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著
作
権
法
改
正
を
含
む
環
太
平
津

連
携
協
定
（
T
P
P）
関
違
法
案
の

国
会
審
議
は
、
秋
の
臨
時
国
会
に
先

送
り
さ
れ
ま
し
た
。
政
府
が
前
の
め

り
の
姿
勢
を
改
め
、

T
P
Pに
つ
い

て
国
民
に
説
明
し
議
論
を
深
め
る
時

間
が
で
き
た
こ
と
は
、
よ
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
回
の
話
題
は
、

T
P
Pに
よ
る

著
作
権
法
改
正
の
な
か
で
も
っ
と
も

難
し
く
、
し
か
も
影
響
が
大
き
い
か

も
し
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
で
す
。

そ
れ
は
、
著
作
権
侵
害
罪
に
対
す
る

法
定
損
害
賠
償
制
度
の
導
入
に
つ
い

て
で
す
。

法
定
損
害
賠
償
と
は
、
著
作
権
を

侵
害
さ
れ
た
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め

決
め
ら
れ
た
方
法
に
し
た
が
っ
て
賠

償
金
額
を
決
め
る
制
度
の
こ
と
で

す
。
こ
の
仕
組
み
が
あ
れ
ば
、
被
害

者
が
損
害
額
を
証
明
す
る
必
要
が
な
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法定演害賠償制度導入の論点
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く
な
り
、
訴
訟
に
か
げ
る
労
力
を
抑

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
裁
判
を
す

れ
ば
ど
れ
く
ら
い
賠
償
金
を
取
れ
る

か
の
、
目
算
も
立
て
や
す
く
な
り
ま

す
。T

P
P協
定
の
結
果
、

B
本
は
法

定
損
害
賠
償
制
度
を
一
け
入
れ
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
実
は
、
日
本
の
著

作
権
法
に
は
こ
れ
に
近
い
こ
と
を
定

め
て
い
る
規
程
が
す
で
に
あ
り
ま

す
。
政
府
の
改
正
案
で
は
、
賠
償
額

の
算
定
基
準
と
し
て
著
作
権
等
管
理

事
業
者
の
使
用
料
規
程
を
使
う
こ
と

を
追
加
的
に
明
記
し
て
、

T
P
Pの

要
求
を
満
た
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が、

こ
れ
だ
け
で
は
片
付

防
ら
れ
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
T
P
Pの
条
文
に
は
「
将
来

の
侵
害
を
抑
止
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
」
法
定
損
害
賠
償
制
度
を
設
け

る
と
あ
る
か
ら
で
す
。
日
本
の
民
法
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法定損害賠償制度導入の影響大

と
最
高
裁
判
例
で
は
、
将
来
の
犯
罪

を
予
防
す
る
目
的
で
の
賠
償
を
認
め

て
い
ま
せ
ん
J

民
法
の
原
則
と
ま
と

も
に
ぶ
つ
か
り
そ
う
こ
と
を
、
政
府

は
T
P
Pで
』合
意
し
て
い
る
の
で

す。

一

で
は
、
こ
の
難
問
を
い
っ
た
い
ど

う
や
っ
て
乗
り
切
ろ
う
と
い
う
の
で

し
ょ
う
か
？
一
政
府
の
見
解
は
、
日

本
の
損
害
賠
制
度
は
確
か
に
制
裁

や
「
般
予
防
品
目
的
と
し
て
い
な
い

が
、
「
加
古
老
に
損
害
賠
償
責
任
を

負
わ
せ
る
こ
乙
に
よ
り
一
般
予
防
が

図
ら
れ
る
と
い
う
副
次
的
効
果
が
あ

る
」
と
愚
高
裁
判
例
で
認
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
T
P
Pで

は
協
定
の
義
務
の
笑
施
方
涯
に
つ
い

て
は
各
国
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
、
現
ご
制
度
の
微
調
盤
で
T

P
Pの
要
糸
満
た
せ
る
は
ず
だ
と

い
う
考
え
方
語
、す
。

" 古島

こ
う
い
う
考
え
方
が
認
め
ら
れ
る

か
ど
う
か
、
お
そ
ら
く
今
後
の
国
会

論
殺
を
通
し
て
あ
き
ら
か
に
な
っ
て

い
く
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
も
し

与
党
が
最
終
的
に
数
の
力
で
こ
の
考

え
方
を
押
し
通
し
た
と
し
て
も
、
別

の
関
門
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
前

回
解
説
し
た
米
国
の
「
萎
掌
理
さ
」

の
こ
と
で
す
。
日
本
の
考
え
方
が
そ

の
ま
ま
米
国
に
も
通
じ
る
で
し
ょ
う

か
。
日
本
の
政
府
関
係
者
が
米
国
に

説
明
し
理
解
を
得
る
努
力
が
、
国
民

の
み
え
な
い
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

は
た
し
て
、
国
家
の
主
権
と
は
何

な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
聞

い
を
わ
た
し
た
ち
に
投
げ
か
け
て
い

る
こ
と
に
、

T
P
Pの
本
質
が
あ
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授
）
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