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投
資
保
護
条
約
の
傘
条
項
が
対
象
と
す
る
国
家
契
約
の
違
反
行
為

―

最
近
の
判
例
・
学
説
に
見
ら
れ
る
「
主
権
的
行
為
論
」
の
根
拠
の
検
討
を
中
心
と
し
て―

坂

田

雅

夫

　
　
　

目
次

は
じ
め
に

第
一
章　
「
傘
条
項
」
の
法
的
効
果
を
め
ぐ
る
議
論
の
発
端
…
…
二
つ
の
Ｓ
Ｇ
Ｓ
事
件

　

⑴　

Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件

　

⑵　

Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件

第
二
章　

最
近
の
判
例
・
学
説
に
お
け
る
「
傘
条
項
」
解
釈
と
し
て
の
「
主
権
的
行
為
論
」

　

⑴　

傘
条
項
の
適
用
を
「
主
権
的
権
限
」
の
行
使
を
伴
う
国
家
契
約
違
反
に
限
る
最
近
の
諸
判
例

　

⑵　

ヴ
ェ
ル
デ
論
文
：「
当
初
の
意
図
（original intentions

）」
に
基
づ
く
「
傘
条
項
」
解
釈

第
三
章　
「
主
権
的
行
為
論
」
の
「
傘
条
項
」
の
解
釈
と
し
て
の
妥
当
性

　

⑴　
「
当
初
の
意
図
」
の
存
在
自
体
に
対
す
る
疑
問

　
（
九
三
一
）
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⑵　
「
当
初
の
意
図
」
を
今
日
の
投
資
保
護
条
約
の
解
釈
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問

　

⑶　
「
主
権
的
行
為
論
」
と
国
内
救
済
と
の
関
係

　
　
　

ⅰ　

慣
習
国
際
法
に
お
け
る
「
主
権
的
行
為
論
」
の
根
拠

　
　
　

ⅱ　

投
資
保
護
条
約
に
お
け
る
国
内
的
救
済
の
扱
い
と
「
主
権
的
行
為
論
」
の
妥
当
性

お
わ
り
に

は
じ
め
に

　

国
家
契
約
と
は
、
私
人
と
国
家
が
結
ん
だ
契
約
の
総
称
で
あ
る（

1
）。

こ
れ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
契
約
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
国

家
が
外
国
私
人
と
締
結
し
た
国
家
契
約
の
慣
習
国
際
法
上
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
っ
て
は
今
日
で
も
激
し
い
対
立
が
あ
る
。
そ
の
対
立
は
、
契

約
の
準
拠
法
を
め
ぐ
る
国
際
私
法
上
の
問
題
と
、
国
家
契
約
の
違
反
に
か
か
わ
る
国
際
公
法
上
の
国
家
責
任
の
問
題
が
分
か
ち
が
た
く
結
び

つ
き
、
き
わ
め
て
複
雑
な
物
と
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
対
立
か
ら
国
家
契
約
の
保
護
を
慣
習
国
際
法
に
頼
る
こ
と
に
不
安
を
覚
え
た
先
進
諸

国
は
、
個
別
に
投
資
保
護
条
約
を
締
結
し
、
そ
の
中
で
他
の
締
約
国
の
国
民
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務
の
遵
守
を
確
約
す
る
条
項
を
含
め

る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
五
一
カ
国
が
加
盟
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
憲
章
の
第
一
〇
条
の
末
文
は
「
各
締
約
国
は
、
他
の
い
か
な
る

締
約
国
の
投
資
家
も
し
く
は
投
資
家
に
よ
る
投
資
に
対
し
て
負
っ
た
い
か
な
る
義
務
も
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
（E

ach C
ontracting P

arty 

sh
all observe an

y obligation
s it h

as en
tered

 in
to w

ith
 an

 In
vestor or an

 In
vestm

en
t of an

 In
vestor of an

y oth
er 

C
ontracting P

arty

）」
と
規
定
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
条
項
は
他
の
多
数
の
投
資
保
護
条
約
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。こ
の
種
の
条
項
は
「
傘

条
項
（um

brella clause

）」、「
合
意
遵
守
条
項
（pacta sunt servanda clause
）」
も
し
く
は
「
鏡
条
項
（m

irror effect clause

）」

　
（
九
三
二
）
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と
呼
ば
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
傘
条
項
」
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　

従
来
の
学
説
で
は
、
こ
の
種
の
条
項
に
つ
い
て
、
国
家
契
約
を
遵
守
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
家
契
約
上
の
義
務
に
違

反
す
る
行
為
は
、
同
時
に
投
資
保
護
条
約
の
こ
の
種
の
条
項
の
違
反
を
も
構
成
す
る（

2
）、

と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
多
く
の
投
資
保
護
条

約
が
こ
の
種
の
条
項
に
包
括
的
な
文
言
を
用
い
て
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
か
か
る
条
項
に
照
ら
せ
ば

国
家
契
約
上
の
権
利
の
侵
害
行
為
は
、「
契
約
違
反
の
結
果
で
あ
れ
、
立
法
や
行
政
行
為
の
結
果
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
国
有
化
に

よ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
違
法
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

3
）」

と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
き
た（

4
）。

　

と
こ
ろ
で
近
年
、
投
資
保
護
条
約
の
仲
裁
裁
判
条
項
に
基
づ
き
、
投
資
家
が
投
資
受
入
国
を
訴
え
る
事
例
の
数
が
急
増
し
て
お
り（

5
）、

訴
訟

多
発
に
対
す
る
危
惧
が
高
ま
っ
て
い
る
。
仲
裁
裁
判
に
付
託
さ
れ
る
紛
争
の
中
に
は
国
家
契
約
の
解
釈
を
争
う
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ら
の
事

件
に
お
い
て
は
、
国
家
契
約
に
違
反
す
る
行
為
が
、
同
時
に
事
実
と
し
て
投
資
保
護
条
約
上
の
義
務
違
反
行
為
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
条

約
の
紛
争
解
決
手
続
き
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
か
か
る
紛
争
は
投
資
受
入
国
の
国
内
裁
判
所
で
ま
ず
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
紛
争
が
直
接
に
仲
裁
裁
判
に
付
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
訴
訟
の
多
発
を
招
く
一
因
に
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
国
家
契
約
の
違
反
に
か
か
わ
る
紛
争
は
い
か
な
る
場
合
に
投
資
保
護
条
約
の
定
め
る
紛
争
解
決
手
続
き
を
利
用
で

き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仲
裁
裁
判
に
か
か
る
紛
争
を
制
限
し
よ
う
と
試
み
る
論
者
が
特
に
問
題
と
し
た

の
は
、
多
く
の
投
資
保
護
条
約
に
含
ま
れ
る
「
傘
条
項
」
で
あ
る
。
従
来
の
学
説
に
よ
る
「
傘
条
項
」
解
釈
で
は
、
国
家
契
約
の
い
か
な
る

違
反
も
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
の
違
反
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
投
資
家
が
条
約
の
定
め
る
仲
裁
手
続
き
を
利
用
可
能
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
か
か
る
背
景
か
ら
、
最
近
の
仲
裁
判
例
及
び
学
説
の
中
に
は
、
従
来
の
学
説
に
よ
る
「
傘
条
項
」
の
解
釈
を
否
定
も
し
く
は
修

正
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
が
現
れ
た
。

　

議
論
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
に
下
さ
れ
た
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
の
管
轄
権
判
決
だ
っ
た
。
こ
の
判
決
は
、

　
（
九
三
三
）
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ス
イ
ス
・
パ
キ
ス
タ
ン
投
資
保
護
条
約
に
含
ま
れ
て
い
た
「
傘
条
項
」
に
つ
い
て
、
国
家
契
約
の
違
反
が
同
時
に
「
傘
条
項
」
の
違
反
に
な

る
、
と
い
う
従
来
の
通
説
を
、
訴
訟
の
多
発
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
由
に
基
づ
き
否
定
し
た
。
こ
の
判
決
で
の
「
傘
条
項
」
解
釈
は
、

そ
の
後
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
、
批
判
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
以
降
、
国
家
契
約
の
あ
ら
ゆ
る
違
反
が
同
時
に
「
傘
条
項
」
の
違
反
と
な
る
、

と
い
う
従
来
の
通
説
的
解
釈
を
と
っ
た
判
決
も
い
く
つ
か
出
さ
れ
た
が
、
比
較
的
多
数
の
判
決
は
「
傘
条
項
」
違
反
と
な
る
国
家
契
約
の
違

反
行
為
を
限
定
す
る
、
新
た
な
「
傘
条
項
」
解
釈
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
判
例
は
、「
国
家
契
約
の
単
な
る
違
反
で
は
投
資
保
護

条
約
の
「
傘
条
項
」
の
違
反
と
は
な
ら
な
い
、
国
家
が
立
法
を
通
じ
て
契
約
を
無
効
化
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
国
家
契
約
の
違
反
行
為
が
一

般
人
に
は
行
使
で
き
な
い
国
家
固
有
の
主
権
的
権
限
（sovereign prerogatives, puissance public （

6
））

の
行
使
の
結
果
で
あ
る
場
合
に
の

み
「
傘
条
項
」
の
違
反
が
成
立
す
る
」
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
の
で
あ
る（

7
）。

か
か
る
主
張
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
か
つ
て
慣
習
国
際
法
上

に
お
い
て
国
家
契
約
の
違
反
の
問
題
を
扱
う
と
き
に
も
主
張
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
慣
習
国
際
法
上
の
も
の
も
含
め
て
、「
国
家
契
約
の

違
反
が
国
際
法
違
反
と
な
る
に
は
、
単
な
る
契
約
違
反
で
は
な
く
主
権
的
権
限
の
行
使
を
伴
う
契
約
違
反
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

主
張
を
便
宜
的
に
「
主
権
的
行
為
論
」
と
称
し
て
お
く
。
さ
て
こ
の
主
張
は
、
な
ぜ
主
権
的
権
限
が
行
使
さ
れ
た
行
為
に
の
み
「
傘
条
項
」

が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
主
権
的
権
限
の
行
使
を
伴
う
行
為
と
は
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
た
が
、

判
例
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
疑
問
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
ヴ
ェ
ル
デ
が
二
〇
〇
五
年
に
公
表
し
た
論
文

に
お
い
て
、
こ
の
「
主
権
的
行
為
論
」
を
詳
細
に
論
じ
た
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
仲
裁
裁
判
へ
の
付
託
の
増
加
問
題
に
対
し
て
仲
裁
裁
判
所
お
よ
び
学
説
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
を
傘
条
項
の
解
釈
問
題
を
中
心
と
し
て
概
観
し
、
そ
の
上
で
そ
れ
ら
の
解
釈
の
中
で
も
有
力
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
「
主
権
的
行
為

論
」
が
一
般
的
な
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
の
解
釈
と
し
て
妥
当
か
否
か
、
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
に

お
い
て
、「
傘
条
項
」
の
解
釈
論
争
の
契
機
と
な
っ
た
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
と
、「
傘
条
項
」
に
つ
い
て
先
の
判
決
と
ま
っ
た
く
異
な

　
（
九
三
四
）
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る
解
釈
を
し
た
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
を
整
理
・
検
討
す
る
。
第
二
章
で
は
、
先
の
二
つ
の
判
決
に
対
す
る
批
判
の
上
に
「
主
権
的
行

為
論
」
を
主
張
し
た
ヴ
ェ
ル
デ
の
論
文
と
、「
傘
条
項
」
を
ヴ
ェ
ル
デ
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
た
よ
り
最
近
の
判
例
を
紹
介
し
、
こ
の
論
が

ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
に
お
い
て
、
先
の
章
で
明
ら
か
に
し
た
根

拠
を
検
討
し
て
、「
主
権
的
行
為
論
」
が
一
般
的
な
「
傘
条
項
」
の
解
釈
と
し
て
妥
当
か
否
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
た
い
。

第
一
章　
「
傘
条
項
」
の
法
的
効
果
を
め
ぐ
る
議
論
の
発
端
…
…
二
つ
の
Ｓ
Ｇ
Ｓ
事
件

⑴　

Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決

　

Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
は
、「
他
の
締
約
国
の
投
資
家
に
よ
る
投
資
に
関
し
て
な
さ
れ
た
約
束
の
遵
守
を
常
に
保
障
す
る
」
と

す
る
ス
イ
ス
・
パ
キ
ス
タ
ン
投
資
保
護
条
約
一
一
条
の
規
定
に
つ
い
て
、
国
家
契
約
の
違
反
を
同
時
に
か
か
る
条
項
の
違
反
と
す
る
法
的
効

果
を
持
つ
条
項
と
は
み
な
せ
な
い
、
と
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
ス
イ
ス
・
パ
キ
ス
タ
ン
投
資
保
護
条
約
に
限
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
し

た
。
し
か
し
判
決
に
お
い
て
他
の
投
資
保
護
条
約
に
お
け
る
類
似
の
条
項
と
の
違
い
を
説
明
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
判
決
に
お
け
る
解

釈
が
「
傘
条
項
」
解
釈
の
一
般
的
先
例
と
し
て
そ
の
後
の
学
説
・
判
例
に
盛
ん
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
判
決
は
そ
の
後
の
学

説
・
判
例
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
、「
傘
条
項
」
の
法
的
効
果
を
め
ぐ
る
論
争
の
契
機
と
な
っ
た
。

　

こ
の
事
件
の
原
告
は
ス
イ
ス
籍
の
企
業
Ｓ
Ｇ
Ｓ
で
あ
り
、
被
告
は
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
で
あ
る
。
原
告
で
あ
る
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
ス
イ
ス
に
本
拠
を

持
つ
多
国
籍
企
業
で
、
世
界
各
国
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。
原
告
は
被
告
で
あ
る
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
と
一
九
九
四
年

に
契
約
（
船
積
前
査
察
契
約
：pre-shipm

ent inspection contract
）
を
結
び
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
輸
出
さ
れ
る
物
品
の
査
察
業
務
を
代
行

し
て
い
た
。
こ
の
査
察
業
務
の
目
的
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
へ
の
輸
出
品
を
前
も
っ
て
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
関
税
業
務
の
円
滑
化
を
図
る
こ

と
に
あ
っ
た
。
業
務
の
内
容
は
、
主
に
Ｓ
Ｇ
Ｓ
が
船
積
み
前
の
商
品
の
内
容
を
確
認
し
て
、
そ
の
商
品
に
応
じ
た
適
切
な
関
税
割
合
を
算
出

　
（
九
三
五
）
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し
、
そ
の
上
で
関
税
に
関
す
る
情
報
を
パ
キ
ス
タ
ン
の
関
税
当
局
へ
と
通
知
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
問
題
と
さ
れ
た
船
積
前
査
察
契
約
に
は

五
年
の
期
限
が
規
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
期
限
は
契
約
当
事
者
の
反
対
が
無
い
限
り
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
九

四
年
に
締
結
し
た
契
約
は
、
一
九
九
五
年
一
月
一
日
付
け
で
発
効
し
た
。
そ
の
後
、
契
約
義
務
の
履
行
を
め
ぐ
っ
て
両
者
間
に
争
い
が
生
じ
、

一
九
九
六
年
一
二
月
一
二
日
に
パ
キ
ス
タ
ン
は
、
翌
年
三
月
一
一
日
を
も
っ
て
契
約
を
終
了
さ
せ
る
旨
の
通
知
を
行
っ
た（

8
）。

契
約
に
は
、
契

約
発
効
か
ら
一
年
が
経
過
し
、
そ
れ
ま
で
の
他
方
の
当
事
者
の
契
約
履
行
状
況
を
評
価
し
た
上
で
、
両
当
事
者
は
三
ヵ
月
の
予
告
期
間
の
後

に
、
い
つ
で
も
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
。

　

契
約
終
了
通
告
の
後
、
当
該
契
約
の
両
当
事
者
お
よ
び
Ｓ
Ｇ
Ｓ
の
本
国
で
あ
る
ス
イ
ス
の
三
者
間
に
交
渉
が
も
た
れ
た
が
、
問
題
の
決
着

に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
問
題
と
な
っ
た
船
積
前
査
察
契
約
に
は
紛
争
解
決
手
続
き
と
し
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
で
同
国
の

仲
裁
裁
判
規
則
に
基
づ
く
仲
裁
裁
判
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
八
年
一
月
一
二
日
に
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
ス
イ
ス
の
国
内
裁
判
所
に
訴
え
を
提

起
し
た
。
訴
え
の
要
点
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
契
約
に
基
づ
く
業
務
を
誠
実
に
履
行
し
て
き
て
お
り
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
よ
る
契
約
終
了
行
為
は
違
法

で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
イ
ス
の
国
内
裁
判
所
で
は
、
第
一
審
が
契
約
の
仲
裁
裁
判
条
項
に
照
ら
し
て
ス
イ
ス
の
裁
判
所
の
管

轄
権
を
否
定
し
、
上
級
審
が
主
権
免
除
の
原
則
に
基
づ
い
て
訴
え
を
棄
却
し
た
。
Ｓ
Ｇ
Ｓ
の
動
き
に
対
し
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
は
契
約
に

含
ま
れ
て
い
た
仲
裁
裁
判
条
項
に
基
づ
き
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
マ
バ
ー
ド
で
の
仲
裁
裁
判
所
の
設
置
を
求
め
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
の
国
内

法
で
あ
る
仲
裁
規
則
に
よ
る
と
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
上
級
民
事
裁
判
所
（senior civil judges

）
が
仲
裁
裁
判
所
の
裁
判
官
を
任
命
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
同
国
は
仲
裁
裁
判
官
の
任
命
を
求
め
て
手
続
き
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
Ｓ
Ｇ
Ｓ
側
は
こ
の
動
き
に
対
し
て
、
ス
イ
ス
・

パ
キ
ス
タ
ン
間
の
投
資
保
護
条
約
に
定
め
る
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
の
仲
裁
手
続
き
の
利
用
を
パ
キ
ス
タ
ン
に
求
め
、
二
〇
〇
一
年

一
〇
月
に
同
条
約
の
仲
裁
裁
判
条
項
に
基
づ
い
て
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
）
の
仲
裁
手
続
き
に
事
件
を
付
託
し
た
。

　

パ
キ
ス
タ
ン
政
府
は
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
仲
裁
手
続
き
の
管
轄
権
を
争
っ
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
は
、
本
件
に
お
け
る
紛
争
が
専
ら
両
当
事
者
間

　
（
九
三
六
）
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の
契
約
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
問
題
と
さ
れ
る
船
積
前
査
察
契
約
が
定
め
る
紛
争
解
決
手
続
き
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と

主
張
し
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
仲
裁
は
二
〇
〇
三
年
八
月
六
日
に
管
轄
権
判
決
を
下
し
、
条
約
違
反
の
問
題
に
は
管
轄
権
を
持
つ
が
、
契
約
違

反
の
問
題
に
は
管
轄
権
を
持
た
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
事
件
は
二
〇
〇
四
年
に
当
事
者
間
の
和
解
に
よ
り
問
題
が
解
決
さ
れ
た
た
め
に
、

本
案
判
決
は
下
さ
れ
て
い
な
い
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
仲
裁
手
続
き
の
管
轄
権
段
階
で
最
も
争
わ
れ
た
点
は
、
ス
イ
ス
・
パ
キ
ス
タ
ン
投
資
保
護
条
約
の
第
一
一
条
の
規
定
で
あ
る
。

第
一
一
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

い
ず
れ
の
締
約
国
も
他
の
締
約
国
の
投
資
家
に
よ
る
投
資
に
関
係
し
て
な
し
た
約
束
の
遵
守
を
常
に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（E

ither C
ontracting P

arty shall constantly guarantee the observance of the com
m

itm
ents it has entered 

into w
ith respect to the investm

ents of the investors of the other C
ontracting P

arty.

）

こ
の
条
項
に
つ
い
て
、
原
告
で
あ
る
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
、「
あ
ら
ゆ
る
契
約
上
の
請
求
を
二
国
間
投
資
保
護
条
約
の
違
反
の
請
求
へ
と
引
き
上
げ
る

（elevate

）
も
の
だ（

9
）」

と
主
張
し
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
は
、
同
条
項
は
あ
く
ま
で
二
次
的
（second order

）
な
も
の
で
あ
り
、
船
積
前

査
察
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
紛
争
解
決
手
続
き
が
、
一
次
的
（first order

）
な
も
の
と
な
る（

10
）、

と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
同
条
項
の
適
用

対
象
と
な
る
契
約
違
反
は
、
一
次
的
な
、
す
な
わ
ち
船
積
前
査
察
契
約
で
定
め
ら
れ
た
紛
争
解
決
手
続
き
の
場
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
契
約

違
反
の
み
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
は
さ
ら
に
、
仮
に
Ｓ
Ｇ
Ｓ
に
よ
る
同
条
項
の
解
釈
が
正
し
い
と
し
て
も
、

船
積
前
査
察
協
定
に
定
め
ら
れ
た
紛
争
解
決
手
続
き
が
特
別
法
と
し
て
二
国
間
投
資
保
護
条
約
の
一
般
的
諸
条
項
に
優
位
す
る
た
め
に
、
投

資
保
護
条
約
の
紛
争
解
決
手
続
き
は
利
用
で
き
な
い（

11
）、

と
主
張
し
た
。

　
（
九
三
七
）
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仲
裁
裁
判
所
の
管
轄
権
判
決
は
、
一
一
条
の
解
釈
に
関
し
て
、
原
告
・
被
告
の
い
ず
れ
の
見
解
を
も
取
ら
な
か
っ
た
。
判
決
は
、
一
一
条

の
「
文
言
の
通
常
の
意
味
」
及
び
そ
の
「
目
的
」
に
従
い
解
釈
す
れ
ば
、
原
告
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
べ
き
説
得
力
の
あ
る
根
拠
を
見
出
し

え
な
か
っ
た（

12
）、

と
述
べ
る
。
判
決
は
、「
遵
守
を
常
に
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
に
は
、「
締
約
国
の
新
た
な
国
際
法
上
の

義
務
を
創
設
す
る
」
意
図
が
あ
っ
た
と
は
見
受
け
ら
れ
な
い（

13
）、と

い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
判
決
は
、一
一
条
の
「
約
束
（com

m
itm

ents

）」

と
い
う
文
言
に
着
目
し
、
こ
れ
に
は
「
法
人
と
し
て
の
国
家
自
身
、
そ
の
各
事
務
機
関
、
下
部
機
関
（
地
方
自
治
体
）」
な
ど
、
国
家
責
任

法
上
そ
の
行
為
が
国
に
帰
属
す
る
全
て
の
者
と
の
「
約
束
」
が
含
ま
れ
る
、
と
し
、
そ
れ
は
こ
の
条
項
の
適
用
範
囲
が
ほ
ぼ
無
限
に
広
が
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
。
判
決
は
、
ま
ず
国
家
契
約
の
違
反
は
そ
れ
自
体
で
は
国
際
法
違
反
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
般
国
際

法
上
の
原
則
、
そ
し
て
第
一
一
条
の
適
用
範
囲
が
極
め
て
広
範
囲
に
及
ぶ
た
め
に
、
原
告
が
主
張
す
る
同
条
項
の
解
釈
が
導
く
法
的
な
帰
結

が
締
約
国
に
課
す
負
担
、
こ
の
二
点
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
原
告
に
は
明
白
で
、
か
つ
説
得
力
の
あ
る
証
拠
を
提
示
す
る
義
務
が
あ
る（

14
）」

と

す
る
。
裁
判
所
は
、
補
助
的
な
理
由
と
し
て
他
に
二
つ
の
点
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
に
は
、
全
て
の
契
約
違
反
が
条
約
違
反
と
な

る
な
ら
、
投
資
保
護
条
約
の
そ
の
他
の
条
項
が
事
実
上
意
味
の
無
い
も
の
と
な
る
点
、
さ
ら
に
二
つ
目
と
し
て
は
、
第
一
一
条
の
条
項
が
、

条
約
の
中
で
最
後
の
方
に
位
置
し
て
お
り
、
紛
争
解
決
に
関
す
る
規
定
よ
り
も
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
体
的
義
務
を
課
し
て
い

る
と
は
思
え
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る（

15
）。

判
決
は
最
終
的
に
、
原
告
が
そ
の
主
張
を
裏
付
け
る
「
明
白
で
説
得
力
の
あ
る
証
拠
」
を
提
示
し

な
か
っ
た
と
し
て
、
原
告
に
よ
る
第
一
一
条
の
解
釈
を
退
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
件
仲
裁
裁
判
所
は
、「
傘
条
項
」
を
通
し
て
投
資
保

護
条
約
に
基
づ
く
紛
争
解
決
手
続
き
に
あ
ら
ゆ
る
紛
争
が
付
託
さ
れ
れ
ば
、
訴
訟
が
多
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
国
に
過
大
な
負
担
を
負
わ

せ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
。
こ
の
危
惧
こ
そ
が
、
当
該
事
件
に
お
い
て
「
傘
条
項
」
の
法
的
効
果
を
極
め
て
厳
格
に
考
察
し
、
事
実
上
そ
の
法

的
効
果
を
否
定
す
る
見
解
を
裁
判
所
に
取
ら
せ
た
事
実
上
の
理
由
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
の
仲
裁
裁
判
所
は
、
ス
イ
ス
・
パ
キ
ス
タ
ン
投
資
保
護
条
約
の
条
文
の
解
釈
に
限
る
立
場
を
堅
持
し
た
が
、

　
（
九
三
八
）
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他
の
多
数
の
投
資
保
護
条
約
の
類
似
規
定
と
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
条
項
と
の
違
い
を
な
ん
ら
指
摘
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
類
似
の

条
項
の
解
釈
が
争
わ
れ
て
い
る
仲
裁
裁
判
で
本
件
判
決
が
先
例
と
し
て
盛
ん
に
引
用
さ
れ
、
注
目
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
仲
裁
判
例
・
学
説
は

何
ら
か
の
形
で
こ
の
判
決
に
言
及
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
の
判
決
の
「
傘
条
項
」
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
の
要

点
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
で
の
解
釈
に
従
え
ば
、
多
く
の
投
資
保
護
条
約
に
含
ま
れ
る
同
種
の
条
項
は
そ
の
法
的
価
値
が
存

在
し
な
い
こ
と
に
な
る
、
こ
れ
は
条
約
の
規
定
は
意
味
の
あ
る
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
条
約
解
釈
の
原
則
に
反
し
て

い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
条
約
締
約
国
で
あ
る
ス
イ
ス
か
ら
も
批
判
が
な
さ
れ
、
こ
の
判
決
の
権
威
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
。

Ｓ
Ｇ
Ｓ
の
本
国
で
あ
る
ス
イ
ス
は
、
こ
の
判
決
の
直
後
に
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
事
務
局
宛
で
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

ス
イ
ス
政
府
は
二
国
間
投
資
保
護
条
約
の
第
一
一
条
に
関
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
仲
裁
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
に
つ
い
て
重
大
な
懸

念
を
有
し
て
お
り
ま
す
。
仲
裁
裁
判
所
が
、
こ
の
条
項
起
草
時
の
締
約
国
の
意
図
に
極
め
て
重
き
を
置
い
て
い
る
の
に
、
…
…
、

第
一
一
条
の
意
味
に
つ
い
て
締
約
国
の
見
解
を
な
ん
ら
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と
に
疑
念
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
ス
イ
ス
政
府

は
、
仲
裁
裁
判
所
が
第
一
一
条
の
意
味
に
与
え
た
き
わ
め
て
狭
い
解
釈
に
危
機
感
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
解
釈
は
条
約
締
結

時
の
ス
イ
ス
の
意
図
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
諸
国
に
よ
り
締
結
さ
れ
て
い
る
投
資
保
護
条
約
の
同
種
の
条
項
の
意
味
や
、

学
者
に
よ
る
解
説
に
も
支
持
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
…
…
ス
イ
ス
政
府
の
見
解
で
は
、
…
…
約
束
（com

m
itm

ents

）
の
違
反
は

二
国
間
投
資
保
護
条
約
の
紛
争
解
決
手
続
き
に
服
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す（

16
）。

こ
の
よ
う
な
批
判
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
判
決
の
五
ヵ
月
後
に
下
さ
れ
た
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
判
決
で
あ
ろ
う
。

　
（
九
三
九
）
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⑵　

Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
判
決

　

Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
の
原
告
は
先
の
判
決
と
同
様
に
ス
イ
ス
の
企
業
Ｓ
Ｇ
Ｓ
で
、
被
告
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
で
あ
る
。
事
実
関
係

は
先
の
判
決
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
と
の
間
に
船
積
前
査
察
契
約
を
結
ん
で
い
た
。
一
九
八
五
年
に
最

初
の
契
約
が
結
ば
れ
、
契
約
は
自
動
的
に
更
新
さ
れ
て
、
一
五
年
に
わ
た
っ
て
Ｓ
Ｇ
Ｓ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
関
税
業
務
に
携
わ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
三
一
日
、
な
ん
ら
の
理
由
も
付
さ
れ
る
こ
と
が
無
く
契
約
の
継
続
が
打
ち
切
ら
れ
た
。
二
〇
〇
二
年
四
月
二
四

日
、
ス
イ
ス
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
投
資
保
護
条
約
の
仲
裁
裁
判
条
項
に
基
づ
い
て
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
を
相
手
取
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の

仲
裁
手
続
き
を
利
用
す
る
訴
え
を
提
起
し
た
。
ス
イ
ス
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
投
資
保
護
条
約
に
は
、
先
の
ス
イ
ス
・
パ
キ
ス
タ
ン
投
資
保
護
条
約

と
同
様
に
、
約
束
の
遵
守
を
確
約
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
傘
条
項
」
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
条
項
の
解
釈
に
つ
い
て
当
該
仲
裁
裁
判

所
が
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
の
か
が
注
目
さ
れ
た
。

　

問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ス
イ
ス
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
投
資
保
護
条
約
の
第
一
〇
条
二
項
で
あ
る
。
一
〇
条
二
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る

各
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
投
資
家
が
そ
の
領
域
内
で
行
っ
た
特
定
の
投
資
の
関
連
し
て
負
っ
た
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
も
遵
守
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（E

ach C
ontracting P

arty shall observe any obligation it has assum
ed w

ith regard to 

specific investm
ents in its territory by investors of the other C

ontracting P
arty.

）

仲
裁
裁
判
所
は
、
締
約
国
が
負
う
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
が
、
こ
の
条
項
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
文
言
上
明
白
で
あ
る（

17
）、

と
述
べ
る
。
そ
し

て
判
決
は
、
こ
の
結
論
が
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
で
な
さ
れ
た
同
種
の
条
項
の
解
釈
と
対
立
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、

先
の
事
件
で
用
い
ら
れ
た
ス
イ
ス
・
パ
キ
ス
タ
ン
投
資
保
護
条
約
一
一
条
の
文
言
が
、
本
件
の
一
〇
条
二
項
よ
り
も
曖
昧
で
あ
る
と
指
摘
は

　
（
九
四
〇
）
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す
る
も
の
の
、「
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
の
仲
裁
裁
判
所
が
『
傘
条
項
』
に
き
わ
め
て
狭
い
解
釈
を
与
え
た
理
由
を
考
察
し
て
お
く
こ

と
が
適
切
で
あ
ろ
う（

18
）」

と
仲
裁
裁
判
所
は
述
べ
て
、
先
の
判
決
に
お
い
て
解
釈
の
理
由
と
さ
れ
た
諸
点
を
批
判
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
第
一
点
と
し
て
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
は
、「
傘
条
項
」
で
保
護
の
対
象
と
な
る
も
の
が
極
め
て
広
範
囲
に
及
び
う
る

た
め
に
、
そ
れ
ら
の
義
務
の
違
反
が
全
て
投
資
保
護
条
約
違
反
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
締
約
国
に
過
大
な
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る

と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
問
題
点
に
対
し
て
、Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
判
決
は
、こ
の
点
に
つ
い
て
、問
題
と
さ
れ
た
規
定
の
対
象
は
、「
法

的
な
義
務
」
に
限
ら
れ
、
し
か
も
「
投
資
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
約
束
」
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
国
内
法
上
の
紛
争
を
全
て
国
際
的
な
平
面

に
引
き
上
げ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
反
論
し
て
い
る
。
第
二
点
と
し
て
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
が
、
契
約
違
反
は
そ
れ
自
体
で
国

際
法
違
反
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
般
国
際
法
上
の
原
則
を
根
拠
と
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
判
決

は
、
本
件
は
あ
く
ま
で
特
別
法
で
あ
る
条
約
の
解
釈
の
問
題
で
あ
っ
て
、
一
般
国
際
法
上
の
原
則
か
ら
推
定
を
導
く
こ
と
は
出
来
な
い
、
と

反
論
し
て
い
る
。
第
三
点
と
し
て
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
は
、「
傘
条
項
」
を
と
お
し
て
契
約
上
の
紛
争
が
全
て
投
資
保
護
条
約

の
紛
争
解
決
手
続
き
を
利
用
で
き
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
家
契
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る
契
約
自
体
の
紛
争
解
決
規
定
の
意
味
が
失
わ
れ
る
点

に
懸
念
を
表
明
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
判
決
は
そ
の
懸
念
そ
の
も
の
に
は
賛
成
す
る
も
の
の
、
そ
の

懸
念
は
条
約
規
定
の
解
釈
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
反
論
し
て
い
る
。
第
四
点
と
し
て
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
が
、
問
題

と
な
っ
た
条
項
が
条
約
の
終
わ
り
の
方
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
た
点
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
判
決
は

「
規
定
の
位
置
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
反
論
し
て
い
る（

19
）。

　

本
件
の
仲
裁
裁
判
所
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
の
仲
裁
裁
判
所
が
「
傘
条
項
」
に
い
か
な
る
法
的
意
味
づ
け
も
与
え
な
か
っ
た
点

を
批
判
し
、
ス
イ
ス
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
投
資
保
護
条
約
の
一
〇
条
二
項
に
よ
っ
て
、
国
家
が
投
資
化
と
の
契
約
上
の
義
務
を
遵
守
し
な
い
こ
と

は
、
投
資
保
護
条
約
上
の
義
務
違
反
と
な
る（

20
）、

と
い
う
解
釈
を
明
白
に
述
べ
た
。

　
（
九
四
一
）
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「
傘
条
項
」
の
解
釈
に
は
か
か
わ
ら
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
事
件
判
決
は
別
の
理
由
か
ら
本
案
審
議
に
進
ま
な
か

っ
た
。
Ｓ
Ｇ
Ｓ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
の
船
積
前
査
察
契
約
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
国
内
裁
判
所
を
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
指
定
し
て
い
た
。
判
決
は
、

投
資
保
護
条
約
に
基
づ
く
仲
裁
裁
判
所
も
当
事
者
間
の
か
か
る
契
約
規
定
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内

で
の
紛
争
解
決
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
投
資
保
護
条
約
に
基
づ
く
請
求
は
受
理
可
能
性
を
満
た
し
て
い
な
い（

21
）、

と
判
示
し
た
。
た
だ
、

訴
え
そ
の
も
の
を
却
下
す
る
の
で
は
な
く
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
で
の
訴
訟
が
終
了
す
る
ま
で
、
投
資
保
護
条
約
に
基
づ
く
訴
訟
が
「
継
続
中

で
あ
る
（pending

）」
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。「
傘
条
項
」
に
よ
り
仲
裁
を
利
用
す
る
訴
訟
が
急
増
す
る
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
本
件

仲
裁
裁
判
所
は
、「
傘
条
項
」
の
解
釈
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
国
家
契
約
中
の
紛
争
解
決
規
定
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
側
面
か

ら
問
題
の
事
実
上
の
解
決
策
を
示
し
た
、
と
い
え
る
。

第
二
章　

最
近
の
判
例
・
学
説
に
お
け
る
「
傘
条
項
」
解
釈
と
し
て
の
「
主
権
的
行
為
論
」

⑴　

傘
条
項
の
適
用
を
「
主
権
的
権
限
」
の
行
使
を
伴
う
国
家
契
約
違
反
に
限
る
最
近
の
諸
判
例

　

二
つ
の
Ｓ
Ｇ
Ｓ
事
件
判
決
の
後
、
い
く
つ
か
の
判
決
に
お
い
て
傘
条
項
の
解
釈
・
適
用
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
判
例
の
中
で
次
に
掲
げ

る
も
の
は
、「
傘
条
項
」
の
適
用
対
象
を
「
主
権
的
権
限
」
の
行
使
を
伴
う
契
約
違
反
に
限
っ
た
。

　

二
〇
〇
四
年
八
月
六
日
に
判
決
が
下
さ
れ
たJoy M

ining M
achinery

対
エ
ジ
プ
ト
事
件
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
仲
裁

裁
判
所
は
、
全
て
の
契
約
、
そ
し
て
多
く
の
投
資
保
護
条
約
の
文
言
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
そ

れ
ぞ
れ
の
事
件
に
固
有
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
点
に
留
意
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紛
争
の
商
業
的
な
側
面
と
、
関
連
す
る
契
約
の

実
施
に
国
家
が
何
ら
か
の
形
で
干
渉
す
る
側
面
と
は
、
一
般
的
に
区
別
で
き
る（

22
）」。「

投
資
保
護
条
約
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
傘
条
項
が
、
あ
ら

ゆ
る
契
約
紛
争
を
、
条
約
の
下
で
の
投
資
紛
争
へ
と
変
質
（transform

）
さ
せ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い（

23
）」。

そ
し
て
「
傘
条
項
」
が
適
用
さ

　
（
九
四
二
）
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れ
る
に
は
、
契
約
の
違
反
行
為
に
条
約
の
保
護
を
必
要
と
す
る
だ
け
の
重
大
性
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

二
〇
〇
四
年
一
一
月
九
日
に
判
決
が
下
さ
れ
たSalini

対
ヨ
ル
ダ
ン
事
件
で
は
、「
傘
条
項
」
の
解
釈
に
限
ら
ず
、
投
資
保
護
条
約
の
条

文
全
て
に
適
用
さ
れ
る
一
般
的
な
原
則
と
し
て
、
国
家
契
約
の
違
反
行
為
が
投
資
保
護
条
約
の
違
反
に
な
る
に
は
、
国
家
の
公
権
力
の
行
使

を
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
国
家
が
投
資
化
と
の
関
係
に
お
い
て
通
常
の
契
約
当
事
者
と
し

て
振
舞
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
別
の
考
慮
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
」。「
二
国
間
条
約
の
下
で
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
は
、
契
約
当
事
者
と
し
て

の
国
家
で
は
な
く
、
主
権
的
権
限
（
公
権
力
）
を
行
使
す
る
国
家
の
み
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
条
約
の
下
で
負
っ
て
い
る
か
か
る
義
務
に

違
反
す
る
形
で
国
家
が
振
舞
っ
た
結
果
と
し
て
損
害
を
受
け
た
と
証
明
で
き
な
い
限
り
、
投
資
家
は
、
国
家
の
行
為
に
よ
り
こ
う
む
っ
た
金

銭
的
な
結
果
に
対
す
る
賠
償
を
求
め
る
た
め
に
、
投
資
保
護
条
約
を
用
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る（

24
）」。

　

二
〇
〇
五
年
四
月
二
二
日
に
判
決
が
下
さ
れ
たIm

pregilo

対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
も
、
投
資
保
護
条
約
の
規
定
一
般
に
妥
当
す
る
原
則
と

し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
契
約
の
違
反
が
二
国
間
投
資
保
護
条
約
の
違
反
と
な
る
に
は
、
そ
れ
は
通
常
の
契
約
当
事
者
が
取
り

う
る
よ
う
な
範
囲
を
超
え
た
行
為
の
結
果
で
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
国
間
投
資
保
護
条
約
の
下
で
義
務
を
負
い
う
る
の
は
、
主
権
的
権
限

（
公
権
力
）
を
行
使
す
る
国
家
で
あ
っ
て
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
国
家
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る（

25
）」。

こ
の
判
決
は
、
こ
こ
で
引
用
し
た
箇
所

に
、
国
家
契
約
の
違
反
に
か
か
わ
る
慣
習
国
際
法
上
の
国
家
責
任
の
問
題
を
論
じ
た
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ベ
ル
の
論
文
の
み
を
注
で
引
用
し
て
お

り
、
そ
れ
以
外
に
は
こ
の
解
釈
の
根
拠
に
つ
い
て
何
も
示
し
て
い
な
い
。

　

以
上
の
も
の
以
外
に
も
、
い
く
つ
か
の
判
例（

26
）で

「
主
権
的
行
為
論
」
と
類
似
し
た
見
解
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
、「
主
権
的
行

為
論
」
の
根
拠
を
詳
し
く
は
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
「
主
権
的
行
為
」
の
具
体
的
内
容
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
判
例
で
示

さ
れ
て
い
る
「
主
権
的
行
為
論
」
の
根
拠
や
具
体
的
な
適
用
基
準
に
つ
い
て
関
心
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
に
あ
げ
る
ヴ
ェ
ル
デ
論
文

は
、
上
記
の
判
例
で
述
べ
ら
れ
る
「
主
権
的
行
為
論
」
に
つ
い
て
、
詳
細
に
述
べ
た
初
め
て
の
論
文
で
あ
る
。

　
（
九
四
三
）
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⑵　

ヴ
ェ
ル
デ
論
文
：
「
当
初
の
意
図
（original intentions

）」
に
基
づ
く
「
傘
条
項
」
解
釈

　

ヴ
ェ
ル
デ
は
二
〇
〇
五
年
の
世
界
投
資
貿
易
雑
誌
に
「
投
資
仲
裁
に
お
け
る
『
傘
条
項
』」
と
題
し
た
論
文
を
寄
稿
し
た
。
そ
の
論
文
に

お
い
て
ヴ
ェ
ル
デ
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
説
を
批
判
す
る
。
ま
ず
「
傘
条
項
」
が
あ
ら
ゆ
る
契
約
違
反
を
条
約
の
違
反
と
し
て
取
り
上
げ
る
効

果
が
あ
る
と
す
る
見
解
に
は
、
数
え
切
れ
な
い
数
の
通
常
の
契
約
紛
争
を
投
資
保
護
条
約
に
基
づ
く
仲
裁
に
付
託
さ
せ
る
道
を
開
く
も
の

だ
、
と
批
判
す
る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
莫
大
な
数
の
仲
裁
裁
判
は
投
資
保
護
条
約
の
締
約
国
が
予
想
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

法
的
に
も
か
つ
政
治
的
に
も
正
当
化
し
得
な
い（

27
）、と

述
べ
る
。
次
い
で
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
で
の
見
解
に
つ
い
て
は
、「
傘
条
項
」

に
な
ん
ら
の
役
割
も
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
指
摘
す
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
は
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
に
つ
い
て
、
説
得
力
の
あ
る

貢
献
は
何
も
し
な
か
っ
た
が
、「
傘
条
項
」
に
よ
り
訴
訟
多
発
が
起
こ
り
う
る
こ
と
へ
の
警
告
を
な
し
た（

28
）、

と
述
べ
て
い
る
。
Ｓ
Ｇ
Ｓ
対
フ

ィ
リ
ピ
ン
事
件
判
決
に
つ
い
て
は
、
国
家
契
約
が
定
め
る
紛
争
解
決
手
続
き
に
優
先
権
を
与
え
れ
ば
、
国
家
契
約
で
通
常
求
め
ら
れ
る
国
内

裁
判
所
で
の
処
理
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
投
資
保
護
条
約
が
排
斥
し
て
き
た
国
内
的
救
済
完
了
原
則
の
復
活
に
な
る（

29
）、

と
批

判
す
る
。

　

以
上
の
説
に
代
え
て
ヴ
ェ
ル
デ
が
主
張
す
る
の
が
、
国
家
が
主
権
的
権
限
を
行
使
し
て
国
家
契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
の
み
「
傘
条
項
」

の
違
反
が
成
立
す
る
、
と
い
う
「
主
権
的
行
為
論
」
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
は
こ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
、「
傘
条
項
」
を
投
資
保
護
条
約
に

導
入
し
た
諸
国
の
「
当
初
の
意
図
（original intentions

）」
を
重
視
す
る
。

　
「
傘
条
項
」
は
、
一
九
五
〇
年
代
末
に
民
間
で
作
成
さ
れ
た
モ
デ
ル
投
資
保
護
条
約
に
お
い
て
考
え
出
さ
れ
、
一
九
六
三
年
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

に
よ
る
草
案
で
規
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
諸
国
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヴ
ェ
ル
デ
は
、
諸
国
が
締
結
す
る
投
資
保
護

条
約
に
「
傘
条
項
」
が
導
入
さ
れ
始
め
た
当
時
、
二
つ
の
前
提
が
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
る
。
す

な
わ
ち
そ
の
前
提
と
は
、
第
一
に
、
投
資
家
個
人
で
は
な
く
、
国
家
の
外
交
的
保
護
が
紛
争
解
決
手
続
き
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
国
家

　
（
九
四
四
）
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が
取
り
上
げ
る
請
求
を
選
別
す
る
機
能
を
果
た
す
予
定
で
あ
っ
た
点
、
第
二
に
、
問
題
と
さ
れ
て
い
た
政
府
行
為
は
、
政
府
が
そ
の
権
力
を

行
使
し
て
契
約
に
干
渉
す
る
行
為
で
あ
り
、
単
な
る
契
約
違
反
に
伴
う
商
業
的
紛
争
で
は
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ル
デ
は
、
初
期
の
諸
条
約
（
草
案
）
が
、
紛
争
解
決
の
手
続
き
と
し
て
、
投
資
家
個
人
に
よ
る
仲
裁
で
は
な
く
て
、
投
資
家
の
本
国

に
よ
る
外
交
的
保
護
を
前
提
に
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
す
る
。

当
初
の
合
意
遵
守
条
項
は
、
契
約
に
関
し
て
政
府
が
行
っ
た
収
用
行
為
に
対
し
て
、
投
資
家
個
人
で
は
な
く
、
国
家
が
設
立
予
定

の
仲
裁
機
構
（
後
に
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
と
な
る
）
に
請
求
を
提
起
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
当
時
の
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
の

考
え
は
重
要
で
あ
る
が
、
現
在
適
切
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。（
紛
争
解
決
手
続
き
と
し
て
）
国
家
間
の
仲
裁
裁
判
の
み
が
存
在

す
る
な
ら
ば
、政
府
が
重
要
な
「
選
別
（screening

）」
機
能
を
行
使
し
え
た
。
わ
れ
わ
れ
が
北
米
自
由
貿
易
協
定
（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）

に
関
連
し
て
認
識
し
た
よ
う
に
、
政
府
が
自
国
民
の
投
資
家
の
請
求
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
い
事
実
は
当
時
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
。
政
府
は
私
人
の
請
求
か
ら
何
を
（
国
家
間
の
外
交
的
保
護
と
し
て
）
取
り
上
げ
る
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
外
国
人
投
資
家
に
対
し
て
政
府
権
力
が
乱
用
さ
れ
て
い
な
い
通
常
の
商
業
紛
争
を
政
府
は
取
り
上
げ
よ
う
と
は
し
な
い
だ

ろ
う
。
今
日
の
投
資
仲
裁
に
は
、
か
か
る
選
別
機
能
が
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る（

30
）。

　

ま
た
、
ヴ
ェ
ル
デ
は
、
当
時
の
国
家
契
約
の
違
反
に
関
す
る
議
論
が
、
収
用
や
国
有
化
の
議
論
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、
国
家
契

約
の
解
釈
の
み
を
争
う
純
粋
な
私
人
の
商
業
紛
争
を
外
交
的
保
護
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
議
論
で
は
な
か
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。

当
時
の
議
論
で
対
象
と
な
っ
て
い
た
政
府
行
為
は
収
用
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。「
傘
条
項
」
を
誕
生
さ
せ
た
背

　
（
九
四
五
）
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景
で
あ
る
、
一
九
五
〇
年
代
お
よ
び
一
九
六
〇
年
代
の
議
論
は
、
商
業
的
な
法
律
違
反
で
は
な
く
、
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
な

長
期
的
な
契
約
か
ら
逸
脱
す
る
政
府
行
為
を
対
象
と
し
て
い
た（

31
）。

　

そ
し
て
ヴ
ェ
ル
デ
は
、
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
が
一
九
五
〇
年
代
お
よ
び
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
慣
習
国
際
法
を
投
資
保
護
条

約
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
結
論
的
見
解
を
示
す
。

当
時
の
慣
習
国
際
法
の
状
況
、
そ
し
て
（
慣
習
国
際
法
上
の
）
合
意
遵
守
原
則
が
「
合
意
遵
守
条
項
（
傘
条
項
）」
と
い
う
形
で

投
資
保
護
条
約
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
考
察
す
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
契
約
に
か
か
わ
る
紛
争
が
、
単
に
商
業
的

な
も
し
く
は
契
約
法
的
な
要
素
し
か
示
さ
な
い
場
合
に
は
、
国
際
法
の
対
象
と
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
紛
争
に
は
政

府
の
権
力
行
使
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
政
府
権
力
の
行
使
こ
そ
が
、
慣
習
国
際
法
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
投
資
保
護
条
約
の
背
景
に

あ
る
意
図
が
対
象
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
…
…
投
資
保
護
条
約
へ
の
傘
条
項
の
導
入
は
慣
習
国
際
法
を
よ
り
明
確
に
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
慣
習
国
際
法
の
「
漸
進
的
発
達
」
で
は
な
く
、
外
国
人
と
政
府
機
関
が
当
事
者
と
な
る
あ
ら
ゆ
る

契
約
上
の
紛
争
を
、
国
際
法
の
そ
し
て
条
約
に
基
づ
く
仲
裁
の
場
へ
と
引
き
上
げ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る（

32
）。

　

ヴ
ェ
ル
デ
は
、「
傘
条
項
」
が
誕
生
し
た
一
九
五
〇
年
代
お
よ
び
一
九
六
〇
年
代
に
諸
国
が
有
し
て
い
た
「
当
初
の
意
図
」
は
、
当
時
の

慣
習
国
際
法
が
対
象
と
し
て
い
た
、
主
権
的
権
限
の
行
使
を
伴
う
収
用
的
な
性
格
を
持
つ
契
約
違
反
の
み
を
条
約
の
当
該
規
定
の
対
象
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
投
資
保
護
条
約
が
国
家
の
外
交
的
保
護
に
変
わ
っ
て
投
資
家
個
人
を
当
事
者
と
す
る
仲
裁
裁

判
を
紛
争
解
決
手
続
き
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
が
、「
傘
条
項
」
が
誕
生
し
た
当
時
に
諸
国
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
問
題
を
発
生
さ
せ
た
、

　
（
九
四
六
）
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と
ヴ
ェ
ル
デ
は
考
え
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
は
、
こ
の
要
因
に
よ
っ
て
発
生
し
た
問
題
（
訴
訟
の
多
発
）
こ
そ
が
、「
二
つ
の
Ｓ
Ｇ
Ｓ
事
件
判
決
、

及
び
こ
の
論
文
が
考
慮
の
対
象
と
し
た
鍵
な
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る（

33
）。

ヴ
ェ
ル
デ
は
論
文
の
最
後
の
箇
所
で
、
従
来
一
般
的
で
あ
っ
た
、
全

て
の
契
約
違
反
が
条
約
違
反
と
な
る
と
い
う
解
釈
に
触
れ
て
、
そ
の
解
釈
が
訴
訟
の
洪
水
を
引
き
起
こ
す
、
と
批
判
す
る
。
そ
れ
で
、「
こ

の
よ
う
な
訴
訟
の
洪
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
、
実
利
的
に
も
、
政
治
的
に
も
、
そ
し
て
法
的
に
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
と

述
べ
て
、
彼
が
提
示
す
る
「
主
権
的
行
為
論
」
に
は
従
来
の
原
理
主
義
的
な
解
釈
と
比
較
し
て
重
要
な
実
利
性
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る（

34
）。

第
三
章　
「
主
権
的
行
為
論
」
の
「
傘
条
項
」
解
釈
と
し
て
の
妥
当
性

　
「
主
権
的
行
為
論
」
が
一
般
的
な
「
傘
条
項
」
の
解
釈
と
し
て
妥
当
で
あ
る
か
い
な
か
、
を
考
慮
す
る
に
当
た
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
検
討

の
対
象
と
す
る
も
の
を
、ヴ
ェ
ル
デ
の
学
説
に
絞
り
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
主
権
的
行
為
論
」
に
類
似
す
る
見
解
を
示
し
た
諸
判
例
は
、

そ
の
解
釈
に
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
た
め
に
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。Im

pregilo

対
パ
キ
ス
タ
ン
事
件
判
決
は
、

契
約
違
反
と
慣
習
国
際
法
上
の
国
家
責
任
を
論
じ
た
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ベ
ル
の
論
文
を
注
で
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
点
だ
け
を
み
れ
ば
、
こ
の
判

決
は
慣
習
国
際
法
上
の
議
論
が
、
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
解
釈
に
も
流
用
で
き
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
説
明
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
ヴ
ェ
ル
デ
論
文
は
今
日
の
問
題
状
況
の
背
景
を
適
切
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
が
包
括
的
で

あ
い
ま
い
な
文
言
を
用
い
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
傘
条
項
」
お
よ
び
そ
れ
を
含
む
投
資
保
護
条
約
の
諸
条
項
の
文
言
が
、
基
本
的
に

は
一
九
六
〇
年
代
前
後
に
確
定
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
条
約
が
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
は
国
家
に
よ
る
外
交
的
保
護
を
前
提
と

し
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
実
際
に
は
国
際
的
請
求
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
紛
争
を
国
家
が
選
択
で
き
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
説
明
す
る
。

そ
し
て
今
日
、
訴
訟
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
投
資
保
護
条
約
が
そ
の
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
、
国
家
に
よ
る
外
交
的
保

　
（
九
四
七
）
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護
に
代
わ
っ
て
、
投
資
家
個
人
を
当
事
者
と
す
る
仲
裁
裁
判
を
選
択
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
ヴ
ェ
ル
デ
は
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
の
基
本
的
形
態
が
成
立
し
た
一
九
六
〇
年
代
前
後
に
お
い
て
、「
傘
条
項
」
を
投

資
保
護
条
約
に
導
入
し
た
諸
国
が
条
約
締
結
の
前
提
と
し
て
有
し
て
い
た
、「
当
初
の
意
図
」
を
、同
条
項
の
解
釈
の
根
拠
と
し
て
重
視
す
る
。

ヴ
ェ
ル
デ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
諸
国
が
有
し
て
い
た
「
当
初
の
意
図
」
で
は
、「
傘
条
項
」
は
当
時
の
慣
習
国
際
法
を
法
典
化
し
た

規
則
で
あ
っ
て
、
慣
習
国
際
法
に
何
ら
か
の
新
た
な
要
素
を
加
え
る
漸
進
的
発
達
の
規
定
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
「
当
初
の
意
図
」
に
基
づ

く
条
約
解
釈
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
目
は
、
そ
も
そ
も
一
九
五
〇
年
代
及
び
一
九
六
〇
年
代
に
諸
国
が

ヴ
ェ
ル
デ
の
い
う
よ
う
な
「
当
初
の
意
図
」
を
有
し
て
い
た
の
か
、
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
仮
に
「
当
初
の
意
図
」
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、

今
日
の
投
資
保
護
条
約
の
解
釈
に
四
〇
年
以
上
前
の
「
意
図
」
が
用
い
ら
れ
う
る
の
か
、
で
あ
る
。

⑴　
「
当
初
の
意
図
」
の
存
在
自
体
に
対
す
る
疑
問

　
「
傘
条
項
」
を
投
資
保
護
条
約
に
導
入
し
た
諸
国
が
、
当
時
の
つ
ま
り
一
九
五
〇
年
代
お
よ
び
一
九
六
〇
年
代
の
慣
習
国
際
法
を
法
典
化

す
る
意
図
を
有
し
て
い
た
、
と
い
う
主
張
に
は
、
一
つ
の
重
要
な
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
時
、
国
家
契
約
の
違
反
を
め
ぐ
る

国
家
責
任
の
議
論
は
、
激
し
く
対
立
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
先
進
諸
国
出
身
の
学
者
の
な
か
で
も
、
国
家
契
約
の
違
反
を
国
際
法
上
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
、
い
か
な
る
場
合
に
国
家
が
責
任
を
負
う
の
か
に
つ
い
て
統
一
的
な
見
解
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
慣
習
国
際

法
に
よ
る
だ
け
で
は
、
私
人
と
外
国
国
家
と
の
間
の
契
約
を
十
分
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
条
約
に
よ
り
国
家
契
約
を
保
護
す
る
こ
と

が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
、「
傘
条
項
」
が
条
約
に
導
入
さ
れ
た
経
緯
な
の
で
あ
る
。

　
「
傘
条
項
」
が
投
資
保
護
条
約
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
的
経
緯
の
詳
細
は
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
シ
ン
ク
レ
ア
に
よ
る
「
投
資
保

護
に
関
す
る
国
際
法
に
お
け
る
傘
条
項
の
起
源（

35
）」

と
題
す
る
最
近
の
論
文
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
シ
ン
ク
レ
ア
に
よ
る
と
、「
傘
条
項
」

　
（
九
四
八
）
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に
類
す
る
考
え
方
の
起
源
は
、
一
九
五
三
年
末
お
よ
び
一
九
五
四
年
初
頭
に
、
エ
リ
ュ
ー
・
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
が
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ラ
ニ
ア
ン

会
社
に
対
し
て
行
っ
た
法
的
助
言
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
後
エ
リ
ュ
ー
・
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
が
そ
の
作
成
に
深
く
関
与
し
た
、
投
資
保

護
に
関
す
る
条
約
の
民
間
試
案
で
あ
る
、
一
九
五
九
年
の
「
ア
ブ
ス
・
シ
ョ
ウ
ク
ロ
ス
草
案
」
に
「
傘
条
項
」
は
導
入
さ
れ
た
。
一
九
六
二

年
お
よ
び
一
九
六
七
年
の
「
外
国
人
財
産
の
保
護
に
関
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
条
約
草
案
」
は
、
こ
の
ア
ブ
ス
・
シ
ョ
ウ
ク
ロ
ス
草
案
を
基
本
的
に

踏
襲
し
て
作
成
さ
れ
、
そ
こ
に
も
「
傘
条
項
」
が
受
け
継
が
れ
た
。
今
日
世
界
各
国
が
締
結
し
て
い
る
投
資
保
護
条
約
の
多
く
の
条
項
の
文

言
は
、
こ
の
「
ア
ブ
ス
・
シ
ョ
ウ
ク
ロ
ス
草
案
」
お
よ
び
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
草
案
」
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、「
各
締
約
国
は

他
の
締
約
国
の
国
民
に
よ
り
な
さ
れ
た
投
資
に
関
連
し
て
な
し
た
約
束
の
遵
守
を
常
に
保
障
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
ア
ブ

ス
・
シ
ョ
ウ
ク
ロ
ス
草
案
第
二
条
は
、
今
日
の
多
数
の
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
の
文
言
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
初
期
の
条
約
草
案
に
関
与
し
た
専
門
家
た
ち
は
、「
傘
条
項
」
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
シ
ン
ク
レ
ア
に
よ
る
と
、
エ
リ
ュ
ー
・
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
一
九
五
七
年
四
月
一
七
日
付
の
個
人
的
な
ノ
ー
ト
の
中
で
、「
政

府
が
政
策
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
行
動
が
と
る
こ
と
を
必
要
だ
と
考
え
た
場
合
に
は
」、
比
較
的
小
規
模
の
紛
争
で
あ
っ
て
も
政
府
が

そ
れ
を
取
り
上
げ
る
自
由
が
残
さ
れ
て
い
る
ほ
う
が
、
会
社
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
で
あ
ろ
う（

36
）、

と
記
し
て
い
る
。「
ア
ブ
ス
・
シ
ョ
ウ
ク

ロ
ス
草
案
」
に
は
作
成
に
関
与
し
た
多
数
の
専
門
家
に
よ
り
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
メ
ツ
ガ
ー
は
、「
契
約
の
あ
ら
ゆ
る

不
遵
守
が
こ
の
条
約
草
案
の
違
反
と
な
る（

37
）」

と
述
べ
て
い
る
。
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
は
「
約
束
の
違
反
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
主
張
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
作
為
不
作
為
が
条
約
違
反
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
条
約
草
案
の
定
め
る
仲
裁
手
続
き
に
付
託

が
可
能
な
紛
争
に
該
当
す
る（

38
）」

と
述
べ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
初
期
の
条
約
草
案
の
作
成
に
関
与
し
た
専
門
家
の
間
で
は
、「
傘
条
項
」
を
小
規
模
の
契
約
違
反
に
も

適
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
見
解
が
散
見
さ
れ
、「
傘
条
項
」
の
適
用
範
囲
を
主
権
的
権
限
の
行
使
を
と
も
な
う
違
反
に
限
定
す
る
意

　
（
九
四
九
）
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見
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

⑵　
「
当
初
の
意
図
」
を
今
日
の
投
資
保
護
条
約
の
解
釈
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問

　

ヴ
ェ
ル
デ
の
議
論
に
は
、
も
う
一
つ
大
き
な
問
題
点
が
存
在
し
て
い
る
。
今
日
有
効
な
投
資
保
護
条
約
の
ほ
と
ん
ど
は
、
投
資
家
個
人
が

当
事
者
と
な
る
仲
裁
裁
判
手
続
き
を
条
約
で
規
定
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
た
一
九
八
〇
年
台
後
半
以
降
に
締
結
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
デ

が
い
う
よ
う
な
前
提
が
「
傘
条
項
」
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
投
資
家
個
人
が
訴
権
を
有
す
る
今
日
の
投
資
保
護
条
約
に
お
い
て
「
傘
条

項
」
に
な
ん
ら
の
制
限
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、「
ア
ブ
ス
・
シ
ョ
ウ
ク
ロ
ス
条
約
草
案
」
以
降
、
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
献
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
、

「
あ
ら
ゆ
る
契
約
違
反
が
条
約
の
当
該
条
項
の
違
反
を
構
成
す
る（

39
）」

と
述
べ
て
き
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
国
家
は
「
傘
条
項
」
の
適
用
範
囲

を
制
限
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
い
か
な
る
場
に
お
い
て
も
示
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
傘
条
項
」
が
投
資
保
護
条
約
に
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
、
確
か
に
ヴ
ェ
ル
デ
が
言
う
よ
う
に
、
国
家
の
外
交
的
保
護
が
紛
争

解
決
の
手
段
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
当
時
諸
国
は
、
自
国
民
が
外
国
政
府
と
結
ん
だ
契
約
に
か
か
わ
る
紛
争
に
介
入
す
る
こ
と
に
は
消

極
的
で
あ
り
、
投
資
受
入
国
が
主
権
的
権
限
を
行
使
し
て
い
な
い
、
単
な
る
契
約
違
反
を
争
う
よ
う
に
比
較
的
小
規
模
の
紛
争
の
場
合
に
は
、

国
家
は
外
交
的
保
護
権
を
行
使
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
存
在
し
た
条
約
の
社
会
的
背

景
は
、
も
は
や
今
日
で
は
妥
当
し
て
い
な
い
。
国
家
に
代
わ
り
、
投
資
家
個
人
が
仲
裁
裁
判
所
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ

ェ
ル
デ
が
い
う
よ
う
に
、
主
権
的
権
限
を
行
使
す
る
契
約
破
棄
の
み
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
識
を
条
約
締
結
諸
国
が
今
日
で
も

有
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
諸
国
は
近
年
締
結
し
た
条
約
に
そ
の
意
思
を
明
示
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。 　

（
九
五
〇
）
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⑶　
「
主
権
的
行
為
論
」
と
国
内
救
済
と
の
関
係

　

二
つ
め
の
議
論
、
す
な
わ
ち
一
九
六
〇
年
代
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
「
当
初
の
意
図
」
を
今
日
の
投
資
保
護
条
約
の
解
釈
に
用
い
る
こ
と

が
妥
当
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
一
つ
検
討
す
べ
き
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
国
内
裁
判
所
の
位
置
づ
け
の
問
題
で

あ
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
は
、投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
が
一
九
六
〇
年
代
前
後
の
慣
習
国
際
法
を
そ
の
ま
ま
条
約
規
定
に
導
入
し
た
も
の
だ
、

と
い
う
見
解
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ヴ
ェ
ル
デ
が
依
拠
し
た
慣
習
国
際
法
上
の
「
主
権
的
行
為
論
」
が
実
質
的
に
は
国
内
裁

判
所
に
よ
る
救
済
の
可
能
性
の
有
無
と
い
う
基
準
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
成
立
し
て
い
た
点
を
、
ま
ず
は
指
摘
し
て
お
く
。
そ
し
て
、
そ
の

慣
習
国
際
法
に
対
し
て
、
今
日
の
投
資
保
護
条
約
が
国
内
裁
判
所
を
利
用
せ
ず
に
直
接
に
条
約
上
の
仲
裁
裁
判
手
続
き
を
利
用
す
べ
き
こ
と

を
求
め
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ⅰ　

慣
習
国
際
法
に
お
け
る
「
主
権
的
行
為
論
」
の
根
拠

　

国
家
契
約
の
違
反
に
関
し
て
、
国
家
が
慣
習
国
際
法
上
い
か
な
る
責
任
を
負
う
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
日
に
至
る
ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る（

40
）。

た
だ
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
国
家
契
約
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
私
人
と
国
家
と
の
契
約
で
あ
っ

て
、
そ
れ
自
体
は
国
際
法
上
の
条
約
で
は
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
国
家
契
約
は
国
際
私
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
り
そ
の
効
力
及
び
違

反
に
対
す
る
責
任
が
決
定
さ
れ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
公
法
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
契
約
の
違
反
そ
れ
自
体
は
国

際
法
違
反
と
は
な
り
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
契
約
違
反
行
為
が
事
実
と
し
て
国
際
法
上
の
収
用
に
該
当
す
る
場
合
に
は
補
償
の
支

払
い
が
国
家
に
義
務
付
け
ら
れ
る
し
、
ま
た
契
約
違
反
の
後
に
国
内
の
裁
判
所
で
適
切
な
救
済
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
裁
判
拒
否
の

考
え
に
基
づ
い
て
賠
償
を
請
求
さ
れ
る
。

　

ヴ
ェ
ル
デ
は
一
九
五
〇
年
代
及
び
一
九
六
〇
年
代
ま
で
、
諸
国
は
、
自
国
民
の
持
つ
契
約
上
の
権
利
に
関
し
て
、
他
国
が
立
法
な
ど
の
国

　
（
九
五
一
）
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家
に
し
か
行
使
で
き
な
い
主
権
的
権
限
を
行
使
し
て
契
約
を
無
効
化
し
た
場
合
に
の
み
外
交
的
保
護
を
行
使
し
、
そ
れ
に
対
し
て
契
約
の
単

な
る
違
反
に
関
し
て
は
外
交
的
保
護
を
行
使
し
て
こ
な
か
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
こ
の
説
は
、
当
時
の
多
く
の
学
説
及
び
判
例
で
確
認
で

き
る（

41
）。

た
と
え
ば
、一
九
二
九
年
に
ハ
ー
グ
で
開
か
れ
た
国
際
連
盟
に
よ
る
国
際
法
法
典
化
会
議
に
提
出
さ
れ
た
「
討
論
の
基
礎
」
に
は
、「
国

家
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
も
し
く
は
国
家
と
の
間
の
契
約
に
基
づ
く
外
国
人
の
諸
権
利
を
直
接
に
害
す
る
法
律
の
制
定

の
結
果
と
し
て
、
外
国
人
が
こ
う
む
っ
た
損
害
に
対
し
て
国
家
は
責
任
を
負
う（

42
）」

と
い
う
一
箇
条
が
存
在
し
た
。
ダ
ン
も
、
国
家
が
契
約
の

当
事
者
と
し
て
行
動
す
る
場
合
と
、
主
権
的
権
力
と
し
て
行
動
す
る
場
合
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

43
）、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

に
も
多
数
の
学
説
が
こ
の
区
別
を
支
持
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
説
を
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。「
一
般
的
見
解
に
よ

る
と
、
契
約
の
違
反
は
（
没
収
的
な
無
効
化
と
は
こ
と
な
り
）
国
際
的
平
面
に
お
い
て
国
家
の
責
任
を
生
み
出
さ
な
い
。
こ
の
見
解
に
よ
る

と
、
国
家
が
そ
の
執
行
的
も
し
く
は
立
法
的
権
限
を
用
い
て
契
約
上
の
諸
権
利
を
破
壊
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
収
用
に
該
当
す
る
こ
と

に
な
る（

44
）」。

　

国
家
が
単
に
契
約
上
の
義
務
を
履
行
し
な
い
こ
と
だ
け
で
は
、
国
際
法
上
の
責
任
は
発
生
し
な
い
。
そ
れ
は
国
家
契
約
が
通
常
国
内
法
の

下
に
服
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
立
法
的
も
し
く
は
執
行
的
権
限
を
用
い
て
契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
国
家
の

責
任
が
問
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
家
契
約
の
違
反
が
、
結
果
と
し
て
国
際
法
違
反
と
な
る
可
能
性
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
つ
の
見
解

が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
契
約
違
反
行
為
を
国
際
法
上
の
違
法
行
為
で
あ
る
「
裁
判
拒
否
」
の
一
つ
と
み
な
す
見
解
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
契
約
上
の
諸
権
利
を
財
産
権
の
一
種
と
考
え
、
契
約
違
反
に
は
国
際
法
上
補
償
が
義
務
付
け
ら
れ
、
補
償
を
支
払
わ
な
い
な
ら
ば
国
際
法

違
反
に
な
る
、
と
み
な
す
見
解
で
あ
る
。

　

ま
ず
国
家
契
約
の
違
反
を
「
裁
判
拒
否
」
の
観
点
か
ら
論
じ
る
見
解
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
（
九
五
二
）
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国
家
が
外
国
人
と
の
契
約
に
違
反
し
、
そ
れ
に
関
す
る
実
効
的
な
司
法
的
救
済
を
与
え
な
い
場
合
、
契
約
違
反
が
そ
れ
自
体
国
際

法
違
反
を
構
成
し
な
い
と
い
う
伝
統
的
立
場
に
お
い
て
も
国
家
の
国
際
責
任
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
国
家
が
立
法

行
為
に
よ
っ
て
一
方
的
に
外
国
人
と
の
契
約
を
変
更
な
い
し
取
消
す
場
合
、
国
家
の
当
該
立
法
行
為
に
対
す
る
国
内
的
な
司
法
的

救
済
（local judicial rem

edies

）
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
が
外
国
人
に
対
し
て
契
約
の
破
棄
な
い
し
そ
の
申
し

立
て
の
決
定
の
た
め
の
真
性
な
司
法
的
手
続
き
へ
の
実
効
的
な
訴
を
拒
否
す
る
場
合
、
裁
判
拒
否
と
し
て
の
国
際
法
違
反
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
学
説
上
合
意
が
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る（

45
）。

　

ま
た
裁
判
拒
否
以
外
に
も
、
契
約
上
の
権
利
が
国
際
法
上
保
護
の
対
処
と
な
る
財
産
権
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
れ
ば（

46
）、

国
家
が
契
約
の
破
棄

を
す
る
こ
と
は
収
用
で
あ
る
と
さ
れ
、
国
際
法
上
補
償
の
支
払
い
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
補
償
を
伴
わ
ず
に
契
約
を
破
棄
す
れ
ば
、
そ
れ
は

国
際
法
上
違
法
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
う
る
。
こ
の
場
合
、
ど
の
時
点
で
契
約
違
反
が
収
用
と
な
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
、
国
際
法

上
補
償
が
義
務
付
け
ら
れ
る
収
用
は
、
そ
の
性
格
上
財
産
の
剥
奪
が
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
永
続
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る（

47
）。

行
政

当
局
が
外
国
人
財
産
を
剥
奪
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
行
政
の
下
部
機
関
に
よ
る
恣
意
的
な
行
為
に
過
ぎ
ず
、
国
内
の
裁
判
所
で
救
済
を
与

え
ら
れ
る
可
能
性
が
存
在
す
れ
ば
、
ま
だ
財
産
の
剥
奪
が
永
続
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
の
裁
判
所
で
救
済
を
求
め

る
可
能
性
が
事
実
上
亡
く
な
っ
た
時
点
で
、
初
め
て
収
用
の
存
在
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
最
近
のG

eneration 

U
kraine

対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
事
件
判
決
に
お
い
て
も
、
投
資
家
が
国
内
当
局
に
救
済
を
求
め
る
行
為
を
と
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、「
収
用
に
等
し

い
行
為
と
い
う
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
が
疑
わ
し
い
も
の
に
な
る（

48
）」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
違
反
が
国
際
法
上
の
収

用
に
該
当
し
補
償
が
義
務
付
け
ら
れ
る
、
と
い
う
見
解
に
お
い
て
も
、
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
実
効
的
な
救
済
の
可
能
性
が
大
変
重
要
な
認

定
基
準
と
な
る
。
そ
し
て
、
国
家
が
主
権
的
権
限
を
行
使
し
、
契
約
を
無
効
に
す
る
法
律
な
ど
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
国
内

　
（
九
五
三
）
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の
裁
判
所
で
救
済
を
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
事
実
上
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
そ
の
立
法
の
時
点
で
国
際
法
上
補
償
が
求
め
ら
れ

る
収
用
行
為
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
主
権
的
権
限
の
行
使
が
、
通
常
の
契
約
違
反
と
区
別
さ
れ
る
と
い
う
見
解
の
根
拠
は
、
実
効
的
な
国
内
的
救
済
の
有
無
に
あ

る
。
ア
メ
ラ
シ
ン
ゲ
は
、
主
権
的
権
限
の
行
使
が
区
別
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
区
別
は
、
国
家
が
主
権
的
権
限
を
行
使
す
る
形
で
行
動
す
る
場
合
に
は
、
自
国
の
司
法
手
続
き
に
国
家
が
服
さ
な
い
こ
と
が

一
般
的
で
あ
り
、
国
家
が
そ
の
（
契
約
上
の
）
義
務
か
ら
逃
れ
う
る
の
に
対
し
て
、
国
家
が
私
的
な
資
格
で
行
動
す
る
場
合
に
は
、

国
内
の
裁
判
所
に
お
い
て
救
済
を
与
え
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
い
る（

49
）。

　

契
約
の
破
棄
を
、
裁
判
拒
否
と
見
な
す
の
か
、
そ
れ
と
も
補
償
を
伴
わ
な
い
収
用
と
見
な
す
の
か
、
い
ず
れ
の
説
明
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、

主
権
的
権
限
の
行
使
を
伴
う
契
約
破
棄
が
特
別
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
理
由
は
、
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
実
効
的
な
救
済
の
可
能
性
と
い
う

基
準
に
根
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ⅱ　

投
資
保
護
条
約
上
の
仲
裁
手
続
き
と
国
内
救
済
手
続
き
の
関
係

　

以
上
の
よ
う
に
慣
習
国
際
法
上
、
国
家
が
主
権
的
権
限
を
行
使
し
て
な
し
た
契
約
違
反
と
通
常
の
契
約
違
反
と
を
区
別
す
る
論
者
の
多
く

は
、
実
効
的
な
国
内
救
済
の
可
能
性
に
根
拠
を
置
い
て
、
か
か
る
区
別
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
、
今
日
の
投
資
保
護
条
約
お
よ
び
そ

れ
が
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
主
に
想
定
し
て
い
る
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
）
に
お
い
て
、
条
約
に
基
づ
く
仲
裁
裁
判

と
国
内
的
な
救
済
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
（
九
五
四
）
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こ
の
点
に
つ
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
が
設
立
さ
れ
た
経
緯
と
多
く
の
投
資
保
護
条
約
の
規
定
を
考
え
れ
ば
、
投
資
家
個
人
を
当
事
者
と
す
る
仲

裁
裁
判
へ
の
付
託
に
当
た
っ
て
、
国
内
裁
判
所
に
先
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
と
指
摘
で
き
る
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
が
成
立
し
た
歴
史
的
背
景
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
仲
裁
裁
判
は
、
先
進
国
が
主
張
す
る
外
交
的
保

護
の
権
利
と
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
と
し
て
中
南
米
諸
国
に
よ
り
唱
え
ら
れ
た
国
内
裁
判
所
重
視
の
見
解
の
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
。
先
進

国
に
よ
る
外
交
的
保
護
が
時
に
は
過
剰
な
内
政
干
渉
に
つ
な
が
っ
て
い
た
問
題
、
そ
し
て
中
南
米
諸
国
の
国
内
裁
判
所
が
時
に
は
腐
敗
し
、

不
公
正
も
し
く
は
不
効
率
な
紛
争
処
理
機
関
と
な
っ
て
い
た
問
題
、
こ
の
二
つ
の
問
題
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
誕
生
の
要
因
に
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
投
資
紛
争
解
決
条
約
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
仲
裁
裁
判
に
付
託
が
可
能
な
紛
争
に
つ
い
て
諸
国
は
外
交
的
保
護
権
を
放
棄

す
る
こ
と
を
約
束
し
、
そ
の
代
わ
り
に
そ
の
仲
裁
に
付
託
さ
れ
る
紛
争
に
つ
い
て
は
国
内
救
済
の
前
置
を
原
則
求
め
な
い
こ
と
に
な
っ
た（

50
）。

シ
ュ
レ
ウ
ア
ー
が
い
う
よ
う
に
、「
投
資
家
と
国
家
と
の
間
の
仲
裁
は
、
国
内
裁
判
所
の
活
用
を
避
け
る
こ
と
が
そ
の
目
的
の
一
つ
で
あ

っ
た（

51
）」

の
で
あ
る
。

　

ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
仲
裁
手
続
き
は
、
投
資
家
個
人
が
直
接
に
国
内
法
上
も
し
く
は
契
約
上
の
権
利
を
請
求
で
き
る
よ
う
に
保
証
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
契
約
違
反
が
国
際
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
い
な
か
、
と
い
う
複
雑
な
理
論
的
問
題
を
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
の
仲

裁
裁
判
は
直
接
に
は
取
り
上
げ
ず
に
済
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
国
家
契
約
の
違
反
が
国
際
法
違
反
で
な
く
て
も
、

つ
ま
り
先
に
述
べ
た
裁
判
拒
否
や
収
用
に
該
当
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
契
約
違
反
の
存
否
そ
の
も
の
を
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
仲
裁
手
続
き
を
通
し

て
投
資
家
個
人
が
争
い
う
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
に
代
表
さ
れ
る
投
資
家
個
人
を
当
事
者
と
し
た
仲
裁
手
続
き
は
、
投
資
受

入
国
の
国
内
裁
判
所
に
代
わ
る
紛
争
解
決
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
側
面
を
も
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
現
在
の
と
こ
ろ
、

投
資
紛
争
解
決
条
約
が
加
盟
国
が
特
に
希
望
す
る
場
合
に
は
国
内
的
な
救
済
の
前
置
を
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
仲
裁
付
託
の
条
件
と
で
き
る
と
定
め
て

い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
投
資
家
が
投
資
受
入
国
の
国
内
裁
判
所
で
先
に
救
済
を
求
め
る
こ
と
を
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
仲
裁
手
続
き
付
託
の
条
件
と
す

　
（
九
五
五
）
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る
宣
言
を
出
し
て
い
る
国
家
は
現
在
の
所
、
存
在
し
て
い
な
い（

52
）。

　

こ
の
考
え
は
今
日
の
多
数
の
投
資
保
護
条
約
に
も
受
け
継
が
れ
、
そ
れ
ら
の
条
約
で
は
国
内
救
済
を
経
ず
に
条
約
に
基
づ
く
仲
裁
裁
判
に

付
託
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る（

53
）。

投
資
保
護
条
約
の
中
に
は
、
仲
裁
付
託
に
先
立
っ
て
一
定
期
間
国
内
で
の
平
和
的
解
決
を
尽
く
す
こ
と

を
求
め
る
規
定
を
設
け
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
規
定
に
お
い
て
は
国
内
で
の
政
府
と
の
間
の
交
渉
も
そ
の
平
和
的
解
決
に
含
ま

れ
、
か
つ
国
内
で
の
平
和
的
解
決
の
期
間
が
短
く
、
通
常
数
ヶ
月
ほ
ど
し
か
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
国
内
の
裁
判
所
で
の
付
託
及

び
審
議
を
行
う
に
は
短
す
ぎ
る
期
間
で
あ
り
、
か
か
る
規
定
に
お
い
て
も
国
内
救
済
の
完
了
は
事
実
上
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
た
国
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
積
極
的
に
国
内
裁
判
所
へ
の
付
託
を
排
除
す
る
規
定
を
投
資
保
護
条
約
に
設
け
る
も
の
も
あ
る
。
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
は
、そ
の
締
結
す
る
投
資
保
護
条
約
に
い
わ
ゆ
る
「
分
岐
規
定
（F

ork in the R
oad （

54
））」

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
設
け
て
い
る
。

こ
れ
は
投
資
紛
争
の
解
決
に
際
し
て
、
国
内
裁
判
所
か
投
資
保
護
条
約
に
基
づ
く
仲
裁
裁
判
か
を
選
択
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
た
後

に
は
他
方
へ
の
事
件
の
付
託
資
格
を
失
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
同
一
の
紛
争
に
関
し
て
投
資
家
が
、
最
終
的
に
自
己
に
有
利
な

判
決
が
出
さ
れ
る
ま
で
、
利
用
可
能
な
各
国
の
国
内
裁
判
所
や
仲
裁
裁
判
に
い
く
つ
も
の
訴
え
を
繰
り
返
し
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
フ
ォ

ー
ラ
ム
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
と
し
て
、
諸
国
か
ら
大
変
な
批
判
を
集
め
た
。
ア
メ
リ
カ
の
投
資
保
護
条
約
は
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
裁
判
所
を

渡
り
歩
く
行
為
を
禁
ず
る
た
め
に
、
い
ず
れ
か
の
紛
争
解
決
手
続
き
を
選
択
す
れ
ば
、
他
の
手
続
き
は
利
用
で
き
な
い
、
と
す
る
規
定
を
設

け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
分
岐
規
定
」
に
従
え
ば
、
国
内
裁
判
所
に
事
件
を
付
託
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
投
資
保
護
条
約
の
仲
裁
裁
判

へ
と
事
件
を
付
託
す
る
資
格
を
失
う
こ
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
の
付
託
に
先
立
っ
て
国
内
救
済
の
完
了
を
求
め
る
考
え
方
は
、
少
な

く
と
も
か
か
る
規
定
を
設
け
て
い
る
投
資
保
護
条
約
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
前
後
の
慣
習
国
際
法
に
お
け
る
国
家
契
約
の
違
反
に
か
か
わ
る
「
主
権
的
行
為
論
」
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
前
も
っ
て

投
資
家
が
投
資
受
入
国
の
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
救
済
を
求
め
る
実
行
が
存
在
し
た
。
し
か
る
に
今
日
、
投
資
保
護
条
約
に
基
づ
い
て
設
立

　
（
九
五
六
）
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五
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号

さ
れ
る
投
資
家
個
人
と
国
家
と
の
間
の
仲
裁
裁
判
は
、
そ
の
付
託
に
先
立
っ
て
投
資
受
入
国
の
国
内
裁
判
所
で
救
済
を
求
め
る
こ
と
を
む
し

ろ
積
極
的
に
排
除
し
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
が
一
九
六
〇
年
代
前
後
の
慣
習
国
際
法
を
そ
の
ま
ま

条
約
規
定
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
ヴ
ェ
ル
デ
の
主
張
は
根
本
的
な
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
一
般
的
な
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
の
解
釈
と
し
て
、
ヴ
ェ
ル
デ
が
主
張
す
る
よ
う
な
「
主
権

的
行
為
論
」
は
妥
当
で
は
な
い
、
と
い
え
る
。
投
資
保
護
条
約
は
そ
も
そ
も
国
家
に
よ
る
外
交
的
保
護
を
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
今
日
の
投
資
保
護
条
約
が
投
資
家
個
人
を
当
事
者
と
す
る
仲
裁
裁
判
を
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
い
る
、
点
に
問
題
の
根
源
を
求

め
る
ヴ
ェ
ル
デ
の
指
摘
は
、
訴
訟
多
発
問
題
の
背
景
を
分
析
す
る
上
で
極
め
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
紛
争
解

決
手
段
を
と
っ
た
最
近
の
投
資
保
護
条
約
に
お
い
て
も
な
お
、
諸
国
が
「
傘
条
項
」
に
包
括
的
な
文
言
を
用
い
て
、
そ
の
適
用
対
象
を
限
定

し
て
い
な
い
事
実
を
、
ヴ
ェ
ル
デ
は
説
明
で
き
て
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
結
論
は
、「
主
権
的
行
為
論
」
の
立
法
論
と
し
て
の
価
値
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
投
資
保
護
条
約
の
仲
裁
裁
判
条

項
に
基
づ
く
付
託
数
は
近
年
実
際
に
急
増
し
て
お
り
、
そ
の
付
託
数
を
抑
制
す
る
議
論
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
を
一
般
的
な
「
傘
条
項
」
の
解
釈
と
し
て
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
投
資
保
護
条
約
の
「
傘
条
項
」
を
改

正
し
、
何
ら
か
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
が
訴
訟
多
発
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策
で
あ
ろ
う
。

　
（
九
五
七
）
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