
資
本
制
社
会
の
高
度
化
と
国
際
企
業
活
動
の
複
雑
化
と
活
澄
化
に
伴
う
法
規
制
の
多
様
化
は
、
国
内
法
で
あ
る
労
働
法
、
独
占
禁
止
法
、
為
替
管
理
法
、

証
券
取
引
法
等
の
渉
外
的
適
用
の
問
題
を
発
生
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
こ
れ
ら
法
規
の
内
国
に
お
け
る
外
国
企
業
や
外
国
人
の
行
動
等
へ
の
適
用

の
み
で
な
く
、
内
外
国
際
企
業
な
い
し
自
然
人
の
外
国
で
の
行
為
等
に
対
す
る
そ
れ
ら
諸
法
に
よ
る
規
制
も
ま
た
包
括
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
国
際
私
法
学

の
側
面
か
ら
の
そ
う
し
た
事
象
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
横
山
潤
教
授
ら
に
よ
る
「
強
行
法
規
の
特
別
連
結
理
論
」
が
提
示
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
独
禁
法

や
証
券
取
引
法
の
分
野
に
関
す
る
限
り
、
松
下
満
雄
、
小
原
喜
雄
教
授
、
な
い
し
は
竜
田
節
、
神
崎
克
郎
教
授
ら
に
よ
る
本
来
的
な
概
括
的
研
究
が
進
ん

「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

ま

し

,
9
・

が

き

プ
ル
ー
ス
・
ア
ラ
ン
・
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド

Extraterritorial 
Application of 
U
n
i
t
e
d
 States 

L
a
w
s
 "
 A
 Conflict 
of 
L
a
w
s
 A
p
p
r
o
a
c
h
 *
 

「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

※
 

ー
あ
る
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ

〔

資

料
LJ

大本

仲浪

三
（ーニ―
l-）

淳 章

介市



重
な
資
料
の
探
索
を
可
能
に
し
た
と
云
っ
て
よ
い
。

関
法

第
三
五
巻
第
一
号

で
い
る
が
、
さ
ら
に
包
括
的
な
領
域
に
お
け
る
内
国
強
行
法
規
の
域
外
適
用
の
問
題
に
つ
い
て
、
抵
触
法
的
処
理
を
な
し
え
な
い
か
ど
う
か
、
こ
れ
に
肯

定
的
な
ま
た
は
否
定
的
な
解
答
を
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
か
が
、
差
当
っ
て
究
明
す
ぺ
き
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

私
は
労
働
法
や
租
税
法
な
い
し
は
為
替
管
理
法
等
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
判
例
の
研
究
を
通
じ
て
若
干
の
関
心
が
あ
っ
た
が
、
独
禁
法
や

証
券
取
引
法
は
専
門
外
の
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
内
国
強
行
法
規
の
域
外
適
用
の
全
般
的
な
考
察
に
は
、
特
に
留
意
し
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
過

日
私
の
門
下
生
で
あ
る
博
士
課
程
後
期
課
程
院
生
の
大
仲
淳
介
君
が

B
r
u
c
e

A
l
a
n
 
Rosenfield, ^• 
Extraterritorial 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
of 
U
n
i
t
e
d
 

States L
a
w
s
 "
 A
 Conflict 
of L
a
w
s
 A
p
p
r
o
a
c
h
 "
 (1
9
7
6
)
 
2
8
 Stan. 
L. 
R
e
v
.
 
1005
を
目
ヤ
付
け
て
き
た
。
平
＇
素
か
ら
の
同
君
の
意
欲
が
こ
の
貴

尚
、
論
者
プ
ル
ー
ス
・
ア
ラ
ン
・
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
は
ジ
ョ
ー
ン

•
H

・
バ
ー
ト
ン
教
授
の
関
係
者
と
い
う
以
外
に
、
そ
の
経
歴
は
つ
ま
び
ら
か

で
は
な
い
が
、
こ
の
論
文
は
、
一
見
し
て
、
興
味
あ
る
有
意
義
な
資
料
と
思
わ
れ
る
の
で
、
翻
訳
し
て
、
新
し
い
論
議
の
た
た
き
台
に
な
れ
ば
幸
い
と
考

え
、
大
仲
君
と
共
訳
す
る
こ
と
に
し
、
同
君
が
概
訳
し
た
も
の
に
つ
い
て
私
が
検
討
を
加
え
た
。
原
典
が
抵
触
法
の
領
域
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

国
際
法
そ
の
他
の
分
野
の
も
の
の
共
訳
に
比
す
れ
ば
、
私
の
関
与
の
度
合
は
や
や
大
き
く
、
文
責
や
批
判
を
甘
受
す
べ
き
は
私
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
記

の
よ
う
に
、
単
な
る
口
述
筆
記
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
部
分
は
大
仲
君
の
業
績
と
し
て
認
め
ら
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。

目

次

一
、
合
衆
国
法
の
域
外
的
拡
張

A
、
歴
史
的
展
望

B
、
現
在
の
法
の
状
況
（
以
上
、
本
号
）

9
、
証
券
規
則

⇔

、

労

働

法

伺

、

独

禁

法

ー
ニ
四

(
―
二
四
）

本
浪
章
市
記



蛉

輸

出

管

理

箇

、

環

境

法

C
、
現
在
の
法
の
状
況
に
付
随
す
る
一
般
問
題

二
、
抵
触
法
＂
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

A
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
表
示

B
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
適
用

三

、

結

論

―
二
五

(
1
)

（

2
)
 

合
衆
国
裁
判
所
は
、
争
訟
の
裁
定
に
同
意
す
る
に
先
立
ち
、
裁
判
所
が
、
ま
ず
訴
訟
当
事
者
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
か
否
か
、
次
に
訴
訟
の
個
々

(
3
)
 

の
争
点
を
考
察
す
る
権
限
を
有
す
る
か
否
か
を
、
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
裁
判
所
が
当
事
者
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
と
認
定
す
る

と
し
て
も
、
係
争
の
目
的
た
る
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
を
欠
く
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
事
案
の
審
理
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
際
的
な
紛
争
に
関
す
る
事
案
で
は
、
裁
判
所
は
、
次
の
二
種
類
の
法
律
行
為
に
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
を
拡
張
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ろ

(
4
)
 

う
。
す
な
わ
ち
、
①
制
定
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
規
律
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
法
律
行
為
、
＠

関
係
当
事
者
が
合
衆
国
国
民
で
あ
る
と
き
、
及
び
法

律
行
為
が
全
面
的
に
合
衆
国
内
で
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
明
ら
か
に
制
定
法
の
規
律
の
対
象
と
な
る
が
、
そ
の
行
為
の
渉
外
的
性
質
の
ゆ
え
に
、
立
法
者

(
5
)
 

の
意
思
が
及
ば
な
い
こ
と
の
あ
る
法
律
行
為
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
裁
判
所
が
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め

の
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
行
為
が
行
わ
れ
た
法
域
、
及
び
訴
訟
当
事
者
の
国
籍
（
な
い
し
は
法
的
地
位
）
に
焦
点
を
あ
て
て
き
た
。
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー

(
6
)
 

チ
の
結
果
、
管
轄
権
の
決
定
が
厳
格
な
も
の
と
な
り
、
当
事
者
の
正
当
な
期
待
を
裏
切
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
っ
た
。

こ
の
決
定
を
な
す
た
め
に
、
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
裁
判
所
は
個
々
の
事
実
状
態
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
す
る
権
限
を
有
す
る
か
否
か
だ
け
で
な
＜
—
|
裁
判
所
が
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
を
行

使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
の
決
定
を
意
図
し
て
、
訴
訟
に
関
係
す
る
い
ろ
い
ろ
の
当
事
者
及
び
国
家
の
諸
利
益
を
比
較
衡
量
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

(

7

)

(

8

)

(

9

)

 

で
あ
る
。
こ
の
司
法
上
の
審
査
は
、
裁
判
所
が
、
法
律
抵
触
問
題
の
解
決
に
当
っ
て
、
現
在
使
用
し
て
い
る
審
査
に
類
似
し
て
い
る
。

「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

（
ー
ニ
五
）



※
著
者
は
、
本
稿
に
つ
い
て
の
ジ
ョ
ー
ン
•
H

・
バ
ー
ト
ン
教
授
の
計
り
し
れ
な
い
援
助
に
対
し
て
感
謝
し
た
い
。

(
1
)
本
稿
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
問
題
は
、
連
邦
裁
判
所
に
お
い
て
も
州
裁
判
所
に
お
い
て
も
生
じ
得
る
|
—
但
し
、
訴
訟
の
目
的
物
が
い
ず
れ
か

の
裁
判
所
に
専
属
す
る
も
の
と
し
て
留
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
連
邦
裁
判
所
は
一
九
三
四
年
の
証
券
取
引
所

法
(
1
5
.

U.S. C. §
7

8

 a
a
《
1
9
7
0
》
)
か
ら
生
じ
る
請
求
を
審
理
す
る
専
属
管
轄
権
を
有
す
る
が
、
一
九
一
―
―
―
―
一
年
の
証
券
法
(
1
5
.

U
.
S
.
 C. 
§
 

7
7
く

(a)
《
1
9
7
0
》
)
濫
生
反
を
字
両
理
す
る
管
轄
権
は
州
裁
判
所
も
ま
た
こ
れ
を
有
し
て
い
る
。
連
邦
の
外
交
政
策
に
対
す
る
州
の
干
渉
と
い
う
よ

う
な
余
分
な
関
与
が
州
裁
判
所
で
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
連
邦
と
州
の
い
ず
れ
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
審
理
も
同
一
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(
2
)

例
え
ば

F
E
D
.

R. 
Crv. 
P. 
1

2

 (
b

)

 

(
2
)

を
み
よ
。
従
来
合
衆
国
裁
判
所
は
、
合
衆
国
外
の
当
事
者
に
対
し
て
対
人
管
轄
権
を
行
使
し
て

き
た
が
、
最
近
で
は
、
国
境
を
越
え
て
拡
が
る
法
人
が
発
達
し
た
た
め
に
、
そ
の
限
界
が
極
め
て
厳
格
に
吟
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
多
く
の

点
で
一
国
の
市
民
と
い
う
よ
り
は
世
界
の
市
民
で
あ
る
巨
大
な
企
業
が
発
達
し
て
き
た
。
し
か
し
、
同
時
に
ひ
と
つ
の
国
際
企
業
が
、
数
ヶ
国
で

そ
の
構
成
単
位
を
法
人
化
し
た
い
と
考
え
、
当
該
法
人
の
各
構
成
単
位
を
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
国
の
市
民
に
し
、
他
国
で
設
立
さ
れ
る
当
該
法
人
の

構
成
単
位
と
は
理
論
的
に
別
の
も
の
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
例
え
ば
、

Hadari,
T
h
e
 C
h
o
i
c
e
 o
f
 N
a
t
i
o
n
a
l
 L
a
w
 A
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 

to 
the 
M
u
l
t
i
n
a
t
i
o
n
a
l
 E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
 a
n
d
 the N
a
t
i
o
n
a
l
i
t
y
 o
f
 S
u
c
h
 Enterprises, 1
9
7
4
 
D
U
K
E
 L. 
R
E
V
.
 I
,
 
5
.
 

を
み
よ
。

一
国
が
こ
れ
ら
数
ヶ
国
に
ま
た
が
る
会
社
の
規
律
を
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
場
合
か
が
決
定
さ
れ
る
べ
き

問
題
と
な
る
。
四
つ
の
一
般
指
針
を
定
め
て
い
る

1

一
国
間
ま
た
は
多
数
国
間
の
政
府
協
定
を
介
し
て
行
な
う
の
が
理
想
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、

（
米
独
占
禁
止
条
約
を
検
討
し
て
い
る
）

M
a
r
k
e
r
,
 R
e
c
e
n
t
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
 in International 
Antitrust Cooperation, 1
3
 A
N
T
I
T
R
U
S
T
 

B
U
L
L
.
 3
5
5
,
 
3
5
9ー

6
0

n. 
11 
(
1
9
6
8
)
 
,l{<I
み‘よ。

l
)
が？

l
y

こ
ミ
つ
し
た
冬
令
約
は
、
ギ
叶
常
に
粗
雑
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
合
衆
国

事
実
状
態
を
示
し
て
こ
れ
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。

本
稿
の
第
一
章
は
、
国
際
的
分
野
に
お
け
る
合
衆
国
訴
訟
に
関
す
る
基
本
的
な
憲
法
上
及
び
司
法
上
の
根
拠
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
議
論
に
続
い
て
、
で
き
る
限
り
裁
判
所
の
一
般
的
な
適
用
規
則
を
発
見
し
、
か
つ
現
行
の
決
定
方
法
の
欠
陥
を
摘
示
す
る
た
め
に
、
合
衆
国
法
の
あ
る

(10) 

も
の
に
連
邦
議
会
及
び
裁
判
所
が
与
え
て
い
る
域
外
的
範
囲
の
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
し
よ
う
。
最
後
の
章
で
は
、
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
す
べ

き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
の
利
益
衡
量
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
実
効
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
八
つ
の

関
法

第
三
五
巻
第
一
号

ご
一
六

（
ー
ニ
六
）



「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

―
二
七

は
、
片
務
的
に
行
為
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
~
K
a
t
z
e
n
b
a
c
h
`
 
Conflicts 
o
n
 a
n
 U
m
・
u
l
y
 
H
o
r
s
e
 "
 Re
c
i
p
r
o
c
a
l
 C
l
a
i
m
s
 a
n
d
 

T
o
l
e
r
a
祠
es
i
n
 
Interstate 
a
n
d
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 L
a
 

g• 

6
5
 Y
A
L
E
 L. 
J. 
1087, 
1
1
5
6
-
5
7
 
(
1
9
5
6
)
 ;
 .W, よバ
）

T
r
a
u
t
m
a
n
,
 
T
h
e
 
R
o
l
e
 

o
f
 Conflicts 
T
h
i
n
k
i
n
g
 in 
R
e
f
i
n
i
n
g
 t
h
e
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 R
e
a
c
h
 o
f
 A
m
e
r
i
c
a
n
 R
e
g
u
l
a
t
o
r
y
 
Legislation, 
2
2
 
O
H
I
O
 S
T
.
 L. 
J. 

586, 
6
1
7
 (
1
9
6
1
)
 (
r
t
'
の
迂h翻
叩
を
仝j
-
v
~律
し
て
は
な
ら
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
現
実
の
問
題
が
、
し
ば
し
ば
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
る
。
と
い
う

の
は
、
法
廷
地
法
の
適
用
を
否
認
す
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
法
廷
地
も
事
件
に
関
与
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
）
を
み

よ
。
し
か
し
、
合
衆
国
が
法
人
の
一
構
成
単
位
（
例
え
ば
、
合
衆
国
フ
ォ
ー
ド
）
に
対
し
て
監
督
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、

合
衆
国
は
、
他
国
で
設
立
さ
れ
た
他
の
構
成
単
位
（
例
え
ば
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
フ
ォ
ー
ド
）
の
活
動
を
規
律
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

対
人
管
轄
権
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
国
籍
を
ま
ず
検
討
し
て
き
た
。
合
衆
国
外
国
関
係
法
第

―
―
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
は
、
裁
判
所
が
対
人
管
轄
権
の
基
礎
を
置
き
う
る
国
籍
に
関
す
る
三
つ
の
理
論
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
を

設
立
し
た
国
（
い
わ
ゆ
る
「
法
人
」
理
論
）
、
法
人
の
主
た
営
業
所
の
所
在
地
（
会
社
の
本
拠
地
）
お
よ
び
法
人
を
支
配
す
る
株
主
の
国
籍
で
あ

る。

R
E
S
T
A
T
E
M
E
N
T
(
S
E
C
O
N
D
)
 F
O
R
E
I
G
N
 R
E
L
A
T
I
O
N
S
 L
A
W
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
§
2
7
 &
 co
m
m
e
n
t
 c
a
t
 7
7
 (1965). 

法
人
の
国
籍
の
決
定
は
、
条
約
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
西
ド
イ
ツ
）
と
の
友
好
通
商
条
約

O
c
t
.
29, 
1954, 

[
 19
5
6
]
 
7
 U
.
S
.
 T
.
 
1839, 
T
.
 
I. 

A. S. 
N
o
.
 3
5
9
3
 
(effective 
J
u
l
y
 14, 
1
9
5
6
)
 
(r
―
七
グ
の
出
主
畢
全
国
の
領
内
域
内
2

で
準
孟
珈
H
3
べ
玄
こ
法
律
E

お
よ
び

規
則
の
下
で
設
立
さ
れ
た
会
社
は
、
そ
の
当
事
国
の
会
社
と
看
倣
さ
れ
、
他
方
の
当
事
国
の
領
域
内
で
承
認
さ
れ
る
会
社
と
し
て
の
法
律
上
の
地

位
を
有
す
る
。
」

Id.
Art. 
X
X
V
 (5
)
)
を
み
よ
。

従
わ
れ
る
べ
き
い
ず
れ
か
―
つ
の
国
籍
理
論
を
明
記
す
る
こ
と
に
、
合
衆
国
裁
判
所
は
躊
躇
し
て
き
た
。
む
し
ろ
合
衆
国
裁
判
所
は
、
国
籍
の

決
定
を
、
役
立
て
る
べ
き
目
的
如
何
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
成
行
き
ま
か
せ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
き
た
。

Craig,
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 o
f
 t
h
e
 

T
r
a
d

gゞ
さ
ith
the 
E
n
e
m
y
 A
c
t
 to 
F
o
r
e
i
g
n
 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
s
 
0
 g
 
n
e
d
 b
y
 A
m
e
r
i
c
a
n
s
:
 Reflections 
o
n
 F
r
u
e
h
a
u
f
 v. 
M
a
s
s
a
r
d
y
,
 

8
3
 H
A
R
V
 .
 L. 
R
E
V
.
 579, 
5
8
9
-
9
0
 
(
1
9
7
0
)
.
 
;{'l
み
‘
卜
6
0

六
J

ム
こ
に
ム
ロ
要
が
国
苧
姻
皿
刊
寄
川
は
、
問
四
題
の
面
511に
お
い
て
、
国
内
2

法
人
た
る
構
成
単
位

が
外
国
法
人
に
対
し
て
行
使
す
る
支
配
の
度
合
を
考
慮
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

L
e
a
s
c
o
D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 E
q
u
i
p
.
 C
o
r
p
.
 v. 

M
a
x
w
e
l
l
,
 4
6
8
 F. 
2
d
 1
3
2
6
 (
2
d
 Cir. 
1
9
7
2
)

に
お
い
て
、
フ
レ
ン
ド
リ
ー
判
事
は
、
外
国
法
人
が
内
国
法
人
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
債
務
証

書
を
伴
う
全
く
異
な
る
「
金
融
上
の
導
管
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
に
焦
点
を
当
て
た
。
外
国
法
人
が
単
な
る
内
国
法
人
の
代
理
人
で
あ
る
と

い
う
限
度
で
、
あ
る
法
人
が
別
の
法
人
に
対
し
て
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
そ
の
外
国
法
人
に
対
し
て
対
人
管
轄
権
を
受
入

(
―
二
七
）



関
法

第
三
五
巻
第
一
号

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
合
衆
国
の
株
主
ま
た
は
親
会
社
が
外
国
法
人
の
行
為
に
つ
い
て
有
責
と
さ
れ
る
前
提

と
し
て
、
合
衆
国
財
務
省
が
要
求
し
て
い
る
外
国
法
人
に
対
し
て
及
ぼ
す
支
配
の
度
合
に
つ
い
て
は
、

S
o
m
m
e
r
f
i
e
l
d
,

T
r
e
a
s
u
t
r
y
 
R
e
g
u
l
a
、

tions 
A
f
f
e
c
t
i
n
g
 T
r
a
d
e
 w
i
t
h
 t
h
e
 
Sino-Soviet 
B
l
o
c
 a
n
d
 C
u
b
a
,
 
1
9
 B
u
s
.
 L
A
W
.
 8
6
1
 
(
1
9
6
4
)

を
み
よ
、
外
国
資
産
管
理
規
則

3
1

C. 
F
.
 
R. 
§
5
0
0
.
 329. 
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
国
民
、
居
住
者
ま
た
は
現
実
に
合
衆
国
内
に
所
在
す
る
人
々
に
よ
っ
て
所
有
ま
た
は
支
配

さ
れ
る
外
国
法
人
は
、
合
衆
国
内
の
裁
判
所
の
管
轄
権
に
服
す
る
。

国
籍
の
他
に
、
裁
判
所
は
、
対
人
管
轄
権
に
関
す
る
第
二
の
基
準
を
採
用
し
た
。

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
S
h
o
e
 v. 
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
,
 
3
2
6
 U
.
S
.
 3
1
0
 

(
1
9
5
4
)
は
、
本
来
は
法
廷
地
と
無
関
係
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
た
か
も
法
廷
地
に
住
所
を
有
す
る
か
の
ご
と
く
取
り
扱
う
に
足
る
だ
け
の
関
連
を

有
す
る
被
告
に
対
す
る
あ
る
州
の
対
人
訴
訟
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
適
正
手
続
お
よ
び
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
の
概
念
は
、
侵
犯
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と

の
命
題
を
表
明
し
て
い
る
。

I
n
t
e
m
a
t
i
oミ
a
l
S
h
o
e
事
件
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

T
r
a
y
n
o
r
,
I
s
 
T
h
i
s
 
Conflict 
R
e
a
l
l
y
 N
e
c
e
s
s
a
r
y
 ?, 
3
7
 

T
E
X
.
 L
.
 

REV. 657, 
6
5
7
-
5
8
 
(
1
9
5
9
)
 
-l{<l
み
よ
。

I
n
t
e
mミ
atRo
n
a
l
 S
h
o
e
事
江
行
は
国
内
2

寧
F

此
＂
で
あ
る
が
、
そ
の
法
理
は
、
国
際
的
領
域
に
ま

で
拡
張
さ
れ
て
き
た
。

F
o
g
e
l

v. 
C
h
e
s
t
n
u
t
t
,
 
[
1
9
6
7ー
1
9
6
9

T
r
a
n
s
f
e
r
 
B
i
n
d
e
r
]
 
C
C
H
 F
E
D
.
 S
E
C
.
 
L
.
 
R
E
P
 ,r 
92, 
1
3
3
 at 
96, 
6
1
2
 

(S•D•N• 

Y
.
 J
a
n
.
 
18, 
1
9
6
9
)
 ;
 Sc
r
i
p
t
o
m
a
t
i
c
 
v. 
A
g
f
a
 ,
 
G
e
v
a
e
r
t
,
 
Inc., 
1
9
7
3
 T
r
a
d
e
 C
a
s
.
 
,r 
7
4
,
5
9
4
 (S. 
D•N• 

Y
.
1
9
7
3
)
 
.,lsJみよ。

州
際
抵
触
と
国
際
抵
触
に
関
す
る
差
異
に
つ
い
て
の
議
論
に
つ
い
て
は
、

A.
S
H
A
P
I
R
A
,
 T
H
E
 I
N
T
E
R
E
S
T
 A
P
P
R
O
A
C
H
 T
O
 C
H
O
I
C
E
 O
F
 

L
A
W
,
 3
4
 (
1
9
7
0
)
.
 
を
み
よ
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
関
係
基
準
」
は
拡
張
さ
れ
て
、
州
際
的
な
事
態
に
お
い
て
は
、
あ
る
会
社
が
法
廷
地
州
内
の
対
人
管
轄
権
に
服
す
る
に
足
る

だ
け
の
関
連
を
有
す
る
場
合
に
は
、
訴
訟
原
因
は
、
法
廷
地
州
内
の
被
告
の
行
為
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
、
と
判
決
さ
れ
る

ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

P
e
r
k
i
n
s
v. 
B
e
n
g
u
e
t
 C
o
n
s
o
l
.
 
M
i
n
i
n
g
 Co., 
3
4
2
 
U. S. 
4
3
7
,
 
4
4
6
 
(
1
9
5
2
)

を
み
よ
。

P
e
r
k
i
n
s

事
件
に
お
い
て
、

被
告
は
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
で
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
オ
ハ
イ
オ
を
拠
点
に
そ
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
居
住
者
で
あ
る
原
告
は
、
未
払
い
の
配
当
金
と
原
告
に
対
す
る
新
株
を
発
行
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
損
害
賠
償
を
理
由
に
、
そ
の
法
人

を
訴
え
た
。
こ
れ
と
同
じ
結
果
が
国
際
取
引
に
お
い
て
生
じ
な
い
と
信
ず
る
に
足
る
理
由
は
殆
ど
な
い
。
（
但
し
、
こ
の
引
用
例
は
ま
た
、
明
示

的
に
、
国
内
取
引
に
の
み
適
用
さ
れ
よ
う
）

R
E
S
T
A
T
E
M
E
N
T
 (
S
E
C
O
N
D
)
 C
O
N
F
L
I
C
T
 O
F
 L
A
W
S
§
4
7
 (
1
9
7
1
)

を
み
よ
。

し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
裁
判
所
は
、
合
衆
国
国
民
、
合
衆
国
法
人
、
合
衆
国
か
ら
事
実
上
支
配
さ
れ
て
い
る
外
国
法
人
お
よ
び
合
衆
国
と
重
要

な
関
係
を
も
つ
外
国
法
人
に
対
し
、
対
人
管
轄
権
を
行
使
す
る
で
あ
ろ
う
。
（
し
か
し
、
外
国
人
の
被
告
が
、
対
人
管
轄
権
に
任
意
に
服
従
す
る

ー
ニ
八

(
―
二
八
）



「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

―
二
九

と
き
は
、
合
衆
国
と
の
関
連
の
度
合
は
重
要
で
な
い
。
）
対
人
管
轄
権
が
確
定
さ
れ
る
と
、
次
に
は
、
裁
判
所
が
事
物
に
対
す
る
権
管
轄
を
承
認

す
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
い
ず
れ
か
の
問
題
に
解
答
す
る
に
当
っ
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
争
点
は
重
複
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
争
点
が
同
時

に
検
討
さ
れ
得
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
基
準
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
方
の
形
の
管
轄
権
の
承
認
を
支
持
す
る
に

足
る
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は
、
他
の
形
の
管
轄
権
が
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
銘
記
す
べ

き
で
あ
る
。
本
稿
の
後
の
部
分
で
は
ず
っ
と
、
合
衆
国
裁
判
所
が
当
事
者
に
対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
か
、
ま
た
は
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
事

物
に
対
す
る
管
轄
権
と
い
う
争
点
だ
け
が
論
議
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

3

)

例
え
ば
、

F
E
D
.

R. C
I
V
,
 
P. 
1
2
 (
b

)

 
(
I
)

を
み
よ
。

(

4

)

例
え
ば
、

H
e
l
l
e
n
i
c
L
i
n
e
s
 L
t
d
.
 
v. 
R
h
o
d
i
t
i
s
,
 
3
9
8
 
U. S
.
 
3
0
6
 (
1
9
7
0
)

を
み
よ
。

(

5

)

例
え
ば
、

F
o
l
e
y
B
r
o
s
.
 v• 

F
i
l
a
r
d
o
,
 
3
3
6
 
U. S
.
 
2
8
1
 
(
1
9
4
9
)

を
み
よ
。

(

6

)

 

A. S
H
A
P
I
R
A
、
前
記
注
(

2

)

、
a
t
2
1

を
み
よ
。
連
邦
最
高
裁
判
所
が
両
当
事
者
の
正
当
な
期
待
を
覆
え
し
た
事
例
と
し
て
は
、
（
た
と
え

ギ
リ
シ
ャ
船
員
の
雇
用
契
約
が
、
全
て
の
請
求
は
ギ
リ
シ
ャ
法
を
使
用
す
る
ギ
リ
シ
ャ
裁
判
所
に
よ
っ
て
裁
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
明
示
し

て
い
た
と
し
て
も
、
合
衆
国
領
海
内
で
ギ
リ
シ
ャ
船
船
に
乗
船
し
て
役
務
に
従
事
し
て
い
る
間
に
負
傷
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
船
員
に
は
、
ジ
ョ
ー
ン

ズ
法
4
6

U. S
.
 C
.
 §
6
8
8
 (
1
9
7
0
)

が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
し
た
）

H
e
l
l
e
n
i
c
 
L
i
n
e
s
,
 
L
t
d
.
 
v. R
h
o
d
i
t
i
s
,
 
3
9
8
 
U. S
.
 
3
0
6
,
 a
t
 3
0
8
 (
1
9
7
0
)
 

お
よ
び
（
た
と
え
両
当
事
者
が
、
そ
の
契
約
に
お
い
て
、
「
準
拠
法
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
全
て
の
法
律
、
規
則
、
命
令
お
よ
び
そ
の
他
の

規
定
を
遵
守
し
か
つ
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
に
合
意
し
て
い
た
と
し
て
も
、
合
衆
国
政
府
の
た
め
の
公
共
土
木
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
請

負
人
の
た
め
に
イ
ラ
ン
や
イ
ラ
ク
で
働
い
て
い
る
合
衆
国
労
働
者
に
は
八
時
間
労
働
規
則

4
6

U. S
.
 
C
.
 
§
 §
3
2
1
 1
 2

6
 (
1
9
1
2
)

は
適
用
さ
れ
な

い
と
判
決
し
た
）

F
o
l
e
y
 B
r
o
s
.
 v• 

F
i
l
a
r
d
o
,
 
3
3
6
 
U. S
.
 
2
8
1
,
 
a
t
 2
8
3
 (
1
9
4
9
)

を
み
よ
。

(

7

)

 

C
o
h
e
n
s
 v• 

V
i
r
g
i
n
i
a
,
 
1
9
 
U. S
.
 
(
6
 W
h
e
a
t
.
)
 
2
6
4
,
 
4
0
4
 (
1
8
2
1
)

は
、
あ
る
裁
判
所
が
訴
を
審
理
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
以
上
、
当
該

裁
判
所
は
そ
の
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
命
題
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
数
年
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、

W
e
i
n
e
r

v. 
S
h
e
a
r
s
o
n
,
 H
a
m
m
i
l
l
 
&
 Co
.
,
 
5
2
1
 F
.
 
2
d
 8
1
7
 (
9
t
h
 C
i
r
.
 
1
9
7
5
)

に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
「
連
邦
裁
判
所
に

依
拠
し
得
る
と
い
う
絶
対
的
な
権
利
に
関
す
る
〔
こ
の
〕
理
論
は
、
し
だ
い
に
多
く
の
例
外
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
例
外
は
、
極
め
て
絶
対
的
な
性
質
を
有
す
る
こ
の
理
論
が
殆
ど
実
効
性
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
総
体
的
に
示
唆
し
て
い
る
」
と
述
ぺ
て
い

る。

Id.
a
t
 8
1
9
.
 

こ
の
理
論
に
対
す
る
二
つ
の
大
き
な
例
外
は
、
管
轄
権
不
行
使
の
法
理
お
よ
び
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ペ
ニ
エ
ン
ス
の

(

1

1

一九）



A 

第
三
五
巻
第
一
号

法
理
で
あ
る
。
管
轄
権
不
行
使
の
法
理
の
下
で
は
、
「
管
轄
権
の
行
使
が
、
連
邦
主
権
と
州
主
催
の
間
に
不
当
な
軋
礫
を
生
じ
る
」
場
合
に
は
、

連
邦
裁
判
所
は
、
管
轄
権
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

I
d
.
a
t
 
8
2
0
.
 

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ペ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
の
下
で
は
、
管
轄
権

の
行
使
が
、
被
告
に
と
っ
て
不
当
な
苦
難
を
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
の
理
由
（
例
え
ば
、

G
u
l
f
O
i
l
 
C
o
.
 
v. 
G
i
l
b
e
r
t
,
 
3
3
0
 
U. S
.
 
5
0
1
,
 
5
0
8
 

(
1
9
4
7
)

を
み
よ
）
で
、
ま
た
は
他
の
裁
判
所
が
訴
訟
に
と
っ
て
よ
り
適
切
な
裁
判
所
で
あ
る
と
の
理
由
（
例
え
ば
、
訴
訟
お
よ
び
証
人
の
所
在

と
各
国
と
の
関
連
の
よ
う
な
諸
要
素
を
引
用
し
て
い
る

P
a
p
e
r
s
O
p
e
r
a
t
i
 o
n
s
 C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
s
 
Int'!, 
L
t
d
.
 
v. 
S. 
S. 
H
o
n
g
 K
o
n
g
 A
m
b
e
r
,
 

5
1
3
 F. 
2
d
 6
6
7
,
 
6
6
9
 
(
9
t
h
 
Cir. 
1
9
7
5
)
 
1{<l
み
よ
）
で
劫
8

剖
芋
所
は
管
目
紐
祀
罹
を
珀
土
合
す
ニ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

R
o
g
e
r

v. 
G
u
a
r
a
n
t
e
e
 

T
r
u
s
t
 Co., 
2
8
8
 
U. S
.
 
1
2
3
,
 
1
3
0
-
3
1
 
(
1
9
3
3
)

を
み
よ
。

(

8

)

制
定
法
が
域
外
的
適
用
範
囲
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
っ
て
、
制
定
法
起
草
中
に
お
け
る
同
様
の
立
法
的
審
査
は
有
益
で

あ
ろ
う
。
後
掲
注
(
1
0
1
)
|
（130)
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
し
て
い
る
原
文
を
み
よ
。

(

9

)

後
掲
注
臼
i

)

を
み
よ
。

(

1

0

)

こ
の
域
外
的
な
適
用
範
囲
の
検
討
は
、
証
券
法
、
労
働
法
、
独
禁
法
、
輸
出
管
理
法
、
環
境
法
の
分
野
に
も
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

領
域
が
選
ば
れ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
現
実
的
に
ま
た
は
潜
在
的
に
国
際
紛
争
に
関
す
る
争
訟
が
行
な
わ
れ
る
分
野
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
法
律
抵
触
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
他
分
野
で
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

歴
史
的
展
望

関
法

合
衆
国
法
の
域
外
的
拡
張

―――10 
(-――
10) 

「
全
て
の
対
外
的
な
事
件
を
妨
害
し
た
り
、
そ
れ
に
干
渉
し
た

(11) 

連
邦
議
会
は
合
衆
国
の
国
外
的
関
係
を
取
り
扱
う
広
汎
な
権
限
を
有
す
る
と
い
う
命
題
を
、
合
衆
国
内
の
諸
裁
判
所
は
、
永
ら
く
容
認
し
て
き
た
。
他

国
民
を
処
遇
す
る
た
め
に
主
権
に
委
託
さ
れ
た
伝
統
的
権
限
に
加
え
て
、
連
邦
議
会
は
、

(12) 

り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
」
権
限
を
有
し
て
い
る
。

(13) 

連
邦
議
会
が
、
制
定
法
に
明
示
的
に
域
外
的
適
用
範
囲
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
時
折
あ
る
。
連
邦
議
会
が
、
明
示
的
に
、
あ
る
制
定
法
が
合
衆
国
外
の

特
に
認
め
ら
れ
た
行
為
に
適
用
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
場
合
に
、
「
こ
の
こ
と
が
修
正
第
一
五
条
の
適
正
手
続
要
件
に
反
し
な
い
限
り
」
、
裁
判
所
は
、



(14) 

「
連
邦
議
会
の
判
断
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
一
般
的
な
制
定
法
が
、
問
題
の
行
為
に
明
示
的
に
言
及
し
な
い
で
、
域
外
的
な
法
律
行

為
を
そ
の
適
用
範
囲
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
そ
う
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ペ
ニ
エ
ン
ス
を
理
由
に
、

(15) 

他
国
裁
判
所
の
た
め
に
、
自
由
に
管
轄
権
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
た
い
て
い
の
立
法
は
、
合
衆
国
内
に
存
在
し
て
い
る
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
起
草
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
合
衆
国
内
で
の
影
響
が
同
様
の

(16) 

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
制
定
法
を
域
外
的
に
適
用
す
る
の
を
考
え
る
こ
と
は
、
殆
ど
な
い
か
、
ま
た
は
全
く
な
い
。
連
邦
議
会
が
、
こ
の
争
点

(17) 

を
規
律
の
対
象
と
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
制
定
法
の
範
囲
の
決
定
を
繰
返
し
て
求
め
ら
れ
て
き
た
。

適
用
範
囲
の
曖
昧
な
法
律
に
当
面
し
た
と
き
、
ま
ず
最
初
、
裁
判
所
は
、
当
該
法
律
の
適
用
範
囲
の
最
大
限
度
ま
で
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
よ
う
と
す

る
連
邦
議
会
の
意
図
を
要
易
に
は
認
定
し
な
か
っ
た
。
こ
の
用
心
深
さ
は
、

確
立
さ
れ
た
慣
習
国
際
法
の
二
つ
の
理
論
が
抵
触
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
司
法
部
が
認
識
し
た
こ
と
か
ら
主
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
各
主

(18) 

権
国
家
は
、
自
国
領
域
内
で
の
行
為
を
排
他
的
に
規
制
す
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
「
い
か
な
る
国
家
も
、
そ
の
国
家
が
非
難
す
る
自
国
領
域
内
で
の
結
果

(19) 

を
生
じ
る
自
国
領
域
外
で
の
行
為
に
つ
き
、
そ
の
国
と
忠
誠
関
係
に
立
た
な
い
人
々
に
対
し
て
さ
え
義
務
を
課
す
こ
と
が
で
き
よ
う
」
。
明
確
な
連
邦
議

会
の
指
示
な
し
に
、
立
法
に
、
何
ら
か
の
域
外
的
効
力
を
与
え
る
こ
と
に
対
す
る
こ
の
抑
制
的
態
度
は
、
一
九
世
紀
か
ら

110世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
合

衆
国
の
孤
立
主
義
的
風
潮
に
よ
っ
て
、
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
主
席
判
事
は
、
制
定
法
は
「
何
ら
か
の

(20) 

別
の
解
釈
が
可
能
性
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
決
し
て
、
国
際
法
に
違
反
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
。
連
邦
議
会

が
別
途
の
指
示
を
与
え
て
い
な
い
以
上
、
裁
判
所
は
、
全
て
の
関
連
行
為
が
合
衆
国
内
で
生
じ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
自
国
制
定
法
を
適
用
す
る
こ
と
は

(
2
1
)

（

22) 

な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、

A
m
e
r
i
c
a
n
B
a
n
a
n
a
 Co. 
v. 
United Fruit 
Co. 
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
ズ
判
事
は
、
こ
の
注
目
す
べ
き
事
件
で
は
、
原
告

も
被
告
も
共
に
合
衆
国
で
管
理
・
運
営
さ
れ
る
法
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
衆
国
は
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
行
為
に
合
衆
国
独
禁
法

(23) 

を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
弁
論
を
却
下
し
た
。

(24) 

合
衆
国
の
経
済
力
お
よ
び
軍
事
力
の
向
上
に
伴
い
、
他
の
諸
国
と
の
契
約
は
、
急
速
に
増
加
し
た
。
裁
判
所
は
、
立
法
が
実
効
性
を
有
す
る
た
め
に
は
、

「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

し
か
し
、

一
国
が
そ
の
領
土
的
境
界
を
越
え
て
自
国
法
を
拡
張
し
始
め
る
と
、
十
分
に

三
（
一
三
一
）



(25) 

多
く
の
事
案
に
お
い
て
、
立
法
の
域
外
的
適
用
を
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
裁
判
所
は
、
ま
す
ま
す
積
極
的
に
、
他
国
ま
た
は
他
国
民
の

権
利
が
侵
害
さ
れ
な
い
限
り
、
国
外
に
在
る
合
衆
国
国
民
の
行
為
を
規
律
す
る
議
会
の
黙
示
意
思
が
制
定
法
中
に
み
て
と
れ
る
と
解
釈
す
る
よ
う
に
な
っ

(26) 
た
。
実
際
的
見
地
よ
り
す
れ
ば
、
合
衆
国
法
の
適
用
が
、
外
国
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
専
ら
合
衆
国
国
民
に
対
し
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
問
題

と
な
る
行
為
が
合
衆
国
内
外
の
い
ず
れ
で
発
生
し
た
か
は
全
く
重
要
で
は
な
い
。

（力）

U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
A
l
u
m
i
n
u
m
 
Co. o
f
 A
m
e
r
i
c
a
は
、
連
邦
議
会
が
明
示
的
に
指
示
を
与
え
て
い
な
い
の
に
、
合
衆
国
外
に
お
け
る
合
衆
国
国
民

・

(28)

で
な
い
人
達
の
行
動
に
、
合
衆
国
裁
判
所
が
、
合
衆
国
法
を
適
用
し
た
最
初
の
主
要
な
事
件
で
あ
る
。
そ
の
事
件
で
、
ラ
ー
ン
ド
・
ハ
ン
ド
判
事
は
、
外

国
人
の
行
為
が
合
衆
国
内
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
す
限
度
で
、
独
禁
法
の
中
に
そ
う
し
た
外
国
人
の
行
為
を
規
律
す
る
議
会
の
黙
示
的
意
思
を
見
出
せ
る

と
積
極
的
に
解
釈
し
た
。
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
を
認
め
る
議
会
の
意
思
を
こ
の
よ
う
に
積
極
的
に
示
唆
し
よ
う
と
す
る
裁
判
所
の
態
度
は
、
次
の
二
つ

（四）

の
独
禁
法
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
絶
頂
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、

U
注
t
e
d
States 
v. 
I
m
p
e
r
i
a
l
 
C
h
e
m
i
c
a
l
 
Industries

と

U
注
ted
States 
v. 

(30) 

T
h
e
 W
a
t
c
h
m
a
k
e
r
s
 o
f
 S
w
i
t
z
e
r
l
a
n
d
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
C
e
n
t
e
r
と
で
あ
る
。
各
々
の
事
件
で
問
題
と
さ
れ
た
行
為
は
、
合
衆
国
内
に
お
い
て
影
響
を

及
ぽ
し
て
い
た
が
、
合
衆
国
法
の
適
用
が
確
か
に
外
国
で
の
重
要
な
紛
糾
を
生
じ
る
よ
う
な
事
態
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
、
あ
え
て
合
衆

(31) 

国
法
を
適
用
し
た
。

(
1
1
)
 

U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
Curtiss ,
 
W
r
i
g
h
t
 E
x
p
o
r
t
 Corp., 2
9
9
 U
.
 S. 
3
0
4
 (
1
9
3
6
)
'
!
1
s
J
み
よ
。

(
1
2
)
 

U
n
i
t
e
d
 States 
v. 
P
e
a
c
e
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 Seller, 
9
7
 F. 
S
u
p
p
.
 2
5
5
,
 
2
6
0
 (D• 

D. C. 1
9
5
1
)
.
 
華
5

判
所
は
、
冷
公
sl
―
つ
の
理
論
の
い
ず

れ
か
―
つ
に
よ
っ
て
、
こ
の
権
限
の
授
与
を
正
当
化
し
て
き
た
。
ま
ず
、
英
国
か
ら
合
衆
国
に
移
っ
た
主
権
の
固
有
の
権
限
が
存
在
す
る
。
こ
の

権
限
は
、
連
邦
憲
法
以
前
に
存
在
し
て
お
り
、
憲
法
発
布
後
も
存
続
し
続
け
て
い
る
権
限
で
あ
っ
た
。

U
n
i
t
e
d
States 
v. 
Curtiss ,
 
W
r
i
g
h
t
 

E
x
p
o
r
t
 Corp., 2
9
9
 U
.
S
.
 3
0
4
,
 
3
1
7
 (1936)~ 

よ
び

U
n
i
t
e
d
States 
v. 
P
e
a
c
e
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 Seller, 9
7
 F. 
S
u
p
p
.
 2
5
5
,
 
2
5
9
-
6
0
 

(D• 

D. C. 1
9
5
1
)

を
み
よ
。
第
二
の
理
論
は
、
そ
の
権
限
が
、
諸
州
に
よ
り
、
連
邦
憲
法
を
通
じ
て
、
連
邦
憲
法
に
付
与
さ
れ
た
と
い
う
も
の

で
あ
っ
て
、
「
上
記
の
権
限
、
お
よ
び
こ
の
憲
法
に
よ
り
、
合
衆
国
政
府
ま
た
は
そ
の
各
省
も
し
く
は
官
吏
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
他
の
一
切
の

権
限
を
執
行
す
る
た
め
に
、
必
要
に
し
て
適
当
な

(
n
e
c
e
s
s
a
r
y
a
n
d
 p
r
o
p
e
r
)
す
べ
て
の
法
律
を
制
定
す
る
」
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
一

関
法

第
一
ー
一
五
巻
第
一
号

三
(
―

1111
一
）



条
第
八
節
一
八
項
・
斎
藤
真
「
世
界
憲
法
集
（
第
三
版
）
」
四

0
頁
、
宮
沢
俊
義
編
）
権
限
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
「
諸
外
国
と
の
通
商
を
規
制
す

る
」
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
第
一
条
第
八
節
一
一
一
項
、
斎
藤
、
前
掲
書
三
八
頁
）
権
限
と
し
て
連
邦
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、

H
e
n
k
i
n
,
T
h
e
 T
r
e
a
t
y
 M
 ̀

 
a
k
e
r
s
 a
n
d
 t
h
e
 L
a
w
 M
a
k
e
r
s
 "
T
h
e
L
a
s
 o
f
 t
h
e
 L
a
n
d
 a
n
d
 F
o
r
e
i
g
n
 R
e
l
a
t
i
o
n
s
,
 
1
0
7
 U
.
 P
A
.
 

L. 
R
E
V
.
 9
0
3
,
 
9
1
5
 
(
1
9
5
9
)
 
(jll/l!j邦
議
今
K

は
、
牛
ヽ
れ
が
州
際
通
志
ば
に
対
し
て
有
し
て
い
る
の
と
同
様
の
権
限
を
、
国
外
通
商
に
対
し
て
も
有
し

て
い
る
）
を
み
よ
。

(

1

3

)

例
え
ば
、

T
r
a
d
i
n
g
W
i
t
h
 t
h
e
 E
n
e
m
y
 A
c
t
,
 
5
0
 U
.
S
.
 C. 
A
p
p
.
 §
§
1
-
4
4
 (
1
9
7
0
)

を
み
よ
。

(

1

4

)

 

L
e
a
s
c
o
 D
a
t
a
 P
r
o
c
e
s
s
i
n
g
 E
q
u
i
p
.
 Corp• 

v. 
M
a
x
w
e
l
l
,
 4
6
8
 F. 
2
d
 1
3
2
6
,
 
1
3
3
4
 (
2
d
 Cir. 
1
9
7
2
)
.
 
T
a
g
 v. 
R
o
g
e
r
s
,
 
2
6
7
 F. 2
d
 

6
6
4
,
 
6
6
6
 (
D
.
 C. Cir. 
1
9
5
9
)
 
(
「
当
｝
に
そ
の
よ
う
な
規
定
が
国
際
法
の
原
則
に
違
反
し
て
い
る
と
の
理
由
で
、
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ

た
制
定
法
ま
た
は
条
約
中
に
包
含
さ
れ
る
宜
言
を
無
効
と
宜
告
す
る
権
限
は
、
本
裁
判
所
に
は
な
い

D
お
よ
び

D
i
g
g
s

v. 
S
c
h
u
l
t
z
,
 
4
7
0
 F. 

2
d
 4
6
1
 
(
D
.
 C. Cir. 
1
9
7
2
)

を
み
よ
。

D
i
g
g
s
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
が
、
国
連
と
の
間
で
取
り
決
め
た
連
邦
議
会
の
誓
約

に
違
反
し
て
、
ロ
ー
デ
シ
ア
か
ら
の
ク
ロ
ム
の
輸
入
を
認
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
こ
れ
に
干
渉
す
る
権
限
は
な
い
、
と
の
意

見
を
述
べ
た
。
裁
判
所
は
、
上
告
人
の
争
訟
の
原
因
は
連
邦
議
会
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
選
挙
の
場
に
お
い
て
の
み
追
求

で
き
、
裁
判
所
に
お
い
て
は
追
求
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
訴
訟
原
因
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。

Id.
at 465. 
し
か
し
、
外
国
関
係
法
第
ニ
リ
ス
テ

イ
ト
メ
ン
ト
第
七
条
一
号

(
1
9
6
5
)

(
「
あ
る
法
規
則
を
定
め
る
管
轄
権
を
有
す
る
邦
は
、
必
ず
し
も
全
て
の
場
合
に
、
そ
の
法
規
則
を
強
制
す
る

管
轄
権
を
持
た
な
い
）
）
お
よ
び
第
一
―

-0条
二
号
（
「
国
家
は
、
単
に
外
国
人
の
行
為
が
自
国
民
の
誰
か
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

自
国
領
域
外
で
の
外
国
人
の
行
為
に
法
律
効
果
を
付
与
す
る
法
規
則
を
定
め
る
管
轄
権
を
有
し
な
い
」
）
を
み
よ
。

裁
判
所
が
行
為
者
に
対
す
る
対
人
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
き
は
、
連
邦
憲
法
の
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
問
題
の
制
定
法
の
適

用
を
差
し
控
え
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。

J
o
n
e
s
,
A
n
 Interest A
n
a
l
y
s
i
s
 A
p
p
r
o
a
c
h
 to E
x
t
r
a
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
 A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 o
f
 R
u
l
e
 1
0
6
 1
 

5" 5
2
 
L• 

R
E
V
.
 983, 
9
9
2
 (
1
9
7
4
)
 
-,l,J
み
よ
。

(
1
5
)

例
え
ば
、
前
記
注
(

7

)

で
論
じ
た

P
a
p
e
r
s
O
p
e
r
a
t
i
o
n
s
 C
o
n
s
u
l
t
a
n
t
s
 
Int'!, 
L
t
d
.
 
v. 
S
.
S
.
 
H
o
n
g
 K
o
n
g
 
A
m
b
e
r
,
 
5
1
3
 F
,
 2
d
 

6
6
7
 
(
9
t
h
 
Cir. 
1
9
7
5
)

を
み
よ
。

(
1
6
)

例
え
ば
、

B
e
r
s
c
hv• 

D
r
e
x
e
l
 F
i
r
e
s
t
o
n
e
,
 
Inc., 
5
1
9
 F. 2
d
 974, 
9
9
3
 
(
2
d
 Cir.), 
cert. 
d
e
n
i
e
d
,
 
9
6
 S. 
Ct. 
4
5
3
 (
1
9
7
5
)
.
 
-,l,J
み
よ
。

(
1
7
)

例
え
ば
、
前
記
注
(
1
6
)

を
み
よ
。

「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

｀ 
（
一
三
三
）



関
法

第
三
五
巻
第
一
号

一
三
四

（
一
三
四
）

食
2

)

U
n
d
e
r
h
i
l
l
 v• 

H
e
r
n
a
n
d
e
z
,
 1
6
8
 U
.
 S. 
2
5
0
,
 
2
5
2
 
(
1
8
9
7
)
 
(
「
全
て
の
主
権
国
家
は
、
全
て
の
他
の
主
権
国
家
の
独
立
性
を
尊
重
す
る
よ

う
拘
束
さ
れ
、
一
国
裁
判
所
は
、
自
国
領
域
内
で
な
さ
れ
た
他
国
政
府
の
行
為
に
つ
い
て
判
決
を
下
す
た
め
開
廷
し
な
い
で
あ
ろ
う

D
を
み
よ
。

(
1
9
)
 

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
v. 
A
l
u
m
i
n
u
m
 C
o
.
 
o
f
 A
m
e
r
i
c
a
,
 
1
4
8
 F
.
 
2
d
 4
1
6
,
 
4
4
3
 
(
2
d
 
Cir. 
1
9
4
5
)
.
 
ま
た
、

S
t
r
a
s
s
h
e
i
mv• 

D
a
i
l
y
,
 
2
2
1
 

U
.
 S. 
2
8
0
,
 
2
8
5
 (
1
9
1
1
)
 
(
同
じ
原
則
が
、
州
際
間
の
犯
罪
人
引
渡
し
に
適
用
さ
れ
た
）
を
み
よ
。
州
際
抵
触
と
国
際
抵
触
と
の
相
違
に
関
す
る

議
論
に
つ
い
て
は
、

A.
S
H
A
P
I
R
A
,
 
上
記
注
(

2

)

a
t
 3
4

を
み
よ
。

(

2

0

)

 

M
u
r
r
a
y
 
v. 
S
c
h
o
o
n
e
r
 C
h
a
r
m
i
n
g
 B
e
t
s
y
,
 
6
 U
.
 S. 
(
2
 C
r
a
n
c
h
)
 
64, 
1
1
8
-
(1804)・ 

(

2

1

)

 

F
o
l
e
y
 B
r
o
s
.
 v• 

F
i
l
a
r
d
o
,
 
3
3
6
 U
.
 S. 
2
8
1
,
 
2
8
5
 (
1
9
4
9
)

を
み
よ
。
こ
の
担
岱
則
を
苺
宗
用
し
て
、
劫
g

判
所
は
、
特
許
法

(
J
o
h
n
M
o
h
r
 &
 

S
o
n
s
 v• 

V
a
c
u
d
y
n
e
 
C
o
r
p
.
,
 
3
5
4
 F
.
 
S
u
p
p
.
 
1
1
1
3
 
(N. D
.
 

Ill. 1973)~ 

み
よ
）

i
己
岱
向
蛉
ば
生
幽
が
内
組
知
則

(
D
e
u
t
s
c
h
e
L
u
f
t
h
a
n
s
a
 

A
k
t
i
e
n
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
v. 
C
A
B
,
 4
7
9
 F
.
 
2
d
 9
1
2
,
 
9
1
7
 (
D
.
 C
.
 C
i
r
 1
9
7
3
)

を
み
よ
）

i
域
外
砧
叩
効
力
を
持
た
な
い
と
判
決
し
た
。

(

2

2

)

 

2
1
3
 

u. s. 
3
4
7
 (
1
9
0
9
)
 

(
2
3
)

ホ
ー
ム
ズ
は
、
ア
メ
リ
カ
バ
ナ
ナ
会
社
が
こ
の
行
為
を
継
続
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
い
さ
さ
か
衝
撃
を
受
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

I
d
.
a
t
 3
5
5
.
 

こ
の
事
件
は
、
合
衆
国
法
の
効
力
範
囲
に
関
す
る
領
土
的
限
界
に
つ
い
て
、
公
海
基
準
を
設
定
し
た
。
こ
の
判
例
は
、
正
式
に
は
破
棄
さ
れ
は
し

な
か
っ
た
が
、
今
日
そ
う
し
た
事
案
が
同
じ
ふ
う
に
判
決
さ
れ
る
か
は
疑
わ
し
い
。

C
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l
O
r
e
 C
o
.
 
v. 
U
n
i
o
n
 C
a
r
b
i
d
e
 C
o
r
p
.
,
 3
7
0
 

U. S. 
6
9
0
,
 
7
0
5
 
(
1
9
6
2
)

の
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、

A
m
e
r
i
c
a
n
B
a
n
a
n
a
事
件
を
有
効
な
法
律
と
し
て
引
用
し
た
が
、
同
裁
判
所
は
、
被

告
の
行
為
が
合
衆
国
内
に
何
ら
の
影
響
を
も
及
ぼ
さ
な
い
場
合
に
は
、
合
衆
国
独
禁
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
命
題
を
唱
導
す
る
も
の
と
し
て
、

こ
の
判
例
を
解
釈
し
た
。
こ
の
事
件
が
今
日
判
決
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
た
ぶ
ん
合
衆
国
市
場
に
対
す
る
十
分
な
影
響
が
、
公
判
レ
ペ
ル
で
認
定
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

B
r
a
n
c
hv• 

F
T
C
,
 1
4
1
 
F
.
 
2
d
 3
1
 
(
7
t
h
 
Cir. 
1
9
4
4
)

を
み
よ
。

(
2
4
)

例
え
ば
、

J
o
n
e
s
,

上
記
注
(

1

4

)

a
t
 
9
8
6
.
 

(

2

5

)

 

U
n
i
t
e
d
 S
t
a
t
e
s
 
v. 
B
o
w
m
a
n
,
 2
6
0
 U
・
s
.
 
94, 
9
8
 (
1
9
2
2
)
 :
 「
犯
罪
の
構
成
要
件
と
さ
れ
る
域
内
的
行
為
を
理
由
と
す
る
若
干
の
犯
罪
が
、

領
土
的
管
轄
内
で
犯
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
犯
罪
行
為
地
を
厳
格
に
領
土
管
轄
内
に
制
限
す
る
こ
と
が
、
大
巾
に
制
定
法
の
範
囲
と
有
用
性
を
損

な
い
、
詐
欺
に
対
す
る
多
大
の
免
除
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
犯
罪
も
あ
る
」
を
み
よ
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
新
し
い
認
識
で
は
な
く
て
、

以
前
の
孤
立
主
義
的
政
策
か
ら
の
撤
退
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ー
軍
事
的
に
も
、
経
済
的
に
も
ー
合
衆
国
の
強
化
さ
れ
た
世
界
的
地
位
の

認
識
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。



B
 

(

2

6

)

例
え
ば
、

S
k
i
r
i
o
t
e
sv• 
F
l
o
r
i
d
a
,
 
3
1
3
 U
.
 S. 
69, 
7
3
 
(
1
9
4
1
)
 
(
合
衆
国
国
民
で
あ
る
フ
ロ
リ
ダ
市
民
の
公
海
上
で
の
行
為
は
、
フ
ロ
リ
ダ

の
管
轄
に
服
す
る
）
、

B
l
a
c
k
m
e
r

v. 
U
n
i
t
e
d
 States, 
2
8
4
 U
.
S
.
 4
2
1
,
 
4
3
7
 (
1
9
3
2
)
 
(
合
衆
国
国
民
が
、
刑
事
訴
訟
の
証
人
と
し
て
英
国
か
ら

合
衆
国
に
帰
還
せ
よ
と
い
う
召
喚
状
に
従
わ
な
か
っ
た
か
ど
で
、
裁
判
所
侮
辱
罪
で
捕
え
ら
れ
た
）
、

U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 
v. 
B
o
w
m
a
n
,
 2
6
0
 U
.
 

S. 
94, 
1
0
2
 
(
1
9
2
2
)

お
よ
び

S
c
o
t
c
h
W
h
i
s
k
e
y
 A
s
s
'
n
 
v. 
B
a
r
t
o
n
 D
i
s
t
i
l
l
i
n
g
 
Co., 
4
8
9
 F
.
 
2
d
 8
 0
 9
 (
7
t
h
 
Cir. 
1
9
7
3
)
 
1(<)
み
卜
6
0

(

2

7

)

 

1
4
8
 F
.
 
2
d
 4
1
6
 
(
2
d
 Cir. 
1945)・ 

(

2

8

)

 

A
l
c
o
a
事
件
で
、
ラ
ー
ン
ド
・
ハ
ン
ド
判
事
は
、
「
一
国
は
、
自
国
領
域
外
で
行
な
わ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
あ
る
人
の
行
為
が
そ
の
国
に
影

響
を
及
ぼ
す
と
き
は
、
自
国
領
域
外
で
行
為
を
行
な
っ
た
全
て
の
者
に
自
国
法
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
。
；
行
為
者
は
、
自
己
の
行
為
が
合
衆
国

管
轄
権
に
服
さ
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
合
衆
国
政
府
に
忠
誠
義
務
を
負
う
て
い
る
必
要
は
な
い
と
い
う
原
則
」
を
再
確
認
し
た
。

I
d
.
at 
4
4
3
.
 

し
か
し
、
ハ
ン
ド
判
事
は
、
「
わ
れ
わ
れ
裁
判
官
は
、
合
衆
国
内
に
影
署
を
及
ぼ
さ
な
い
行
為
に
つ
き
、
当
裁
判
所
が
捕
捉
し
う
る
全
て
の
人

々
に
刑
罰
を
課
す
意
図
を
連
邦
議
会
に
帰
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
他
の
主
要
な
貿
易
国
の
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
論
議
に
つ
い

て
は
、

B
a
k
e
r

&
 B
o
h
l
i
g
,
 
T
h
e
 C
o
n
t
r
o
l
 o
f
 E
x
p
o
r
t
s
 |
 A
 
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
 o
f
 t
h
e
 L
a
w
s
 o
f
 t
h
e
 
U
n
i
t
e
d
 
S
t
a
t
e
s
 `
 
C
a
n
a
d
a
,
 
J
a
p
a
n
 

g
 
d
 t
h
e
 
F
e
d
e
r
a
l
 R
e
p
u
b
l
i
c
 o
f
 G
e
r
m
a
n
y
,
 1
 I
N
T
'
L
 L
A
W
.
 1
6
3
 
(
1
9
6
7
)
;
 
3
 I
M
F
 S
U
R
V
E
Y
 2
5
6
 
(
1
9
7
4
)

を
み
よ
。

(

2

9

)

 

1
0
0
 F
.
 
S
u
p
p
.
 5
0
4
 (S. D
.
 
N• 

Y. 1
9
5
1
)
,
 
d
e
c
r
e
e
,
 
1
0
5
 
F
.
 
S
u
p
p
.
 2
1
5
 
(S. 
D
.
 
N• 

Y. 1
9
5
2
)
.
 

(30) 
1
9
6
5
 T
r
a
d
e
 C
a
s
.
 !
 

71, 
3
5
2
 
(S. D
.
 
N• 

Y. 1
9
6
5
)
.
 

(
3
1
)

例
え
ば
、

T
H
E
M
U
L
T
I
N
A
T
I
O
N
A
L
 C
O
R
P
O
R
A
T
I
O
N
 I
N
 T
H
E
 W
O
R
L
D
 E
C
O
N
O
M
Y
;
 D
I
R
E
C
T
 I
N
V
E
S
T
M
E
N
T
 
IN P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
E
 

6
0
 (S. 
R
o
l
f
e
 
&
 W
.
 D
a
m
m
 e
d
s
.
 
1
9
7
0
)
 
(
本
稿
中
の
以
下
に
お
い
て
は
、

T
H
E
M
U
L
T
I
N
A
T
I
O
N
A
L
 C
O
R
P
O
R
A
T
I
O
N
と
し
て
引
用
す

る
）
を
み
よ
。

現
在
の
法
の
状
況

国
際
的
な
紛
争
を
伴
う
事
件
に
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
現
在
の
決
定
方
法
に
帰
因
す
る
問
題
は
、
合
衆
国
法
の
五
つ

(32) 

の
領
域
の
吟
味
に
よ
っ
て
例
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
各
々
の
領
域
で
、
連
邦
議
会
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
重
要
な
影
聾
を
与
え
る
行
為

を
禁
止
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
が
合
衆
国
領
域
外
で
も
適
用
さ
れ
る
と
明
示
す
る
権
限
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
不
幸
に
し
て
、
連
邦
議
会
は
、
問

(33) 

題
の
制
定
法
が
域
外
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
殆
ど
考
慮
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
の
指
示
な
く
し
て
、
国
際
的
紛

「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

一
三
五

（
一
三
五
）



争
を
伴
う
状
態
に
保
護
を
与
え
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
り
、
明
ら
か
に
、
裁
判
所
は
次
の
四
つ
の
標
準
を
考
慮
し
て
い
る
。

(34) 

原
告
の
国
籍

お
よ
び
④

第
三
五
巻
第
一
号

争
わ
れ
て
い
る
行
為
に
関
連
す
る
合
衆
国
内
に
お
け
る
被
告
の
重
要
な
行
動
、
⑥

(35) 

原
告
は
こ
の
種
の
行
動
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
議
会
の
意
思
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ペ
ニ
ニ
ン
ス
の
法
理
を
理

(36) 

由
に
管
轄
権
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
と
の
請
求
を
提
起
さ
れ
た
場
合
に
、
裁
判
所
は
、
上
記
の
こ
れ
ら
の
考
察
を
行
な
う
。

こ
れ
ら
の
標
準
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
全
て
の
人
に
適
切
な
救
済
を
与
え
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
標
準
が
適
切
で
あ
る
範
囲
を
越
え
て
法

を
拡
張
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
。
合
衆
国
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
ら
れ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
問
題
に
解
答
を
与
え
て
い

、、’,'
ー

nμ 且

ち

（

合
衆
国
内
に
お
け
る
現
実
の
侵
害
、
③

な
い
か
、
あ
る
い
は
こ
の
問
題
を
提
示
さ
え
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。

(
3
2
)

現
在
の
方
法
に
お
け
る
論
議
に
つ
い
て
は
、

T
r
a
u
t
m
a
n
,
前
記
注
(

2

)

at 
6
1
1
 
(
1
9
6
1
)

を
み
よ
。

(
3
3
)

明
ら
か
に
、
連
邦
議
会
は
輸
出
法
を
域
外
的
に
適
用
さ
せ
る
意
思
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

T
r
a
d
i
n
g
W
i
t
h
 t
h
e
 
E
n
e
m
y
 A
c
t
,
 
5
0
 U. S. C. 

A
p
p
.
 §
 §
1
-
4
4
 (
1
9
7
0
)

を
み
よ
。
環
境
法
お
よ
び
労
働
法
の
領
域
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
は
、
折
に
ふ
れ
て
域
外
適
用
の
意
思
を
表
明
し
た
。

例
え
ば
、

T
h
e
N
a
t
i
o
n
a
l
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 P
o
l
i
c
y
 A
c
t
 o
f
 
1969, 
4
2
 U. S. 
C. 
§
 §
4
3
2
1
 1
 4
3
4
7
 
(
1
9
7
 0)
 ,
 T

h
e
 J
o
n
e
s
 A
c
t
,
 
4
6
 
U. 

S. 
C. 
6
8
8
 (
1
9
7
0
)

お
よ
び

N
o
t
e
,
T
h
e
 E
x
t
r
a
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
 S
c
o
p
e
 o
f
 N
E
P
A
'
s
 E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 I
m
p
a
c
t
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
 R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
,
 

7
4
 M
I
C
H
.
 L. 
R
E
V
.
 3
4
9
 (
1
9
7
5
)

を
み
よ
。
連
邦
議
会
が
裁
判
所
に
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
補
填
を
委
ね
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
独
禁

法
は
、
曖
昧
に
起
草
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

P
.
A
R
E
E
D
A
 A
N
T
I
T
R
U
S
T
 A
N
A
L
Y
S
I
S
,
 4
5
 1 4
8
 (
2
d
 ed. 
1
9
7
4
)

を
み
よ
。
連
邦
議
会
は
、

証
券
法
を
起
草
す
る
に
当
っ
て
、
域
外
的
適
用
の
範
囲
と
い
う
争
点
を
考
慮
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

B
e
r
s
c
hv• 

D
r
e
x
e
l
 F
i
r
e
s
t
o
n
e
,
 

Inc., 
5
1
9
 F
.
 
2
d
 974, 
9
9
3
 
(
2
d
 Cir.), 
cert. 
d
e
n
i
e
d
,
 
9
6
 S. 
Ct. 
4
5
3
 (1975)'!1<J
み
‘
卜
6
0

(

3

4

)

裁
判
所
が
、
外
国
人
原
告
が
救
済
を
求
め
て
い
る
場
合
よ
り
、
合
衆
国
民
で
あ
る
原
告
が
救
済
を
求
め
て
い
る
場
合
に
、
い
っ
そ
う
積
極
的
に

管
轄
権
を
容
認
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
、

B
e
r
s
c
hv• 

D
r
e
x
e
l
 
F
i
r
e
s
t
o
n
e
,
 
Inc., 
5
1
9
 F. 
2
d
 9
7
4
 (
2
d
 Cir.), 
cert 
d
e
n
i
e
d
,
 

9
6
 S. Ct. 
4
5
3
 (1975)'!1<J
み
よ
。

N
o
t
e
,
A
m
e
r
i
c
a
n
 
A
d
j
u
d
i
c
a
t
i
o
n
 o
f
 T
r
a
n
s
n
a
t
i
o
n
a
l
 
Securities 
F
r
a
u
d
,
 8
9
 
HARV• 

L. R• 

E
V
.
 

553, 
5
6
9
 1
 7
0
 (1976)'!1<1~ 

昭
~
せ
よ
。
し
か
し
、
こ
の
N
o
t
eは
、
合
衆
国
証
券
取
引
所
法
の
適
用
可
能
性
を
決
定
す
る
目
的
上
、
原
告
の
国

関
法

一
三
六

（
一
三
六
）



籍
に
基
づ
い
て
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
合
衆
国
法
お
よ
び
国
際
法
に
違
反
す
る
と
示
唆
し
て
い
る
。

(
3
5
)

連
邦
議
会
が
こ
の
争
点
を
考
慮
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
し
ば
し
ば
裁
判
所
は
、
連
邦
議
会
が
そ
の
争
点
を
考
慮
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ

う
に
し
た
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
す
。
例
え
ば
、

B
e
r
s
c
hv• 

D
r
e
x
e
l
 F
i
r
e
s
t
o
n
e
,
 
Inc., 
5
1
9
 
F
.
 
2
d
 9
7
4
,
 
9
9
3
 
(
2
d
 Cir.), 

cert. 
d
e
n
i
e
d
,
 9
6
 S
.
 
Ct., 
4
5
3
 (
1
9
7
5
)

を
み
よ
。

四
つ
の
標
準
と
し
て
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
、
裁
判
所
が
稽
極
的
に
事
物
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
す
る
に
先
立
っ
て
、

裁
判
所
の
要
求
す
る
こ
と
を
簡
素
化
し
過
ぎ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
標
準
は
ま
さ
に
裁
判
所
の
傾
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の

以
下
の
部
分
で
は
、
こ
の
ア
。
フ
ロ
ー
チ
を
「
四
標
準
分
析
」
と
し
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
3
6
)

上
記
注
(

7

)

を
み
よ
。

「
合
衆
国
法
の
域
外
適
用
」

一
三
七

（
一
三
七
）




