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投資紛争仲裁
の課題

仲
裁
か
ら
の
離
反
の
原
因
を
分
析
し
、そ
の
妥

当
性
を
検
証
す
る
過
程
で
、投
資
協
定
の
内
容

の
変
容
お
よ
び
仲
裁
手
続
の
改
善
の
動
き
も

紹
介
す
る
。離

反
現
象
の
原
因

Ⅱ投
資
仲
裁
か
ら
の
離
反
の
動
き
の
背
景
に

は
、仲
裁
判
断
に
よ
り
莫
大
な
金
額
の
支
払
い

を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
へ
の
不
満
、投
資
家
や
米

国
を
は
じ
め
と
す
る
先
進
国
に
不
当
に
有
利

な
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
疑
念
、審
理
の

密
室
性
に
対
す
る
不
信
、仲
裁
判
断
に
不
統
一

が
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
る
。ま
た
、

そ
れ
ら
が
判
断
結
果
の
予
測
の
困
難
性
と
合

わ
さ
っ
て
、生
命
、健
康
、人
権
、環
境
の
保
護

な
ど
の
公
益
目
的
の
投
資
規
制
に
対
し
て
萎

縮
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

投
資
仲
裁
で
支
払
い
が
命
ぜ
ら
れ
る
賠
償
・

補
償
額
は
、商
事
仲
裁
と
比
べ
る
と
一
般
に
巨

額
で
あ
る
。例
え
ば
、あ
る
事
件
で
は
、チ
ェ
コ

に
対
し
て
、同
国
の
年
間
の
保
健
予
算
に
匹
敵

す
る
約
2
億
7
0
0
0
万
ド
ル
の
支
払
い
が

命
ぜ
ら
れ
た
注2）
。
本
稿
の
執
筆
時
点（
13
年
4

月
）に
お
い
て
、投
資
仲
裁
で
命
ぜ
ら
れ
た
支

払
い
の
最
高
額
は
、約
18
億
ド
ル
で
あ
る
注3）
。

偏
っ
た
判
断
で
あ
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
、

投
資
家
に
有
利
な
解
釈
を
と
っ
た
仲
裁
判
断

投
資
仲
裁
か
ら
の

離
反
の
動
き

Ⅰ投
資
仲
裁
の
概
略
を
説
明
し
た
前
号
で
は
、

二
国
間
投
資
協
定
の
着
実
な
増
加
と
そ
れ
に

依
拠
す
る
投
資
仲
裁
の
隆
盛
を
紹
介
し
た
。し

か
し
、近
年
、投
資
仲
裁
は
か
な
り
の
逆
風
を

受
け
て
い
る
。

最
も
象
徴
的
な
の
は
、投
資
紛
争
解
決
国
際

セ
ン
タ
ー（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
）か
ら
の
南
米
諸
国

の
脱
退
で
、ボ
リ
ビ
ア
、エ
ク
ア
ド
ル
、ベ
ネ
ズ

エ
ラ
が
、そ
れ
ぞ
れ
07
年
、09
年
、12
年
に「
国

家
と
他
の
国
家
の
国
民
と
の
間
の
投
資
紛
争

の
解
決
に
関
す
る
条
約（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
条
約
）」

の
廃
棄
を
通
告
し
た
。投
資
協
定
や
仲
裁
付
託

条
項
に
背
を
向
け
る
動
き
も
あ
る
。二
国
間
投

資
協
定
に
は
、通
常
、10
年
、15
年
と
い
っ
た
有

効
期
間
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、そ
の
経
過
後

は
、締
約
国
の
一
方
が
離
脱
す
る
ま
で
自
動
延

長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、南
ア
フ
リ

カ
は
、有
効
期
間
経
過
後
に
既
存
の
二
国
間
投

資
協
定
か
ら
離
脱
し
て
い
き
、原
則
と
し
て
新

た
な
協
定
は
結
ば
な
い
と
い
う
方
針
を
12
年

に
明
ら
か
に
し
た
。オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、仲

裁
付
託
条
項
を
拒
否
す
る
方
針
を
11
年
に
打

ち
出
し
注1）
、現
在
、環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定

（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）の
交
渉
に
も
そ
の
方
針
で
臨
ん
で

い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

本
号
で
は
、こ
の
よ
う
な
一
部
の
国
の
投
資

高橋宏司

注1）	 Australian	Government	Department	of	Foreign	Affairs	&	Trade,	“Gillard	
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注3）	 Occidental	v.	Ecuador（ICSID	Case	No.	ARB/06/11）（2012年本案判断）。
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Bolivia（ ICSID	Case	No	ARB/02/3）（2005年管轄判断）；Saluka	
Investments	v.	Czech	Republic（UNCITRAL仲裁規則による仲裁）（2006
年一部判断）；Mobil	v.	Venezuela（ICSID	Case	No	ARB/07/27）（2010
年管轄判断）がある。

注5）	 Loewen	v.	United	States	of	America（ICSID追加制度仲裁Case	No.	ARB
（AF）/98/3）（2003年管轄判断）。

注6）	 David	Schneiderman,	“Judicial	Politics	and	 International	 Investment	
Arbitration：Seeking	an	Explanation	 for	Conflicting	Outcomes”	30
（2010）	Nw.	J.	Int'l	L.	&	Bus.	383,	405に紹介されている。

注7）	 例えば、Jan	 Paulsson,	“Moral	 Hazard	 in	 International	 Dispute	
Resolution”	25（2010）	ICSID	Review	339,	346。

注8）	 LG&E	v.	Argentina（ICSID	Case	No.	ARB/02/1）（2007年本案判断）；
CMS	v.	Argentina（ICSID	Case	No.	ARB/01/8）（2005年本案判断、
2007年取消手続判断）；Sempra	 v.	 Argentina（ ICSID	 Case	 No.	
ARB/02/16）（2007年本案判断、2010年取消手続判断）；Enron	 v.	
Argentina（ICSID	Case	No.	ARB/01/3）（2007年本案判断、2010年取消
手続判断）。

注9）	 UNCTAD,	IIA	Issues	Note	No.	1（2013）	p.	4.
注10）	Susan	Franck,	“Empirically	Evaluating	Claims	About	Investment	Treaty	

Arbitration”	86（2007）	N.C.	L.	Rev.	1.
注11）	ウィーン条約法条約（1969年）は、「条約は、文脈によりかつその趣旨及び

目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するもの
とする」（31条1項）と規定する。
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が
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
か
ら
脱
退
せ
ざ
る
を
得
な
い

事
態
に
な
り
か
ね
な
い
と
危
惧
し
て
な
さ
れ

た
判
断
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
が
持
た
れ
て

い
る
注7）
。

仲
裁
判
断
の
不
統
一
の
例
に
は
、ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
が
01
年
の
経
済
危
機
に
対
処
す
る
た
め

に
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
、米
国
と
の
投
資
協

定
上
の
例
外
条
項
ま
た
は
慣
習
国
際
法
上
の

緊
急
避
難
理
論
に
よ
っ
て
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に

免
責
が
認
め
ら
れ
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
一

連
の
事
件
が
あ
る
注8）
。こ
れ
ら
の
事
件
の
事
実

関
係
は
類
似
し
て
お
り
、適
用
規
範
は
同
じ
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、仲
裁
廷
お
よ
び
Ｉ

Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
特
別
委
員
会
の
間
で
諸
論
点
に
つ

き
判
断
が
分
か
れ
た
。

投
資
協
定
の
内
容
と

文
理
解
釈

Ⅲこ
れ
ま
で
に
投
資
仲
裁
に
お
い
て
頻
繁
に

被
申
立
国
と
な
っ
た
国
々
は
、途
上
国
が
多
い

（
次
頁
図
表
1
参
照
）。こ
れ
に
対
し
て
、申
立

人
の
母
国
と
な
っ
た
件
数
が
多
い
の
は
、米
国

（
1
2
3
件
、全
体
の
24
％
）、オ
ラ
ン
ダ
（
50

件
）、連
合
王
国（
30
件
）、ド
イ
ツ（
27
件
）で
、

先
進
国
が
並
ん
で
い
る
注9）
。こ
こ
か
ら
は
、米
国

を
は
じ
め
と
す
る
先
進
国
の
投
資
家
が
仲
裁

を
申
し
立
て
て
途
上
国
の
責
任
を
追
及
し
て

い
る
構
図
が
浮
か
び
上
が
る
。し
か
し
、投
資

は
数
多
あ
る
。例
え
ば
、受
入
国
と
の
間
で
投

資
協
定
を
締
結
し
て
い
る
国
を
経
由
し
て
投

資
を
行
う「
条
約
漁
り
」を
許
容
す
る
判
断
は

多
い
。そ
の
形
態
に
は
、①
自
国
に
投
資
し
よ

う
と
す
る
法
人
が
、自
国
が
外
国
と
締
結
し
た

投
資
協
定
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
た
め
に
、当

該
外
国
に
子
会
社
を
設
立
し
、そ
の
子
会
社
を

介
し
て
投
資
す
る
も
の
と
、②
外
国
に
投
資
し

よ
う
と
す
る
法
人
が
、当
該
外
国
が
第
三
国
と

締
結
し
た
投
資
協
定
に
よ
る
保
護
を
受
け
る

た
め
に
、当
該
第
三
国
に
子
会
社
を
設
立
し
、

そ
の
子
会
社
を
介
し
て
投
資
す
る
も
の
が
あ

る
。①
・
②
の
い
ず
れ
の
形
態
に
つ
い
て
も
、仲

裁
判
断
は
管
轄
権
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
注4）
。

仲
裁
人
の
独
立
性
・
中
立
性
を
疑
わ
せ
る
逸

話
も
あ
る
。北
米
自
由
貿
易
協
定（
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ

Ａ
）投
資
章
に
基
づ
く
仲
裁
で
米
国
が
被
申
立

国
と
な
っ
たLoew

en

事
件
注5）
に
お
け
る
仲
裁

人
の
一
人
が
事
件
終
了
後
に
あ
る
学
会
に
お

い
て
披
露
し
た
裏
話
に
よ
る
と
、彼
は
、米
国

か
ら
仲
裁
人
と
し
て
任
命
さ
れ
る
前
に
、米
国

司
法
省
の
役
人
か
ら「
こ
の
事
件
で
敗
け
る

と
、我
々
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
失
う
か
も
し
れ
な

い
」と
告
げ
ら
れ
、「
も
し
私
に
圧
力
を
か
け
た

い
な
ら
ば
、こ
れ
が
そ
う
だ
」と
返
答
し
た
注6）
。

こ
の
事
件
の
仲
裁
判
断
で
は
管
轄
権
が
否
定

さ
れ
た
が
、そ
の
理
由
付
け
に
対
し
て
学
説
の

批
判
が
強
く
、本
案
で
米
国
が
敗
れ
る
と
Ｎ
Ａ

Ｆ
Ｔ
Ａ
に
批
判
的
な
世
論
が
勢
い
づ
き
、米
国

家
に
有
利
な
判
断
の
傾
向
が
あ
る
と
い
う
の

は
、結
果
の
勝
率
に
関
す
る
限
り
、必
ず
し
も

当
た
っ
て
い
な
い（
次
頁
図
表
2
参
照
）。勝
率

は
濫
用
的
な
申
立
て
が
多
け
れ
ば
下
が
る
の

で
、そ
こ
か
ら
多
く
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
の
、一
方
的
に
受
入
国
に
不
利
な
判

断
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
は
で
き
る
。別
の
調
査
注10）
に
よ
る
と
、06
年

6
月
1
日
ま
で
に
公
表
さ
れ
た
82
の
事
件
の

投
資
仲
裁
判
断
の
う
ち
、投
資
家
が
具
体
的
な

金
額
を
示
し
て
支
払
い
を
請
求
し
た
44
の
事

件
で
は
、請
求
額
の
平
均
は
約
3
億
4
0
0
0

万
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、20
の
事
件
で
請
求
が
認

め
ら
れ
、支
払
い
が
命
ぜ
ら
れ
た
金
額
の
平
均

は
約
1
0
0
0
万
ド
ル
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

投
資
家
に
有
利
な
解
釈
を
と
っ
た
仲
裁
判

断
の
多
く
は
、実
は
、投
資
協
定
の
文
理
を
重

視
し
た
解
釈
を
し
た
に
す
ぎ
ず
、そ
れ
は
条
約

解
釈
の
正
当
な
手
法
で
あ
る
注11）
。例
え
ば
、条
約

漁
り
を
許
容
す
る
判
断
が
多
い
の
は
、法
人
投

資
家
に
つ
い
て
、本
拠
の
所
在
を
要
件
と
す
る

こ
と
な
く
設
立
国
に
国
籍
を
認
め
る
投
資
協

Koji Takahashi
ノート注釈
2012

Koji Takahashi
ノート注釈
2011

Koji Takahashi
取り消し線

Koji Takahashi
挿入テキスト
英国
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認
め
ら
れ
た
労
働
者
の
権
利
と
両
立
す
る
形

で
」な
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
の
一
文
が

入
っ
て
い
る
。「
投
資
財
産
」は
、「
資
本
そ
の
他

の
資
源
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、利
益
ま
た
は
利

潤
の
期
待
、な
い
し
危
険
の
引
受
け
な
ど
の
投

資
と
し
て
の
特
徴
」を
持
つ
も
の
に
限
定
さ
れ

て
お
り
、売
買
や
役
務
提
供
の
対
価
請
求
権
の

よ
う
に
支
払
期
限
が
程
な
く
到
来
す
る
債
権

は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
と
の
注
釈
が
付
い
て

い
る
。公
正
衡
平
待
遇
条
項
は
、外
国
人
待
遇

に
関
す
る
慣
習
国
際
法
上
の
最
低
基
準

（custom
ary international law

 m
inim

um
 

standard of treatm
ent of aliens

）が
要
求

す
る
待
遇
以
上
の
待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
求

め
る
も
の
で
は
な
い
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。ま

た
、健
康
、安
全
、環
境
の
保
護
な
ど
公
共
の
福

祉
に
係
る
正
当
な
目
的
で
締
約
国
が
立
案
、適

用
す
る
無
差
別
的
な
措
置
は
、原
則
と
し
て
間

接
収
用
と
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
、補
償
が
求

め
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。さ

ら
に
、金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
確
保
の
措
置

は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
例
外
条
項
も
入
れ

ら
れ
た
。

全
世
界
の
二
国
間
投
資
協
定
の
約
半
数
は

欧
州
諸
国
が
締
約
国
と
な
っ
て
お
り
、そ
れ
ら

は
可
能
な
限
り
の
投
資
保
護
を
追
求
す
る
伝

統
的
な
内
容
の
も
の
が
多
い
。Ｅ
Ｕ
で
は
、09

年
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
発
効
に
伴
い
、外
国
直
接

投
資（
Ｆ
Ｄ
Ｉ
）に
関
す
る
権
限
が
Ｅ
Ｕ
に
専

伝
統
的
に
対
外
投
資
の
可
能
な
限
り
の
保
護

を
追
求
し
て
き
た
が
、近
年
は
対
内
投
資
に
対

す
る
規
制
権
限
の
保
全
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
配

慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
た
。資

本
蓄
積
が
進
ん
だ
途
上
国
か
ら
、と
き
に
は
政

府
系
フ
ァ
ン
ド
や
国
有
企
業
を
通
じ
て
、世
界

各
地
に
多
額
の
投
資
が
流
れ
る
現
象
が
起
き

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。そ
の
結
果
、先
進
国
が

新
興
国
や
そ
の
投
資
家
か
ら
投
資
を
受
け
入

れ
る
図
式
が
普
通
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。こ
れ
は
、仲
裁
に
お
い
て
、先
進
国
が

被
申
立
国
と
な
り
、途
上
国
が
味
わ
っ
て
き
た

よ
う
な
辛
酸
を
な
め
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。例
え
ば
、カ
ナ
ダ
の

投
資
家
に
よ
る
中
国
内
で
の
投
資
額
よ
り
も

中
国
の
投
資
家
に
よ
る
カ
ナ
ダ
内
で
の
投
資

額
が
多
く
、中
国
の
投
資
家
に
よ
る
カ
ナ
ダ
に

対
す
る
仲
裁
申
立
て
が
多
発
す
る
こ
と
へ
の

懸
念
が
強
い
た
め
、カ
ナ
ダ
と
中
国
の
間
の
投

資
協
定
は
、12
年
9
月
に
署
名
さ
れ
た
も
の
の
、

カ
ナ
ダ
の
批
准
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。

米
国
は
04
年
、対
内
投
資
に
対
す
る
規
制
権

限
の
保
全
と
の
調
和
を
重
視
す
る
方
向
に
自

ら
の
モ
デ
ル
投
資
協
定
を
改
訂
し
た
注15）
。そ
の

変
容
は
、可
能
な
限
り
の
投
資
保
護
を
追
求
し

て
い
た
頃
の
84
年
版
の
モ
デ
ル
協
定
と
対
比

す
る
と
顕
著
で
あ
る
。全
体
と
し
て
格
段
に
詳

細
に
な
っ
て
お
り
、前
文
に
は
投
資
保
護
は

「
健
康
・
安
全
・
環
境
の
保
護
お
よ
び
国
際
的
に

属
的
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
注16）
。加
盟
国

と
非
加
盟
国
の
間
の
既
存
の
二
国
間
投
資
協

定
は
、当
該
非
加
盟
国
と
Ｅ
Ｕ
が
投
資
協
定
を

締
結
し
て
そ
れ
が
発
効
す
れ
ば
失
効
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
注17）
の
で
、今
後
、Ｅ
Ｕ
が
ど
の

よ
う
な
内
容
の
投
資
協
定
を
締
結
し
て
い
く

か
が
注
目
さ
れ
る
。日
本
と
の
経
済
連
携
協
定

の
締
結
交
渉
も
始
ま
っ
た
が
、最
初
に
締
結
さ

れ
る
可
能
性
が
高
い
の
は
、カ
ナ
ダ
と
の
協
定

で
あ
る
。矛

盾
判
断
の

防
止
策
と
限
界

Ⅳ商
事
仲
裁
で
は
、そ
の
実
体
判
断
の
基
準
と

な
る
契
約
が
個
々
の
事
件
で
異
な
り
、同
じ
文

言
で
も
契
約
が
異
な
れ
ば
そ
の
解
釈
が
分
か

れ
て
も
不
合
理
で
は
な
い
。投
資
仲
裁
で
も
、

異
な
る
協
定
に
含
ま
れ
る
な
ら
ば
同
じ
文
言

の
解
釈
が
分
か
れ
て
も
不
合
理
で
は
な
い
。ま

た
、同
じ
協
定
に
含
ま
れ
る
同
じ
規
定
で
あ
っ

て
も
、別
の
事
件
に
適
用
さ
れ
れ
ば
そ
の
適
用

結
果
が
分
か
れ
て
も
不
合
理
で
は
な
い
。仲
裁

判
断
の
不
統
一
が
望
ま
し
く
な
い
の
は
、同
じ

投
資
協
定
の
同
じ
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
で

あ
る
。解
釈
の
不
統
一
を
防
ぐ
に
は
、紛
争
処

理
手
続
を
工
夫
す
る
方
法
と
判
断
基
準
を
明

確
化
す
る
方
法
が
あ
る
の
で
、以
下
、順
に
検

討
す
る
。

たJosé A
lvarez

氏
は
、当
時
の
途
上
国
と
の

締
結
交
渉
の
実
態
を
振
り
返
り
、米
国
主
導
で

行
わ
れ
、平
等
な
二
国
間
の
交
渉
と
呼
べ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
注13）
。
ま

た
、南
ア
フ
リ
カ
貿
易
産
業
省
の
主
任
局
長
の

Randall W
illiam

s

氏
は
、南
ア
フ
リ
カ
が
90

年
代
に
先
進
諸
国
と
締
結
し
た
二
国
間
投
資

協
定
は
、費
用
便
益
分
析
を
す
る
こ
と
な
く
連

合
王
国
が
提
示
し
た
モ
デ
ル
投
資
協
定
を
下

敷
き
に
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
注14）
。

投
資
協
定
に
基
づ
く
仲
裁
は
、20
年
ほ
ど
前

ま
で
は
皆
無
に
近
く
、こ
の
15
年
ほ
ど
の
間
に

急
増
し
て
い
る
が
（
前
号
1
1
1
頁
図
表
1

参
照
）、仲
裁
判
断
が
出
揃
い
始
め
た
の
は
、さ

ら
に
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。他
方
、二
国

間
投
資
協
定
は
、1
9
5
9
年
に
世
界
で
最
初

に
締
結
さ
れ
、80
年
代
に
数
を
増
や
し
、特
に

90
年
代
に
急
増
し
た
（
前
号
1
1
2
頁
図
表

2
参
照
）。そ
の
当
時
、途
上
国
が
、二
国
間
投

資
協
定
が
仲
裁
合
意
の
根
拠
お
よ
び
判
断
基

準
と
し
て
実
際
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
せ

ず
、そ
の
文
言
に
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
か
っ

た
と
し
て
も
無
理
も
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。と

こ
ろ
が
、国
際
投
資
仲
裁
は
紙
上
の
可
能
性
か

ら
現
実
の
も
の
と
な
り
、そ
の
現
実
は
、投
資

協
定
の
文
理
解
釈
の
結
果
、投
資
受
入
国
に

と
っ
て
厳
し
い
判
断
を
少
な
か
ら
ず
含
む
も

の
と
な
っ
た
。二
国
間
投
資
協
定
か
ら
は
、そ

の
最
初
の
有
効
期
間
の
経
過
後
は
離
脱
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、残
存
条
項（survival 

clause

）と
呼
ば
れ
る
規
定
に
従
っ
て
、協
定

終
了
の
日
以
前
に
な
さ
れ
た
投
資
に
関
し
て

は
、終
了
の
日
か
ら
さ
ら
に
10
年
、20
年
と

い
っ
た
長
期
間
に
わ
た
り
協
定
の
規
定
が
引

続
き
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

仲
裁
廷
が
文
理
重
視
の
解
釈
を
と
る
と
い

う
こ
と
は
、対
内
投
資
に
対
す
る
規
制
権
限
を

広
く
留
保
す
る
協
定
内
容
に
し
て
お
け
ば
、受

入
国
に
有
利
な
判
断
の
可
能
性
が
高
ま
る
こ

と
を
意
味
す
る
。投
資
協
定
は
、通
常
、相
互
主

義
的
な
内
容
と
な
る
の
で
、対
外
投
資
の
保
護

と
対
内
投
資
に
対
す
る
規
制
権
限
の
保
全
は

ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
立
つ
。先
進
国
は
、

図表1　既知の投資仲裁において最も頻繁に被申立国となった国々

出典）	UNCTAD,	IIA	Issues	Note	No.1（March	2013）p.	4.

注12）	Phoenix	v.	Czech	Republic（ICSID	Case	No	ARB/06/5）（2009年管轄判断）。紛争原因事実が発生した後に投資母体を締約国に移した場合には、
権利濫用とされる可能性が高い（Mobil,	supra 	note	4,	para.	205参照）。

注13）	José	Alvarez,	“The	Evolving	BIT”	in	Ian	Laird	&	Todd	Weiler（eds.）	Investment	Treaty	Arbitration	And	International	Law（Volume	3,	2010）	pp.	
1,	4.

注14）	London	School	of	Economicsにおける投資条約セミナー（2011年5月23日）での発言（http://www.youtube.com/watch?v=zf1HkqjeJUIにて視
聴可能）。

注15）	米国のモデル投資協定には2012年版もあるが、2004年版からの重要な変更はない。
注16）	欧州連合の機能に関する条約（Treaty	on	the	Functioning	of	the	European	Union）3条1項e号、207条参照。
注17）	Regulation	No	1219/2012	establishing	transitional	arrangements	for	bilateral	 investment	agreements	between	Member	States	and	third	

countries（2012）（OJ.	L351/40）	3条。

アルゼンチン

ベネズエラ

エクアドル

メキシコ

チェコ

カナダ

インド

エジプト

米 国 （2012年末時点の総数）

図表2　完結した投資仲裁事件の結果

国家に
有利な判断

投資家に
有利な判断

和解が成立

出典）	UNCTAD,	IIA	Issues	Note	No.1（March	2013）p.	5.

定
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。投
資
家
に
有
利
な
判

断
を
す
る
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
わ
け
で
な
い
こ

と
は
、条
約
漁
り
が
権
利
濫
用
で
あ
る
と
さ
れ

て
管
轄
権
が
否
定
さ
れ
た
仲
裁
判
断
が
存
在

す
る
注12）
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

投
資
家
に
有
利
な
解
釈
を
導
く
文
言
は
、80

年
代
か
ら
90
年
代
に
締
結
さ
れ
た
二
国
間
投

資
協
定
に
多
い
。当
時
、先
進
国
と
途
上
国
の

間
の
投
資
協
定
締
結
交
渉
で
は
、特
に
途
上
国

側
に
、協
定
の
文
言
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
意

識
が
低
く
、先
進
国
か
ら
提
示
さ
れ
た
モ
デ
ル

投
資
協
定
を
無
批
判
的
に
受
け
入
れ
る
傾
向

が
あ
っ
た
。例
え
ば
、84
年
か
ら
87
年
ま
で
米

国
国
務
省
で
投
資
協
定
締
結
を
担
当
し
て
い

（2012年末時点の総数）

Koji Takahashi
挿入テキスト
(韓国との間で締結した自由貿易協定には、投資章は含まれていない)

Koji Takahashi
挿入テキスト
必ずしも

Koji Takahashi
挿入テキスト
特に

Koji Takahashi
取り消し線

Koji Takahashi
挿入テキスト
英国
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裁
判
所
の
よ
う
な
恒
常
的
な
機
関
と
は
異

な
り
、仲
裁
廷
は
事
件
ご
と
に
組
織
さ
れ
る
の

で
、仲
裁
に
は
先
例
拘
束
性
は
な
い
。ま
た
、仲

裁
の
そ
も
そ
も
の
制
度
趣
旨
は
、裁
判
所
と
の

間
で
の
選
択
、機
関
仲
裁
と
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
仲

裁
の
間
で
の
選
択
、仲
裁
機
関
の
間
で
の
選
択

と
い
っ
た
多
様
な
選
択
肢
を
提
供
す
る
こ
と

に
あ
る
か
ら
、判
断
を
統
一
す
る
と
い
う
発
想

に
な
じ
ま
な
い
。と
は
い
っ
て
も
、Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ

Ｄ
の
仲
裁
判
断
の
間
で
は
、同
じ
投
資
協
定
に

含
ま
れ
る
同
じ
規
定
に
つ
い
て
の
解
釈
の
矛

盾
を
避
け
る
ほ
う
が
よ
い
と
の
考
え
方
に
は

一
定
の
合
理
性
が
あ
り
、Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
事
務
局

は
、明
ら
か
な
法
適
用
の
誤
り
な
ど
を
上
訴
理

由
と
す
る
上
訴
機
関
の
設
立
を
検
討
の
俎
上

に
載
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、時
期
尚
早
で
あ

る
と
の
反
応
が
多
く
、棚
上
げ
に
さ
れ
た
注18）
。現

在
、専
門
家
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
代
替
案
が
議

論
さ
れ
て
お
り
、例
え
ば
、Ｅ
Ｕ
の
先
行
判
決

手
続
に
な
ら
っ
て
、仲
裁
判
断
前
に
争
点
と

な
っ
て
い
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
先
行
判
断

の
申
立
て
を
認
め
る
手
続
を
新
設
す
る
案
が

あ
る
。

判
断
基
準
の
明
確
化
は
、投
資
協
定
の
文
言

を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、あ
る
程
度
は

可
能
で
あ
る
。し
か
し
、実
務
上
の
重
要
性
が

高
い
概
念
で
あ
る「
公
正
衡
平
待
遇
」お
よ
び

「
間
接
収
用
」は
、明
確
化
が
困
難
で
あ
る
。

公
正
衡
平
待
遇
は
高
度
に
抽
象
的
な
概
念

で
あ
り
、投
資
の
規
制
枠
組
み
の
安
定
性
・
予

測
可
能
性
の
要
請
、投
資
家
の
正
当
な
期
待
の

保
護
、適
正
手
続
の
要
請
、裁
判
拒
否
の
禁
止
、

行
政
手
続
の
透
明
性
の
要
請
、規
制
目
的
達
成

の
た
め
の
手
段
の
均
衡
と
合
理
性
の
要
請
な

ど
を
包
摂
す
る
。04
年
版
の
米
国
モ
デ
ル
投
資

協
定
の
よ
う
に
、外
国
人
待
遇
の
最
低
基
準
が

要
求
す
る
待
遇
以
上
の
待
遇
を
与
え
る
こ
と

を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
明
記
し
て
も
、最

低
待
遇
基
準
自
体
が
明
確
性
に
欠
け
、伝
統
的

に
は
投
資
財
産
で
は
な
く
人
身
の
保
護
の
た

め
に
形
成
さ
れ
て
き
た
基
準
で
あ
る
注19）
た
め

に
、公
正
衡
平
待
遇
の
内
容
の
明
確
化
に
は
あ

ま
り
貢
献
し
な
い
。

間
接
収
用
の
概
念
は
、補
償
を
要
し
な
い
規

制
と
の
間
の
線
引
き
が
困
難
で
あ
る
。考
慮
要

素
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
を
具
体

化
す
る
努
力
も
見
ら
れ
る
。例
え
ば
、米
国
の

04
年
版
モ
デ
ル
投
資
協
定
で
は
、政
府
の
措
置

の
経
済
的
影
響
、政
府
の
措
置
が
投
資
財
産
か

ら
生
ず
る
明
確
か
つ
合
理
的
な
期
待
を
害
す

る
程
度
、政
府
の
措
置
の
性
質
等
を
考
慮
要
素

と
し
て
挙
げ
る
。し
か
し
、補
償
を
要
し
な
い

規
制
と
の
間
で
明
確
な
線
引
き
が
で
き
な
い

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
個
々
の
判
断
基
準
は
完
全
に

は
明
確
に
な
ら
な
い
が
、投
資
保
護
と
規
制
権

限
保
全
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
に
つ
い
て

の
投
資
協
定
の
大
筋
の
意
図
は
、仲
裁
廷
に
伝

な
じ
む
。特
に
投
資
仲
裁
は
、近
年
に
な
っ
て

か
ら
目
覚
ま
し
く
利
用
が
増
え
た
発
達
途
上

の
制
度
で
あ
る
の
で
、中
長
期
的
視
野
に
立
っ

て
、試
行
錯
誤
に
よ
る
持
続
的
な
改
善
の
取
組

み
を
見
守
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
語

Ⅵ国
際
投
資
仲
裁
か
ら
の
離
反
現
象
の
背
景

に
あ
る
疑
念
や
懸
念
に
は
、も
っ
と
も
な
部
分

も
あ
る
。し
か
し
、そ
の
大
半
は
、投
資
協
定
の

文
言
を
精
緻
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
で

き
る
。各
国
は
投
資
協
定
の
交
渉
方
針
を
決
め

る
際
、対
外
投
資
保
護
と
対
内
投
資
に
対
す
る

規
制
権
限
保
全
の
二
つ
の
要
請
を
ど
の
よ
う

に
均
衡
さ
せ
る
べ
き
か
を
中
心
に
考
え
る
こ

と
に
な
る
が
、次
の
二
点
に
も
留
意
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

一
点
目
は
、対
内
投
資
の
保
護
の
利
点
で
あ

る
。投
資
協
定
の
締
約
国
は
、自
国
の
対
外
投

資
家
に
保
障
さ
れ
る
権
利
の
見
返
り
に
、対
内

投
資
の
保
護
義
務
を
負
う
。投
資
協
定
に
よ
る

対
内
投
資
の
保
護
に
期
待
で
き
る
効
果
は
、外

資
導
入
の
促
進
だ
け
で
は
な
い
。投
資
協
定
上

の
権
利
を
行
使
で
き
る
の
は
相
手
方
締
約
国

の
投
資
家
に
限
ら
れ
る
が
、規
制
主
体
に
緊
張

感
を
与
え
、ガ
バ
ナ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
る
の

で
、そ
の
恩
恵
を
間
接
的
に
は
内
国
民
も
享
受

投
資
仲
裁
で
は
、そ
の
透
明
性
を
高
め
る
工

夫
も
行
わ
れ
て
き
た
。一
般
に
仲
裁
は
非
公
開

で
行
わ
れ
る
。し
か
し
、私
人
間
の
民
商
事
紛

争
の
仲
裁
と
異
な
り
、投
資
仲
裁
で
は
莫
大
な

賠
償
金
が
被
申
立
国
の
国
家
財
政
に
悪
影
響

を
及
ぼ
し
、公
益
目
的
の
投
資
規
制
に
萎
縮
効

果
を
与
え
か
ね
な
い
た
め
、公
衆
に
対
す
る
開

示
の
要
請
が
大
き
い
。当
事
者
以
外
の
利
害
関

係
者
か
ら
意
見
表
明
の
機
会
を
求
め
る
声
も

あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
仲
裁
で
は
、手
続
の
現
況
や

最
終
結
果
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表
さ
れ

て
い
る
。紛
争
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
、審
理

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
注24）
。仲
裁
判
断
は
、両
当
事
者
の
同
意
を
得
て

ほ
ぼ
す
べ
て
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、06

年
の
仲
裁
規
則
改
正
に
よ
り
、仲
裁
廷
は
紛
争

の
非
当
事
者
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
を
許
可

す
る
こ
と
も
一
定
の
条
件
の
下
で
で
き
る
こ

と
と
な
っ
た（
37
条
2
項
）。

他
方
、投
資
仲
裁
に
も
公
衆
の
目
か
ら
離
れ

た
場
で
の
紛
争
解
決
の
需
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、そ
の
仲
裁
規
則
の
12
年
改
訂

に
際
し
て
、透
明
性
向
上
の
策
を
あ
え
て
採
ら

ず
、Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
と
異
な
る
選
択
肢
を
用
意
し

て
い
る
。

も
と
も
と
仲
裁
は
、多
様
な
紛
争
解
決
手
続

の
選
択
肢
を
提
供
し
、制
度
間
競
争
を
通
じ
て

手
続
が
改
善
さ
れ
て
い
く
と
い
う
進
化
論
に

注18）	ICSID	Secretariat,	“Working	Paper：Suggested	Changes	to	the	ICSID	Rules	and	Regulations”（2005）	para.	4.
注19）	例えば、Neer	v.	Mexico（米国とメキシコ間の一般請求委員会（General	Claims	Commission）決定（1926年））（1927）21	AJIL	555.
注20）	加盟国の閣僚級代表によって構成され、NAFTAの規定の解釈問題について仲裁廷を拘束する判断を示す権限を有する（NAFTA2001条および

1131条参照）。
注21）	Devin	Bray,	“Non-Compensatory	versus	Compensatory	Takings	Under	NAFTA”	7（2012）	TDM	10.
注22）	ICSID	Secretariat,	“Background	Paper	on	Annulment	For	the	Administrative	Council	of	ICSID”（2012）	para.	46.
注23）	名称が紛らわしいが、国際商業会議所（ICC）に所属する機関であって、国家の裁判所ではない。
注24）	Pac	Rim	Cayman	v.	El	Salvador（ICSID	Case	No.	ARB/09/12）の審理の中継（2010年）が最初の例である。
注25）	Anthony	Sinclair,	“ICSID	Arbitration：How	Long	Does	it	Take？”	4-5	（2009）	Global	Arb.	Rev.	18の調査によると、ICSIDの仲裁判断までに要

する期間は、ICSID発足時から2009年7月1日までの平均で3.6年、2003年7月1日からの平均では3.2年である。ただし、この数字は、非常に複
雑な事案から管轄判断のみで終わる事案までさまざまな事案があることを念頭に置いて見る必要がある。

わ
る
よ
う
で
あ
る
。Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
自
由
貿
易

委
員
会（Free T

rade Com
m

ission

）注20）
は
、

01
年
、同
協
定
の
公
正
衡
平
待
遇
条
項
は
、外

国
人
待
遇
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
上
の
最
低

基
準
が
要
求
す
る
待
遇
以
上
の
待
遇
を
与
え

る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
解

釈
を
示
し
た
。そ
の
後
の
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
投
資
章

に
基
づ
く
仲
裁
判
断
は
、そ
れ
以
前
の
も
の
よ

り
も
投
資
受
入
国
の
規
制
権
限
を
尊
重
す
る

傾
向
を
示
し
て
い
る
。例
え
ば
、あ
る
研
究
に

よ
る
と
、12
年
7
月
31
日
ま
で
に
17
の
事
件
で

間
接
収
用
に
対
す
る
補
償
が
請
求
さ
れ
た
が
、

そ
の
う
ち
請
求
が
認
め
ら
れ
た
の
は
01
年
以

前
の
1
事
件
の
み
で
あ
る
注21）
。

投
資
仲
裁
の
中
立
性
・
独

立
性
確
保
お
よ
び
透
明
性

向
上
の
取
組
み

Ⅴ判
断
基
準
の
明
確
化
が
完
全
に
は
実
現
で

き
な
い
以
上
、判
断
主
体
で
あ
る
仲
裁
廷
に
対

す
る
信
頼
の
確
保
は
重
要
で
あ
る
。先
に
紹
介

し
たLoew

en
事
件
の
仲
裁
人
の
裏
話
は
、米
国

か
ら
の
圧
力
が
あ
っ
た
こ
と
の
暴
露
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、懸
念
を
呼
ん
で
当
然

で
あ
る
が
、冷
静
に
読
む
と
、仲
裁
人
が
そ
の

圧
力
に
屈
し
た
こ
と
の
告
白
に
は
な
っ
て
い

な
い
。個
々
の
逸
話
の
信
憑
性
や
含
意
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
が
、各
仲
裁
機
関
は
、規
則
の
整

備
と
運
用
を
通
し
て
、中
立
性
・
独
立
性
の
確

保
の
た
め
の
種
々
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
仲
裁
で
は
、通
常
、3
人
の
仲

裁
人
で
仲
裁
廷
が
構
成
さ
れ
る
が
、そ
の
場

合
、紛
争
当
事
者
は
紛
争
の
相
手
方
当
事
者
の

同
意
が
な
い
限
り
は
、自
国
ま
た
は
自
分
の
母

国
の
国
民
を
仲
裁
人
と
し
て
任
命
で
き
な
い

こ
と
に
な
っ
て
い
る（
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｉ
Ｄ
仲
裁
規
則

1
条
3
項
。追
加
制
度
仲
裁
規
則
7
条
1
項
も

同
じ
）。特
別
委
員
会
を
構
成
す
る
委
員
の
任

命
に
際
し
て
は
、任
命
権
限
を
有
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｓ

Ｉ
Ｄ
運
営
理
事
会
の
議
長
は
、条
約
上
の
義
務

は
な
い
が
、実
務
慣
行
と
し
て
、紛
争
当
事
者

に
任
命
予
定
の
委
員
の
履
歴
書
を
送
っ
て
意

見
提
出
の
機
会
を
与
え
て
い
る
注22）
。

国
際
商
業
会
議
所（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）仲
裁
で
は
、そ

の
仲
裁
裁
判
所（Court of A

rbitration

）注23）

が
仲
裁
人
を
選
定
す
べ
き
場
合
、Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
適

当
と
認
め
る
国
内
委
員
会
等
の
推
薦
に
基
づ

い
て
行
う
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る（
Ｉ
Ｃ

Ｃ
仲
裁
規
則
13
条
3
項
）。し
か
し
、国
家
と
投

資
家
と
の
間
の
紛
争
に
お
い
て
は
、Ｉ
Ｃ
Ｃ
の

国
内
委
員
会
等
は
投
資
家
側
に
肩
入
れ
し
や

す
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
声
が
あ
っ

た
た
め
、12
年
の
規
則
改
訂
に
際
し
て
、当
事

者
の
1
人
も
し
く
は
複
数
が
国
で
あ
る
場
合

に
は
、仲
裁
裁
判
所
が
仲
裁
人
と
し
て
適
切
で

あ
る
と
考
え
る
者
を
直
接
に
選
定
す
る
こ
と

も
で
き
る
こ
と
と
し
た（
同
条
4
項
ａ
号
）。

で
き
る
。ガ
バ
ナ
ン
ス
を
向
上
さ
せ
、ひ
い
て

は
法
の
支
配
を
強
化
す
る
こ
と
は
、外
部
規
範

の
助
力
な
く
し
て
は
先
進
国
で
も
困
難
が
大

き
い
。中
立
・
独
立
か
つ
迅
速
な
救
済
を
保
障

す
る
裁
判
制
度
を
自
国
で
用
意
し
て
お
け
ば
、

外
国
投
資
家
も
国
内
裁
判
を
進
ん
で
利
用
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
、国
際
仲
裁
を
恐
れ
る
必

要
も
な
く
な
る
注25）
。

も
う
一
点
は
、目
立
た
な
い
利
点
の
正
当
な

評
価
で
あ
る
。自
国
が
投
資
仲
裁
で
被
申
立
国

に
な
っ
た
り
敗
れ
た
り
す
る
と
、大
き
く
報
道

さ
れ
、世
間
の
耳
目
が
集
ま
る
。し
か
し
、自
国

の
一
投
資
家
が
投
資
仲
裁
で
勝
っ
て
も
そ
れ

ほ
ど
注
目
さ
れ
な
い
。ま
た
、実
際
に
仲
裁
申

立
て
に
及
ば
な
く
と
も
、投
資
家
は
投
資
協
定

に
基
づ
く
仲
裁
申
立
て
の
可
能
性
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
梃
子
と
し
て
有
利
に
受
入
国
と
の
交

渉
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、こ
の
利
点
は

当
事
者
以
外
に
は
目
に
つ
き
に
く
い
。

以
上
の
諸
点
の
考
慮
に
加
え
て
、日
本
の
よ

う
な
投
資
立
国
の
場
合
に
は
、対
外
投
資
の
保

護
を
最
重
要
の
柱
に
据
え
る
姿
勢
を
貫
く
こ

と
が
全
体
的
な
国
益
に
と
っ
て
は
望
ま
し
い

で
あ
ろ
う
。

Koji Takahashi
挿入テキスト
は、




