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㈡　

日
本
の
こ
れ
ま
で
の
対
応

㈢　

日
本
の
と
る
べ
き
途

一　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
と
十
分
性
審
査

　

㈠　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
制
定
経
緯

　

二
〇
一
二
年
一
月
、
欧
州
委
員
会
は
、
Ｅ
Ｕ
の
デ
ー
タ
保
護
制
度
の
包
括
的
な
改
革
案
を
提
唱
し
た
。
こ
の
改
革
案
に
お
い
て
、

欧
州
委
員
会
は
、
従
来
の
デ
ー
タ
保
護
指
令
に
代
わ
っ
て
加
盟
国
を
直
接
義
務
づ
け
る
規
則
と
す
る
こ
と
（G

eneral D
ata 

Protection R
egulation, 

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）、
及
び
、
主
に
刑
事
法
執
行
機
関
に
よ
る
取
扱
い
に
お
け
る
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
を
対
象
と

し
た
、
新
た
な
デ
ー
タ
保
護
指
令
（
新
指
令
）
を
制
定
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
目
的
と
し
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
市
民
の
基
本
的
権
利
を
強
化
す
る
こ
と
、「
デ
ジ
タ
ル
単
一
市
場
」
の

中
で
企
業
に
対
す
る
ル
ー
ル
を
簡
素
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
引
を
促
進
す
る
こ
と
、
単
一
の
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
加
盟

国
間
で
差
異
の
あ
る
法
制
度
及
び
費
用
の
か
か
る
行
政
上
の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
新
指
令
の
目
的
は
、
犯
罪
の
被
害
者
、
証
人
及
び
被
疑
者
の
個
人
デ
ー
タ
が
適
切
に
保
護
さ
れ
、
犯
罪
や
テ
ロ
へ
の
戦
い

に
際
し
て
、
越
境
的
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
欧
州
委
員
会
は
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
か
ら
、
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
と
最
終
的
な
文
書
の
合
意
に
向
け
た
交
渉
に

入
っ
た
。
二
〇
一
六
年
四
月
に
は
、
理
事
会
と
欧
州
議
会
と
が
続
け
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
及
び
二
つ
の
新
指
令
を
採
択
し
た
。
同
年
五
月

四
日
に
は
、
す
べ
て
の
公
式
言
語
で
表
わ
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
の
条
文
が
Ｅ
Ｕ
公
式
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（E

U
 O

fficial journal

）
で
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公
表
さ
れ
た
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
は
二
〇
一
六
年
五
月
二
四
日
に
発
効
し
、
二
〇
一
八
年
五
月
二
五
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。
他
方
、
新
指
令

は
、
二
〇
一
六
年
五
月
五
日
に
発
効
し
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
、
二
〇
一
八
年
五
月
六
日
ま
で
に
、
そ
れ
を
国
内
法
化
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
よ
り
一
層
の
個
人
情
報
保
護
を
図
っ
た
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
と
日
本
が
今
後
い
か
に
向
き
合
っ
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
、
上
記
新
指
令
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
）。
つ
ま
り
、
デ
ー
タ
保
護
法
の
制
定
以
来
、
日
本
は

欧
州
か
ら
個
人
デ
ー
タ
保
護
制
度
に
お
い
て
十
分
な
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
ま
た
、
日

本
は
今
後
い
か
に
Ｅ
Ｕ
と
対
峙
す
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
、
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
を
中
心
と
し
た
個
人
デ
ー
タ
保
護
法
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
と
日
本
と
の
関
係
の
全
体
像
、
そ

し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
私
見
を
素
描
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
個
々
の
細
部
に
わ
た
る
論
点
に
対
し
て
論
じ
切
れ
て
い

な
い
部
分
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
向
後
、
順
次
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

㈡　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
十
分
性
審
査
の
概
要

⒜　

デ
ー
タ
保
護
指
令
に
お
け
る
十
分
性
審
査

　

Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
二
五
条
一
で
は
、
原
則
的
に
、
個
人
デ
ー
タ
が
第
三
国
へ
移
転
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
第
三
国
が
十
分

な
保
護
レ
ベ
ル
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
を
加
盟
国
が
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
欧

州
経
済
領
域
（the E

U
ropean E

conom
ic A

rea, 

Ｅ
Ｅ
Ａ
）
か
ら
個
人
デ
ー
タ
を
移
転
す
る
場
合
に
は
、
移
転
先
の
国
が
こ
の
十

分
性
審
査
を
ク
リ
ア
ー
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
同
条
の
二
で
は
、
十
分
性
の
審
査
は
、
デ
ー
タ
移
転
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
照
ら
し
て
行
う
と
し
、
そ
の
際
に
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は
、
と
り
わ
け
、
デ
ー
タ
の
性
質
、
求
め
ら
れ
て
い
る
取
扱
作
業
の
目
的
及
び
期
間
、
デ
ー
タ
の
発
生
地
及
び
最
終
目
的
地
、
ま
た
、

当
該
第
三
国
で
施
行
さ
れ
て
い
る
一
般
法
及
び
個
別
法
の
法
規
範
な
ど
を
考
慮
す
べ
き
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
二
九
条
作
業
部
会
（A

rticle 29 W
orking Party

）
は
、W

P 

一
二
に
お
い
て
、
こ
の
十
分
性
審
査
の
意
味
を
よ
り
明

確
化
し
た
。
同
文
書
の
第
一
章
㈠
で
は
、
第
三
国
の
法
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
「
内
容
」（content

）
と
「
執
行
」（enforcem

ent

）

の
双
方
の
側
面
か
ら
審
査
す
る
旨
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
い
、
十
分
性
審
査
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
、
実
体
的
な
内
容
の
保

護
レ
ベ
ル
に
関
す
る
事
項
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
執
行
制
度
に
関
す
る
事
項
と
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。

⒝　

Ｇ
Ｂ
Ｐ
Ｒ
に
お
け
る
十
分
性
審
査

　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
基
本
的
に
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
保
護
指
令
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
を
維
持
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
規
則
四
一

条
一
で
は
、
第
三
国
へ
の
デ
ー
タ
移
転
は
、
原
則
的
に
当
該
第
三
国
が
十
分
な
デ
ー
タ
保
護
の
レ
ベ
ル
を
有
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と

と
し
、
そ
の
十
分
性
判
断
は
欧
州
委
員
会
が
決
定
す
る
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
四
五
条
二
で
は
、
そ
の
審
査
に
お
い
て
、
考
慮
す
べ
き
具
体
的
な
要
素
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
る
。
デ
ー
タ

保
護
指
令
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
要
素
と
し
て
次
の
事
項
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

①　

公
安
、
国
防
、
国
家
の
安
全
及
び
刑
事
法
並
び
に
個
人
デ
ー
タ
へ
の
公
的
機
関
の
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
法
律

②　

個
人
デ
ー
タ
を
再
移
転
す
る
場
合
、
そ
の
再
移
転
先
の
第
三
国
や
機
関
に
お
け
る
デ
ー
タ
保
護
水
準

③　

独
立
し
た
監
督
機
関
の
設
置

　

ま
ず
、
①
は
、
後
に
み
るSchrem

s

判
決
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
②
は
、
デ
ー
タ
保
護
指
令
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い

た
審
査
の
欠
陥
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
重
大
な
部
分
を
穴
埋
め
し
た
も
の
で
あ
る
。
③
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
保
護
指
令
で
は
、
独

6

7

8
9



　（　　）　51巻２号　（2017. １）5

EU個人データ保護法における十分性審査と日本の対応

立
し
た
監
督
機
関
の
存
在
が
要
件
と
し
て
明
示
的
に
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
明
文
化
し
て
い
る
。

　

㈢　

十
分
性
決
定
の
認
定
国

　

デ
ー
タ
保
護
指
令
下
に
お
い
て
、
欧
州
か
ら
十
分
な
デ
ー
タ
保
護
制
度
を
有
し
て
い
る
と
の
評
価
を
受
け
て
い
る
一
二
の
国
や
地

域
は
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
現
在
で
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
十
分
性
決
定
を
受
け
た
順
）。

「
ス
イ
ス
、
カ
ナ
ダ
（
営
利
組
織
）、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ガ
ー
ン
ジ
ー
、
マ
ン
島
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
、

フ
ェ
ロ
ー
諸
島
、
ア
ン
ド
ラ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
シ
ー
ル
ド
」

　

こ
の
う
ち
、
ガ
ー
ン
ジ
ー
、
マ
ン
島
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
三
つ
の
地
域
は
、
イ
ギ
リ
ス
王
室
属
領
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ェ
ロ
ー
諸
島

は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
自
治
領
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
で
は
、
そ
の
属
し
て
い
る
国
と
の
関
係
が
深
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
法

制
度
を
模
倣
す
る
傾
向
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
二
〇
一
六
年
六
月
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
国
民
投
票
で
決
定
し
た
た
め
、
今

後
、
仮
に
そ
の
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｅ
Ａ
か
ら
も
脱
退
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
王
室
属
領
で
あ
る
三
地
域
が
、
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
基

準
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
か
疑
わ
し
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
四
地
域
を
除
く
と
、
十
分
性
認
証
を
受
け
た
国
は
わ

ず
か
七
か
国
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
ア
ン
ド
ラ
は
ス
ペ
イ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
国
境
に
あ
る
非
常
に
小
さ
な
国
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
が
十
分
性
を
認
め
た
本
質
的
に
意
味
の
あ
る
第
三
国
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
カ
ナ
ダ
（
営
利
組
織
）、
イ
ス
ラ
エ
ル
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
イ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
と
い
う
、
そ
の
数
わ
ず
か
七
か
国
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
う
ち
の
カ
ナ
ダ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
国
全
体
と
し
て
の
十
分
性
が
認
定
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
、
残
り
の
国
で
Ｅ
Ｕ
と
の
貿
易
が
盛
ん
な
国
は
ス
イ
ス
の
み
で
あ
り
、
そ
の
ス
イ
ス
は
、
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
て
い
な
い
も

10
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の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
中
心
に
位
置
す
る
た
め
、
そ
の
法
体
系
は
、
大
陸
法
系
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
近
い
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

結
局
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
地
理
的
に
も
離
れ
て
、
デ
ー
タ
保
護
の
十
分
性
を
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
国
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ウ
ル
グ
ア
イ
の
わ
ず
か
四
か
国
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
私
の
個
人
的
主
観
で
あ

り
、
失
礼
か
も
し
れ
な
い
が
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
や
ウ
ル
グ
ア
イ
（
い
ず
れ
も
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
で
あ
っ
た
）
と
い
う
南
米
の
国
々

が
、
日
本
よ
り
も
高
度
な
個
人
情
報
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
実
態
と
し
て
は
、
に
わ
か
に
信
じ

が
た
い
も
の
が
あ
る
。

　

欧
州
デ
ー
タ
保
護
指
令
は
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
二
〇
年
間
を
超
え
る
期
間
で
、
形
式
的
に
み
て
一
二
の
国
や
地
域
が
、
ま
た
、
実
質
的
に
み
て
六
（
若
し
く
は
四
）
つ
の
国
が
、

十
分
性
あ
り
と
認
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
果
た
し
て
、
制
度
と
し
て
成
功
し
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

⑷　

Schrem
s

判
決
の
衝
撃

⒜　

事
実
の
経
緯

　

Ｅ
Ｕ
は
、
か
つ
て
、
最
大
の
貿
易
相
手
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
は
、
Ｅ
Ｕ
市
民
の
デ
ー
タ
保
護
を
目
的
と
し
て
、
セ
ー
フ
・

ハ
ー
バ
ー
（Safe H

arbour

）
協
定
を
締
結
し
、
欧
州
委
員
会
は
、
こ
の
協
定
が
十
分
な
保
護
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
籍
の
大
学
院
生Schrem

s

氏
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
揺
る
が
し
たPR

ISM

事
件
を
契
機
と
し
て
、

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
お
け
る
自
ら
の
個
人
デ
ー
タ
が
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
の
仕
組
み
の
下
、
ダ
ブ
リ
ン
に
置
か
れ
て
い
る
支
店

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
本
社
）
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
本
社
に
送
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
国
家
安
全
保
障
局
（U

S N
ational Security 

A
gency

）
に
情
報
提
供
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
た
め
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
デ
ー
タ
保
護
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
調
査
す

11
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る
よ
う
申
し
立
て
た
。

　

し
か
し
、
同
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
、
同
申
立
て
が
取
る
に
足
ら
な
い
訴
権
濫
用
の
（frivolous and vexatious

）
も
の
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
デ
ー
タ
保
護
法
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
（
欧
州
委
員
会
の
判
断
も
そ
の
一
部
）
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
理
由

に
、
同
調
査
を
行
わ
な
い
と
決
定
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
決
定
を
不
服
と
し
たSchrem

s

氏
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
高
等
裁
判
所
に

提
訴
し
た
。

　

同
高
等
裁
判
所
は
、
二
〇
一
四
年
に
、
同
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
本
件
調
査
を
開
始
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

個
人
デ
ー
タ
保
護
の
レ
ベ
ル
が
十
分
で
あ
る
と
し
た
欧
州
委
員
会
の
決
定
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
求
め
て
、
欧

州
司
法
裁
判
所
（the C

ourt of Justice of the E
uropean U

nion

）
に
先
決
裁
定
を
求
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
六
日
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
欧
州
委
員
会
の
決
定
（decision

）
が
あ
っ
て
も
、
コ
ミ
ッ
シ
ョ

ナ
ー
の
調
査
権
限
が
制
約
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
判
断
し
、
続
い
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
機
微
情
報
を
含
め
た
個
人
デ
ー
タ
に
ア

ク
セ
ス
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
場
合
の
法
的
救
済
手
段
を
欠
い
て
い
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
協
定

の
十
分
性
を
認
め
た
欧
州
委
員
会
の
決
定
を
無
効
と
判
示
し
た
。

　

そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
法
改
正
や
新
た
な
法
律
の
制
定
な
ど
を
行
う
と
同
時
に
、
欧
州
委
員
会
と
の
間
で
、
セ
ー
フ
・

ハ
ー
バ
ー
に
代
え
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
シ
ー
ル
ド
（Privacy Shield

）
と
い
う
新
た
な
協
定
の
策
定
に
つ
い
て
協
議
を
続
け
、
二

〇
一
六
年
二
月
に
は
そ
の
合
意
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
七
月
一
二
日
、
欧
州
委
員
会
は
、
こ
の
新
協
定
が
十
分
な

保
護
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
判
断
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
事
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
与
え
たSchrem

s
判
決
の
影
響
は
、
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
同
時

に
、
Ｅ
Ｕ
に
と
っ
て
も
大
き
な
痛
手
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
訴
訟
や
判
決
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
が

14
15
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決
し
て
盤
石
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
欠
陥
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
と
最
大
の
貿
易
相
手
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
協
定
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
関
係
者
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え

る
要
因
と
な
っ
た
。

　

⒝　

代
替
的
手
段
Ⅰ
│B

C
R

s

及
びSC

C
s

　

Schrem
s

判
決
後
、
二
九
条
作
業
部
会
は
、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
を
利
用
し
て
い
た
企
業
に
対
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
手
段
と
し
て

拘
束
的
企
業
ル
ー
ル
（B

inding C
orporate R

ules

、B
C

R
s

）
や
標
準
契
約
条
項
デ
ー
タ
保
護
制
度
（Standard C

ontractual 

C
lauses

、SC
C

s

）
を
代
替
手
段
と
し
て
示
唆
し
た
。

　

し
か
し
、
国
家
の
安
全
に
か
か
わ
る
事
項
を
前
に
し
て
は
、
こ
う
し
た
手
段
が
無
力
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
手
段
は
、
そ
の
法
的
基
礎
を
契
約
に
お
い
て
お
り
、
そ
の
中
で
い
か
に
高
度
な
個
人
情
報
保
護
措
置
を
講
じ

ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
国
家
の
安
全
に
関
す
る
立
法
（security law

, intelligence law

）
に
基
づ
く
個
人
情
報
の
収
集
に
対
し
て
、

公
権
力
の
行
使
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
ツ
ー
ル
を
利
用
し
た
と
し
て
も
、
常
に
、
Ｅ

Ｕ
市
民
の
デ
ー
タ
が
送
ら
れ
た
第
三
国
に
お
け
る
安
全
保
障
に
関
す
る
立
法
が
、
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
基
準
を
充
足
で
き
る
の
か
と
い
う

問
題
が
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
懸
念
は
、
多
く
の
個
人
デ
ー
タ
保
護
の
専
門
家
が
享
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
はSchrem

s

氏

も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
二
〇
一
五
年
のSchrem

s

判
決
後
、Schrem

s
氏
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
デ
ー
タ
保
護
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー

に
対
し
、
そ
れ
ま
で
申
し
立
て
て
い
た
苦
情
を
修
正
す
る
形
で
、SC

C
s

が
十
分
な
保
護
レ
ベ
ル
に
な
い
と
申
し
立
て
た
。
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
な
ど
多
く
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
企
業
が
、
同
判
決
後
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
個
人
デ
ー
タ
移
転
に
関
し
て
は
、SC

C
s

20
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依
拠
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
六
年
五
月
に
は
、
同
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
は
、
こ
のSchrem

s

氏
の
主
張
を
認
め
、SC

C
s

が
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章

（the E
uropean U

nion C
harter of Fundam

ental R
ights

）
四
七
条
に
反
す
る
と
い
う
仮
決
定
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ナ
ー
は
、SC

C
s

に
対
す
る
欧
州
委
員
会
の
決
定
の
妥
当
性
に
関
す
る
宣
言
、
及
び
、
欧
州
司
法
裁
判
所
に
こ
の
問
題
に
関
す

る
先
決
裁
定
の
た
め
付
託
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
判
断
を
求
め
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
法
的
手
続
を
開
始
し
た
。

⒞　

代
替
的
手
段
Ⅱ
│
同
意

　

な
お
、
同
意
を
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
の
代
替
手
段
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
意
に
つ
い
て
は
、
二
九
条
作
業
部
会
が
、

二
〇
一
一
年
に
出
し
た
文
書
に
お
い
て
、
継
続
的
又
は
組
織
的
な
デ
ー
タ
移
転
の
場
合
、
そ
れ
が
有
効
な
ツ
ー
ル
足
り
得
な
い
こ
と

を
示
唆
し
て
お
り
、
学
説
上
も
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
こ
の
立
場
を
微
妙
に
変
化
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
四
九
条
一
で
は
、
四
五
条
⑶
に
よ
る

十
分
性
決
定
、
若
し
く
は
、B

C
R

s

な
ど
の
四
六
条
に
よ
る
適
切
な
安
全
措
置
を
欠
く
場
合
に
、
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
国
移
転
が
許

さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
⒜
で
は
、
デ
ー
タ
主
体
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
十
分
性
の
決
定
及
び
適
切
な
安
全
対
策
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
デ
ー
タ
主
体
に
関
す
る
当
該
移
転
に
よ
っ
て
生

じ
得
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
情
報
が
提
供
さ
れ
た
後
、
デ
ー
タ
主
体
が
そ
の
提
案
さ
れ
た
移
転
に
明
示
的
に
同
意
し
た
場
合
に
、
越

境
的
デ
ー
タ
移
転
が
許
さ
れ
る
と
い
う
。

　

確
か
に
、
十
分
性
の
決
定
、
若
し
く
は
、
四
六
条
に
よ
る
適
切
な
安
全
措
置
を
と
る
こ
と
が
第
一
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
例
外

的
に
せ
よ
、
同
意
に
よ
る
継
続
的
・
組
織
的
越
境
デ
ー
タ
移
転
を
肯
定
し
て
い
る
点
で
は
、
前
述
の
二
九
条
作
業
部
会
の
見
解
と
齟 21

22

23
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齬
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二　

十
分
性
審
査
の
問
題
点

　

㈠　

実
体
的
内
容
に
関
す
る
十
分
性
（substantive content adequacy

）

　

十
分
性
審
査
の
基
準
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
四
五
条
で
そ
の
具
体
的
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
依
然
と
し
て
、
第
三

国
に
と
っ
て
明
瞭
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
ず
、
実
体
的
内
容
に
関
す
る
十
分
性
審
査
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
三
国
の
デ
ー
タ

保
護
法
が
い
か
な
る
程
度
高
度
な
保
障
を
デ
ー
タ
主
体
に
与
え
て
い
れ
ば
、
十
分
な
保
護
を
与
え
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
か
明
ら
か

で
は
な
い
。

⒜　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
と
日
本
の
改
正
個
人
情
報
保
護
法

　

こ
の
点
を
あ
ぶ
り
だ
す
た
め
に
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
と
改
正
さ
れ
た
日
本
の
個
人
情
報
保
護
法
と
の
間
に
お
い
て
、
主
要
と
思
わ
れ
る
実

体
的
内
容
に
関
す
る
齟
齬
に
つ
い
て
い
く
つ
か
み
て
み
た
い
。

①　

改
正
個
人
情
報
保
護
法
一
五
条
二
項
で
は
、
利
用
目
的
の
変
更
に
つ
い
て
、
変
更
前
の
利
用
目
的
と
関
連
性
を
有
す
る
と
合
理

的
に
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
許
容
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
こ
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
せ
ず
、
五
条
一
⒝
で
は
、

収
集
時
の
目
的
と
相
容
れ
な
い
更
な
る
取
扱
い
を
禁
じ
て
い
る
。

②　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ 

一
七
条
は
、G

oogle Spain

判
決
を
受
け
て
、
い
わ
ゆ
る
忘
れ
ら
れ
る
権
利
（right to be forgotten

）
に
関
す
る

定
め
を
お
い
て
い
る
が
、
改
正
個
人
情
報
保
護
法
は
、
こ
の
権
利
を
保
障
し
て
い
な
い
。

24
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③　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
三
三
条
、
三
四
条
で
は
、
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
違
反
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
監
督
機
関
や

デ
ー
タ
主
体
に
通
知
（notification of personal data breach

）
す
る
義
務
に
つ
い
て
定
め
を
お
い
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も

一
般
法
で
あ
る
改
正
個
人
情
報
保
護
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
定
め
は
存
在
し
な
い
。

④　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
継
続
的
な
第
三
国
へ
の
個
人
デ
ー
タ
移
転
に
つ
い
て
、
同
意
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
を
原
則
的
に
は

0

0

0

0

0

認
め
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
四
九
条
一
⒜
を
参
照
）、
改
正
個
人
情
報
保
護
法
二
四
条
で
は
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
比
較
的
明
白
な
差
異
に
比
し
て
、
現
時
点
で
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
個
人
情
報

の
定
義
・
解
釈
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
と
個
人
情
報
保
護
法
と
で
は
一
致
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
定
義
の
該
当
性
は
、
義
務
規
定
の
適

用
の
有
無
を
決
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
は
、
こ
の
点
が
重
大
な
争
点
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
齟
齬
が
、
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
に
影
響
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
未
知
数
で
あ
る
が
、
改
正
個
人
情
報
保
護
法
が
そ
の
認

定
を
受
け
る
の
は
厳
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⒝　

国
家
の
安
全
に
か
か
わ
る
法
律
と
の
関
係

　

さ
ら
に
、Schrem
s

事
件
は
、
テ
ロ
な
ど
の
国
家
の
安
全
や
機
密
に
か
か
わ
る
制
度
（security law

, intelligence law

）
の
十
分

性
を
審
査
す
る
必
要
性
と
そ
の
難
し
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
い
か
な
る
国
で
も
、
そ
の
国
の
安
全
を
守
る
た
め
に
は
、
個
人
情
報

を
強
制
的
又
は
秘
密
裡
に
取
得
す
る
手
段
を
有
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
が
そ
の
市
民
の
デ
ー
タ
保
護
を
第
三
国
で
も
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
国
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
法
が

十
分
性
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
常
に
問
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
具
体
的
な
十
分
性
基
準
を
示
す
こ
と
は

容
易
で
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
欧
州
委
員
会
か
ら
十
分
性
の
決
定
を
受
け
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
シ
ー
ル
ド
を
み
て
も
う
か
が
い
知
る

25
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こ
と
が
で
き
る
。

　

㈡　

組
織
に
関
す
る
十
分
性
（institutional adequacy

）

　

十
分
性
の
審
査
は
、
以
上
の
よ
う
な
実
体
的
な
保
障
内
容
に
関
す
る
観
点
に
加
え
て
、
そ
の
実
体
的
な
保
障
が
い
か
な
る
執
行
制

度
、
組
織
的
体
制
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
も
行
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。

ま
ず
ひ
と
つ
目
は
、
監
督
機
関
の
権
限
の
範
囲
の
問
題
で
あ
る
。
ふ
た
つ
目
は
、
独
立
し
た
監
督
機
関
の
必
要
性
と
そ
の
程
度
に
関

す
る
問
題
で
あ
る
。

⒜　

監
督
機
関
の
権
限
の
範
囲

　

ま
ず
、
ひ
と
つ
目
の
監
督
機
関
の
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
と
改
正
個
人
情
報
保
護
法
と
の
対
比
に
お
い
て
検
討
す
る
。

個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
は
、
欧
州
の
デ
ー
タ
保
護
制
度
で
重
要
視
さ
れ
て
き
た
独
立
監
督
機
関
の
立
入
検
査
（audit

）（
改
正
個

人
情
報
保
護
法
四
〇
条
）
も
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
権
限
は
近
似
し
て
き
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
求
め
ら
れ
て

い
る
独
立
監
督
機
関
の
権
限
の
範
囲
と
日
本
の
そ
れ
と
は
、
重
要
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
改
正
個
人
情
報
保
護
法
で
は
罰
則
の
定
め
を
お
い
て
い
る
が
（
八
二
条
以
下
）、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
認
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
制
裁
金
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
五
八
条
一
ⅰ
、
八
三
条
）。
こ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
制
裁

金
の
仕
組
み
は
、
刑
事
罰
と
は
別
の
制
度
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
現
実
的
に
も
、
理
論
的
に
も
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
二
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
（
一
ユ
ー
ロ
一
二
〇

円
で
二
四
億
円
相
当
）
又
は
そ
れ
を
超
え
得
る
全
世
界
年
間
売
上
高
の
四
％
と
い
う
制
裁
金
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
制
度
（
八
三
条

29
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五
、
六
）
を
採
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
っ
と
も
こ
の
制
裁
金
制
度
を
有
し
な
い
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
も
あ
り
、
そ
の
場
合
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
そ
れ
に
代
わ
る
罰
金
制
度
で
足
り

る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
が
（
八
三
条
九
）、
日
本
の
よ
う
な
刑
事
罰
制
度
の
み
で
対
応
し
、
監
督
機
関
で
あ
る
個
人
情
報
保
護
委

員
会
が
制
裁
金
を
科
す
権
限
を
有
し
て
い
な
い
日
本
の
制
度
が
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
基
準
を
ク
リ
ア
ー
で
き
る
の

か
明
ら
か
で
は
な
い
。

⒝　

監
督
機
関
の
独
立
性

①　

独
立
し
た
監
督
機
関
の
必
要
性

　

も
う
ひ
と
つ
は
、「
独
立
」
監
督
機
関
の
必
要
性
と
そ
の
程
度
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
民
間
部
門
に
お
け
る
個
人

情
報
の
取
扱
い
及
び
、
公
的
部
門
に
お
け
る
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
監
視
す
る
独
立
し
た
機
関
と
し
て
、
内
閣
府
設
置
法
四
九

条
に
基
づ
き
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
同
委
員
会
は
独
立
し
て
職
権
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
改
正
個
人
情
報
保

護
法
六
二
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
同
機
関
が
独
立
性
を
確
保
し
た
こ
と
に
つ
い
て
反
対
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
し
か
し
、
個
人

情
報
保
護
の
分
野
に
お
け
る
独
立
し
た
監
視
機
関
の
必
要
性
に
関
し
て
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
疑
問

が
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
欧
州
と
の
関
係
で
個
人
デ
ー
タ
保
護
組
織
を
比
較
し
て
語
る
と
き
に
、
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
第
三
者
機
関
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
や
既
存
の
組
織
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
個
人
デ
ー
タ
保

護
の
所
掌
を
ひ
と
つ
の
部
署
に
集
め
る
こ
と
」
と
「
そ
の
機
関
が
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

　

個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
が
多
く
の
分
野
に
及
ぶ
た
め
に
、
所
掌
事
務
を
一
元
化
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
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あ
ろ
う
が
、
そ
の
事
務
を
扱
う
行
政
機
関
が
独
立
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
、
独
立
行
政

機
関
の
設
立
は
、
当
該
分
野
の
専
門
性
や
中
立
性
の
見
地
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

個
人
デ
ー
タ
保
護
の
分
野
に
お
い
て
専
門
的
知
見
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
争
い
が
な
い
だ
ろ
う
。
他
方
、
中
立

性
の
要
件
は
、
個
人
情
報
保
護
の
分
野
で
は
、
監
督
機
関
が
公
的
部
門
を
監
督
対
象
と
し
て
い
る
場
合
に
、
公
平
、
公
正
な
審
査
を

行
う
た
め
に
独
立
し
た
監
督
機
関
が
必
要
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
監
督
対
象
と
な
る
公
的
機
関
か
ら
の
介
入
（
と

り
わ
け
上
級
機
関
か
ら
の
指
示
や
圧
力
な
ど
）
を
避
け
る
た
め
に
、
監
督
機
関
の
独
立
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
民
間
部
門
を
監
督
す
る
場
合
に
、
同
様
の
理
屈
が
通
用
す
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
個
人
情
報
保

護
委
員
会
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
に
基
づ
く
、
個
人
番
号
の
取
扱
い
に
つ
い
て
監
視
、
監
督
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
外
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
全
般
に
つ
い
て
公
的
部
門
を
監
督
す
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
中
立
性
の
見
地
か
ら
同
委
員

会
が
独
立
し
た
機
関
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
説
明
と
そ
の
監
督
対
象
と
の
整
合
性
が
必
ず
し
も
図
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
当
然
、
他
の
諸
々
の
理
由
に
も
基
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
組
織
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
個

人
情
報
の
取
扱
い
が
複
数
の
府
省
庁
等
の
所
轄
分
野
に
ま
た
が
る
場
合
や
主
務
大
臣
が
明
確
で
な
い
場
合
が
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合

に
も
、
適
切
か
つ
迅
速
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
務
大
臣
制
の
欠

点
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
、
同
委
員
会
が
設
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
由
は
、
所
掌
事
務
を
一
か
所
に

集
中
さ
せ
る
べ
き
理
由
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
内
閣
の
指
揮
監
督
か
ら
独
立
し
た

0

0

0

0

機
関
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
根
拠
と
し
て
は
弱
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

結
局
、
Ｅ
Ｕ
を
中
心
と
し
た
国
々
で
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
独
立
行
政
機
関
と
し
て
、
個
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人
情
報
保
護
委
員
会
を
設
置
す
る
理
由
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
体
的
な
個
人
デ
ー
タ
保

護
を
図
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
の
執
行
機
関
と
同
様
の
制
度
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
は
理
論
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
実
体
的
な
デ
ー
タ
保
護
を
確
保
す
る
方
法
は
、
必
ず
し
も
、
独
立
し
た
監
督
機
関
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
こ
う
し
た
機
関
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
も
、
調
整
機
関
又
は
権
限
が
集
中
し
た
機
関

を
有
す
る
行
政
組
織
制
度
、
司
法
救
済
制
度
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
遵
法
精
神
の
高
い
国
民
性
の
存
在
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の

実
現
が
可
能
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
デ
ー
タ
保
護
指
令
の
も
と
で
は
、
第
三
国
に
独
立
し
た
監
視
機
関
の
設
置
を
十
分
性
審
査
で
要
求
い
な
か
っ

た
│
日
本
で
は
、
十
分
性
審
査
で
、
そ
う
し
た
機
関
の
設
置
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
論
調
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
が
│

こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
同
指
令
の
十
分
性
審
査
の
判
断
要
素
を
明
確
化
し
た
二
九
条
作
業
部
会
の
文
書
（
七
頁
ⅱ
）
で
は
、
欧
州

で
は
、
独
立
行
政
機
関
と
い
う
制
度
に
な
じ
み
が
あ
る
が
、
他
の
地
域
で
は
、
そ
う
し
た
制
度
に
な
じ
み
の
な
い
国
も
多
く
あ
る
こ

と
を
認
め
、
第
三
国
に
お
け
る
様
々
な
司
法
手
続
や
そ
れ
以
外
の
手
続
を
考
慮
に
入
れ
て
十
分
性
を
判
断
す
る
と
明
示
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
監
視
機
関
に
お
け
る
独
立
性
の
要
件
は
、
欧
州
で
も
日
本
で
も
、
独
り
歩
き
を
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
遂
に
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
加
盟
国
の
み
な
ら
ず
、
第
三
国
の
十
分
性
審
査
で
も
こ
の
独
立
性
要
件
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
な
ど
の
第
三
国
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
デ
ー
タ
保
護
指
令
を
正
確
に
理
解
し
、
Ｅ
Ｕ
を
説
得
し
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
に
も
責
任
の
一
端
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
私
見
で
は
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
独
立
行
政
機
関
を
い
か
な
る
要
件
の
も
と
に
設
置
す
る
の
か
と
い
う
理

論
的
な
関
心
か
ら
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
り
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
独
立
し
た
監
督
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
以
上
、
こ
れ
を
有
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効
に
機
能
さ
せ
な
い
手
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
後
、
同
委
員
会
に
公
的
部
門
全
般
に
対
す
る
監
督
権
限
を
付
与

す
る
│
む
し
ろ
、
同
委
員
会
の
独
立
性
確
保
が
強
く
要
請
さ
れ
る
の
は
、
公
的
部
門
の
個
人
情
報
取
扱
い
の
監
視
に
実
効
性
を
も
た

せ
る
た
め
で
あ
る
の
だ
か
ら
│
こ
と
が
、
個
人
デ
ー
タ
保
護
の
包
括
的
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
過

去
の
多
く
の
独
立
行
政
委
員
会
の
よ
う
に
、
そ
の
活
動
が
停
滞
し
、
実
効
性
を
失
う
よ
う
な
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

②　

独
立
性
の
程
度

　

仮
に
、
Ｅ
Ｕ
が
独
立
し
た
監
督
機
関
の
設
置
を
第
三
国
に
求
め
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
し
て
も
、
そ
の
機
関
が
、
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
の

個
人
デ
ー
タ
保
護
機
関
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
独
立
性
と
同
程
度
の
も
の
が
十
分
性
審
査
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
、
そ
の
独
立
性
の
意
味
は
自
明
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
デ
ー
タ
保
護
指
令
二
八
条
一

項
後
段
の
「
完
全
な
独
立
性
」（com

plete independence

）
の
意
味
が
争
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
、
ド
イ
ツ
の
州
レ
ベ
ル
の

デ
ー
タ
保
護
監
督
機
関
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
そ
れ
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
独
立
性
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
ド
イ
ツ
政
府
が
、
右
文
言
を
機
能
的
な
独
立
性
（functional independence

）
で
足
り
る
と
解
釈
し
、

州
が
行
う
州
の
デ
ー
タ
保
護
機
関
に
対
す
る
調
査
は
独
立
性
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
欧
州
委
員
会
は
あ

ら
ゆ
る
影
響
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
文
字
通
り
完
全
な
独
立
性
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、

こ
の
欧
州
委
員
会
の
主
張
が
欧
州
司
法
裁
判
所
で
認
め
ら
れ
た
。

　

仮
に
、
第
三
国
に
求
め
る
独
立
監
督
機
関
の
独
立
性
の
意
味
が
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で
求
め
ら
れ
て
い
る
意
味
と
同
じ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

十
分
性
の
審
査
対
象
と
な
る
第
三
国
の
監
督
機
関
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
判
例
や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
条
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
検
討
が
必

37
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要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
要
件
の
意
味
が
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
変
化
し
続
け
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
十
分
性
認
定
を
受
け

た
第
三
国
で
あ
っ
て
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
Ｅ
Ｕ
の
独
立
性
の
要
件
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
検
証
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
ろ
う
。

　

㈢　

欧
州
委
員
会
に
よ
る
審
査
権
行
使
の
限
界

　

Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
規
則
で
は
、
欧
州
委
員
会
が
十
分
性
審
査
を
行
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
そ
の
審
査
対
象
と
し
て
は
、
第
三
国
、

第
三
国
に
お
け
る
特
定
の
分
野
や
地
域
、
国
際
機
関
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、

第
三
国
、
国
家
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
、
カ
ナ
ダ
の
営
利
組
織
の
よ
う
に
特
定
の
分
野
、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
協
定
に
対
し

て
、
十
分
性
審
査
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
国
際
機
関
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
審
査
対
象
が

増
加
し
た
と
は
い
い
切
れ
な
い
。

　

も
と
も
と
、
第
三
国
の
法
体
系
や
言
語
の
異
な
る
国
々
の
制
度
を
精
査
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
欧
州
委
員
会
や
加

盟
国
の
デ
ー
タ
保
護
機
関
の
負
担
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
負
担
は
、
次
の
理
由
か
ら
さ
ら
に
増
加
し
て
い
く
も
の
と
思
わ

れ
る
。

①　

Schrem
s

判
決
を
受
け
て
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
欧
州
委
員
会
が
十
分
性
決
定
を
受
け
た
第
三
国
の
そ
の
後
の
展
開
を
監
視
し
続

け
る
こ
と
、
ま
た
、
少
な
く
と
も
四
年
ご
と
に
定
期
的
な
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
（
四
五
条
三
、
四
）。

②　

欧
州
委
員
会
の
十
分
性
決
定
に
疑
義
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
デ
ー
タ
の
第
三
国
移
転
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
加
盟

国
に
お
け
る
各
デ
ー
タ
保
護
機
関
は
、
そ
の
調
査
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（Schrem

s

判
決
）。

③　

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
個
人
デ
ー
タ
を
再
移
転
す
る
場
合
に
、
当
該
第
三
国
や
機
関
の
デ
ー
タ
保
護
水
準
を
審
査
対
象
と
す
る
こ
と
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が
明
示
さ
れ
た
（
四
五
条
二
（
ａ
））。

　

①
に
つ
い
て
は
、
十
分
性
決
定
を
受
け
た
国
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
欧
州
委
員
会
の
負
担
が
恒
常
的
に
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
各
デ
ー
タ
保
護
機
関
の
負
担
が
少
な
く
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
の
調
査
が
重
複
す
る

（duplicative

）
お
そ
れ
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
③
に
つ
い
て
は
、
移
転
先
の
監
督
機
関
の
判
断
を
信
頼
し
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
が
そ
の
再
移
転
先

の
第
三
国
や
機
関
の
デ
ー
タ
保
護
水
準
を
直
接
に
調
査
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
世
界
中
の
個
人
デ
ー
タ
保
護
状
況
を
監
督
・

監
視
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
相
当
な
負
担
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
三
国
に
対
す
る
十
分
性
審
査
に
関
し
て
、
欧
州
委
員
会
及
び
各
監
督
機
関
は
、
向
後
、
膨
大
な
時
間
、
労
力
、

費
用
を
負
担
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
も
の
が
、
そ
の
負
担
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
、
そ

う
で
は
な
く
、
過
度
な
官
僚
主
義
（bureaucratic

）
に
陥
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
る
時
期
に
来
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三　

Ｅ
Ｕ
個
人
デ
ー
タ
保
護
帝
国
主
義
か
ら
の
離
脱

　

㈠　

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
桎
梏

　

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
締
結
さ
れ
た
が
、
当
初
は
法
的
拘
束
力
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
リ
ス
ボ

ン
条
約
が
二
〇
〇
九
年
に
発
効
し
た
こ
と
に
伴
い
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
憲
章
の
七
条
は
、
私
的
な
又
は
家

族
の
生
活
の
尊
重
に
つ
い
て
、
ま
た
、
八
条
一
項
及
び
二
項
は
、
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
八
条
三

42
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項
は
、
独
立
し
た
監
督
機
関
の
設
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

　

同
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
に
出
さ
れ
た
、
欧
州
司
法
裁
判
所
のG

oogle Spain

判
決
、D

igital 

R
ights Ireland

判
決
、Schrem

s

判
決
な
ど
で
は
、
同
憲
章
七
条
及
び
八
条
に
お
け
る
権
利
の
保
護
の
重
要
性
に
つ
い
て
繰
り
返
し

指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
、Schrem

s

判
決
に
お
い
て
、
個
人
デ
ー
タ
が
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
で
移
転
さ
れ
る
場

合
の
み
な
ら
ず
、
第
三
国
へ
移
転
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
憲
章
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
意
味

が
あ
る
だ
ろ
う
。
越
境
的
個
人
デ
ー
タ
の
移
転
に
つ
い
て
も
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

Schrem
s

判
決
で
は
、
第
三
国
の
デ
ー
タ
法
制
が
十
分
性
を
充
足
す
る
と
判
断
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
制
度
が
Ｅ
Ｕ
の
制
度
と
同

一
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
（not identical

）、
同
等
の
も
の
で
あ
る
（equivalent

）
必
要
が
あ
る
と
し
、
そ
の
際
に
、
同

憲
章
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
市
民
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
Ｅ
Ｕ
制
度

と
同
等
の
も
の
と
い
う
意
味
は
、
相
当
厳
格
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「identical

」
と
「equivalent

」

と
い
う
概
念
に
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
差
は
極
め
て
不
透
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
権
憲
章
が
法
的
拘
束
力
を
有
し
た

結
果
、
Ｅ
Ｕ
の
第
三
国
に
対
し
て
求
め
る
保
護
水
準
が
さ
ら
に
厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

し
か
も
、
Ｅ
Ｕ
は
、
基
本
的
に
公
的
部
門
及
び
民
間
部
門
の
双
方
、
つ
ま
り
、
個
人
デ
ー
タ
保
護
制
度
全
般
に
つ
い
て
の
十
分
性

審
査
を
想
定
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
公
的
部
門
で
Ｅ
Ｕ
と
同
様
の
法
制
度
を
求
め
る
こ
と
は
、
相
当
程
度
無
理
が
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
Ｅ
Ｕ
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
国
は
少
な
く
、
Ｅ
Ｕ
は
自
分
で
自
分
の
首
を
絞
め
る
よ
う
な
状
況
を
作
り
出
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
十
分
性
を
受
け
た
国
や
地
域
の
数
は
極
め
て
少
な
く
、
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
は
、
近
年
、
そ
の
大
き
な
貿
易
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相
手
国
と
な
っ
て
い
る
中
国
の
個
人
デ
ー
タ
法
制
に
対
し
て
は
十
分
性
審
査
を
行
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
会
社
の
多

く
は
、
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
を
イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
な
ど
の
企
業
に
委
託
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
は
こ
れ
ら
の
国

家
の
個
人
デ
ー
タ
法
制
に
対
し
て
も
十
分
性
審
査
を
行
っ
て
い
な
い
。
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
の
適
用
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
国
々
が
十

分
性
審
査
を
ク
リ
ア
ー
す
る
可
能
性
は
ま
す
ま
す
低
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
Ｅ
Ｕ
は
、B

C
R

s

やSC
C

s

な
ど
他
の
代
替
手
段
を
広
く
提
供
し
、
こ
れ
を
充
実
さ
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
お
り
、
現

実
に
は
、B

 to B
の
個
人
デ
ー
タ
の
や
り
取
り
は
、
こ
ち
ら
の
利
用
が
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
代

替
手
段
が
基
本
権
憲
章
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

㈡　

日
本
の
こ
れ
ま
で
の
対
応

　

日
本
を
含
む
第
三
国
は
、
こ
れ
ま
で
、
Ｅ
Ｕ
の
デ
ー
タ
保
護
法
は
、
世
界
の
最
先
端
で
あ
り
、
こ
れ
に
比
し
て
日
本
は
遅
れ
て
い

る
と
考
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
自
身
も
そ
う
考
え
て
き
た
節
が
あ
る
。
確
か
に
、
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
法
制
に

学
ぶ
と
こ
ろ
は
多
く
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
多
く
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
日
本
に
お
い
て
個
人
情
報
保
護
法
制
を
創
設

し
、
整
備
す
る
促
進
剤
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
冷
静
に
考
え
て
み
る
と
、
他
国
の
法
事
情
を
鑑
み
ず
に
、
Ｅ
Ｕ
が
事
実

上
同
様
の
法
制
度
を
求
め
て
い
る
こ
と
自
体
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
は
、
個
人
デ
ー
タ
の
越
境

移
転
に
お
け
る
特
定
の
法
規
定
の
制
定
を
求
め
る
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
デ
ー
タ
保
護
に
関
す
る
制
度
全

般
を
Ｅ
Ｕ
水
準
に
あ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
特
異
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、
他
の
法
領
域
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
押
し
付
け
が
成
功
し
た
例
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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Ｅ
Ｕ
が
自
ら
と
同
様
の
法
制
度
を
第
三
国
に
作
り
上
げ
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
Ｅ
Ｕ
が
そ
も
そ
も
描

い
て
い
た
構
想
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
第
三
国
が
勘
違
い
し
Ｅ
Ｕ
を
徐
々
に
そ
の
気
に
さ
せ
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
の
か

に
つ
い
て
、
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
た
だ
、
次
の
点
は
指
摘
で
き
よ
う
。

　

Ｅ
Ｕ
個
人
デ
ー
タ
保
護
指
令
が
制
定
さ
れ
た
当
初
は
、
Ｅ
Ｕ
は
、
牧
歌
的
に
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
の
域
外
に
デ
ー
タ
移
転
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

適
切
な
保
護
が
な
さ
れ
た
国
へ
移
転
し
て
欲
し
い
と
考
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
デ
ー
タ
移
転
を
取
り
巻
く
環
境
が
急
激
に

変
化
し
て
い
く
過
程
も
相
俟
っ
て
、
日
本
を
含
め
た
第
三
国
が
過
剰
に
反
応
し
て
い
っ
た
と
い
う
過
程
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
個
人
デ
ー
タ
と
い
う
分
野
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
欧
米
か
ら
見
た
第
三
国
に
は
、
欧
米
に
対
す
る
懐
疑
的
態
度
が

欠
如
し
た
西
洋
偏
重
主
義
と
も
い
う
べ
き
国
際
派
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
非
国
際
派
の
中
に
は
、
語
学
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
思

考
を
遮
断
し
、
そ
の
よ
う
な
国
際
派
を
評
価
す
る
者
が
い
る
。
こ
う
し
た
者
の
行
動
が
、
徐
々
に
Ｅ
Ｕ
が
持
ち
上
げ
ら
れ
て
い
く
こ

と
へ
の
少
な
く
と
も
遠
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
で
は
、
越
境
的
デ
ー
タ
移
転
の
代
替
手
段
と
し
て
、
同
意
、B

C
R

s

、SC
C

s

及
び
二
国
間
協
定
と
い
っ
た
も

の
の
有
用
性
や
実
用
性
を
検
証
す
る
こ
と
よ
り
も
、
欧
州
の
十
分
性
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
正
し
い
途
で
あ
る
か
の
ご
と
く
主
張
さ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
代
替
手
段
は
、
真
に
利
用
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う

に
、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
シ
ー
ル
ド
の
よ
う
な
協
定
を
締
結
す
る
選
択
肢
は
本
当
に
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
十
分
に
検
討
し
て
き
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
事
情
が
重
な
り
、
十
分
性
評
価
を
受
け
る
こ
と
を
第
一
義
的
に
考
え
る
風
潮
が
作
り
出
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
個
人
デ
ー
タ

保
護
帝
国
主
義
（E

U
 Personal D

ata Protection Im
perialism

）
と
も
い
え
る
よ
う
な
状
況
を
作
り
上
げ
て
し
ま
う
結
果
を
生
み

46
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出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
、
仮
に
、
日
本
が
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
評
価
を
望
む
場
合
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
は
、
公
的
部
門
全
般
を
監
督
・
監
視
す

る
権
限
を
有
し
な
い
た
め
、
民
間
部
門
に
限
っ
て
そ
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
公
的
部
門
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
法
の
範
囲
で
十
分
性
審
査
を
受
け
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
法
に
関
連
し
て
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
の
個
人

デ
ー
タ
を
日
本
に
移
転
す
る
必
要
性
の
あ
る
機
会
は
想
定
し
に
く
く
、
実
益
は
ほ
ぼ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

㈢　

日
本
の
と
る
べ
き
途

　

個
人
デ
ー
タ
の
移
転
が
国
境
を
超
え
て
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
今
日
で
は
、
こ
の
点
に
焦
点
を
当
て
た
個
人
デ
ー
タ
保
護
の
取
組

み
は
も
ち
ろ
ん
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
現
段
階
に
お
い
て
、
日
本
が
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
を
受
け
る
と
い
う

こ
と
に
固
執
す
る
必
要
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
日
本
に
と
っ
て
必
要
か
つ
有
益
な
制
度
を
粛
々
と
作
り
上
げ
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
第
三
国
が
、
こ
う
し
た
Ｅ
Ｕ
の
戦
略
に
ど
こ
ま
で
付
き
合
う
か
は
見
極
め
が
必
要

な
時
期
に
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
私
見
で
は
、
日
本
が
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
を
受
け
る
べ
き
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
審
査
を

受
け
、
十
分
性
あ
り
と
決
定
さ
れ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
と
の
個
人
デ
ー
タ
移
転
に
関
す
る
障
壁
は
崩
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
に
と
っ
て

歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
日
本
が
十
分
性
審
査
を
受
け
る
と
い
う
方
針
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
Ｅ
Ｕ
が
十
分
性
審
査
の

水
準
や
判
断
方
法
を
変
化
さ
せ
な
い
限
り
、
そ
の
実
現
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
Ｅ
Ｕ
が
第
三
国
に
十
分
性
審
査
を
受
け
て
も
ら
う
と
い
う
方
針
を
貫
く
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
個
人
デ
ー
タ
保
護
の
分
野
で
も
そ
の
保
障
内
容
、
方
法
に
文
化
の
違
い
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
多
く
の
国
で
同
じ
よ
う
な
法
律
が
採
用
さ
れ
る
よ
っ
て
、
公
的
部
門
及
び
民
間
部
門
に
お
い
て
例
外
な
く
│
│
し
か
も
、
日

本
で
公
的
部
門
と
い
っ
た
場
合
独
立
行
政
法
人
等
や
地
方
公
共
団
体
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
│
│
規
律
、

執
行
さ
れ
る
と
い
う
の
は
理
想
論
に
近
い
。
Ｅ
Ｕ
も
、
こ
こ
ま
で
の
構
想
を
抱
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
Ｅ
Ｕ
の
ス
タ
ン
ス
へ
の
対
処
方
針
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。
公
的
部
門
に
つ
い
て
み
た

場
合
、
個
人
デ
ー
タ
が
民
間
か
ら
政
府
へ
越
境
的
に
移
転
さ
れ
る
場
合
（B

 to G

の
移
転
）
と
、
政
府
間
で
越
境
的
に
移
転
さ
れ
る

場
合
（G

 to G

の
移
転
）
と
が
あ
る
が
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
か
ら
類
型
的
に
個
人
デ
ー
タ
の
移
転
が
必
要
と
さ
れ
る
場
面
は
、
民
間
部
門
に

比
し
て
恐
ら
く
著
し
く
少
な
く
、
そ
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
場
合
に
は
、
政
府
間
に
お
い
て
、
条
約
や
行
政
取
決
め
の
な
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
は
図
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
民
間
部
門
に
つ
い
て
み
た
場
合
、
こ
の
取
組
み
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
そ
れ
を
国
家
レ
ベ
ル
で
、
Ｅ
Ｕ
な
ど
と
協
調

し
た
法
制
度
の
仕
組
み
を
政
府
自
ら
が
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
も
の
と
、
民
間
レ
ベ
ル
で
、
そ
の
保
護
を
図
ろ
う
と
す
る
企
業
や

団
体
を
募
り
自
主
的
取
組
み
を
拡
充
し
て
い
く
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
む
ろ
ん
、
両
立
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
前
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
越
境
的
個
人
デ
ー
タ
の
移
転
に
関
す
る
問
題
を
契
機
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
Ｅ
Ｕ
と
同
等
の
法

的
規
制
の
網
を
企
業
や
団
体
全
体
に
か
ぶ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
民
間
部
分
全
体
で
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
に
見
合
う
制
度
を

作
る
こ
と
が
必
要
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
民
間
部
門
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
か
ら
の
デ
ー
タ
移
転
を
必

要
と
す
る
団
体
は
全
体
の
何
割
程
度
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
十
分
性
審
査
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の

デ
ー
タ
移
転
が
全
く
な
い
組
織
や
団
体
に
対
し
て
も
、
Ｅ
Ｕ
と
同
様
の
法
制
度
に
よ
る
規
制
を
課
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
果
た
し
て
妥
当
な
価
値
判
断
だ
ろ
う
か
。
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利
用
者
及
び
消
費
者
と
し
て
の
一
般
人
か
ら
す
れ
ば
、
民
間
団
体
間
に
お
け
る
越
境
的
な
個
人
デ
ー
タ
移
転
（B

 to B

の
移
転
）

に
お
い
て
は
、
そ
の
実
質
的
保
護
を
図
っ
て
い
る
民
間
企
業
や
団
体
が
容
易
に
認
識
で
き
れ
ば
良
く
、
こ
の
点
で
、
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
・
マ
ー
ク
制
度
な
ど
を
利
用
し
た
民
間
レ
ベ
ル
の
取
組
み
の
意
義
は
、
誠
に
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
四
二
条
、

四
六
条
二
⒡
、
改
正
個
人
情
報
保
護
法
第
四
章
第
四
節
参
照
）。

　

問
題
は
、
国
際
的
に
通
用
す
る
信
頼
に
足
る
マ
ー
ク
制
度
の
よ
う
な
も
の
を
民
間
中
心
に
世
界
全
体
で
作
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ

て
お
り
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
支
援
を
政
府
は
し
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
国
が
Ｅ
Ｕ
の
満
足
す
る
個
人
デ
ー
タ
保
護
制
度
を

整
え
、
十
分
性
審
査
を
受
け
る
と
い
う
選
択
よ
り
も
、
こ
ち
ら
の
方
が
現
実
的
か
つ
実
効
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
民
間
に
お
け
る
取
組
み
で
は
、
強
制
的
な
執
行
の
点
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
と
い
う
指
摘
が
良
く
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
を
怠
っ
た
企
業
や
団
体
に
対
す
る
最
た
る
制
裁
は
、
消
費
者
や
利
用
者
が
離
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
デ
ー
タ
保
護
違
反
の
事
実
を
詳
細
に
公
開
す
る
こ
と
や
保
護
団
体
で
あ
る
と
い
う
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
な
ど
に
よ
っ

て
、
十
分
そ
の
取
組
み
の
実
効
性
を
確
保
で
き
る
│
│
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、B

C
R

s

や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・

シ
ー
ル
ド
の
よ
う
に
、
執
行
面
を
国
が
担
保
す
る
ほ
か
な
い
│
│
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
制
度
の
も
と
で
も
、Schrem

s

判
決
で
争
点
に
な
っ
た
よ
う
に
、
国
家
の
安
全
に
か
か
わ
る
と
い
う
理
由
で

個
人
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
る
公
権
力
の
行
使
を
忌
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
残
存
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
デ
ー
タ
監

督
機
関
が
第
三
国
の
国
家
の
安
全
に
か
か
わ
る
立
法
を
す
べ
て
調
査
す
る
と
い
う
の
は
、
不
可
能
で
は
な
い
に
せ
よ
、
大
変
な
労
力

を
伴
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
範
囲
に
お
い
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
移
転
先
の
国
家
安
全
に
関
す
る
法
に
従
う
と
い
う
デ
ー
タ
主
体
の
同
意
を
も
っ
て
足
り
る
と

47
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解
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
三
国
に
個
人
デ
ー
タ
保
護
に
関
す
る
適
切
な
一
般
的
仕
組
み
を
作
り
上
げ
て
も
ら
う
こ
と
は
重
要

で
あ
る
が
、
そ
の
仕
組
み
の
枠
を
超
え
る
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
よ
う
な
デ
ー
タ
収
集
に
つ
い
て
は
、
そ
の
第
三
国
か
ら
の
サ
ー
ビ

ス
提
供
・
利
用
を
求
め
る
利
用
者
や
消
費
者
か
ら
の
同
意
を
も
っ
て
足
り
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
（
第
三
国
国
民
と
同
一
条
件
の
原

則
）。

　

つ
い
最
近
ま
で
、
個
人
デ
ー
タ
保
護
を
研
究
す
る
日
本
人
の
専
門
家
は
、
Ｅ
Ｕ
が
一
枚
岩
だ
と
信
じ
て
き
た
者
が
少
な
か
ら
ず
い

る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
二
〇
一
六
年
六
月
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
を
国
民
投
票
で
決
め
た
。
ド
イ
ツ
の
一
人
勝
ち
と
い
わ
れ
る

Ｅ
Ｕ
で
離
脱
ド
ミ
ノ
が
こ
れ
か
ら
起
き
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
が
、
今
後
、
経
済
的
な
成
功
を
お
さ
め
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
十
分
現
実
味
を
帯
び
て
く
る
。

　

そ
の
場
合
に
も
、
日
本
は
、
Ｅ
Ｕ
に
固
執
す
る
の
か
と
い
う
点
を
含
め
、
今
一
度
、
Ｅ
Ｕ
の
第
三
国
に
対
す
る
デ
ー
タ
保
護
体
制

を
冷
静
に
見
極
め
る
時
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
法
制
度
を
策
定
す
る
と
き
に
、
政
治
的
、
外
交
的
、
経
済
的
要
因
な

ど
が
つ
き
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
国
の
個
人
デ
ー
タ
保
護
に
と
っ
て
、
真
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
視
点
に
立
ち
返
る

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

注
＊
本
稿
は
、
主
に
、
前
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
デ
ー
タ
保
護
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
ビ
リ
ー
・
ホ
ー
ク
ス
氏
と
の
議
論
、
ま
た
、
私
が
二
〇
一
五
年
に
担

当
し
た
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ダ
ブ
リ
ン
大
学
大
学
院
の
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
デ
ー
タ
保
護
」
と
称
す
る
講
義
の
受
講
学
生
と
の
議
論
に

お
い
て
、
考
え
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
々
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
亜
細
亜
大
学
の
海
外
研
究
制
度
に
よ
っ
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て
、
二
〇
一
五
年
四
月
か
ら
一
年
間
、
研
究
に
専
念
す
る
と
い
う
貴
重
な
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
普
段
の
恵
ま
れ
た
研
究
環

境
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
感
謝
し
た
い
。
本
稿
が
、
亜
細
亜
大
学
法
学
部
五
〇
周
年
と
い
う
節
目
の
号
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と

も
、
大
変
う
れ
し
く
思
う
。

（
１
）  C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

 F
R

O
M

 T
H

E
 C

O
M

M
ISSIO

N
 T

O
 T

H
E

 E
U

R
O

P
E

A
N

 PA
R

LIA
M

E
N

T, T
H

E
 C

O
U

N
C

IL, T
H

E
 

E
U

R
O

PE
A

N
 E

C
O

N
O

M
IC

 A
N

D
 SO

C
IA

L C
O

M
M

IT
T

E
E

 A
N

D
 T

H
E

 C
O

M
M

IT
T

E
E

 O
F T

H
E

 R
E

G
IO

N
S Safeguarding 

Privacy in a C
onnected W

orld A
 E

uropean D
ata Protection Fram

ew
ork for the 21st C

entury.

（
２
）D

irective 95/46/E
C

 of the E
uropean Parliam

ent and of the C
ouncil of 24 O

ctober 1995 on the protection of individuals 

w
ith regard to the processing of personal data and on the free m

ovem
ent of such data.

（
３
）　

こ
れ
ら
の
提
案
の
詳
し
い
経
緯
や
内
容
に
つ
い
て
は
、
石
井
夏
生
利
『
個
人
情
報
保
護
法
の
現
在
と
未
来
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
四
年
）

四
三

－

一
七
〇
頁
を
参
照
。

（
４
）　R

egulation (E
U

) 2016/679 of the E
uropean Parliam

ent and of the C
ouncil of 27 A

pril 2016 on the protection of natural 

persons w
ith regard to the processing of personal data and on the free m

ovem
ent of such data, and repealing D

irective 

95/46/E
C

.

 
 

本
規
則
の
仮
訳
に
つ
い
て
は
、
一
般
財
団
法
人
日
本
情
報
経
済
社
会
推
進
協
会
（JIPD

E
C

）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
さ
れ
て
い
る

（https://w
w

w
.jipdec.or.jp/library/archives/gdpr.htm

l

）。
な
お
、
こ
の
翻
訳
は
、
厳
し
い
時
間
的
な
制
約
を
伴
う
中
で
作
ら
れ
た

仮
訳
で
あ
り
（
も
と
よ
り
、
外
国
法
の
翻
訳
が
完
訳
と
な
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
が
）、
か
つ
、
リ
サ
イ
タ
ル
の
部
分
を
欠
い
た
も
の

で
あ
る
が
、
今
後
、
適
宜
、
追
加
及
び
修
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
５
）　D

irective (E
U

) 2016/680 of the E
uropean Parliam

ent and of the C
ouncil of 27 A

pril 2016 on the protection of natural 

persons w
ith regard to the processing of personal data by com

petent authorities for the purposes of the prevention, 

investigation, detection or prosecution of crim
inal offences or the execution of crim

inal penalties, and on the free 

m
ovem

ent of such data, and repealing C
ouncil Fram

ew
ork D

ecision 2008/977/JH
A

; D
irective (E

U
) 2016/681 of the 

E
uropean Parliam

ent and of the C
ouncil of 27 A

pril 2016 on the use of passenger nam
e record (PN

R
) data for the 

prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crim
e.
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（
６
）　

同
作
業
部
会
は
、
文
字
通
り
、
デ
ー
タ
保
護
指
令
二
九
条
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
機
関
で
あ
る
。
同
機
関
は
、
諮
問
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
使
す
る
。
こ
の
機
関
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
に
お
い
て
、
そ
の
地
位
が
さ
ら
に
高
め
ら
れ
、
欧
州
デ
ー
タ
保
護
会

議
（E

uropean D
ata Protection B

oard

）
に
改
組
さ
れ
た （
六
八
条
〜
七
六
条
）。

（
７
）  ‘ W

orking D
ocum

ent T
ransfers of personal data to third countries: A

pplying A
rticles 25 and 26 of the E

U
 data 

protection directive’  adopted on 24 July 1998.

（
８
）　

M
axim

illiam
 Schrem

s v. D
ata Protection C

om
m

issioner (C
-362/14) [2015].

（
９
）　C

hristopher K
uner, ‘ D

eveloping an A
dequate Legal Fram

ew
ork for International D

ata T
ransfers’  in Serge G

utw
irth et 

al. (eds), R
einventing D

ata Protection? (Springer 2009) 263, 266-267.

（
10
）　http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

.

（
11
）　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
十
分
性
が
、
究
極
的
に
は
政
治
的
な
理
由
で
認
め
ら
れ
た
とK

uner

氏
は
指
摘
し
て
い
る
（K

uner, ‘ D
eveloping 

an A
dequate Legal Fram

ew
ork for International D

ata T
ransfers’ , 265, 271

）。

（
12
）　

二
九
条
作
業
部
会
は
、
二
〇
〇
一
年
一
月
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
対
す
る
十
分
性
審
査
の
第
一
次
審
査
と
し
て
、
同
国
の
個
人
情
報

保
護
制
度
が
十
分
性
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
（A

rticle 29 D
ata Protection W

orking Party O
pinion 3/2001 on the 

level of protection of the A
ustralian Privacy A

m
endm

ent (Private Sector) A
ct 2000, adopted on 26 January 2001(W

P40)

）。

こ
の
結
果
を
受
け
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
当
該
法
制
度
を
改
正
し
た
が
、
そ
の
後
、
十
分
性
審
査
を
受
け
て
パ
ス
し
た
と
い
う
情
報

は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
な
い
。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
石
井
九
〇

－

九
一
頁
を
参
照
。

（
13
）　‘ C

om
m

ission D
ecision of 26 July 2000 pursuant to D

irective 95/46/E
C

 of the E
uropean Parliam

ent and of the C
ouncil 

on the adequacy of the protection provided by the safe harbour privacy principles and related frequently asked questions 

issued by the U
S D

epartm
ent of C

om
m

erce’  D
ecision 2000/520/E

C
.

（
14
）　

こ
のfrivolous and vexatious

と
い
う
言
葉
は
、
法
的
な
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
も
ち
ろ
ん
法
的
な
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
の
持
つ
ネ
ゲ
テ
ィ
ヴ
か
つ
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
語
感
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
新
聞
報
道
、
専
門
家
の
コ
メ
ン
ト
、

文
献
な
ど
で
頻
繁
に
引
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
デ
ー
タ
保
護
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
、
デ
ー
タ
保
護
に
消
極
的
で
あ
る
か

の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
役
立
っ
た
（
そ
の
後
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
デ
ー
タ
保
護
機
関
の
大
幅
な
人
員
及
び
予
算
の
増
加
に
つ
な
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が
っ
た
た
め
、
プ
ラ
ス
の
面
も
あ
る
）。
し
か
し
、Schrem

s

氏
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
多
く
の
苦
情
申
し
立
て
を
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の

す
べ
て
に
つ
い
て
、
同
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
専
門
家
を
雇
い
調
査
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
をSchrem

s

氏
に
報
告
す
る
予
定
で
あ
っ

た
矢
先
、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
に
関
す
る
苦
情
に
的
を
絞
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
提
訴
す
る
た
め
、
そ
れ
以
外
の
申
し
立
て
を
取
り
下
げ
た

の
で
あ
る
。

（
15
）　

M
axim

illiam
 Schrem

s v. D
ata Protection C

om
m

issioner [2014] IE
H

C
 310.

（
16
）　

一
部
で
誤
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
無
効
と
判
断
し
た
の
で
は
な
く
、

同
制
度
の
十
分
性
を
認
め
た
欧
州
委
員
会
の
決
定
を
無
効
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
上
、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
協
定
を
無
効
と
し
た

と
も
い
い
得
る
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
同
協
定
に
十
分
性
の
決
定
を
与
え
た
欧
州
委
員
会
の
判
断
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
市
民
の
権
利
が

侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
同
委
員
会
が
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
同
決
定
を
無
効
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

（
17
）　

こ
の
判
決
に
対
す
る
日
本
の
評
釈
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

 

藤
井
秀
之
「
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
る
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
協
定
無
効
判
決
に
つ
い
て
」InfoC

om

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
情
報
通
信
総
合
研

究
所
、
二
〇
一
五
年
）（https://w

w
w

.icr.co.jp/new
sletter/law

20151008-fujii.htm
l

）。

 

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
イ
、
杉
本
武
重
、
イ
ツ
ィ
ッ
ク
・
ベ
ニ
ズ
リ
「
欧
州
委
員
会
の
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
決
定
を
無
効
と
し
た
欧
州
連
合
司

法
裁
判
所
二
〇
一
五
年
一
〇
月
六
日
付
判
決
」
国
際
商
事
法
務
第
四
三
巻
一
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
七
五
〇
頁
。

 

中
西
優
美
子
「
Ｅ
Ｕ
か
ら
第
三
国
へ
の
個
人
デ
ー
タ
移
転
と
欧
州
委
員
会
の
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
決
定
（
Ⅵ
㈣
）
自
治
研
究
第
九
二
巻
第

九
号
（
二
〇
一
六
年
）
九
六
頁
。

 

中
村
民
雄
「
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
個
人
情
報
域
外
移
転
事
件
」
法
律
時
報
八
八
巻
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
一
二
頁
。

 

拙
稿
「Im

plications of the Judgem
ent on the U

S Safe H
arbour A

greem
ent

」
比
較
法
雑
誌
五
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）（
脱

稿
済
み
）。

（
18
）　

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
シ
ー
ル
ド
は
、
複
数
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
官
庁
か
ら
出
さ
れ
た
多
く
の
文
書
か
ら
な
る
。
こ
の
全
体
の
リ
ス
ト
に

つ
い
て
は
、
商
務
省
か
ら
欧
州
委
員
会
へ
の
文
書
で
示
さ
れ
て
い
る
（http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-
shield-adequacy-decision-annex-1_en.pdf

）。
ま
た
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
サ
イ
ト
か
ら
入
手
可
能
で
あ
る

 
 

（http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/privacy-shield-adequacy-decision-annex-2_en.pdf

）。
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（
19
）  ‘ C

O
M

M
ISSIO

N
 IM

P
LE

M
E

N
T

IN
G

 D
E

C
ISIO

N
 of 12.7.2016 pursuant to D

irective 95/46/E
C

 of the E
uropean 

Parliam
ent and of the C

ouncil on the adequacy of the protection provided by the E
U

-U
.S. Privacy Shield’  C

(2016) 4176 

final.

（
20
）　‘ Statem

ent of the A
rticle 29 W

orking Party’  issued on 16 O
ctober 2015.

（
21
）　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
デ
ー
タ
保
護
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
こ
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
（‘ U

pdate on Litigation 

Involving Facebook and M
axim

ilian Schrem
s’  https://w

w
w

.dataprotection.ie/docs/28-9-2016-E
xplanatory-m

em
o-on-

litigation-involving-Facebook-and-M
axim

ilian-Schrem
s/1598.htm

）。

（
22
）　‘ O

pinion 15/2011 on the definition of consent’  adopted on 13 July 2011.

（
23
）　

越
境
的
個
人
デ
ー
タ
の
移
転
に
限
ら
ず
、
同
意
を
個
人
デ
ー
タ
移
転
の
法
的
基
礎
と
す
る
こ
と
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の

専
門
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（see e.g. D

aniel J. Solove, ‘ Introduction: Privacy Self-M
anagem

ent and the C
onsent 

D
ilem

m
a’  (2013) 126 H

arvard Law
 R

eview
 1880; H

elen N
issenbaum

, ‘ A
 C

ontextual A
pproach to Privacy O

nline’  (Fall 

2011) 140 D
œ

dalus, Journal of the A
m

erican A
cadem

y of A
rts &

 Sciences 32

）。
そ
の
同
意
に
対
す
る
批
判
の
骨
子
は
、
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
（inform

ed consent

）
の
実
現
困
難
性
、
及
び
、
同
意
と
引
き
換
え
に
受
け
る
利
益
と
の
不
均
衡

（disproportionate trade-off

）
と
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
24
）　

G
oogle Spain SL and G

oogle Inc. v. A
gencia E

spanola de Protection de D
atos (C

-131/12) [2014].

（
25
）　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
）
二
九
条
の
四

で
は
、
特
定
個
人
情
報
の
漏
え
い
な
ど
が
生
じ
た
場
合
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
報
告
す
る
こ
と
を

求
め
て
い
る
。

（
26
）　

藤
原
靜
雄
「
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
国
際
的
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
号
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
六

四
、
六
六

－

六
八
頁
。

（
27
）　

結
論
同
旨
、
宮
下
紘
『
事
例
で
学
ぶ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
』（
朝
陽
会
、
二
〇
一
六
年
）
一
三
二
頁
。

（
28
）　

欧
州
人
権
裁
判
所
（E

uropean C
ourt of H

um
an R

ights

）
で
は
、
国
家
の
安
全
を
理
由
と
し
た
包
括
的
か
つ
無
差
別
的
な
個
人
デ
ー

タ
の
収
集
に
つ
い
て
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
ロ
シ
ア
の
ケ
ー
ス
が
争
わ
れ
、
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
で
も
、
当
該
法
律
の
違
法
性
を
認
め
た
（Szabo 
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and V

issy v. H
ungary A

pp N
o 37138/14 (12 January 2016); R

om
an Zakharov v. R

ussia A
pp N

o 47143/06 (4 D
ecem

ber 

2015)

）。

（
29
）　

日
本
の
独
立
監
督
機
関
で
あ
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
日
置
巴
美
・
板
倉
陽
一
郎
『
平
成
二
七
年
改
正
個
人
情

報
保
護
法
の
し
く
み
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
五
年
）
五
八

－

五
九
頁
の
表
が
詳
し
い
。

（
30
）　

日
本
の
デ
ー
タ
保
護
機
関
に
課
徴
金
（
制
裁
金
）
を
課
す
権
限
を
与
え
る
よ
う
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
稿
と
し
て
、
二
関

辰
郎
「
第
三
者
機
関
を
通
じ
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
の
保
護
」
自
由
と
正
義
六
五
巻
一
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
二
、
三
八
頁
、
宍
戸
常

寿
「
個
人
情
報
保
護
委
員
会
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
八
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
二
、
四
八
頁
が
あ
る
。

（
31
）　

こ
の
専
門
性
や
中
立
性
と
い
う
意
味
が
明
確
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
黒
川
伸
一
「
職
権
行
使
の
独
立
と
立

法
機
能
の
限
界
」
法
学
新
報
一
二
〇
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
三
、
一
二
六

－

一
三
〇
頁
を
参
照
。
黒
川
教
授
は
、
専
門
性

か
ら
独
立
行
政
機
関
を
設
け
る
べ
き
と
演
繹
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
同
感
で
あ
る
。

（
32
）　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
独
立
行
政
機
関
の
正
当
化
論
拠
や
そ
の
合
憲
性
に
関
し
て
検
討
を
加
え
た
労
作
と
し
て
、
駒
村
圭
吾
『
権

力
分
立
の
諸
相
』（
南
窓
社
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
駒
村
教
授
は
、
政
治
的
中
立
性
・
専
門
性
に
替
え
た
新
た
な
論
拠
と

し
て
、
政
府
の
失
敗
（
誠
実
執
行
の
挫
折
）、
熟
慮
的
討
議
等
が
据
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
な
お
、
同
「
内
閣
の
行
政
権

と
行
政
委
員
会
」
憲
法
の
争
点
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
二
二
八
頁
も
参
照
）。

（
33
）　

個
人
デ
ー
タ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
公
的
部
門
に
よ
る
デ
ー
タ
収
集
や
そ
の
利
用
に
対
す
る
監
視
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
デ
ー
タ
を
い
か
に
公
に
開
示
す
る
か
と
い
う
情
報
公
開
の
点
に
お
い
て
も
、
独
立
し
た
第
三
者
機
関
に
よ
っ
て
公
権
力
を
監
視
す
る

必
要
性
が
高
い
（
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方
が
そ
の
必
要
性
が
高
い
と
も
考
え
ら
れ
る
）
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
 

こ
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
、
国
家
秘
密
の
公
開
を
巡
っ
て
顕
在
化
す
る
が
、
そ
の
司
法
的
統
制
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
寒
河
江
和
樹

「
政
府
に
よ
る
情
報
秘
匿
と
情
報
公
開
訴
訟
│
国
家
秘
密
に
対
す
る
司
法
審
査
の
意
義
と
限
界
│
」
法
学
新
報
一
二
三
巻
第
三
・
四
号
（
二

〇
一
六
年
）
一
三
一
頁
を
参
照
。
寒
河
江
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
司
法
的
統
制
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
と
い
う

現
実
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
独
立
し
た
第
三
者
機
関
の
設
立
は
そ
の
解
決
の
一
助
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

（
34
）　

宍
戸
教
授
も
、
同
様
の
趣
旨
か
ら
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
と
個
人
情
報
保
護
委
員
会
と
は
質
的
相
違
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

（
宍
戸
常
寿
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
に
関
す
る
「
独
立
第
三
者
機
関
」
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
六
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
八
頁
、
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二
一
頁
）。

（
35
）　

日
置
『
平
成
二
七
年
改
正
個
人
情
報
保
護
法
の
し
く
み
』
五
一
頁
。

（
36
）　

宍
戸
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
に
関
す
る
「
独
立
第
三
者
機
関
」
に
つ
い
て
」
一
九
頁
。

 
 

個
人
情
報
保
護
委
員
会
を
独
立
し
た
第
三
者
機
関
と
し
て
設
置
し
た
経
緯
や
説
明
に
つ
い
て
は
、
こ
の
宍
戸
教
授
の
論
稿
が
ま
と
ま
っ

て
お
り
参
考
に
な
っ
た
。
な
お
、
宍
戸
教
授
は
、
安
全
に
関
わ
る
個
人
情
報
は
、
そ
の
取
扱
い
が
政
府
内
部
で
不
透
明
な
形
で
完
結
す
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
独
立
し
た
監
視
機
関
の
存
在
が
構
造
的
要
請
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（「
安
全
・
安
心
と
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
号
（
二
〇
一
六
年
夏
号
、
有
斐
閣
）
五
四
、
五
九
頁
）。
だ
が
、
本
文
で
指
摘
し
た
よ
う
に
日
本
の
個
人

情
報
保
護
委
員
会
の
監
視
対
象
が
民
間
部
門
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
で
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
少
な
く
と
も
、

同
委
員
会
が
独
立
し
た
機
関
で
あ
る
べ
き
こ
と
の
説
明
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
た
だ
し
、
宍
戸
教
授
が
、
同
委
員
会
の
独
立

性
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
に
も
読
め
る
）。

（
37
）　

同
旨
、
新
保
史
生
「
改
正
個
人
情
報
保
護
法
の
論
点
」
憲
法
研
究
第
四
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
六

－

四
八
頁
。

（
38
）　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
独
立
機
関
の
「
独
立
」
の
意
義
の
と
ら
え
方
が
、
そ
の
機
関
の
正
当
化
根
拠
を
い
か
に
捉
え
る
か
に
よ
っ

て
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
、
駒
村
『
権
力
分
立
の
諸
相
』
第
二
章
を
参
照
。

（
39
）  

E
uropean C

om
m

ission v. Federal R
epublic of G

erm
any (C

-518/07) [2010]; E
uropean C

om
m

ission v. R
epublic of A

ustria 

(C
-614/10) [2012].

（
40
）　

Ｅ
Ｕ
諸
国
で
も
そ
の
よ
う
な
判
断
が
実
際
に
は
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
い
う
指
摘
と
し
て
、
藤
原
靜
雄
「
公
的
部
門
の
個
人
情

報
保
護
法
制
の
見
直
し
」
法
律
時
報
八
八
巻
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
七
四
、
七
八
頁
を
参
照
。

（
41
）　

注
（
７
）
を
参
照
。

（
42
）　K

uner

氏
は
、
十
分
性
審
査
を
Ｅ
Ｕ
が
維
持
し
続
け
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
第
三
国
へ
と
デ
ー
タ
移
転
す
る

も
の
に
責
任
を
課
す
と
い
う
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（accountability
）
に
力
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（‘ D

eveloping 

an A
dequate Legal Fram

ew
ork for International D

ata T
ransfers’ , 269-272

）。

（
43
）　

D
igital R

ights Ireland and O
thers (C

-293/12 and C
-594/12) [2014].

（
44
）　L

ynskey

教
授
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
十
分
性
審
査
を
中
核
に
据
え
る
こ
と
か
ら
、B

C
R

s

の
利
用
方
法
を
規
定
に
盛
り
込
む
な
ど
他
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論　　説

の
手
段
に
よ
る
デ
ー
タ
移
転
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
（O

rla L
ynskey, ‘ T

he Foundations of E
U

 D
ata Protection 

Law
’  (O

xford U
niversity Press 2015) 44

）。

（
45
）　

本
稿
で
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
い
ち
早
く
諸
外
国
の
状
況
を
日
本
に
伝
え
、
個
人
情

報
保
護
制
度
の
整
備
を
推
進
し
て
き
た
現
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長
で
あ
る
堀
部
政
男
先
生
の
功
績
は
極
め
て
大
き
い
。

（
46
）　

同
旨
、O

rla L
ynskey, ‘ T

he Foundations of E
U

 D
ata Protection Law

’  41-44

を
参
照
。

 
 

L
ynskey

教
授
は
、
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
制
度
を
成
り
行
き
の
優
位
性
（suprem

acy by default

）
と
称
し
、
第
三
国
に
対
す
る

Ｅ
Ｕ
ル
ー
ル
の
優
位
性
の
確
立
は
付
随
的
、
偶
発
的
に
生
ま
れ
た
結
果
（incidental effect

）
で
あ
り
、
第
三
国
は
Ｅ
Ｕ
へ
の
制
度
の
承

認
と
い
う
よ
り
も
実
利
的
観
点
か
ら
こ
れ
に
従
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
他
方
、
同
教
授
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
制
度
を
企
図
さ
れ
た
優
位
性

（suprem
acy by design

）
と
称
し
、
本
規
則
が
、
Ｅ
Ｕ
在
住
の
デ
ー
タ
主
体
に
対
す
る
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
そ
れ
ら
の
者
の

行
動
監
視
を
行
う
場
合
、
Ｅ
Ｕ
域
内
に
拠
点
の
な
い
管
理
者
又
は
取
扱
者
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
在
住
の
デ
ー
タ
主
体
の
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に

も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
（
三
条
⑵
を
参
照
）、
Ｅ
Ｕ
が
そ
の
市
民
の
権
利
を
守
る
た
め
、
同
規
則
の
優
位
性
を
他
国
に
お
い
て
も

図
ろ
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
四
四
頁
）。

（
47
）　K

uner

氏
は
、
民
間
に
よ
る
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
、B

C
R

s

、SC
C

s

、
セ
ー
フ
・
ハ
ー
バ
ー
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
（K

uner, 

‘ T
ransborder D

ata Flow
s and D

ata Privacy Law
’  (O

xford U
niversity Press 2013) 92-96

）。
こ
れ
ら
の
制
度
は
、
デ
ー
タ
保
護

監
督
機
関
を
中
心
と
し
た
公
的
機
関
が
、
と
り
わ
け
執
行
面
を
担
保
す
る
と
い
う
形
で
関
与
す
る
と
い
う
点
で
、
Ｐ
マ
ー
ク
や
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規

格
の
よ
う
な
民
間
の
取
組
み
と
区
別
さ
れ
る
が
、
両
者
は
、
こ
の
制
度
の
利
用
を
望
む
団
体
や
企
業
の
み
が
自
発
的
に

0

0

0

0

0

0

0

利
用
す
る
と
い
う

点
で
共
通
し
て
い
る
。

（
48
）　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
に
お
け
る
Ｃ
Ｂ
Ｐ
Ｒ
（C

ross B
order Privacy R

ules

、
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
越
境
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ル
ー
ル
）

の
取
組
み
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。


