
お
り
、
そ
れ
を
危
険
そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
「
危
険
の
疑
い(G

efah
ren

verdach
t)

」
と
名
付
け
て
取
り
扱
っ
て
き

（
３６
）

た
。
た
と
え
ば
、「
か
つ
て
工
場
用
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
土
地
に
地
下
水
を
汚
染
す
る
物
質
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
匿

名
の
爆
破
予
告
を
真
面
目
に
受
け
取
っ
て
も
よ
い
か
否
か
、
教
会
の
塔
の
先
に
緩
い
石
が
あ
る
の
か
否
か
、
あ
る
人
が
重
罪
を
犯
す
意

思
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
情
報
が
正
し
い
の
か
否（
３７
）

か
」
と
い
っ
た
場
合
の
ご
と
く
、
事
実
が
は
っ
き
り
と
分
か
ら
な
い
と
き
に
、
危
険

の
疑
い
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
も
し
そ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
事
実
か
否
か
分
か
ら

な
け
れ
ば
、
ま
だ
危
険
の
疑
い
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
危
険
の
疑
い
だ
け
で
は
行
政
は
何
も
で
き
な
い
の
か
、
そ

れ
と
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
危
険
が
あ
る
場
合
と
同
様
に
扱
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

通
説
に
よ
れ
ば
、
危
険
の
疑
い
も
「
根
拠
が
あ
る(begrü

n
det)

」
限
り
、
危
険
と
同
視
で
き
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
危
険
防
止
の
措

置
を
と
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
危
険
が
本
当
に
あ
る
の
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
な
究
明
措
置
を
と
っ
て
も
よ

く
、
し
か
も
、
危
険
究
明
介
入(G

efah
rerforsch

u
n

gsein
griff)

と
呼
ば
れ
る
権
力
的
行
為
を
と
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

危
険
究
明
介
入
は
比
例
原
則
の
厳
格
な
適
用
を
受
け
つ
つ
、
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
う
も
の

の
、
個
別
法
律
の
根
拠
が
な
け
れ
ば
、
警
察
法
上
の
一
般
条
項
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
て
も
よ
い
と
い
っ
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
運
用

が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
法
的
な
疑
義
が
絶
え
ず
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。

危
険
の
疑
い
と
い
う
概
念
は
、
危
険
概
念
の
拡
大
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
危
険
の
範
疇
で
も
っ
て
観
念
さ
れ
て
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い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
近
時
の
リ
ス
ク
概
念
と
も
同
視
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ
は
「
Ｂ
Ｓ
Ｅ
の
よ
う
な
動
物
の
病

気
は
、
牛
肉
を
食
べ
る
こ
と
で
人
間
に
も
移
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
危
険
の
疑
い
の
例
と
し
て
あ
げ
て
い（
３８
）

る
。
が
、

Ｂ
Ｓ
Ｅ
の
場
合
だ
と
、
危
険
究
明
介
入
を
と
っ
て
も
事
実
が
解
明
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
介
入
は
最
後
ま

で
事
実
の
有
無
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
リ
ス
ク
事
前
配
慮
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

危
険
の
疑
い
は
限
界
事
例
な
の
で
あ
る
。
危
険
概
念
か
ら
出
発
し
た
た
め
、
警
察
法
で
は
例
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
リ
ス
ク
管
理

の
領
域
で
は
、
む
し
ろ
原
則
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
う
し
た
限
界
事
例
に
お

い
て
は
、
危
険
か
リ
ス
ク
か
と
い
う
概
念
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
法
的
取
扱
い
を
受
け
る
か
が
問
題
な
の
だ
と
い
え
よ

う
。

（
６
）
事
前
配
慮
の
概
念

事
前
配
慮
原
則
に
と
っ
て
、
事
前
配
慮(V

orsorge)

の
概
念
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
ま
た
扱
い
の
難

し
い
概
念
な
の
で
あ
る
。
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
語
の
日
常
用
語
と
し
て
の
「
事
前
配
慮
」
の
語
は
ご
く
ご
く
あ
り

ふ
れ
た
も
の
だ
と
い
い
、
語
義
か
ら
す
れ
ば
「
現
在
の
何
か
を
断
念
す
る
こ
と
で
、
将
来
へ
の
備
え(V

orrat)

を
生
み
出
す
」
と
い

う
意
味
に
な
る
と
い（
３９
）

う
。
カ
リ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
要
す
る
に
「
リ
ス
ク
と
相
関
関
係
に
あ
る
一
定
の
チ
ャ
ン
ス
を
断
念
す
る
こ

と
で
、
安
全
へ
の
備
え
を
生
み
出
す
」
こ
と
だ
と
さ
れ（
４０
）

る
。
し
か
し
、
語
義
だ
け
で
は
な
お
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
し
か
得
ら
れ
な
い
。

事
前
配
慮
の
概
念
は
、
ほ
か
の
分
野
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、「
生
存
配
慮(D

asein
svorsorge)

」、「
成
長
配
慮(W

ach
stu

m
svor-

sorge)

」、「
危
険
事
前
配
慮(G

efah
ren

vorsorge)

」
と
い
っ
た
概
念
と
し
て
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の

概
念
は
い
ず
れ
も
法
的
な
精
査
を
経
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
せ
い
ぜ
い
問
題
発
見
概
念
で
し
か
な
く
、
法
概
念
と
は
認
め
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
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事
前
配
慮
は
危
険
防
止
と
区
別
さ
れ
る
と
も
い
わ
れ（
４１
）

る
。
危
険
防
止
は
危
険
の
存
在
を
前
提
と
し
、
損
害
の
回
避
を
目
的
と
す
る
の

に
対
し
て
、
事
前
配
慮
は
危
険
の
前
域(V

orfeld)

、
す
な
わ
ち
危
険
の
発
生
前
で
も
行
わ
れ
、
危
険
そ
の
も
の
の
回
避
を
目
的
と
す

る
か
ら
で
あ（
４２
）

る
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
概
念
上
の
区
別
は
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
前
配
慮
の
概
念
が
合
理
性
と
法
的
安
定
性
を
持

つ
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
叙
述
し
て
き
た
危
険
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
接
合
性
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
オ
ッ

セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、
事
前
配
慮
の
概
念
は
「
最
低
限
度
の
危
険
関
連（
４３
）

性
」
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
個
別
立
法
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
検
討
が
不
可
欠
に
な
る
。
各
種
立
法
の
規
定
す
る
「
危

険
」、「
危
険
防
止
」、「
事
前
配
慮
」、「
リ
ス
ク
」
と
い
っ
た
実
定
法
概
念
に
対
し
て
、
判
例
・
学
説
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
施
し
て
き

た
の
か
、
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ミ
ッ
シ
オ
ー
ン
防
止
法
五
条
一
項
は
一
号
と
二
号
に
お
い
て
、
危
険
防
止
と
事

前
配
慮
を
区
別
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
土
壌
汚
染
防
止
法
も
危
険
防
止
義
務
（
四
条
）
と
事
前
配
慮
義
務
（
七
条
）
を
区
別

し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
他
方
で
、
原
子
力
法
七
条
二
項
三
号
は
「
損
害
に
対
す
る
事
前
配
慮
」
の
語
し
か
用
い
て
い
な
い
が
、
こ
れ

は
危
険
防
止
と
事
前
配
慮
を
区
別
し
な
い
例
だ
と
い
わ
れ
た
り
、
そ
れ
で
も
区
別
は
あ
る
と
い
わ
れ
た
り
す（
４４
）

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ

の
当
否
は
個
別
規
定
の
解
釈
論
を
検
討
し
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

以
下
で
は
、
個
別
実
定
法
の
規
定
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
事
前
配
慮
原
則
の
具
体
的
諸
相
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
と

り
わ
け
、
各
種
の
環
境
法
規
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
が
、
重
要
性
の
観
点
か
ら
、
ラ
ン
ト
法
で
は
な
く
連
邦
法
の
考
察
が

主
た
る
作
業
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
以
外
の
実
定
法
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
限
り
で
触
れ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
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四

基
本
法
に
お
け
る
事
前
配
慮
原
則

ま
ず
第
一
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
で
あ
る
基
本
法
の
規
定
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。
基
本
法
二
〇
ａ
条
は
次
の
よ
う
に
規

定
す（
４５
）

る
。

国
家
は
、
将
来
世
代
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
た
め
に
も
、
憲
法
適
合
的
秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
、
立
法
を
通
じ
て
、
ま
た
は
法
律

及
び
法
の
基
準
に
従
っ
た
執
行
権
及
び
裁
判
を
通
じ
て
、
自
然
的
生
活
基
盤
及
び
動
物
を
保
護
す
る
。

こ
の
規
定
は
一
九
九
四
年
一
〇
月
二
四
日
の
第
四
二
回
基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
も
の
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
基
本
法
に
は

な
か
っ
た
も
の
で
あ（
４６
）

る
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
七
月
二
六
日
の
第
五
〇
回
基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
「
動
物
保
護
」
の
文
言
が
挿
入
さ

れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

右
の
文
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
に
は
「
危
険
」
も
「
危
険
防
止
」
も
「
事
前
配
慮
」
も
「
リ
ス
ク
」
も
書

き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
定
の
中
に
事
前
配
慮
原
則
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ

（
４７
）

る
。
そ
れ
は
こ
の
規
定
が
「
自
然
的
生
活
基
盤
及
び
動
物
を
保
護
す
る
」
と
い
う
文
言
を
「
将
来
世
代
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
た
め

に
も
」
と
い
う
文
言
と
結
び
つ
け
て
定
式
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ベ
ル
ン
ス
ド
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
い（
４８
）

う
。「
将
来
世
代
に
（
も
）
か
ん
が
み
て
自
然
的
生
活
基
盤
を
保
護
す
る
こ
と
を

特
に
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
〇
ａ
条
は
将
来
に
お
け
る
社
会
的
生
活
関
係
の
形
成
を
目
指
し
た
内
容
を
獲
得
す
る
。
国
家
目
標

の
こ
の
将
来
関
連
性
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
国
家
は
直
接
的
な
危
険
が
発
生
す
る
ず
っ
と
前
の
段
階
で
事
前
配
慮
措
置
を
と
ら
な
け
れ

環境法における予防原則の展開（二）

（阪大法学）５４（５―１３）１１８９〔２００５．１〕



ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。「
二
〇
ａ
条
は
保
護
委
託
を
優
先
的
に
立
法
者
の
手
に
委
ね
て
い
る
」。「
こ
の
行
為
委
託
か
ら
、

一
方
に
お
い
て
危
険
防
止
の
意
味
に
お
け
る
立
法
者
の
保
護
義
務
が
導
か
れ
、
他
方
に
お
い
て
事
前
配
慮
の
意
味
に
お
け
る
立
法
者
の

保
護
義
務
が
導
か
れ
る
」。「『
事
前
配
慮
』
の
保
護
義
務
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
危
険
の
閾
値
以
下
で
の
介
入
と
い
う
意
味
で

の
リ
ス
ク
事
前
配
慮
、
す
な
わ
ち
、
単
に
理
論
上
考
え
ら
れ
る
損
害
発
生
の
際
の
リ
ス
ク
事
前
配
慮
と
、
資
源
の
倹
約
な
い
し
資
源
の

保
全
の
た
め
の
措
置
と
い
う
意
味
で
の
将
来
世
代
に
対
す
る
事
前
配
慮
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
立
法
者
は
事
前
配
慮
に
と
っ

て
適
切
な
法
を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
事
前
配
慮
原
則
は
も
は
や
単
な
る
政
策
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
で
は
な
く

な
る
の
で
あ
る
」。

ベ
ル
ン
ス
ド
ル
フ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
し
た
言
い
方
を
し
な
い
と
し
て
も
、
ほ
か
の
論
者
も
皆
一
様
に
同
じ
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い

（
４９
）

る
。
つ
ま
り
、
一
九
九
四
年
以
降
の
ド
イ
ツ
で
は
、
環
境
保
護
が
憲
法
上
の
国
家
目
標
規
定
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
事
前
配
慮
原
則

が
憲
法
上
の
地
位
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
制
定
過（
５０
）

程
か
ら
も
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
八
〇
年
代
以
降
、
高
ま
る
環
境
保
全
要
求
に

呼
応
す
る
形
で
、
基
本
法
に
国
家
目
標
規
定
「
環
境
保
護
」
を
導
入
す
べ
き
だ
と
す
る
議
論
が
政
治
上
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、

基
本
法
の
改
正
は
何
度
も
挫
折
し
、
一
時
は
実
現
不
可
能
か
と
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
一
九
九
〇
年
の
ド
イ
ツ
統
一
に
よ
っ
て
、
そ
の
た

め
の
基
本
法
改
正
が
急
務
と
な
り
、
こ
の
作
業
と
連
動
す
る
形
で
国
家
目
標
規
定
「
環
境
保
護
」
も
再
び
導
入
の
可
能
性
を
見
出
し
た
。

結
局
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
は
前
述
の
ご
と
く
一
九
九
四
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
辿
り
着
く
ま
で
に
、
事
前
配
慮
原

則
を
め
ぐ
る
議
論
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
の
環
境
論
議
は
す
べ
て
基

本
法
二
〇
ａ
条
制
定
の
知
的
背
景
を
な
し
て
お
り
、
事
前
配
慮
原
則
を
め
ぐ
る
議
論
も
基
本
法
二
〇
ａ
条
の
内
容
形
成
に
影
響
を
及
ぼ

し
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
五
月
一
八
日
の
通
貨
・
経
済
・
社
会
同
盟
創
設
に
関
す
る
東
西
ド
イ
ツ
国
家
条
約
一
六
条
二
項
と
一
九
九
〇

年
八
月
三
一
日
の
東
西
ド
イ
ツ
統
一
条
約
三
四
条
一
項
に
、
原
因
者
負
担
原
則
や
協
働
原
則
と
並
ん
で
、
事
前
配
慮
原
則
の
語
が
明
記

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
根
拠
と
な（
５１
）

る
。
統
一
条
約
四
五
条
二
項
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
統
一
後
、
こ
の
条
約
は
連
邦
法
と
し
て
存
続
す
る
も

の
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
は
、
統
一
条
約
三
四
条
一
項
の
環
境
保
護
規
定
が
「
基
本
法
に
は

今
な
お
欠
け
て
い
る
国
家
目
標
規
定
『
環
境
保
護
』
の
た
め
の
一
種
の
代
用
品(S

u
rrogat)

」
と
し
て
機
能
す
る
と
の
見
解
も
あ
っ

（
５２
）

た
。
あ
る
い
は
、
仮
に
こ
の
規
定
が
憲
法
的
地
位
を
持
た
な
い
と
し
て
も
、「
特
別
の
威
厳
」
を
備
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
立
法
者
が

環
境
保
護
義
務
を
免
れ
る
の
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
見
解
も
現
れ（
５３
）

た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
基
本
法
二
〇
ａ
条
が
設
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
統
一
条
約
三
四
条
一
項
の
内
容
が
憲
法
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時

に
、
事
前
配
慮
原
則
の
憲
法
化
を
意
味
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
抽
象
的
な
事
前
配
慮
原
則
が
憲
法
上
の
地
位
を
獲
得
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
特
に
見
る
べ
き
法
的
効
果
を

期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ム
ル
ス
ヴ
ィ
ー
ク
が
い
う
よ
う（
５４
）

に
、「
原
則
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
回
避
可
能
な
環
境
侵
害

が
基
本
法
二
〇
ａ
条
に
違
反
す
る
。
公
的
・
私
的
目
的
の
実
現
の
た
め
、
様
々
な
等
価
値
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
が
使
え
る
場
合
で
、
そ

の
う
ち
の
一
つ
が
環
境
に
対
し
て
比
較
的
小
さ
な
負
担
し
か
課
さ
な
い
場
合
は
、
少
な
く
と
も
、
環
境
に
優
し
い
方
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ

ヴ
が
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
が
ま
ず
探
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
」
と
の
帰
結
は
、
こ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
前
配
慮
原
則
の
具
体
的
諸
相
を
探
る
た
め
に
は
、

憲
法
か
ら
始
め
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
下
位
の
法
律
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ら
の
解
釈
適
用
の
実
態
を
考
察
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
憲
法
の
命
を
受
け
た
決
定
権
者
た
る
立
法
者
は
「
将
来
を
見
通
し
責
任
を
意
識
し
た
行（
５５
）

為
」
に
よ
っ
て
、
事
前

配
慮
原
則
を
具
体
化
す
る
立
法
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
関
連
す
る
現
行
の
実
定
法
規
定
を
十
分
に
検
討
す
れ
ば
、
立
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法
者
に
よ
っ
て
実
際
に
行
わ
れ
た
具
体
化
の
内
容
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
節
以
下
に
お
い
て
は
、
連
邦
の
個
別
法
律
を
順
番
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）

拙
稿
「
環
境
法
に
お
け
る
予
防
原
則
の
展
開
（
一
）」
阪
大
法
学
五
三
巻
二
号
六
頁
（
二
〇
〇
三
年
）。

（
２
）

拙
稿
・
註
（
１
）
七
頁
。

（
３
）

U
.D

i
F

abio,V
orau

ssetzu
n

gen
u

n
d

G
ren

zen
des

u
m

w
eltrech

tlich
en

V
orsorgeprin

zips,in
:

F
S

W
.R

itter
zu

m
70.

G
ebu

rtstag,1997,S
.807

(819);
R

.S
ch

m
idt,D

er
S

taat
der

U
m

w
eltvorsorge,D

Ö
V

1994,S
.749

(755).

（
４
）

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
危
険
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
桑
原
勇
進
「
危
険
概
念
の
考
察
」『
金
子
宏
先
生
古
稀
祝
賀

公
法
学
の
法
と
政

策
・
下
巻
』
六
四
七
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
〇
年
）、
須
藤
陽
子
「
ド
イ
ツ
警
察
法
に
お
け
る
危
険
概
念
の
展
開
」
大
分
大
学
経
済
論
集
四

八
巻
三
・
四
号
二
八
八
頁
（
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
５
）

D
.M

u
rsw

iek,D
ie

staatlich
e

V
eran

tw
ortu

n
g

fü
r

die
R

isiken
der

T
ech

n
ik,1985,S

.80
ff.

（
６
）

U
.D

iF
abio,R

isikoen
tsch

eidu
n

gen
im

R
ech

tsstaat,1994,S
.117.

（
７
）

F
.O

ssen
bü

h
l,V

orsorge
als

R
ech

tsprin
zip

im
G

esu
n

dh
eits-,A

rbeits-u
n

d
U

m
w

eltsch
u

tz,N
V

w
Z

1986,S
.161

(163).

（
８
）

E
n

tw
u

rf
der

U
n

abh
än

gigen
S

ach
verstän

digen
kom

m
ission

zu
m

U
m

w
eltgesetzbu

ch
beim

B
u

n
desm

in
isteriu

m

fü
r

U
m

w
elt,N

atu
rsch

u
tz

u
n

d
R

eaktorsich
erh

eit
(U

G
B

-K
om

E
),1998,S

.440,442.

（
９
）

R
.B

reu
er,

A
n

lagen
sich

erh
eit

u
n

d
S

törfalle
-

V
ergleich

en
de

R
isikobew

ertu
n

g
im

A
tom

-
u

n
d

Im
m

ission
s-

sch
u

tzrech
t,N

V
w

Z
1990,S

.211(213
f.).

V
gl,

ders.,
G

efah
ren

abw
eh

r
u

n
d

R
isikovorsorge

im
A

tom
rech

t,
D

V
B

l1978,

S
.829(833

ff.).

戸
部
真
澄
「
ド
イ
ツ
環
境
行
政
法
に
お
け
る
リ
ス
ク
規
制
（
上
）」
自
治
研
究
七
八
巻
七
号
一
一
二
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、

下
山
憲
治
「
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る
リ
ス
ク
管
理
手
法
研
究
序
説
」
行
政
社
会
論
集
一
五
巻
一
号
五
〇
頁
（
二
〇
〇
二
年
）
も
参
照
。

（
１０
）

ブ
ロ
イ
ヤ
ー
の
そ
れ
を
含
む
三
段
階
構
想
一
般
の
詳
し
い
検
討
に
つ
い
て
は
、V

gl.A
.R

eich
,G

efah
r-R

isiko-R
estrisiko,1989,

S
.134

ff.

（
１１
）

B
reu

er
(A

n
m

.9),S
.214.

（
１２
）

B
reu

er
(A

n
m

.9),S
.213.
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（
１３
）

残
存
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
カ
ル
カ
ー
決
定(B

V
erfG

E
49,89(143)

―
高
田
敏
解
説
・
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会

『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』
三
六
九
頁
（
信
山
社
・
二
〇
〇
三
年
）
参
照
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
そ
の
保
護
義
務
に
か

ん
が
み
、
技
術
施
設
と
そ
の
操
業
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
基
本
権
へ
の
危
殆
化
を
、
絶
対

的
な
安
全
性
で
も
っ
て
排
除
す
る
規
律
を
立
法
者
に
要
求
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
を
見
誤
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
技
術

利
用
の
国
家
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
許
容
を
駆
逐
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
、
社
会
秩
序
の
形
成
の
た
め
に
は
実
践
理
性
に
基
づ
く
判

断
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
・
健
康
・
財
産
へ
の
損
害
に
関
し
て
、
原
子
力
法
一
条
二
号
と
七
条
二
項
に
定
め
ら
れ
た
最
善
の

危
険
防
止
と
リ
ス
ク
事
前
配
慮
の
諸
原
則
を
通
じ
て
、
立
法
者
は
一
つ
の
基
準
を
定
立
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
許
可
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、

科
学
技
術
の
水
準
か
ら
見
て
、
そ
の
よ
う
な
損
害
の
発
生
が
実
践
上
排
除
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
実
践
理
性
と
い
う
こ

の
敷
居
の
向
こ
う
側
に
不
確
実
性
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
原
因
は
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
不
確
実
性
は
不

可
避
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
社
会
的
に
相
当
な
負
担
と
し
て
、
す
べ
て
の
市
民
に
よ
っ
て
甘
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
１４
）

U
.D

i
F

abio,
G

efah
r,

V
orsorge,

R
isiko

:
D

ie
G

efah
ren

abw
eh

r
u

n
ter

dem
E

in
flu

ß
des

V
orsorgeprin

zips,
JU

R
A

1996,S
.566.

下
山
・
前
掲
論
文
註
（
９
）
五
一
頁
。

（
１５
）

B
reu

er
(A

n
m

.9),S
.213

f.

（
１６
）

な
お
、
下
山
・
前
掲
論
文
註
（
９
）
五
六
頁
も
参
照
。

（
１７
）

D
iF

abio
(A

n
m

.14),S
.567.

（
１８
）

同
様
の
問
題
意
識
に
立
っ
て
危
険
概
念
を
検
討
す
る
我
が
国
で
の
先
行
業
績
と
し
て
、
既
に
桑
原
・
前
掲
論
文
註
（
４
）
が
あ
る
た
め
、

本
稿
で
は
全
体
の
叙
述
に
必
要
な
限
度
で
の
考
察
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
る
。

（
１９
）

以
下
の
叙
述
は
、
桑
原
・
前
掲
論
文
註
（
４
）
やD

i
F

abio
(A

n
m

.14),S
.567

ff.

の
ほ
か
、K

.H
.F

riau
f,P

olizei-
u

n
d

O
rd-

n
u

n
gsrech

t
:,in

:E
.S

ch
m

idt-A
ßm

an
n

(H
rsg.),B

eson
deres

V
erw

altu
n

gsrech
t,10.,A

u
fl.,1995,S

.101
ff;

B
.D

rew
s

/G
.

W
acke

/K
.V

ogel/W
.M

arten
s,

G
efah

ren
abw

eh
r

A
llgem

ein
es

P
olizeirech

t
(O

rdn
u

n
gsrech

t)
des

B
u

n
des

u
n

d
der

L
än

der,9.,A
u

fl.,1986,S
.219

ff.

を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
２０
）

P
rO

V
G

E
9,353,376

f.

こ
の
判
決
に
お
い
て
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
警
察
の
職
務
は
危
険
の
防
止
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
、
ベ
ル
リ
ン
・
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
戦
勝
記
念
碑
を
展
望
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
景
観
保
全
の
観
点
か
ら
建
築
物
の
高
さ
制
限
を
行
う
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警
察
命
令
を
無
効
と
し
て
い
る
。

（
２１
）

一
例
と
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
一
般
安
全
・
秩
序
法(A

llgem
ein

es
S

ich
erh

eits-u
n

d
O

rdn
u

n
gsgesetz)

は
そ
の
一
条
一
項
に
お
い
て

「
秩
序
官
庁
と
警
察
は
、
公
共
の
安
全
・
秩
序
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
任
務
を
負
う
（
危
険
防
止
）。
ま
た
、
こ
の
任
務
の
範
囲
内
で
、

危
険
事
例
に
お
け
る
援
助
と
行
動
の
た
め
に
、
必
要
な
準
備
も
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。V

gl.,N
.T

rojah
n

,D
ie

G
esetze

ü
ber

die
B

erlin
er

V
erw

altu
n

g,2001,S
.88.

（
２２
）

ド
イ
ツ
の
営
業
警
察
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
、
保
木
本
一
郎
『
原
子
力
と
法
』
三
頁
（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
八
年
）、
同
「
ド
イ
ツ

に
お
け
る
営
業
警
察
の
展
開
（
一
〜
三
・
完
）」
社
会
科
学
研
究
一
九
巻
五
号
一
頁
、
六
号
八
〇
頁
、
二
〇
巻
二
号
四
九
頁
（
一
九
六
八

年
）
が
詳
し
い
。

（
２３
）

G
esetz

zu
r

Ä
n

deru
n

g
der

G
ew

erbeordn
u

n
g

u
n

d
E

rgän
zu

n
g

des
B

ü
rgerlich

en
G

esetzbu
ch

s
vom

22.12.1959,

B
G

B
l.,S

781.

（
２４
）

F
riau

f(A
N

m
.19),S

.117.
保
木
本
・
前
掲
論
文
註
（
２２
）「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
営
業
警
察
の
展
開
（
二
）」
一
四
九
頁
参
照
。

（
２５
）

D
rew

s
/W

acke
/V

ogel/M
arten

s
(A

n
m

.19),S
.222.

（
２６
）

D
rew

s
/W

acke
/V

ogel/M
arten

s
(A

n
m

.19),S
.220.

（
２７
）

D
rew

s
/W

acke
/V

ogel/M
arten

s
(A

n
m

.19),S
.220.

（
２８
）

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、G

efah
ren

abw
eh

r
の
訳
語
と
し
て
、
危
険
の
防
止
と
除
去
の
両
方
を
含
意
し
た
「
危
険
防
除
」
の
語
を
当

て
る
例
も
多
い
（
た
と
え
ば
、
桑
原
・
前
掲
論
文
註
（
４
）
六
四
九
頁
、
下
山
・
前
掲
論
文
註
（
９
）
四
九
頁
な
ど
）。
本
稿
で
は
あ
え
て

「
危
険
防
止
」
の
語
を
当
て
て
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
語
と
し
て
の
据
わ
り
の
よ
さ
を
重
視
し
た
た
め
で
あ
っ
て
、
被
害
の
除
去
・
回
復
の

こ
と
を
無
視
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
。

（
２９
）

F
riau

f
(A

n
m

.19),S
.118

ff.;
D

rew
s

/W
acke

/V
ogel/M

arten
s

(A
n

m
.19),S

.232
ff.,245.

桑
原
・
前
掲
論
文
註
（
４
）
六

五
一
頁
。

（
３０
）

D
rew

s
/W

acke
/V

ogel/M
arten

s
(A

n
m

.19),S
.221

f.

（
３１
）

D
iF

abio
(A

n
m

.14),S
.568.

（
３２
）

F
riau

f
(A

n
m

.19),S
.125

f.;
D

rew
s

/W
acke

/V
ogel/M

arten
s

(A
n

m
.19),S

.223
f.

桑
原
・
前
掲
論
文
註
（
４
）
六
五
二
頁
、

論 説
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下
山
・
前
掲
論
文
註
（
９
）
四
九
頁
、
戸
部
・
前
掲
論
文
註
（
９
）
一
一
二
頁
参
照
。

（
３３
）

A
.S

ch
erzberg,R

isiko
als

R
ech

tsproblem
,V

erw
.A

rch
1993,S

.484
(490).

（
３４
）

D
iF

abio
(A

n
m

.14),S
.568.

（
３５
）

デ
ィ
・
フ
ァ
ビ
オ(D

i
F

abio
(A

n
m

.14),S
.568

f.)

い
わ
く
「
も
し
事
態
が
十
分
に
解
明
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
専
門
家
は
一
義

的
な
情
報
を
提
供
し
な
い
し
、
日
常
の
経
験
も
統
計
的
な
相
関
性
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
も
し
損
害
の
因
果
関
係
を
確
定
す
る
実
験
も
、

何
ら
の
科
学
モ
デ
ル
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
警
察
法
上
の
十
分
な
蓋
然
性
は
も
は
や
肯
定
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
必
要
と
さ
れ

る
評
価
の
確
実
性
で
も
っ
て
、
通
常
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
可
能
性
を
も
は
や
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
の
理
論
的
検
討
と
し
て
、
中
山
竜
一
「
リ
ス
ク
社
会
に
お
け
る
法
と
自
己
決
定
」
田
中
成
明
編
『
現
代
法
の
展
望
―
自
己
決
定
の
諸

相
』
二
五
三
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
四
年
）
も
参
照
。

（
３６
）

以

下

の

叙

述

は
、F

riau
f

(A
n

m
.19),S

.126
ff.;

D
rew

s
/W

acke
/V

ogel/M
arten

s
(A

n
m

.19),
S

.226
f.;

D
i

F
abio

(A
n

m
.14),S

.568
f.

戸
部
・
前
掲
論
文
註
（
９
）
一
一
三
頁
の
ほ
か
、R

.B
reu

er,U
m

w
eltsch

u
tz

u
n

d
G

efah
ren

abw
eh

r
bei

A
n

sch
ein

s-
u

n
d

V
erdach

tslagen
,in

:F
S

fü
r

W
.M

arten
s,1987,S

.317
ff.

下
山
憲
治
「
危
険
の
予
測
と
そ
の
防
止
手
段
に
関
す
る

一
考
察
」『
新
井
隆
一
先
生
古
稀
記
念

行
政
法
と
租
税
法
の
課
題
と
展
望
』
一
六
七
頁
（
成
文
堂
・
二
〇
〇
〇
年
）、
桑
原
勇
進
「
非
『
客

観
的
』
危
険
」『
塩
野
宏
先
生
古
稀
記
念

行
政
法
の
発
展
と
変
革
・
下
巻
』
六
七
七
頁
（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
一
年
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
３７
）

F
riau

f(A
n

m
.19),S

.126.

（
３８
）

D
iF

abio
(A

n
m

.14),S
.568.

（
３９
）

O
ssen

bü
h

l(A
n

m
.7),S

.162.

（
４０
）

C
h

.C
alliess,R

ech
tsstaat

u
n

d
U

m
w

eltstaat,2001,S
.176.

（
４１
）

M
.K

loepfer,U
m

w
eltrech

t,3.A
u

fl.,2004,S
.176

f.

（
４２
）

O
ssen

bü
h

l(A
n

m
.7),S

.162
;

S
ch

m
idt

(A
n

m
.3),S

.753
f.

（
４３
）

O
ssen

bü
h

l(A
n

m
.7),S

.166.

（
４４
）

K
loepfer

(A
n

m
.41),S

.176
f.

（
４５
）

基
本
法
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
（
第
三
版
）』（
信
山
社
・
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

環境法における予防原則の展開（二）
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（
４６
）

基
本
法
二
〇
ａ
条
「
環
境
保
護
」
に
関
す
る
邦
語
文
献
は
か
な
り
多
い
。
さ
し
あ
た
り
岡
田
俊
幸
「
環
境
保
護
の
国
家
目
標
規
定
（
基

本
法
二
〇
ａ
条
）
の
解
釈
論
の
一
断
面
」『
栗
城
壽
夫
先
生
古
稀
記
念

日
独
憲
法
学
の
創
造
力
・
下
巻
』
四
四
九
頁
（
信
山
社
・
二
〇
〇

三
年
）、
桑
原
勇
進
「
国
家
目
標
規
定
『
環
境
保
護
』」
東
海
法
学
二
八
号
三
五
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
岩
間
昭
道
「
ボ
ン
基
本
法
の
環
境
保

全
条
項
（
二
〇
ａ
条
）
に
関
す
る
一
考
察
」
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
青
柳
幸
一
編
『
未
来
志
向
の
憲
法
論
』
二
六
九
頁
（
信
山
社
・
二
〇

〇
一
年
）、
赤
坂
正
浩
「
ド
イ
ツ
基
本
法
へ
の
環
境
保
護
規
定
の
導
入
」
比
較
憲
法
学
研
究
一
三
号
別
冊
一
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
デ
ィ
ー
ト

リ
ッ
ヒ
・
ム
ル
ス
ヴ
ィ
ー
ク
・
岡
田
俊
幸
訳
「
国
家
目
標
と
し
て
の
環
境
保
護
」
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
青
柳
幸
一
編
『
人
間
・
科
学
技

術
・
環
境
』
二
五
七
頁
（
信
山
社
・
一
九
九
九
年
）、
浅
川
千
尋
「
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
的
基
本
権
と
社
会
的
国
家
目
標
規
定
を

め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
」『
榎
原
猛
先
生
古
稀
記
念
論
集

現
代
国
家
の
制
度
と
人
権
』
四
四
八
頁
（
法
律
文
化
社
・
一
九
九
七
年
）、
ミ
ヒ

ャ
エ
ル
・
ク
レ
ッ
プ
フ
ァ
ー
・
高
橋
明
男
訳
「
国
家
目
標
と
し
て
の
環
境
保
護
」
阪
大
法
学
四
六
巻
三
号
一
五
七
頁
（
一
九
九
六
年
）、
ヴ

ィ
ン
フ
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ー
ム
・
大
橋
洋
一
訳
「
社
会
的
基
本
権
と
憲
法
に
お
け
る
国
家
目
標
規
定
（
一
〜
二
・
完
）」
自
治
研
究
七
〇
巻
五

号
五
九
頁
、
七
〇
巻
七
号
二
九
頁
（
一
九
九
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４７
）

V
gl.H

.D
.Jarass

/B
.P

ieroth
,G

G
-K

om
m

en
tar,7.A

u
fl.,2004,S

.581
f.

（
４８
）

N
.B

ern
sdorff,P

ositivieru
n

g
des

U
m

w
eltsch

u
tzes

im
G

ru
n

dgesetz
(A

rt.20
a

G
G

),N
u

R
1997,S

.328
(332).

（
４９
）

M
.K

loepfer,U
m

w
eltsch

u
tz

u
n

d
R

ech
t,2000,S

.230
f.

ク
レ
ッ
プ
フ
ァ
ー
・
前
掲
論
文
註
（
４６
）
一
六
七
頁
、K

.W
aech

ter,

U
m

w
eltsch

u
tz

als
S

taatsziel,N
u

R
1996,S

.321
(325

f.);
D

.M
u

rsw
iek,S

taatszielU
m

w
eltsch

u
tz

(A
rt.20

a
G

G
),N

V
w

Z

1996,S
.222

(225,227).

ム
ル
ス
ヴ
ィ
ー
ク
・
前
掲
論
文
註
（
４６
）
二
六
三
頁
、
二
六
八
頁
。

（
５０
）

基
本
法
二
〇
ａ
条
の
制
定
過
程
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
岡
田
俊
幸
「
ド
イ
ツ
憲
法
に
お
け
る
『
環
境
保
護
の
国
家
目
標
規
定

（
基
本
法
二
〇
ａ
条
）』
の
制
定
過
程
」
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
青
柳
幸
一
編
『
未
来
志
向
の
憲
法
論
』
二
二
三
頁
（
信
山
社
・
二
〇
〇

一
年
）、
浅
川
千
尋
「
基
本
法
改
正
論
議
と
国
家
目
標
規
定
に
つ
い
て
」
天
理
大
学
学
報
一
七
一
号
一
七
九
頁
（
一
九
九
二
年
）、
同
「
西
ド

イ
ツ
に
お
け
る
国
家
目
標
規
定
『
環
境
保
護
』
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
議
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
四
〇
巻
二
号
一
〇
五
頁
（
一
九
九
〇
年
）
参

照
。

（
５１
）

統
一
条
約
三
四
条
一
項
で
は
「
事
前
配
慮
原
則
、
原
因
者
負
担
原
則
、
協
働
原
則
を
遵
守
し
な
が
ら
、
人
間
の
自
然
的
生
活
基
盤
を
保

護
し
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
生
活
関
係
の
統
一
性
を
高
い
水
準
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
達
成
さ
れ
て
い
た
水
準

論 説
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に
お
い
て
促
進
す
る
こ
と
が
立
法
者
の
任
務
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
た
。

（
５２
）

M
.K

loepfer,U
m

w
eltrech

t
im

geein
ten

D
eu

tsch
lan

d,D
V

B
l1991,S

.1
(4).

（
５３
）

H
.H

.K
lein

,
S

taatsziele
im

V
erfassu

n
gsgesetz-E

m
pfieh

lt
es

sich
,

ein
S

taatsziel
U

m
w

eltsch
u

tz
in

das

G
ru

n
dgesetz

au
fn

eh
m

en
?,D

V
B

l1991,S
.729

(732).

（
５４
）

M
u

rsw
iek

(A
n

m
.49),S

.227.

ム
ル
ス
ヴ
ィ
ー
ク
・
前
掲
論
文
註
（
４６
）
二
六
七
頁
。

（
５５
）

K
loepfer

(A
n

m
.49),S

.234.

ク
レ
プ
フ
ァ
ー
・
前
掲
論
文
註
（
４６
）
一
七
〇
頁
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
二
〇
〇
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ａ
）「
市
民
的
生
活
基
盤
の
法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
間
の
比
較

検
証
」（
研
究
代
表
者
・
平
田
健
治
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

環境法における予防原則の展開（二）
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