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有
　
　
信

一
　
は
じ
め
に

　

法
律
行
為
に
お
い
て
は
、
表
意
者
の
お
こ
な
っ
た
意
思
表
示
が
法
律
行
為
か
ら
生
ず
る
法
律
効
果
を
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
意

味
で
は
す
べ
て
表
示
錯
誤
は
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
、
表
示
錯
誤
を
構
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
売
主
が
瑕
疵
担
保
責
任
の
存
在
を
知
ら
ず
に
、
あ
る
い
は
明
示
的
に
保
証
し
た
場
合
の
み
瑕
疵
担
保
責
任
を
負
う
も
の
と
誤
信
し
て
売

買
契
約
を
締
結
し
買
主
に
瑕
疵
あ
る
目
的
物
を
引
渡
し
た
と
こ
ろ
瑕
疵
担
保
責
任
を
追
及
さ
れ
た
場
合
に
、
瑕
疵
担
保
責
任
規
定
の
内
容
に

つ
い
て
思
い
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
錯
誤
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
で
き
な
い）

1
（

。
当
事
者
が
意
思
表
示
に
よ
っ
て
設
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定
し
た
法
律
行
為
上
の
規
範
は
、
様
々
な
形
で
補
充
さ
れ
る
か
ら
、
意
思
表
示
の
内
容
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
行
為
の
効
果
以
外

に
も
、法
の
適
用
や
解
釈
に
よ
る
補
充
に
よ
っ
て
法
律
効
果
が
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
思
い
違
い
は
、

表
示
内
容
の
錯
誤
と
は
一
応
無
関
係
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
法
律
効
果
の
う
ち
明
ら
か
に
法
の
適
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
法
律
効
果
で
あ
っ
て
も
、
錯
誤
に

よ
る
無
効
が
承
認
さ
れ
る
事
例
が
判
例
に
よ
っ
て
析
出
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
最
高
裁
判
決
は
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
離

婚
に
と
も
な
う
財
産
分
与
に
つ
い
て
譲
渡
所
得
課
税
が
分
与
者
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
か
か
る
も
の
で
あ

る
。

　

こ
の
ケ
ー
ス
は
、
銀
行
に
勤
め
る
Ｘ
が
、
妻
で
あ
っ
た
Ｙ
と
協
議
離
婚
を
す
る
に
際
し
て
、
Ｙ
の
意
向
に
沿
う
形
で
、
婚
姻
中
Ｘ
Ｙ
が
同

居
し
て
い
た
Ｘ
名
義
の
財
産
で
あ
る
土
地
甲
と
甲
の
上
に
立
つ
建
物
乙
を
財
産
分
与
と
し
て
Ｙ
に
全
部
譲
渡
す
る
と
約
束
し
、
離
婚
協
議
書

に
そ
の
旨
記
載
し
た
上
で
離
婚
が
成
立
し
た
が
、
そ
の
際
Ｘ
は
、
Ｙ
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
気
遣
っ
て
い
た
も
の
の
、
両
者
の
間
で
Ｘ
に
課

税
さ
れ
る
こ
と
は
特
に
話
題
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
Ｘ
は
、
離
婚
後
上
司
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
分
与
者
で
あ
る
Ｘ
に
課

税
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
税
額
は
二
億
二
二
〇
〇
万
余
円
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
錯
誤
に
よ
る
無
効

を
主
張
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
、
乙
建
物
に
つ
き
所
有
権
移
転
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
、

錯
誤
の
主
張
を
否
定
し
た
原
審
判
決
を
破
棄
し
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
意
思
表
示
の
動
機
の
錯
誤
が
法
律
行
為
の
要
素
の
錯
誤
と
し
て
そ
の
無

効
を
き
た
す
た
め
に
は
、
そ
の
動
機
が
相
手
方
に
表
示
さ
れ
て
法
律
行
為
の
内
容
と
な
り
、
も
し
錯
誤
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
表
意
者
が
そ
の

意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
こ
ろ
、
右
動
機
が
黙
示
的
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
き
で

あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
法
律
行
為
の
内
容
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。﹂﹁
Ｘ
は
、
そ
の
際
、
財
産
分
与
を
受
け
る
Ｙ
に
課
税
さ
れ

る
こ
と
を
心
配
し
て
こ
れ
を
気
遣
う
発
言
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
も
、
自
己
に
課
税
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
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た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
Ｘ
に
お
い
て
、
右
財
産
分
与
に
伴
う
課
税
の
点
を
重
視
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
他
に
特
段
の
事

情
が
な
い
限
り
、
自
己
に
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
黙
示
的
に
は
表
示
し
て
い
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。﹂）

2
（

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

大
審
院
は
大
正
三
年
に
出
さ
れ
た
判
決
に
お
い
て
、
法
律
行
為
の
要
素
と
は
、
意
思
表
示
の
内
容
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
定
式
化
し
た

上
で
、
通
常
縁
由
（
動
機
）
に
過
ぎ
な
い
事
実
も
明
示
又
は
黙
示
の
表
示
に
よ
っ
て
意
思
表
示
の
内
容
と
な
る
と
き
は
法
律
行
為
の
要
素
と

な
る
可
能
性
を
承
認
し
た）

3
（

。
最
高
裁
も
﹁
意
思
表
示
を
な
す
に
つ
い
て
の
動
機
は
表
意
者
が
当
該
意
思
表
示
の
内
容
と
し
て
こ
れ
を
相
手
方

に
表
示
し
た
場
合
で
な
い
限
り
法
律
行
為
の
要
素
と
は
な
ら
な
い
﹂）

4
（

と
述
べ
て
、
こ
の
判
例
を
踏
襲
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

右
の
平
成
元
年
判
決
は
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
定
式
を
動
機
が
黙
示
的
に
表
示
さ
れ
た
場
合
に
も
適
用
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
と

同
時
に
、
原
審
判
決
が
﹁
一
般
に
こ
の
よ
う
な
法
律
上
当
然
の
負
担
を
予
期
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
そ
の
意
思
表
示
に
要
素
の
錯
誤

が
あ
る
も
の
と
し
て
財
産
分
与
契
約
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。﹂）

5
（

と
し
て
、
法
律
の
錯
誤
で
あ
る
こ
と
と

無
効
主
張
の
排
斥
を
関
連
づ
け
る
か
の
ご
と
く
判
示
し
た
の
に
対
し
て
、そ
れ
に
つ
い
て
特
段
の
理
由
を
示
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
、

一
般
の
動
機
錯
誤
す
な
わ
ち
事
実
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
同
様
に
判
断
し
た
こ
と
も
注
目
を
集
め
た）

6
（

。

　

旧
民
法
典
財
産
編
三
一
一
条
は
特
に
﹁
法
律
ノ
錯
誤
﹂
に
つ
い
て
一
か
条
を
も
う
け
、
そ
れ
に
よ
る
法
律
行
為
の
効
力
の
否
定
に
つ
い
て

は
﹁
然
レ
ト
モ
裁
判
所
ハ
宥
恕
ス
可
キ
情
状
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
右
錯
誤
ノ
為
メ
合
意
ノ
無
効
ヲ
認
許
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
﹂
と
規
定
し
た
が
、

現
行
民
法
典
の
起
草
に
あ
た
っ
て
、
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て
の
条
文
は
削
除
さ
れ
、
要
素
の
錯
誤
へ
と
吸
収
さ
れ
た
。

　

こ
の
理
由
は
、
要
素
の
錯
誤
が
き
わ
め
て
限
定
的
に
錯
誤
無
効
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
他
の
錯

誤
に
比
較
し
て
重
過
失
が
認
め
ら
れ
や
す
い
か
ら
特
別
の
規
定
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た）

7
（

。
先
の
平
成
元
年
判
決
が
、
法
律
の
錯

誤
を
特
に
他
の
錯
誤
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
表
意
者
に
重
過
失
が
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
審
理
を
求
め
て
、
原
審
に
差
し
戻
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し
た
こ
と
は
こ
れ
に
呼
応
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
表
意
者
の
錯
誤
対
象
が
当
該
法
律
行
為
の
法
的
効
果
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
は
、
判
例
の
一
般
的
な
説
示
を
見
る
限

り
特
別
の
考
慮
は
な
さ
れ
ず
動
機
錯
誤
一
般
の
保
護
要
件
の
問
題
へ
と
解
消
さ
れ
て
い
る
と
ひ
と
ま
ず
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
学

説
の
大
勢
も
、
動
機
錯
誤
保
護
の
法
的
構
成
を
捨
象
し
て
観
察
す
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
法
律
の
錯
誤
と
事
実
の
錯
誤
の
区
別
を
重
要
な
も

の
と
は
見
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、法
律
の
錯
誤
あ
る
い
は
法
の
不
知
が
法
律
行
為
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
問
題
は
、ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
﹁
法

の
錯
誤
は
害
す
る
（erro iuris nocet

）﹂）
8
（

原
則
の
広
範
な
影
響
の
た
め
に
比
較
法
的
に
見
れ
ば
、
な
お
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る）

9
（

。

　

以
下
、
こ
の
小
稿
で
は
、
法
律
の
錯
誤
の
基
礎
的
問
題
を
検
討
す
る
比
較
法
的
素
材
と
し
て
ド
イ
ツ
法
を
選
び
、
問
題
の
ス
ケ
ッ
チ
を
試

み
る
。
我
が
国
の
錯
誤
法
は
動
機
錯
誤
と
表
示
錯
誤
の
区
別
を
一
つ
の
基
軸
と
し
て
展
開
し
て
き
た
。
法
律
の
錯
誤
は
そ
れ
を
単
な
る
事
実

の
錯
誤
の
一
種
と
し
て
分
類
す
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
固
有
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
に
し
て
も
、
こ
の
基
本
的
な
問
題
構
成
と

の
関
係
を
精
査
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
様
々
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
き
た
ド
イ
ツ
法
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
格
好

の
比
較
法
素
材
た
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
律
の
錯
誤

　

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
伝
統
的
に
表
示
錯
誤
と
動
機
錯
誤
の
限
界
設
定
の
下
位
問
題
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
通
説
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
﹁
い
ま
だ
完
全
に
克
服
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
﹂
状
況
に
あ
る）
₁₀
（

。

　

さ
て
、
こ
の
問
題
に
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
議
論
の
出
発
点
を
形
成
し
て
い
る
の
は
帝
国
裁
判
所
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が
一
九
一
六
年
六
月
三
日
に
下
し
た
判
決
（R

G
Z

 88, 278

）
で
あ
る
。﹁
法
の
錯
誤
は
害
す
る
﹂
原
則
の
呪
縛
の
も
と
、
そ
れ
ま
で
の
判
決

は
一
致
し
て
、
す
べ
て
の
法
律
効
果
の
錯
誤
は
考
慮
さ
れ
な
い
と
し
て
き
た）
₁₁
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
判
決
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
基

準
と
さ
れ
る
区
別
を
導
入
し
て
、
法
律
の
錯
誤
に
よ
る
法
律
行
為
の
取
消
し
可
能
性
、
し
か
も
そ
れ
を
、
ド
イ
ツ
民
法
一
一
九
条
一
項）
₁₂
（

の
意

思
表
示
の
内
容
の
錯
誤
と
し
て
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
判
決
の
内
容
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
一
）
自
律
的
法
律
効
果
と
他
律
的
法
律
効
果

　

さ
て
一
九
一
六
年
の
帝
国
裁
判
所
の
判
決
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
を
持
ち
込
ん
だ
の
か
。
こ
の
判
決
の
事
案
は
、
第
一
順
位
の
抵
当
権
者

の
被
担
保
債
権
を
弁
済
し
て
所
有
者
自
身
の
抵
当
権
と
し
た
う
え
で
（
ド
イ
ツ
民
法
一
一
六
三
条
一
項）
₁₃
（

に
基
づ
く
）、
こ
の
順
位
第
一
位
の

抵
当
権
を
第
三
順
位
の
抵
当
権
者
に
譲
渡
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
抵
当
権
を
抹
消
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
第
二
順

位
の
抵
当
権
の
順
位
上
昇
が
生
じ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
抵
当
権
の
登
記
抹
消
申
請
に
係
る
意
思
表
示
の
取
消
し
を
主
張
し
て
訴

え
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
帝
国
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
一
般
的
説
示
を
お
こ
な
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
﹁
表
示
の
内
容
に
関
す
る
錯
誤
は
、
次
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
法
律
行
為
の
法
的
意
義
に
つ
い
て
誤
認
し
も
し
く
は
そ
れ
を

知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
当
該
法
律
行
為
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
法
律
効
果
（R

echtsw
irkung

）
で
は
な
く
、
そ
れ
と

は
本
質
的
に
異
な
る
法
律
効
果
が
生
ず
る
法
律
行
為
が
表
示
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
律
の
錯
誤
に
陥
る
こ
と
な
く
表
示

さ
れ
か
つ
意
欲
さ
れ
た
法
律
行
為
が
な
さ
れ
た
が
、
追
求
さ
れ
た
法
律
効
果
と
は
別
に
、
さ
ら
な
る
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
ま
た
意
欲
も
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
法
律
効
果
が
発
生
す
る
場
合
に
は
、
表
示
の
内
容
に
関
す
る
錯
誤
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
﹂
と
。
そ
し
て
、
判
決
は
錯
誤
取

消
し
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
帝
国
裁
判
所
は
、
表
意
者
が
直
接
自
律
的
に
形
成
す
る
こ
と
を
意
欲
し
た
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
法
律
行
為
の
効
力
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に
影
響
を
及
ぼ
す
の
に
対
し
て
、
他
律
的
な
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
顧
慮
さ
れ
な
い
と
い
う
区
別
を
打
ち
出
し
た
。
代
表
的
な
諸
学

説
も
こ
の
区
別
を
基
本
的
に
は
承
認
し
て
い
る）
₁₄
（

。
例
え
ば
、
フ
ル
ー
メ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
法
律
効
果
の
錯
誤
を
顧

慮
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
と
き
、
そ
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
、
法
律
行
為
上
の
表
示
の
対
象
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
も

の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
﹁
法
律
行
為
上
の
表
示
に
基
づ
い
て
法
に
よ
っ
て
生
ず
る
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ

し
て
、
後
者
の
、
法
に
よ
っ
て
生
ず
る
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
顧
慮
さ
れ
な
い
。﹂
問
題
と
な
っ
て
い
る
法
律
効
果
は
、
ま
さ
に
法

に
よ
っ
て
生
ず
る
の
だ
か
ら
、
実
定
法
上
は
（de lege lata

）
正
し
い
。﹁
そ
し
て
﹁
正
し
い
﹂
法
律
効
果
に
つ
い
て
錯
誤
し
た
場
合
、
こ

の
錯
誤
は
考
慮
さ
れ
な
い
。﹂）
₁₅
（

　

そ
し
て
、
今
日
の
判
例
も
基
本
的
に
こ
の
命
題
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
制
定
法
上
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
内
容
の

錯
誤
に
よ
る
取
消
し
を
正
当
化
す
る
の
は
、﹁
お
こ
な
わ
れ
た
法
律
行
為
が
意
図
さ
れ
た
の
と
は
異
な
る
効
果
を
生
ず
る
場
合
で
あ
り
﹂）
₁₆
（

、
そ

の
限
界
は
、
意
図
さ
れ
そ
の
た
め
実
際
に
生
じ
た
法
律
効
果
に
付
随
し
て
付
加
的
に
し
た
が
っ
て
間
接
的
に
生
じ
た
法
律
効
果
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
、
も
は
や
表
示
の
内
容
と
は
い
え
な
い
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る）
₁₇
（

。

（
二
）
他
律
的
法
律
効
果
と
動
機
錯
誤

　

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
通
説
は
、
法
律
行
為
か
ら
生
ず
る
効
果
に
つ
い
て
そ
れ
を
当
事
者
が
直
接
に
意
図
し
た
法
律
効
果
と
、

間
接
的
に
生
じ
た
他
律
的
法
律
効
果
と
に
分
け
、
後
者
は
意
思
表
示
の
内
容
と
は
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
ド
イ
ツ
民
法
一
一
九
条
一
項
の
取
消

し
を
許
さ
れ
な
い
と
い
う
命
題
を
採
用
し
て
、
法
律
効
果
の
錯
誤
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
視
点
と
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
自
律
的
に
意
欲
し
た
法
律
効
果
で
は
な
い
以
上
、
そ
れ
は
表
示
の
内
容
で
は
な
い
と
い
う
形
式
的
な
命
題
が
錯
誤
の
不
顧
慮
を

基
礎
付
け
る
実
質
的
な
理
由
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
明
確
に
指
摘
す
る
の
は
、二
〇
〇
八
年
六
月
五
日
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
（B

G
H

Z
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で
あ
る
。

　

事
案
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
不
動
産
競
売
に
際
し
て
当
該
競
売
物
件
に
は
第
三
者
の
土
地
債
務
が
物
的
負
担
と
し
て
付
着
し

て
お
り
、
こ
の
負
担
は
競
落
後
も
存
続
す
る
こ
と
が
競
売
条
件
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
た
め
、
競
落
し
て
も
買
受
人
の
も
と
で
存
続
す
る
も

の
で
あ
っ
た）
₁₈
（

。
こ
の
条
件
を
知
ら
ず
に
最
高
価
格
で
落
札
し
た
競
落
人
が
入
札
の
意
思
表
示
の
取
消
を
求
め
た
の
に
対
し
て
、
連
邦
通
常
裁

判
所
は
、
取
消
を
認
め
な
か
っ
た
。

　

ま
ず
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
﹁
意
欲
さ
れ
て
発
生
す
る
法
律
効
果
に
付
随
し
て
発
生
す
る
、
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
付
加
的
で
間
接
的
な

法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
は
、
も
は
や
表
示
の
内
容
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
は
な
く
、
顧
慮
さ
れ
な
い
動
機
錯
誤
で
あ
る
﹂
と
一
般
的
に
説

示
し
た
。
次
い
で
、
こ
の
命
題
の
適
用
に
際
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
﹁
競
売
に
参
加
す
る
場
合
、
参
加
者
は
入
札
に

際
し
て
、
競
売
条
件
を
基
準
と
し
て
競
売
対
象
た
る
土
地
に
存
続
す
る
権
利
を
考
慮
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
法
律

効
果
は
、
も
は
や
入
札
の
意
思
表
示
の
一
部
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
入
札
者
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
該
競
売
の
条
件
に

属
す
る
間
接
的
な
法
律
効
果
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
入
札
の
計
算
に
ふ
く
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
意
思
形
成

の
過
程
で
入
札
者
が
、
入
札
の
計
算
に
際
し
て
誤
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
取
消
原
因
を
構
成
し
な
い
動
機
錯
誤

な
の
で
あ
る
。﹂
と
述
べ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
説
示
と
結
論
は
、
法
律
効
果
が
間
接
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
意
思
表
示
の
内
容
を
構
成
し
な
い
と
い
う
消
極
的
な
命
題
に
基
づ

く
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
該
法
律
の
錯
誤
が
入
札
者
の
責
任
領
域
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
内
部
的
な
計

算
基
礎
の
錯
誤
で
あ
る
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

法
律
行
為
を
ど
の
よ
う
な
内
容
と
す
る
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
の
法
律
行
為
が
前
提
と
す
る
事
実
関
係
に
対
す
る
認
識
を
お
こ

な
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
法
律
行
為
の
当
事
者
は
、
各
人
の
目
的
に
照
ら
し
て
情
報
を
収
集
し
、
正
し
い
と
考
え
る
事
実
認
識
に
照
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ら
し
て
合
理
的
と
考
え
る
意
思
決
定
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
各
人
は
、
そ
の
情
報
収
集
の
誤
り
が
各
人
の
内
部
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
の
事

実
認
識
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
当
初
の
意
図
と
異
な
る
法
的
効
果
が
、
当
該
法
律
行
為
か
ら
発
生
し
た
と
し
て
も
そ
の
こ
と
か
ら

生
ず
る
不
利
益
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
動
機
錯
誤
不
顧
慮
の
原
則
の
法
的
理
由
の
核
心
だ
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
が

自
律
的
法
律
効
果
と
他
律
的
法
律
効
果
、
法
律
行
為
か
ら
直
接
に
生
ず
る
法
的
規
律
自
体
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
そ
れ
に
付
随
し
て
生
ず
る
間

接
的
な
法
律
効
果
を
分
け
、
後
者
を
動
機
錯
誤
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

自
ら
が
お
こ
な
お
う
と
す
る
法
律
行
為
か
ら
生
ず
る
間
接
的
な
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
情
報
収
集
の
誤
り
は
、
表
意
者
の
自
己
責
任
領
域

に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る）
₁₉
（

。

　

こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
瑕
疵
担
保
責
任
あ
る
い
は
権
利
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
特
に
陳
述
す
る
こ
と
な
く
誤
っ
た
観
念
を
い
だ
い
て
い

た
場
合
に
内
容
の
錯
誤
に
よ
り
取
消
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と）
₂₀
（

、
制
定
法
に
よ
る
錯
誤
規
律
の
存
在
に
つ
い
て
錯
誤
し
て
い
た
場
合）
₂₁
（

に
表
示
内

容
の
錯
誤
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
相
続
人
が
そ
の
死
の
直
前
に
町
長
に
相
談
し
て
、﹁
法
律
上
の
相
続
人
﹂
の
範
囲
に
つ
い
て
確
認
し
た
上
で
、
遺
言

に
お
い
て
﹁
法
律
上
の
相
続
人
﹂
を
相
続
人
と
す
る
旨
記
載
し
た
が
、
そ
の
範
囲
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
と
誤
っ
て
い
た
と
い
う
場
合
に
、
法

定
相
続
人
の
範
囲
に
つ
い
て
の
被
相
続
人
の
観
念
が
法
律
行
為
の
内
容
を
構
成
す
る
と
し
て
﹁
誤
表
は
害
さ
ず
（falsa dom

onstratio 

non nocet

）﹂
の
適
用
を
認
め
た
こ
と
は
、
当
然
だ
と
い
え
よ
う）
₂₂
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
律
効
果
の
直
接
性
と
間
接
性
、
自
律
的
法
律
効
果
と
他
律
的
効
果
の
区
別
に
お
い
て
は
、
当
事
者
が
そ
れ
を
法
律
行
為

の
内
容
と
し
て
当
事
者
の
法
律
行
為
に
組
み
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
決
定
的
な
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
に
見
た
一
九
一
六

年
の
帝
国
裁
判
所
の
判
決
も
単
な
る
錯
誤
取
消
し
の
問
題
で
は
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
法
律
行
為
の
解
釈
を
通
じ
た
解
決
が
そ
れ
で
あ

る
。
次
に
そ
の
点
を
見
よ
う
。
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三
）
法
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行
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の
解
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と
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律
の
錯
誤

　

一
九
一
六
年
判
決
で
は
、
所
有
者
自
身
の
抵
当
権
登
記
の
抹
消
と
い
う
表
示
に
よ
っ
て
、
第
三
順
位
の
抵
当
権
者
に
こ
れ
を
譲
渡
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
に
お
け
る
問
題
の
焦
点
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
所
有
者
は
自
ら
の
抵
当
権
登
記
の
抹
消
の
ほ
か
に
、
明

示
的
に
第
二
順
位
の
抵
当
権
者
に
対
し
て
、
第
三
順
位
の
抵
当
権
者
が
無
条
件
で
優
先
す
る
こ
と
を
も
意
図
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

よ
う
な
法
的
効
果
の
発
生
は
、
法
律
状
態
か
ら
し
て
生
じ
得
な
い
。
こ
の
二
つ
の
法
律
行
為
上
の
規
律
を
一
体
と
し
て
み
る
と
き
、
当
該
法

律
行
為
は
そ
の
法
律
行
為
の
目
的
か
ら
し
て
、
法
的
に
義
務
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
不
能
な
法
律
行
為
を
構
成
す
る
と
み

る
か）
₂₃
（

、
あ
る
い
は
一
部
無
効
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
、
全
体
と
し
て
の
無
効
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
見
解
が
有
力
化
し
て
い
る）
₂₄
（

。
表
示
者
の
法
律
行
為
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
が
、
表
意
者
自
身
の
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る

の
で
は
な
く
、
法
律
行
為
上
の
規
律
に
組
み
込
ま
れ
て
相
手
方
も
こ
れ
を
了
解
し
て
い
る
場
合
、
も
は
や
そ
れ
は
単
な
る
動
機
錯
誤
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
法
律
効
果
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
そ
の
規
律
の
一
部
を
な
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
規
律
の
不
可
欠
の
前
提
と
し

て
表
意
者
に
割
り
当
て
ら
れ
た
リ
ス
ク
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
簡
単
に
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
法
律
効
果
の
錯
誤
に
つ
い
て
ス
ケ
ッ
チ
を
試
み
た
。
振
り
返
っ
て
、
再
び
わ
が
最
高
裁
判
所
の
財
産

分
与
事
件
を
見
て
み
よ
う
。

　

こ
の
事
件
で
、
当
事
者
は
、
共
通
に
譲
渡
所
得
課
税
が
分
与
者
で
は
な
く
分
与
の
相
手
方
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
と
前
提
し
て
い
た
。
ド
イ

ツ
法
上
の
分
類
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
一
方
配
偶
者
の
名
義
で
あ
っ
た
不
動
産
の
所
有
権
を
財
産
分
与
と
し
て
他
方
配
偶
者
に
分
与
す
る
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と
い
う
こ
と
が
直
接
の
法
律
行
為
か
ら
生
ず
る
効
果
で
あ
っ
て
、
譲
渡
所
得
税
の
課
税
は
そ
れ
か
ら
間
接
的
に
生
ず
る
法
的
効
果
だ
と
整
理

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　

し
か
し
、
財
産
分
与
全
体
を
見
る
な
ら
、
当
事
者
間
で
の
利
益
調
整
が
、
譲
渡
所
得
課
税
が
分
与
の
相
手
方
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ

と
を
前
提
に
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
全
預
貯
金
を
他
方
配
偶
者
に
分
与
す
る
と
い
う
財
産

分
与
上
の
規
律
を
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
課
税
を
受
け
る
の
が
誰
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
他
方
配
偶
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
法
律
行
為
の
規
律
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
と
も
に
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
相
手
方
も
、
本
来
予
定
さ
れ
て
い
た
分
与
に
よ
る
経
済
的
利
益
を
は

る
か
に
超
え
て
（
つ
ま
り
譲
渡
所
得
税
の
負
担
を
分
与
者
に
負
わ
せ
る
こ
と
で
）
分
与
を
受
け
る
こ
と
は
当
事
者
間
で
当
初
形
成
さ
れ
た
契

約
内
容
を
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
と
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
判
例
の
言
う
動
機
が
表
示
さ
れ
て
契
約
内
容
に
な
る
と
の
命
題

に
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
も
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
法
律
の
錯
誤
と
事
実
の
錯
誤
と
を
対
象
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
こ
と
に
は
合
理
性
は
な
い
と
い

う
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
こ
の
小
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　

こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
鳩
山
秀
夫
﹃
注
釈
民
法
全
書
第
二
巻
・
法
律
行
為
乃
至
時
効
﹄（
一
九
一
二
年
、
厳
松
堂
書
店
）
一
四
八
頁
、
さ
ら
に
穂
積
重
遠
﹃
民
法

総
則
（
新
法
律
学
全
集
）﹄（
一
九
三
六
年
、
日
本
評
論
社
）
三
〇
四
頁
が
言
及
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
﹁
純
粋
法
律
効
果
錯
誤
（R

einenrechtfolgeirrtum

）﹂

で
あ
る
。

（
2
）　

最
判
平
成
元
年
九
月
一
四
日
家
月
四
一
巻
一
一
号
七
五
頁
。

（
3
）　

大
判
大
正
三
年
一
二
月
一
五
民
録
二
〇
輯
一
一
〇
一
頁
。

（
4
）　

最
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
二
六
民
集
八
巻
一
一
号
二
〇
八
七
頁
。
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六
八
巻
七
号�

一
〇
二
五

三
一
七
三

（
5
）　

東
京
高
判
昭
和
六
二
年
一
二
月
二
三
日
判
時
一
二
六
五
号
八
三
頁
。
同
様
に
東
京
高
判
九
月
一
八
日
家
月
三
八
巻
一
一
号
九
四
頁
。

（
6
）　

野
村
豊
弘
﹁
財
産
分
与
と
錯
誤
﹂
ジ
ュ
リ
九
五
二
号
七
〇
頁
、
鹿
野
菜
穂
子
﹁
財
産
分
与
者
の
課
税
に
関
す
る
錯
誤
﹂
ジ
ュ
リ
九
五
六
号
一
一
〇
頁
、
小
林
一
俊
﹁
協
議
離

婚
に
と
も
な
う
財
産
分
与
契
約
に
お
け
る
動
機
の
錯
誤
﹂
森
泉
古
稀
記
念
﹃
現
代
判
例
民
法
学
の
理
論
と
展
望
﹄（
一
九
九
八
年
、
法
学
書
院
）
五
八
頁
以
下
。
い
ず
れ
も
、

法
律
の
錯
誤
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
錯
誤
に
よ
る
表
意
者
の
保
護
を
否
定
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
。
な
お
、
最
判
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
五
日
裁
判
集
民
事
六
三
号
九
五
三
頁

は
、
不
動
産
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
譲
渡
所
得
税
に
つ
い
て
減
税
措
置
が
と
ら
れ
、
で
き
る
だ
け
低
く
な
る
よ
う
努
力
す
る
と
の
買
主
（
国
）
の
言
を
動
機
と
し
て
、
売

買
契
約
を
締
結
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
動
機
が
表
示
さ
れ
た
と
し
て
も
契
約
内
容
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
錯
誤
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
事
例
で
あ
る
。
判
決
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
本
件
売
買
契
約
に
お
い
て
は
右
税
金
が
上
告
人
主
張
の
程
度
に
減
額
さ
れ
な
い
な
ら
ば
上
告
人
は
本
件
契
約
を
締
結
し
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
ほ
ど
の
関
係
に
お
い
て
税
金
の
減
額
化
が
契
約
の
内
容
と
さ
れ
て
い
た
か
否
か
の
点
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
は
直
接
こ
の
点
に
つ
い
て
﹁
譲
渡
所
得
税
の
賦
課
に
関
し
て

は
被
上
告
人
側
に
お
い
て
税
務
署
と
折
衝
し
て
法
律
上
可
能
な
限
り
税
額
を
低
き
に
止
め
る
よ
う
に
努
力
す
る
と
の
旨
の
諒
解
事
項
が
あ
つ
た
に
過
ぎ
な
い
、
右
言
明
が
上
告

人
主
張
の
如
き
本
件
売
買
契
約
の
内
容
に
ま
で
な
る
と
い
う
よ
う
な
強
い
効
力
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
た
と
の
事
実
は
証
拠
上
認
め
ら
れ
な
い
﹂
と
の
旨
を
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
右
諒
解
事
項
の
言
明
は
上
告
人
に
対
す
る
譲
渡
所
得
税
を
税
務
署
に
対
す
る
被
上
告
人
側
の
折
衝
に
よ
り
で
き
る
だ
け
上
告
人
主
張
の
程
度
に
低
額
に
決
定
徴

収
さ
せ
る
約
束
を
含
む
こ
と
や
、
か
よ
う
な
言
明
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
上
告
人
は
本
件
売
買
契
約
を
締
結
し
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
如
き
関
係
に
お
い
て
、
右
言
明
が
本

件
売
買
契
約
の
内
容
に
ま
で
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
が
な
い
か
ら
、
上
告
人
の
右
主
張
は
採
用
し
難
い
、
と
い
う
の
が
原
判
示
の
趣

旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
右
原
判
示
は
上
告
人
の
主
張
を
善
解
の
上
そ
の
主
張
に
関
す
る
証
拠
を
検
討
し
た
結
果
右
主
張
事
実
を
認
め
る
べ
き

証
拠
は
な
い
旨
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
原
審
の
判
断
に
は
所
論
の
違
法
な
く
、
論
旨
は
理
由
が
な
い
。﹂
こ
の
判
決
に
お
い
て
も
、
法
律
の
錯
誤
で

あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
判
断
枠
組
み
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
こ
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
小
林
一
俊
﹃
錯
誤
法
の
研
究
（
増
補
版
）﹄（
一
九
九
七
年
、

酒
井
書
店
）
三
一
九
頁
以
下
、
加
藤
雅
信
＝
加
藤
新
太
郎
著
﹃
現
代
民
法
学
と
実
務
（
上
）﹄（
磯
村
保
教
授
と
の
鼎
談
記
録
）（
二
〇
〇
八
年
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
）
一
一
三

頁
以
下
、
須
田
晟
雄
﹁
動
機
錯
誤
の
類
型
的
考
察
﹂
編
集
代
表
須
田
晟
雄
＝
辻
伸
行
﹃
民
法
解
釈
学
の
展
望
﹄
品
川
孝
次
先
生
古
稀
記
念
（
二
〇
〇
二
年
、
信
山
社
）
一
四
頁

以
下
を
参
照
。
財
産
分
与
に
お
け
る
最
高
裁
の
判
断
と
譲
渡
所
得
税
の
額
に
つ
い
て
の
錯
誤
に
関
す
る
判
断
の
分
岐
点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
﹁
反
社
会
的
勢
力
に
対
す
る
信
用
保
証
協
会
に
よ
る
保
証
と
錯
誤
﹂
金
法
二
〇
四
七
号
八
一
頁
以
下
（
二
〇
一
六
年
）。

（
7
）　

広
中
編
﹃
民
法
（
前
三
編
）
修
正
案
理
由
書
﹄（
一
九
八
七
年
、
有
斐
閣
）
八
四
頁
以
下
。

（
8
）　

法
の
不
知
と
事
実
の
不
知
を
対
比
し
て
、﹁
法
の
不
知
は
害
す
る
が
、
事
実
の
不
知
は
害
し
な
い
﹂
と
述
べ
た
の
は
パ
ウ
ル
ス
で
あ
る
（D

.22. 6. 9 pr

）。
ロ
ー
マ
法
に
由
来

す
る
﹁
法
の
不
知
は
害
す
る
原
則
﹂
に
つ
い
て
、
こ
の
稿
で
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
筆
者
の
能
力
も
超
え
る
。
た
だ
次
の
点
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
少
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な
く
と
も
、
古
典
期
の
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
一
般
原
則
と
し
て
の
法
の
不
知
は
害
す
る
原
則
の
根
拠
は
、
人
は
法
の
規
律
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

方
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（Z

im
m

erm
ann, T

he L
aw

 of O
bligations - R

om
an F

oundations of the C
ivilian T

radition, p. 606

を
参
照
）。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
が
期
待
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
法
の
不
知
は
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
事
実
の
不
知
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
知
悉
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
場
合

に
は
、
害
し
な
い
の
で
あ
る
。
法
源
全
体
を
み
る
限
り
、
錯
誤
し
た
当
事
者
の
情
報
収
集
能
力
と
、
錯
誤
し
た
事
項
の
特
質
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
般
的
な
命
題
の
適
用
範
囲
は

ゆ
ら
い
で
お
り
、
統
一
的
な
観
点
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
。

（
9
）　

こ
の
問
題
の
比
較
法
的
な
通
覧
は
、K

ram
er, D

er Irrtum
 beim

 V
ertragsschluss, 1998, SS. 112 ff.

に
あ
る
。

（
10
）　M

ayer-M
aly, R

ech
tsirrtu

m
 u

n
d

 R
ech

tsu
n

ken
n

tn
is, A

cP
 170 

（1970

） 133, 169.; M
ed

ics, A
llgem

ein
er T

eil d
es B

G
B

,10. A
u

fl.,2010, R
z. 751, ; 

Staudinger/ D
ilcher § 119 R

z. 36,; N
euffer, D

ie A
nfechtung der W

illenserkärung w
egen R

echtsfolgeirrtum
s, 1991, S. 119 f.

（
11
）　R

G
Z

 51, 281, 283; 57, 270, 273; 62, 201, 202; 76, 439, 440.

で
あ
る
。
例
え
ば
、R

G
Z

 51, 281, 283

は
、
原
審
が
法
律
効
果
の
錯
誤
に
基
づ
く
取
消
し
を
認
容
し
た

の
に
対
し
て
﹁
法
律
効
果
の
錯
誤
は
、
動
機
の
錯
誤
で
も
な
く
内
容
の
錯
誤
で
も
な
い
﹂
と
述
べ
て
、
法
律
効
果
の
錯
誤
に
基
づ
く
取
消
を
認
め
る
こ
と
は
拒
絶
し
て
い
る
。

（
12
）　

ド
イ
ツ
民
法
一
一
九
条
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
す
な
わ
ち
﹁
意
思
表
示
を
な
す
に
あ
た
り
、
そ
の
内
容
に
つ
き
錯
誤
が
あ
っ
た
者
、
ま
た
は
当
該
内
容
の
表
示
を

す
る
意
思
を
ま
っ
た
く
有
さ
な
か
っ
た
者
は
、
表
意
者
が
事
情
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
、
事
実
関
係
を
合
理
的
に
判
断
し
て
い
れ
ば
意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
意
思
表
示
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。﹂

（
13
）　

ド
イ
ツ
民
法
一
一
六
三
条
一
項
後
段
は
﹁
被
担
保
債
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
所
有
者
は
抵
当
権
を
取
得
す
る
﹂
と
定
め
る
。

（
14
）　

学
説
は
、
こ
の
判
決
の
意
義
を
こ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
み
て
い
る
。V

gl. M
ayer-M

aly, R
echtsirrtum

 und R
echtsunkenntnis als P

roblem
e des P

rivatrechts, 

A
cP

 1970, 133, 170. L
aren

z, A
T. § 20 II a=

 S
. 376., M

ed
icu

s, A
T. R

n
. 751., M

ed
icu

s/P
etersen

, B
G

B
 R

n
. 133, S

ergel/ H
eferm

eh
l, § 119 R

n
. 24., 

M
ünchK

om
m

 / K
ram

er § 119 R
n. 83.,  Jörug M

ayer, D
er R

echtsirrtum
 und seine F

olgen im
 bürgerlichenR

echt, 1989, SS. 176 ff., 190., 

（
15
）　F

lum
e, A

T. S. 465.

（
16
）　B

G
H

Z
 134, 152, 156; 168, 210, 218; 177, 62, 67; O

L
G

 M
ünchen N

JW
 2010, 687. 

学
説
上
も
こ
れ
に
従
う
見
解
と
し
て
、N

euffer

、 

前
掲
注
10
、S. 124.

（
17
）　B

G
H

Z
 177, 62, 67.

（
18
）　

ド
イ
ツ
強
制
競
売
・
強
制
管
理
法
五
一
条
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、
最
低
競
売
価
額
の
決
定
に
際
し
て
競
売
物
件
の
負
担
が
考
慮
さ
れ
て
確
定
さ
れ
、
弁
済
に
よ
っ
て
消
滅
し

な
い
場
合
に
は
、
競
落
後
も
こ
の
負
担
は
存
続
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

（
19
）　

Staudinger/Singer, § 119 R
n 69.
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（
20
）　M

ayer-M
aly, 

前
掲
注
14
、S. 171., L

arenz, A
T. § 20 II a, F

lum
e, A

T
 II § 23 , 4 d.,

（
21
）　B

G
H

 N
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