
契
約
に
お
け
る
錯
誤
と
情
報
提
供
義
務

│
│
錯
誤
規
定
を
め
ぐ
る
近
時
の
潮
流
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）
と
日
本
法
│
│

鹿

野

菜

穂

子

一

は
じ
め
に

二

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
）
に
お
け
る
錯
誤
規
定

１

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
錯
誤
規
定
の
内
容

２

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
錯
誤
規
定
の
背
景
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
錯
誤
規
定
の

不
統
一
）

３

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
お
け
る
錯
誤
規
定
の
特
徴

三

ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
法
原
則
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
お
よ
び
共
通
参

照
枠
草
案
（
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）
に
お
け
る
錯
誤
規
定

１

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ

２

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ

四

若
干
の
検
討

１

近
時
の
国
際
的
契
約
ル
ー
ル
に
お
け
る
錯
誤
規
定
の
特
徴

２

日
本
に
お
け
る
錯
誤
論
と
情
報
提
供
義
務
の
関
係

３

今
後
に
向
け
た
課
題

五

む
す
び
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一

は
じ
め
に

本
稿
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（
Principles
ofEuropean
Contract
Law
：
以
下
、「
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
」
と
い
う
）、
ユ
ニ
ド
ロ
ワ

国
際
商
事
契
約
法
原
則
（
U
nidroitPrinciples
ofInternationalCom
m
ercialContracts
2010：
以
下
、「
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
」
と
い
う
）、
お

よ
び
共
通
参
照
枠
草
案
（
D
raftCom
m
on
Fram
e
ofReference：
以
下
、「
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
」
と
い
う
）
の
錯
誤
規
定
の
分
析
を
通
じ
て
、

錯
誤
と
情
報
提
供
義
務
と
の
関
係
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

錯
誤
を
め
ぐ
っ
て
は
、
わ
が
国
で
も
従
来
か
ら
多
く
の
議
論
が
あ
り
、
そ
の
議
論
の
中
心
は
、
い
わ
ゆ
る
動
機
の
錯
誤
（
契
約
締

結
の
動
機
と
な
っ
た
一
定
の
事
実
に
関
す
る
認
識
の
誤
り
と
い
う
意
味
で
、「
事
実
錯
誤
」
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
単
に
「
動

機
錯
誤
」
と
い
う
）
の
取
扱
い
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
民
法
九
五
条
の
錯
誤
規
定
の
適
用
は
、
広
く
様
々
な
法
律
行
為
に
お
け
る
意
思

表
示
に
適
用
さ
れ
う
る
が
、
最
も
多
く
問
題
と
な
る
の
は
契
約
の
場
面
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
も
、
契
約
の
場
面
に
お
け
る

動
機
錯
誤
（
事
実
錯
誤
）
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
今
日
で
は
、
動
機
錯
誤
と
表
示
錯
誤
を
峻
別
せ

ず
に
同
一
の
要
件
に
服
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
強
く
主
張
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
立
法
論
と
し
て
も
、
こ
の
方
向
で
の
提
案

も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
示
錯
誤
に
お
い
て
は
、
動
機
錯
誤
と
は
異
な
り
、
意
思
表
示
に
お
け
る
表
示
の
意
味
の

確
定
と
い
う
意
味
で
の
解
釈
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
意
思
表
示
の
解
釈
の
作
業
が
錯
誤
の
問
題
に
先
行
す
る

こ
と
、
そ
し
て
例
え
ば
「
共
通
錯
誤
」
な
ど
、
動
機
錯
誤
（
事
実
錯
誤
）
で
は
問
題
と
な
り
う
る
事
態
が
、
表
示
錯
誤
に
お
い
て
は

錯
誤
以
前
に
解
釈
レ
ベ
ル
で
解
消
さ
れ
る
の
で
錯
誤
と
し
て
は
問
題
と
な
ら
な
い
な
ど
（

）、
表
示
錯
誤
と
動
機
錯
誤
の
構
造
お
よ
び
取

1

扱
い
に
は
な
お
違
い
が
存
す
る
こ
と
、
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
も
、
表
示
錯
誤
と
動
機
錯
誤
（
事
実
錯
誤
）
と
で
は
、
考
慮
す
べ

き
要
素
や
問
題
と
な
る
状
況
に
違
い
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
表
示
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
検
討
の
対
象

か
ら
は
除
外
し
、
別
の
機
会
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
も
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
効
果
面
か
ら
こ
れ
を
分
類
す
る

と
、
⒜
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
る
責
任
を
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
損
害
賠
償
と
い
う
効
果
を
導
く
（
場

合
に
よ
っ
て
は
、
解
除
を
認
め
る
）
と
い
う
議
論
と
、
⒝
情
報
提
供
義
務
を
ひ
と
つ
の
道
具
と
し
て
、
詐
欺
や
錯
誤
な
ど
の
意
思
表
示

規
定
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
、
取
消
し
や
無
効
の
効
果
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
議
論
が
存
在
し
た
（

）。
後
述
の
と
お
り
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ

2

Ｌ
・
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
・
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
の
問
題
と
錯
誤
取
消
し
を
連
続
線
上
の
問
題
と
し
て
捉
え

て
い
る
よ
う
に
見
え
、
そ
の
限
り
で
は
⒜
と
⒝
の
性
格
を
併
せ
持
つ
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
⒝
の
取
消
し
・
無
効
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
取
消
し
の
範
囲
「
拡
張
」
論
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
、
む
し
ろ
情
報
提
供
義
務
違
反
が
取
消
し
の
範
囲
限
定
の
役
割
を
果

た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
点
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
本
の
錯
誤
論
の
検
討
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
素
材
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、
わ
が
国
で
は
現
在
、
民
法
の
契
約
に
関
す
る
規
定
の
改
正
に
向
け
た
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（

）。
3

そ
し
て
、
そ
の
検
討
の
対
象
に
は
、
錯
誤
そ
の
他
の
、
民
法
総
則
の
意
思
表
示
規
定
も
含
ま
れ
て
い
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え

ば
、
筆
者
は
、
わ
が
国
の
立
法
論
と
し
て
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
・
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
・
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
よ
う
な
形
で
、
錯
誤
規
定
の
適
用
を
、
原
則
と

し
て
相
手
方
の
情
報
提
供
義
務
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
限
定
す
る
と
い
う
立
場
や
、
相
手
方
に
よ
る
「
錯
誤
の
利
用
」
に
重
点
を
置

く
立
場
を
直
ち
に
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
現
在
大
き
な
潮
流
を
作
り
つ
つ
あ
る
こ
れ
ら
の
国
際
モ
デ

ル
法
の
考
え
方
を
踏
ま
え
て
お
く
こ
と
は
必
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
、
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情
報
収
集
と
い
う
問
題

を
幅
広
く
検
討
す
る
必
要
性
を
示
唆
し
て
く
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
検
討
は
、
事
実
錯
誤
（
動
機
錯
誤
）
の
リ
ス
ク

負
担
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
、
事
実
錯
誤
に
お
い
て
錯
誤
者
が
そ
の
錯
誤
の
リ
ス
ク
を
相
手
方
に
転
嫁
し
う
る
の
は
い
か
な
る
場
合
な

の
か
と
い
う
問
題
の
再
検
討
を
促
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
か
る
意
味
で
、
今
後
の
立
法
に
向
け
た
議
論
の
た
め

に
も
、
こ
の
よ
う
な
作
業
は
意
味
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
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二

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
）
に
お
け
る
錯
誤
規
定

１

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
錯
誤
規
定
の
内
容

⑴

規
定
の
配
置

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
お
け
る
錯
誤
規
定
は
、「
第

章

有
効
性
」
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
無
効
・
取
消
し
の
原
因
と
し
て
、

4

錯
誤
（
四
・
一
〇
三
条
〜
四
・
一
〇
六
条
）、
詐
欺
（
四
・
一
〇
七
条
）、
強
迫
（
四
・
一
〇
八
条
）、
過
大
な
利
益
取
得
ま
た
は
不
公
正

な
つ
け
込
み
（
四
・
一
〇
九
条
）、
不
公
正
条
項
（
四
・
一
一
〇
条
）
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
続
い
て
、
無
効
と
取
消
し
の

全
体
に
関
わ
る
事
項
（
第
三
者
と
の
関
係
、
取
消
し
の
方
法
、
期
間
制
限
、
取
消
し
の
効
果
、
追
認
等
）
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
て

い
る
。
無
効
・
取
消
原
因
の
う
ち
、
意
思
表
示
の
瑕
疵
あ
る
い
は
合
意
の
瑕
疵
に
関
わ
る
も
の
は
、
錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
の
三
つ
で

あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
の
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
不
実
表
示
は
、
取
消
し
ま
た
は
無
効
の
原
因
と
は
さ
れ
て
い
な
い
（

）（
た
だ

4

し
、
後
述
の
と
お
り
、
不
正
確
な
情
報
に
よ
り
錯
誤
を
惹
起
さ
せ
た
者
の
損
害
賠
償
責
任
は
四
・
一
〇
六
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
）。

⑵

錯
誤
関
連
規
定
の
概
観

錯
誤
に
関
す
る
規
定
の
中
で
も
、
最
も
中
心
的
な
規
定
は
、
そ
の
冒
頭
の
四
・
一
〇
三
条
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
事
実
ま
た
は

法
律
に
関
す
る
本
質
的
な
錯
誤
」
と
い
う
見
出
し
の
下
で
、
事
実
錯
誤
ま
た
は
法
律
錯
誤
に
よ
り
契
約
を
取
り
消
し
う
る
た
め
の
要

件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
四
・
一
〇
四
条
に
は
、「
伝
達
に
お
け
る
誤
り
（
こ
こ
に
伝﹅

達﹅

の
原
語
は
Com
m
unication
で

あ
り
、
表
現
を
誤
っ
た
場
合
と
伝
達
行
為
を
誤
っ
た
場
合
の
両
方
を
含
む
）」
と
い
う
見
出
し
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

従
来
日
本
で
言
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
表
示
錯
誤
に
相
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
取
消
し
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
を
定
め
る
も

の
で
あ
る
。
続
く
四
・
一
〇
五
条
は
、
錯
誤
の
場
合
に
お
け
る
「
契
約
の
改
訂
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
錯
誤
者
の
相
手
方
が
、

錯
誤
者
の
理
解
し
て
い
た
内
容
で
契
約
を
履
行
す
る
意
思
を
示
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
現
に
履
行
す
る
と
き
は
、
契
約
は
そ
の
内
容
で
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締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
は
取
消
権
は
排
除
さ
れ
る
旨
を
規
定
す
る
。
錯
誤
関
連
規
定
の
最
後
に
位
置
す
る

四
・
一
〇
六
条
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
規
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
方
か
ら
与
え
ら
れ
た
不
正
確
な

情
報
を
信
頼
し
て
契
約
を
締
結
し
た
当
事
者
は
、
本
質
的
な
錯
誤
の
要
件
を
充
た
さ
ず
、
取
消
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
な
お
一
般
規
定
（
四
・
一
一
七
条
）
に
基
づ
い
て
そ
の
相
手
方
に
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を

規
定
す
る
（
四
・
一
〇
六
条
）。
ち
な
み
に
、
四
・
一
一
七
条
は
、
契
約
の
取
消
原
因
が
相
手
方
の
過
失
に
よ
る
場
合
に
、
取
消
権
者

は
、
取
消
権
を
行
使
し
た
上
で
さ
ら
に
残
る
損
害
に
つ
き
損
害
賠
償
を
請
求
し
（
一
項
）、
あ
る
い
は
取
消
権
を
行
使
せ
ず
に
損
害

賠
償
を
請
求
す
る
（
二
項
）
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
。

⑶

条

文

上
記
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
条
文
を
以
下
に
挙
げ
る
（

）。
5

【
第
四
・
一
〇
三
条
】
事
実
ま
た
は
法
律
に
関
す
る
本
質
的
な
錯
誤

⑴

当
事
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
を
も
充
た
す
場
合
に
は
、
契
約
締
結
時
に
事
実
ま
た
は
法
律
に
関
す
る
錯
誤
が
存
在
す
る
こ
と
を
理

由
と
し
て
、
当
該
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

⒜

ⅰ
錯
誤
が
相
手
方
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
場
合
、
ⅱ
相
手
方
が
錯
誤
を
知
り
も
し
く
は
知
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
錯
誤
者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
が
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
ⅲ
相
手
方
が

同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
場
合

⒝

錯
誤
者
が
真
実
を
知
っ
て
い
た
な
ら
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
は
、
本
質
的
に
異
な
る
条
件
で
な
け
れ
ば
契

約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
相
手
方
が
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合

⑵

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

⒜

当
該
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
錯
誤
が
宥
恕
さ
れ
な
い
場
合
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⒝

そ
の
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
錯
誤
の
リ
ス
ク
が
引
き
受
け
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
た
は
当
該
状
況
に
お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
場
合

【
第
四
・
一
〇
四
条
】
伝
達
（
Com
m
unication）
に
お
け
る
誤
り

表
示
に
お
け
る
表
現
（
expression）
ま
た
は
表
示
の
伝
達
行
為
（
transm
ission）
に
お
け
る
誤
り
は
、
そ
の
表
示
を
な
し
ま
た
は
発

し
た
者
の
錯
誤
と
し
て
扱
わ
れ
、
第
四
・
一
〇
三
条
が
適
用
さ
れ
る
。

【
第
四
・
一
〇
五
条
】
契
約
の
改
訂

⑴

当
事
者
の
一
方
が
錯
誤
を
理
由
と
し
て
契
約
を
取
り
消
す
権
利
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
が
取
消
権
者
の
理
解
し
て
い
た
内

容
で
契
約
を
履
行
す
る
意
思
を
示
し
、
ま
た
は
そ
の
内
容
で
現
に
履
行
す
る
と
き
は
、
当
該
契
約
は
、
取
消
権
者
が
理
解
し
て
い
た
内
容

で
締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
相
手
方
は
、
取
消
権
者
が
理
解
し
て
い
た
契
約
内
容
に
つ
い
て
通
知
さ
れ
た
後
直
ち
に
、
か
つ
、

取
消
権
者
が
取
消
し
の
通
知
を
し
た
こ
と
を
信
頼
し
て
行
動
す
る
前
に
、
履
行
す
る
意
思
を
表
明
し
、
ま
た
は
履
行
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

⑵

前
項
の
履
行
の
意
思
の
表
明
ま
た
は
履
行
が
さ
れ
た
後
は
、
取
消
権
は
失
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
さ
れ
た
取
消
し
の
通
知
は
効
力
を
有
し

な
い
。

⑶

当
事
者
双
方
が
同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
一
方
か
ら
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
契
約
を
、
合
理
的
に
み
て
、

錯
誤
が
な
け
れ
ば
合
意
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
内
容
の
も
の
に
改
訂
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
第
四
・
一
〇
六
条
】
不
正
確
な
情
報

相
手
方
か
ら
与
え
ら
れ
た
不
正
確
な
情
報
を
信
頼
し
て
契
約
を
締
結
し
た
当
事
者
は
、
そ
の
情
報
が
第
四
・
一
〇
三
条
に
定
め
る
本
質
的

な
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
四
・
一
一
七
条
二
項
お
よ
び
三
項
（

）に
従
っ
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6

２

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
錯
誤
規
定
の
背
景
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
錯
誤
規
定
の
不
統
一
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
（
ラ
ン
ド
ー
委
員
会
）
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
起
草
に
お
い
て
、
錯
誤
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
で
も
国
に
よ
り
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
お
け
る
共
通
法
と
い
え
る
よ
う
な
ル
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
、
共
通
の

基
礎
と
い
え
る
よ
う
な
考
え
方
は
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
（

）。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
背
景
に
あ
っ
た
状
況

7

を
、
本
稿
の
テ
ー
マ
（
相
手
方
の
帰
責
性
な
い
し
情
報
提
供
義
務
違
反
と
錯
誤
と
の
関
係
）
と
関
わ
る
範
囲
で
概
観
し
て
み
よ
う
（

）。
8

一
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
系
の
国
で
は
、
錯
誤
は
、
表
示
に
対
応
す
る
意
思
が
欠
け
、
ま
た
は
合
意
に
瑕
疵
が
あ
る
場
合
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
錯
誤
規
定
が
錯
誤
者
の
救
済
手
段
と
し
て
比
較
的
多
く
（
少
な
く
と
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
よ
り
多
く
）

用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
大
陸
法
の
国
の
間
で
も
、
そ
の
規
律
の
あ
り
方
は
一
様
で
は
な
い
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
以
来
、
契
約
の
拘
束
力
の
根
拠
を
当
事
者
の
意
思
に
求
め
る
考
え
方
が
採
ら
れ
て
き
た
。
ド
イ

ツ
の
錯
誤
規
定
は
、
具
体
的
な
行
為
類
型
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
意
思
表
示
の
瑕
疵
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
（

）、
総
則
編
に
お
け
る
意

9

思
表
示
の
取
消
原
因
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
ド
イ
ツ
民
法
一
一
九
条
）。
こ
の
ド
イ
ツ
法
の
錯
誤
規
定
が
、
日
本
の
錯
誤

規
定
の
制
定
お
よ
び
そ
の
後
の
解
釈
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
（

）。
こ
の
ド
イ
ツ
の
規
定
で
は
、

10

い
わ
ゆ
る
表
示
内
容
の
錯
誤
に
関
す
る
取
消
規
定
が
ま
ず
中
心
に
置
か
れ
（
一
一
九
条
一
項
）、
そ
れ
以
外
で
は
、
人
ま
た
は
物
の
取

引
上
本
質
的
な
性
状
に
関
す
る
錯
誤
が
、
表
示
内
容
に
関
す
る
錯
誤
と
み
な
さ
れ
て
取
消
可
能
と
さ
れ
（
一
一
九
条
二
項
）、
誤
っ
た

伝
達
に
つ
い
て
も
表
示
内
容
の
錯
誤
と
同
じ
要
件
の
下
で
取
消
可
能
と
さ
れ
る
（
一
二
〇
条
）。
こ
こ
で
は
、
錯
誤
者
の
相
手
方
の

帰
責
性
等
の
態
様
（
錯
誤
の
惹
起
、
情
報
提
供
義
務
違
反
、
認
識
可
能
性
等
）
は
、
取
消
し
の
要
件
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
で

は
、
取
引
安
全
よ
り
錯
誤
者
の
保
護
を
重
視
し
た
取
消
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一
方
で
ド
イ
ツ
民
法
に
は
、
錯
誤
取
消

し
を
す
る
者
が
表
示
の
有
効
性
を
信
頼
し
た
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
（
一

二
二
条
）
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
信
頼
保
護
と
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
い

わ
ゆ
る
事
情
変
更
の
原
則
・
行
為
基
礎
理
論
な
ど
の
理
論
に
よ
り
、
契
約
両
当
事
者
が
契
約
の
基
礎
と
し
て
予
定
し
て
い
た
こ
と
が

実
際
と
異
な
る
場
合
に
契
約
の
拘
束
力
か
ら
解
放
す
る
方
途
も
存
在
す
る
。
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錯
誤
者
の
保
護
と
取
引
安
全
保
護
と
の
調
整
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
錯
誤
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
よ
る
取
消
し
の
効
果

の
緩
和
（
上
記
ド
イ
ツ
民
法
一
二
二
条
）
と
い
う
方
法
を
と
る
国
の
ほ
か
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
よ
う
に
、
錯
誤
に
よ
る
取
消
し
自
体
の

要
件
と
し
て
、
錯
誤
が
相
手
方
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
か
、
相
手
方
に
錯
誤
の
認
識
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
国
も
あ
る
（

）。
11

こ
れ
は
、
信
頼
保
護
の
重
視
と
い
う
意
味
で
は
、
後
に
触
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
規
律
に
通
じ
る
面
が
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
錯
誤
は
合
意
を
無
効
た
ら
し
め
る
原
因
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
心
的
規
定
は
一
一
一

〇
条
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
条
文
上
は
、
合
意
の
目
的
物
の
実
体
に
関
す
る
錯
誤
（
一
項
）
と
、
相
手
方
の
人
に
関
す
る
錯
誤
（
二
項
）

と
い
う
二
つ
が
、
顧
慮
さ
れ
る
錯
誤
の
類
型
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
人
に
関
す
る
錯
誤
は
、
人
の
考
慮
が
合

意
の
主
た
る
原
因
と
な
っ
た
と
き
を
除
き
無
効
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
限
定
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
錯
誤
規
定
は
拡
張
的
に
解
釈
さ
れ
、
例
え
ば
目
的
物
の
本
質
的
性
状
に
関
す
る
錯
誤
も
合
意
を
無
効
た
ら
し
め
る
錯
誤
に
含
ま
れ

う
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
き
た
（

）。
情
報
提
供
義
務
論
に
よ
る
錯
誤
規
定
の
適
用
拡
張
論
や
（

）、
内
容
化
さ
れ
た
事
実
錯
誤
に
つ
い
て

12

13

の
錯
誤
規
定
適
用
論
（

）の
展
開
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
わ
が
国
で
も
紹
介
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
錯

14

誤
に
陥
っ
た
原
因
は
、
直
接
的
に
は
錯
誤
の
要
件
と
し
て
問
わ
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
情
報
提
供
義
務
論
が
錯
誤
規
定
と

の
関
係
で
展
開
さ
れ
て
は
き
た
が
、
そ
れ
は
主
に
、
相
手
方
の
態
様
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
錯
誤
規
定
の
適
用
を
拡
大
す
る
と
い

う
文
脈
に
お
け
る
主
張
で
あ
り
、
錯
誤
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
帰
責
性
を
錯
誤
顧
慮
の
絶
対
的
要
件
と
し
て
、
錯
誤
規
定
の
適
用
範

囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
と
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
他
方
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
圏
に
属
す
る
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
契
約
の
効
力
が
錯
誤
を
理
由
に
否
定
さ
れ
る
場
合
は
極

め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
契
約
の
拘
束
力
の
根
拠
は
、
意
思
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
取
引

関
係
（
bargaining,consideration）
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
の
意
味
に
お
け
る
純
粋
の

錯
誤
法
（
表
意
者
の
意
思
に
着
目
し
た
錯
誤
法
）
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（

）。
事
実
錯
誤
に
相
当
す
る
場
面
に
お
い
て
、
錯
誤
を

15
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理
由
に
契
約
の
無
効
を
も
た
ら
し
う
る
の
は
、
両
当
事
者
が
共
通
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
場
合
で
あ
り
（

）、
こ
れ
以
外
は
、
契
約
の
解

16

釈
に
お
い
て
「
黙
示
条
項
（
im
plied
term
s）」
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
得
る
ほ
か
は
（

）、
相
手
方
の
不
実
表
示
（
m
isrepresentation）

17

に
よ
っ
て
錯
誤
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
、
不
実
表
示
を
理
由
に
効
力
を
否
定
し
う
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
不
実
表
示
規
定

を
併
せ
て
見
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
錯
誤
が
顧
慮
さ
れ
る
の
は
、
共
通
錯
誤
の
場
合
か
、
相
手
方
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
錯
誤

（
不
実
表
示
）
の
場
合
に
限
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
は
明
瞭
に
、
信
頼
保
護
お
よ
び
取
引
保
護
を
重
視
す
る
考
え
方
が
窺
わ
れ
る
の

で
あ
り
、「
当
該
錯
誤
を
相
手
方
に
帰
せ
し
め
う
る
か
」
に
照
準
を
合
わ
せ
た
錯
誤
関
連
法
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
18

こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
錯
誤
の
規
律
内
容
が
不
統
一
な
状
況
の
下
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
は
、
錯
誤

に
関
す
る
適
切
な
規
律
を
見
出
そ
う
と
試
み
、
そ
れ
が
上
記
の
規
定
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

３

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
お
け
る
錯
誤
規
定
の
特
徴

以
上
に
触
れ
た
い
く
つ
か
の
錯
誤
の
規
律
と
対
比
し
て
み
る
と
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
お
け
る
錯
誤
規
定
の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
諸
点

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑴

事
実
錯
誤
を
中
心
と
し
た
規
定

第
一
の
特
徴
と
し
て
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
は
、
事
実
錯
誤
と
法
律
錯
誤
に
関
す
る
規
律
が
、
錯
誤
法
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り

（
四
・
一
〇
三
条
）、
こ
の
事
実
錯
誤
に
関
す
る
規
定
が
、
表
示
錯
誤
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
の
「
伝
達
の
誤
り
」
の
場
合
に
も
適
用

（
準
用
）
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
（
四
・
一
〇
四
条
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
配
置
か
ら
既
に
、
Ｐ

Ｅ
Ｃ
Ｌ
が
、
表
示
錯
誤
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
法
等
の
錯
誤
規
定
と
は
異
な
る
立
場
に
立
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方

に
お
け
る
「
事
実
錯
誤
・
法
律
錯
誤
」
と
、
他
方
に
お
け
る
「
伝
達
の
誤
り
」
と
を
異
な
る
場
面
で
の
問
題
と
し
て
別
の
規
定
を
設

け
た
う
え
で
、
両
者
を
同
じ
要
件
に
服
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
錯
誤
の
規
定
を
表
示
錯
誤
に
準
用
し
て
、
両
者
を
同
一
の
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要
件
に
服
せ
し
め
る
こ
と
が
果
た
し
て
適
切
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
（

）、
こ
こ
で
は
こ

19

の
点
に
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

⑵

事
実
錯
誤
が
顧
慮
さ
れ
る
た
め
の
要
件
（「
共
通
錯
誤
」
ま
た
は
「
相
手
方
の
帰
責
性
（
情
報
提
供
義
務
違
反
等
）」）

第
二
に
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
は
、
錯
誤
が
顧
慮
さ
れ
う
る
の
が
、
錯
誤
に
つ
き
相
手
方
に
帰
責
性
が
あ
る
場
合
か
、
共
通
錯
誤
の
場
合

に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
帰
責
性
の
あ
る
場
合
と
表
現
し
た
の
は
、
錯
誤
が
相
手
方
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
場
合
（
四
・
一
〇
三

条
一
項
⒜
ⅰ
）、
ま
た
は
、
相
手
方
が
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
り
か
つ
錯
誤
の
放
置
が
信
義
則
お
よ
び
公
正
取
引
に
反

す
る
場
合
（
同
条
一
項
⒜
ⅱ
）
で
あ
り
、
相
手
方
に
積
極
的
態
様
ま
た
は
一
定
の
消
極
的
態
様
の
情
報
提
供
義
務
違
反
が
存
在
す
る

場
合
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
な
お
、「
帰
責
性
」
と
い
う
概
念
は
、
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
錯
誤
に
つ
い
て
も
、

錯
誤
の
リ
ス
ク
を
相
手
方
に
負
わ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
事
由
を
広
く
指
し
て
こ
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

本
稿
で
は
、
以
下
、
錯
誤
の
惹
起
や
放
置
に
つ
き
相
手
方
に
責
任
が
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
、
こ
の
概
念
を
用
い
る
）。
共
通
錯
誤
と
は
、

相
手
方
も
同
じ
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
場
合
（
同
条
一
項
⒜
ⅲ
）
を
い
う
。
言
い
換
え
る
と
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
お
い
て
は
、
共
通
錯
誤
を

除
け
ば
、
相
手
方
に
錯
誤
に
つ
い
て
の
帰
責
性
（
前
記
の
よ
う
な
一
定
の
情
報
提
供
義
務
違
反
）
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
錯
誤
は

法
的
に
顧
慮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
に
と
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
。

⑶

錯
誤
の
「
本
質
性
（
重
要
性
）」
と
「
相
手
方
の
認
識
可
能
性
」

上
記
⑵
で
指
摘
し
た
要
件
に
加
え
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
お
け
る
錯
誤
に
よ
る
取
消
し
は
、
相
手
方
に
認
識
可
能
な
本
質
的
な
錯
誤
に
限

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
四
・
一
〇
三
条
一
項
⒝
）、
つ
ま
り
、「
本
質
性
（
本
質
的
事
項
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
こ
と
）」
と
「
相
手
方
の

認
識
可
能
性
」
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。「
本
質
性
」
の
内
容
は
、「
錯
誤
者
が
真
実
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
契

約
を
締
結
し
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
、
本
質
的
に
異
な
る
条
件
で
な
け
れ
ば
そ
の
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
」
と

規
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
錯
誤
論
で
言
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
重
要
性
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
要
素
性
」
要
件
に
ほ
ぼ
対
応
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す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（

）。
し
か
し
、
錯
誤
の
本
質
性
が
あ
れ
ば
足
り
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
〇
三
条
一
項
⒝

20

は
、
こ
の
意
味
で
の
本
質
性
に
つ
き
、「
相
手
方
の
認
識
可
能
性
」
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
し
か
も
、
そ
れ
と
は
別
に
、
一

項
⒜
に
お
い
て
、
相
手
方
が
錯
誤
の
存
在
を
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
り
か
つ
不
当
に
放
置
し
た
こ
と
、
相
手
方
が
錯
誤
を
惹
起
し
た
こ
と
、

ま
た
は
共
通
錯
誤
で
あ
る
こ
と
、
が
追
加
的
要
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
⑵
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
）。

⑷

表
意
者
側
の
態
様
（
宥
恕
で
き
な
い
錯
誤
）
に
よ
る
錯
誤
主
張
の
排
除

上
記
⑵
お
よ
び
⑶
に
掲
げ
た
積
極
的
要
件
を
充
た
し
た
場
合
で
も
、「
錯
誤
が
宥
恕
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
」
に
は
錯
誤
に

よ
る
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
（
四
・
一
〇
三
条
二
項
⒜
）。
こ
こ
に
は
、
日
本
民
法
九
五
条
た
だ
し
書
の
、
表
意
者
に
重
大
な
過
失

が
あ
る
場
合
に
は
錯
誤
に
よ
る
無
効
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
規
定
お
よ
び
そ
の
趣
旨
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
解
説
を
見
る
限
り
、「
宥
恕
で
き
な
い
」
場
合
は
、
錯
誤
者
に
重
過
失
が
あ
っ
た
場
合
よ
り
範
囲
が
広
い
。

つ
ま
り
、
重
過
失
の
有
無
は
と
も
か
く
、
錯
誤
者
に
錯
誤
の
主
た
る
原
因
が
あ
る
場
合
は
、
相
手
方
に
少
な
く
と
も
同
等
の
帰
責
性

が
な
い
限
り
、
錯
誤
に
よ
る
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

）。
21

⑸

リ
ス
ク
引
受
に
よ
る
錯
誤
主
張
の
排
除

た
と
え
上
記
⑵
お
よ
び
⑶
の
積
極
的
要
件
が
充
た
さ
れ
た
場
合
で
も
錯
誤
に
よ
る
取
消
し
が
否
定
さ
れ
る
事
由
と
し
て
、
⑷
の
ほ

か
、「
錯
誤
者
に
よ
っ
て
錯
誤
の
リ
ス
ク
が
引
き
受
け
ら
れ
て
い
た
」
場
合
ま
た
は
「
当
該
事
情
の
下
で
錯
誤
者
に
よ
り
リ
ス
ク
が

引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
場
合
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
四
・
一
〇
三
条
二
項
⒝
）。
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
い
た
場
合
の
例

と
し
て
は
、
自
ら
が
目
的
物
の
価
値
を
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
価
値
の
鑑
定
等
の
手
間
を
か
け
ず
に
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

に
出
品
し
安
価
で
売
却
し
た
が
実
は
高
い
価
値
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ス
ク
が
引
き
受
け

ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
の
例
と
し
て
は
、
ヨ
ッ
ト
の
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
契
約
時
に
既
に
目
的
物
が
沈
ん
で
い
た
と
い
う
場

合
に
お
い
て
、
賃
貸
人
が
非
事
業
者
を
相
手
に
取
引
を
す
る
事
業
者
で
、
相
手
方
が
知
り
え
な
い
事
実
を
知
り
う
る
立
場
に
あ
っ
た
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場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（

）。
22

⑹

厳
格
な
要
件
に
よ
る
錯
誤
主
張
の
限
定
と
取
引
安
全
の
重
視

以
上
の
全
体
（
⑵
〜
⑸
）
を
通
じ
て
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
は
、
錯
誤
の
顧
慮
さ
れ
る
場
合
が
非
常
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
取
引
安
全
の

保
護
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（

）。
そ
れ
は
、「
錯
誤
は
原
則
と
し
て
錯
誤
者
の
領
域
に
帰
す
る
」

23

と
い
う
考
え
方
を
出
発
点
と
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
（

）。
24

⑺

錯
誤
の
効
果
と
し
て
の
契
約
改
訂

錯
誤
の
効
果
に
関
し
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
取
消
し
と
い
う
手
段
だ
け
で
は
な
く
、
契
約
の
改
訂
（
adaptation/V
ertragsan-

passung）
と
い
う
手
段
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
四
・
一
〇
五
条
）。
し
か
も
そ
の
際
、
取
消
権
に
よ
る
契
約
の
効
力
否

定
よ
り
、
契
約
の
改
訂
の
方
が
優
先
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、「
契
約
の
尊
重
（
favor
con-

tractus）」
と
い
う
一
般
的
な
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
。

⑻

相
手
方
に
よ
る
錯
誤
惹
起
（
誤
っ
た
情
報
）
と
取
消
し
・
損
害
賠
償

錯
誤
規
定
に
関
連
す
る
規
定
と
し
て
、
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
（
四
・
一
〇
六
条
）。

錯
誤
に
よ
る
取
消
し
の
規
定
と
こ
の
損
害
賠
償
規
定
を
併
せ
る
と
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
一
方
当
事
者
に
よ
る
誤
っ
た
情
報
の
提

供
（
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
情
報
提
供
義
務
違
反
）
が
、
相
手
方
の
錯
誤
を
惹
起
し
た
場
合
に
お
い
て
、
⒜
そ
れ
が
本
質
的
錯
誤
に
当

た
る
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
方
（
錯
誤
者
）
に
取
消
権
が
認
め
ら
れ
（
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
も
、
錯
誤
者
は
取
消
権
を
行
使
し
た
上

で
、
あ
る
い
は
取
消
権
を
行
使
せ
ず
に
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
）、
一
方
、
⒝
当
該
錯
誤
が
本
質
的
錯
誤
に
あ
た
ら
な

い
場
合
に
は
、
相
手
方
（
錯
誤
者
）
は
取
消
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
誤
っ
た
情
報
を
提
供
し
た
当
事
者
に
対
し
て
損
害
の

賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
掲
げ
た
厳
格
な
要
件
に
よ
る
限
定
的
な
錯
誤
取
消
規
定
は
、
こ
の
よ
う
な
、

契
約
締
結
上
の
過
失
に
よ
る
損
害
賠
償
規
定
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
（

）。
し
か
し
、
損
害
賠
償
規
定
に
よ
っ

25
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て
補
完
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
相
手
方
に
錯
誤
惹
起
に
つ
い
て
の
帰
責
性
（
一
種
の
情
報
提
供
義
務
違
反
）
が
あ
る
が
「
本
質

性
」
等
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
相
手
方
に
帰
責
性
が
な
い
場
合
に
つ
い
て
錯
誤
者
の
保
護
の
途
を
開
く
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
損
害
賠
償
責
任
は
過
失
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
共
通
錯
誤
に
お
い
て
相
手
方
に
過
失
が
な
い
場
合
や
、

相
手
方
が
誤
っ
た
情
報
を
与
え
た
場
合
で
も
、
相
手
方
が
そ
の
情
報
を
真
実
で
あ
る
と
信
じ
る
理
由
を
有
し
て
い
た
と
き
（
つ
ま
り

そ
の
点
で
無
過
失
と
評
価
で
き
る
場
合
）
は
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
。

⑼

詐
欺
・
不
実
表
示
と
の
関
係

上
記
の
と
お
り
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
錯
誤
規
定
は
、
共
通
錯
誤
を
除
き
、
錯
誤
に
つ
き
相
手
方
に
帰
責
性
が
あ
る
場
合
が
主
に
念
頭
に

置
か
れ
て
お
り
、
詐
欺
規
定
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
確
か
に
、
誤
っ
た
情
報
を
故
意
に
伝
達
し
て
錯
誤
を
惹
起
し
た
と
き
は
、

詐
欺
に
よ
る
取
消
し
が
一
定
の
要
件
の
下
で
可
能
で
あ
る
（
四
・
一
〇
七
条
）。
ま
た
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
は
、
詐
欺
的
な
告
知
だ
け
で
は
な

く
不
開
示
も
、
詐
欺
に
該
当
し
て
取
消
し
が
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
同
条
）。
し
か
し
、
積
極
的
に
誤
っ
た
情
報
を

伝
え
た
場
合
も
不
開
示
の
場
合
も
、
詐
欺
に
は
、
欺
罔
の
故
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。
欺
罔
の
故
意
が
な
い
場
合
に
は
、
詐
欺
は
成
立

せ
ず
、
そ
の
他
の
規
定
に
よ
る
解
決
に
よ
る
し
か
な
い
。
詐
欺
に
お
け
る
よ
う
な
故
意
要
件
（
お
よ
び
そ
の
立
証
負
担
）
が
必
要
と

さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
錯
誤
規
定
の
独
自
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
不
実
表
示
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
を
起
草
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
委
員
会
は
、
錯
誤
規
定
の
検
討
に
際

し
て
、
英
米
法
圏
に
お
け
る
不
実
表
示
の
規
律
も
考
慮
し
た
と
さ
れ
る
が
（

）、
結
局
、
不
実
表
示
の
規
定
そ
れ
自
体
は
置
か
ず
、
そ
の

26

代
わ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
解
決
手
段
と
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、
錯
誤
に
よ
る
取
消
し
と
、
誤
っ
た
情
報
に
基
づ
く
損
害
賠
償

請
求
の
規
定
を
置
い
た
。
不
実
表
示
規
定
で
は
な
い
が
、
不
実
表
示
規
定
に
対
応
す
る
機
能
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
期
待
さ
れ
て
い

る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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⑽

そ
の
他

以
上
の
ほ
か
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
錯
誤
規
定
の
特
徴
的
な
点
と
し
て
、
以
下
の
二
点

を
指
摘
し
て
お
く
。

①
錯
誤
規
定
の
任
意
規
定
性

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
一
八
条
二
項
は
、
錯
誤
お
よ
び
不
正
確
な
情
報
の
提
供
に
対
す
る
救
済
は
、
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反

し
な
い
限
り
、
排
除
ま
た
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
取
消
規
定
の
中
で
も
、
詐
欺
、
強
迫
や
過
大
な

利
益
取
得
な
ど
に
関
す
る
規
定
が
強
行
規
定
で
あ
る
（
同
条
一
項
）
の
と
異
な
り
、
錯
誤
規
定
は
任
意
規
定
性
を
有
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
同
趣
旨
の
規
定
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
一
九
九
四
年
版
三
・
一
九
条
に
も
置
か
れ
て
い
た
し
（

）、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
Ⅱ
七
：
二
一
五
条
に
も

27

存
す
る
。

②
不
履
行
に
対
す
る
救
済
と
の
関
係

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
一
九
条
は
、
錯
誤
者
が
、
当
該
事
情
の
下
で
不
履
行
に
対
す
る
救
済
手
段
も
与
え
ら
れ
る
と
き
は
、
い
ず
れ
の

救
済
手
段
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
。
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
四
条
で
は
、
錯
誤
者
が
当
該
事
情
の
下
で
不
履
行
に
対
す

る
救
済
手
段
を
行
使
で
き
る
場
合
に
は
、
不
履
行
に
よ
る
救
済
の
方
が
優
先
し
、
錯
誤
に
よ
る
取
消
し
は
で
き
な
い
旨
が
規
定
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
と
対
照
的
で
あ
る
。
な
お
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
Ⅱ
七
：
二
一
六
条
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
な
く
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ

の
考
え
方
を
支
持
し
、
選
択
を
認
め
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
。

以
上
の
二
点
は
、
わ
が
国
の
錯
誤
規
定
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
示
唆
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
別
の
機
会
に
検
討
を
試
み
る
こ

と
に
し
た
い
。
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三

ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
法
原
則
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
お
よ
び
共
通
参
照
枠
草
案
（
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）
に

お
け
る
錯
誤
規
定
（

）
28

１

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ

⑴

規
定
の
概
要

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
〇
年
版
で
は
、
第
三
章
に
有
効
性
に
関
す
る
諸
規
定
が
置
か
れ
、
そ
の
第
二
節
に
、
各
種
の
取
消
原
因
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。
取
消
原
因
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
錯
誤
規
定
（
三
・
二
・
一
条
〜
三
・
二
・
四
条
）
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
、
詐

欺
（
三
・
二
・
五
条
）、
強
迫
（
三
・
二
・
六
条
）
と
過
大
な
不
均
衡
（
三
・
二
・
七
条
）
も
取
消
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。
同
節
に
は
こ

れ
ら
個
々
の
取
消
原
因
に
関
す
る
規
定
に
続
き
、
取
消
し
に
関
す
る
共
通
規
定
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
版
に
お
け
る
こ

れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
既
に
同
原
則
の
一
九
九
四
年
版
に
基
本
的
に
同
じ
内
容
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
（
三
・
四
条
〜
三
・
九

条（
））、
二
〇
一
〇
年
版
で
条
文
番
号
が
変
更
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
（
以
下
、
単
に
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
い
う
場
合
は
二
〇
一
〇
年
版
を
指
す
も
の

29と
す
る
）。

錯
誤
規
定
の
冒
頭
の
三
・
二
・
一
条
は
、
錯
誤
の
定
義
を
規
定
し
、
錯
誤
と
は
、
契
約
締
結
時
に
存
在
す
る
事
実
ま
た
は
法
律
に

関
す
る
誤
っ
た
想
定
を
い
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
続
く
三
・
二
・
二
条
が
、
取
消
原
因
と
な
る
錯
誤
と
題
し
て
、
錯
誤
を
理
由
に

取
り
消
し
う
る
た
め
の
要
件
を
規
定
す
る
中
心
的
な
条
文
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
三
・
二
・
三
条
は
、
伝
達
に
お
け
る
誤
り
は
、
発
信

者
の
錯
誤
と
み
な
す
旨
を
規
定
す
る
。

⑵

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
の
比
較

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
錯
誤
規
定
を
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
条
文
構
成
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
内
容
に
お
い
て

は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
契
約
に
お
け
る
錯
誤
で
あ
り
、
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「
錯
誤
」
を
事
実
ま
た
は
法
律
に
関
す
る
誤
っ
た
想
定
と
し
て
捉
え
、
そ
の
錯
誤
を
理
由
に
取
り
消
し
う
る
た
め
の
要
件
を
定
め
た

上
で
、
伝
達
に
お
け
る
誤
り
も
同
様
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
と
い
う
構
成
を
と
る
。
こ
の
点
で
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
共
通
し
、
ド
イ
ツ
法

流
の
錯
誤
規
定
と
は
大
き
く
異
な
る
。

錯
誤
顧
慮
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
三
条
の
内
容
（

）が
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
〇
三
条
の
そ
れ
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い

30

る
。
ま
ず
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
三
条
一
項
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
〇
三
条
一
項
と
同
様
、
錯
誤
に
よ
る
取
消
し
が
認
め
ら
れ
る
の

は
、
共
通
錯
誤
の
場
合
か
相
手
方
に
帰
責
性
が
あ
る
場
合
（
相
手
方
が
錯
誤
を
惹
起
し
た
場
合
、
ま
た
は
相
手
方
が
錯
誤
を
知
る
べ
き
で

あ
り
そ
の
錯
誤
を
放
置
す
る
こ
と
が
公
正
取
引
等
に
反
す
る
場
合
）
で
あ
り
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
三
条
一
項
⒜
）、
か
つ
、
錯
誤
の
重
要

性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
（
真
実
を
知
っ
て
い
れ
ば
契
約
を
せ
ず
、
ま
た
は
実
質
的
に
異
な
る
条
件
で
し
か
契
約
を
し
な
い
ほ
ど
の
重
要
性
）

で
あ
る
こ
と
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
三
条
一
項
柱
書
）
を
要
求
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
充
た
さ
れ
て
も
な
お
取
消
し
が
否
定

さ
れ
る
例
外
と
し
て
、
錯
誤
者
の
態
様
と
リ
ス
ク
引
受
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
三
条
二
項
⒜
⒝
）
も
基
本
的

に
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
要
件
に
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
相
違
点
が
あ
る
。
第
一
に
、
錯
誤
の
重
要
性
要
件
に
つ
い
て
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、

上
記
の
意
味
で
の
重
要
性
を
要
求
す
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
は
、
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
そ
の
よ
う
な
錯
誤
の

重
要
性
（
錯
誤
者
が
真
実
を
知
っ
て
い
れ
ば
そ
の
よ
う
な
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
こ
と
）
を
相
手
方
が
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ

た
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
錯
誤
規
定
の
方
が
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
よ
り
一
層
、
相
手
方
の
保
護
な
い
し
取
引
安

全
の
保
護
に
厚
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
三
条
一
項
⒝
は
、
共
通
錯
誤
や
相
手
方
に
帰
責
性
の
あ

る
錯
誤
で
な
い
場
合
で
も
、
相
手
方
が
未
だ
契
約
を
信
頼
し
た
合
理
的
な
行
動
を
と
っ
て
い
な
い
段
階
で
あ
れ
ば
、
錯
誤
者
は
、
錯

誤
が
上
記
の
重
要
性
要
件
を
充
た
す
限
り
取
消
し
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
あ
れ
ば
、
相
手
方
に
大
き
な
不
利
益

が
生
じ
な
い
の
で
、
そ
の
限
り
で
錯
誤
者
の
保
護
を
優
先
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
（

）、
こ
れ
に
対
応
す
る
規
定
は
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ

31
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に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
第
三
に
、
錯
誤
取
消
し
が
排
除
さ
れ
る
事
由
の
一
つ
と
し
て
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
は
錯
誤
が
当
該
事
情
の
下
で

「
宥
恕
さ
れ
な
い
場
合
」
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
〇
三
条
二
項
⒜
）、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
錯
誤
者
の
「
重
大
な
過
失
」

を
挙
げ
て
い
る
（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
三
条
二
項
⒜
）
こ
と
で
あ
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
お
け
る
「
宥
恕
さ
れ
な
い
場
合
」
が
、「
重
大
な

過
失
」
よ
り
広
い
概
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
（

）、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
お
け
る
方
が
、
錯
誤
者
に
と
っ
て
取
消
し
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
、

32

こ
の
点
で
も
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
が
取
引
安
全
の
保
護
に
よ
り
厚
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（

）。
33

２

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ

⑴

規
定
の
概
要

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
は
、
錯
誤
規
定
は
、
第
二
編
（
契
約
そ
の
他
の
法
律
行
為
）
第
七
章
（
無
効
の
原
因
）
第
二
節
（
無
効
と
さ
れ
る
同
意
）

の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
冒
頭
の
錯
誤
規
定
の
ほ
か
、
詐
欺
、
強
迫
、
不
公
正
な
搾
取
（
unfair
exploitation）
が
取

消
原
因
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

錯
誤
規
定
の
冒
頭
の
Ⅱ
七
：
二
〇
一
条
は
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
錯
誤
が
契
約
締
結
時
に
存
在
す
る
事
実
ま
た
は
法
律
に
関
す
る

錯
誤
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
（
一
項
柱
書
）、
錯
誤
を
理
由
に
取
り
消
し
う
る
た
め
の
要
件
を
規
定
す
る
中
心
的
な
条
文
で
あ
る
（

）。
34

続
く
Ⅱ
七
：
二
〇
二
条
は
、
伝
達
の
誤
り
は
発
信
者
の
錯
誤
と
み
な
す
旨
を
規
定
し
、
さ
ら
に
Ⅱ
七
：
二
〇
三
条
は
錯
誤
の
場
合
に

お
け
る
契
約
改
訂
の
規
定
を
、
Ⅱ
七
：
二
〇
四
条
は
不
正
確
な
情
報
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
規
定
を
置
く
。

⑵

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
の
比
較

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
錯
誤
規
定
の
内
容
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
以
上
に
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
錯
誤
規
定
に
類
似
し
て
い
る
（

）。
ま
ず
、
事
実
と
法
律
に
関

35

す
る
錯
誤
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
伝
達
の
誤
り
を
付
随
的
な
取
扱
い
と
し
て
い
る
点
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
お
よ
び
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
と
共
通
し
て

い
る
。
錯
誤
取
消
し
の
要
件
に
つ
い
て
も
、
取
消
し
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
錯
誤
に
つ
き
相
手
方
に
帰
責
性
が
あ
る
場
合
か
共
通
錯
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誤
の
場
合
の
い
ず
れ
か
に
限
定
さ
れ
（
Ⅱ
七
：
二
〇
一
条
一
項
⒝
）、
そ
れ
に
加
え
て
、
錯
誤
の
重
要
性
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
相
手
方

の
認
識
可
能
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
Ⅱ
七
：
二
〇
一
条
一
項
⒜
）（
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
で
は
前
述
の
と
お
り
、
上
記
の
意
味
で
の
認
識
可
能

性
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
）、
こ
れ
ら
の
要
件
が
充
た
さ
れ
た
場
合
で
も
、
錯
誤
者
の
態
様
（
当
該
事
情
の
下
で
宥
恕
で
き
な
い
場
合
）

ま
た
は
リ
ス
ク
引
受
に
よ
っ
て
錯
誤
取
消
し
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
（
Ⅱ
七
：
二
〇
一
条
二
項
⒜
⒝
）
も
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
共
通
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
錯
誤
の
救
済
手
段
（
効
果
）
と
し
て
、
契
約
改
訂
が
優
先
的
手
段
と
し
て
用
意
さ
れ
（
Ⅱ
七
：
二
〇
三
条
）、
ま
た
、
取
消

要
件
の
厳
格
さ
を
補
う
形
で
、
不
公
正
な
情
報
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
規
定
が
、
錯
誤
に
関
わ
る
規
定
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い

る
点
（
Ⅱ
七
：
二
〇
四
条
）
も
同
様
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
子
細
に
見
る
と
、
特
に
取
消
し
の
要
件
に
関
し
て
相
違
点
も
あ
る
。
第
一
に
、
錯
誤
の
本
質
性
（
重
要
性
）
要
件
に

関
し
て
、
異
な
る
定
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
（
四
・
一
〇
三
条
一
項
⒝
）
が
、
契
約
相
手
方
が

そ
の
錯
誤
の
重
要
性
を
知
り
ま
た
は
知﹅

る﹅

べ﹅

き﹅

で
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
、
過
失
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ

（
Ⅱ
七
：
二
〇
一
条
一
項
⒜
）
で
は
、
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
が
合﹅

理﹅

的﹅

に﹅

期﹅

待﹅

で
き
た
こ
と
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
こ
の
表
現
は
、

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
他
の
箇
所
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
）。
た
だ
し
、
誰
に
と
っ
て
の
「
合
理
的
期
待
」
を
予
定
す
る
か
に
よ
っ
て
は
（

）、
36

実
質
的
な
相
違
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
い
と
も
い
え
よ
う
（

）。
37

第
二
に
、
よ
り
重
要
な
相
違
点
と
し
て
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
が
、
Ⅱ
七
：
二
〇
一
条
一
項
⒝
﹇
相
手
方
の
態
様
に
関
わ
る
選
択
的
要
件
の
う

ち
、
共
通
錯
誤
以
外
の
要
件
（
相
手
方
の
帰
責
性
）﹈
に
お
い
て
、
情
報
提
供
義
務
違
反
の
観
点
を
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
以
上
に
鮮
明
に
打
ち
出
し

て
い
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
こ
れ
に
対
応
す
る
規
定
（
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
〇
三
条
一
項
⒜
）
が
、

相
手
方
に
よ
る
錯
誤
惹
起
（
同
⒜
ⅰ
）
と
、
相
手
方
が
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
放
置
が
信
義
誠
実
お
よ

び
公
正
取
引
に
反
す
る
場
合
（
同
⒜
ⅱ
）
を
挙
げ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
は
、
三
つ
の
タ
イ
プ
の
相
手
方
に
よ
る
錯
誤
惹

起
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
め
は
、
端
的
に
相
手
方
が
「
錯
誤
を
惹
起
」
し
た
場
合
と
さ
れ
（
Ⅱ
七
：
二
〇
一
条
一
項
⒝
ⅰ
）
Ｐ

法学研究 84 巻 12 号（2011：12）

388



Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
同
じ
で
あ
る
が
、
二
つ
め
は
、
相
手
方
が
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反
す
る
形
で
の
錯
誤
の
放
置
「
に
よ
っ
て
錯
誤

に
よ
る
契
約
の
締
結
を
惹
起
」
し
た
場
合
と
さ
れ
（
同
⒝
ⅱ
）、
さ
ら
に
三
つ
め
と
し
て
、
相
手
方
が
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情

報
提
供
義
務
違
反
に
よ
っ
て
、
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
締
結
を
惹
起
し
た
場
合
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
⒝
ⅲ
）。
二
つ
め

の
内
容
は
、
上
記
の
と
お
り
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
も
四
・
一
〇
三
条
一
項
⒜
ⅱ
で
、
相
手
方
に
よ
る
錯
誤
が
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に

反
す
る
場
合
が
、
錯
誤
惹
起
と
並
ぶ
選
択
的
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
そ
れ
と
実
質
的
に
ほ
ぼ
同
じ
と
も
い
え
よ
う

が
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
で
は
、
そ
れ
が
相
手
方
に
よ
る
錯
誤
惹
起
類
型
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
ら

に
注
目
す
べ
き
は
、
三
つ
め
の
点
で
あ
り
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
が
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
は
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
情
報
提
供
義
務
違
反
と
い
う
概
念
を
正
面
か
ら
用
い
て
、
こ
れ
を
選
択
的
要
件
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
相
手
方
が
不
実
の
情
報
を
提
供
し
た
な
ど
の
作
為
に
よ
る
錯
誤
惹
起
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
が
必
要
な
情
報
を
提
供
し
な

か
っ
た
と
い
う
不
作
為
の
場
合
に
も
、
よ
り
広
く
錯
誤
取
消
し
の
可
能
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
一
方
で
Ｄ
Ｃ

Ｆ
Ｒ
は
、
Ⅱ
三
：
一
〇
一
条
以
下
で
、
か
な
り
広
範
に
わ
た
る
情
報
提
供
義
務
を
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
と
併
せ
る
と
、
錯
誤
取
消

し
の
要
件
が
充
た
さ
れ
る
場
面
は
か
な
り
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
え
よ
う
（

）。
38

四

若
干
の
検
討

１

近
時
の
国
際
的
契
約
ル
ー
ル
に
お
け
る
錯
誤
規
定
の
特
徴

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
近
時
の
国
際
的
契
約
ル
ー
ル
に
お
い
て
見
ら
れ
る
錯
誤
規
定
、
特
に
事
実
錯
誤
に
関
す
る
規
定
の
特
徴
を

簡
単
に
整
理
し
よ
う
。
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⑴

信
頼
保
護
の
重
視
と
錯
誤
取
消
し
の
限
定

上
記
の
い
ず
れ
の
モ
デ
ル
法
も
、
契
約
に
お
け
る
信
頼
保
護
と
意
思
原
理
と
の
適
切
な
調
整
を
図
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
調
整
に
お
い
て
は
、
相
当
程
度
に
、
信
頼
保
護
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
い
ず
れ
に
お
い

て
も
、
錯
誤
取
消
し
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
共
通
錯
誤
か
、
錯
誤
に
つ
き
相
手
方
に
帰
責
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
限

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
錯
誤
の
本
質
性
（
重
要
性
）
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
整
の
と
り
方
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

発
想
に
近
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
錯
誤
取
消
し
を
限
定
し
た
上
で
、
損
害
賠
償
に
よ
る
金
銭
的
調
整
お
よ
び
契
約

改
訂
を
優
先
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
多
数
の
支
持
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（

）。
な
お
、
錯
誤
の
本
質
性
（
重
要
性
）
に
つ
い
て
は
、

39

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
、
本
質
性
そ
れ
自
体
を
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
は
、
本
質
性
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
認
識

可
能
性
ま
で
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

⑵

相
手
方
の
帰
責
性
と
情
報
提
供
義
務
違
反

共
通
錯
誤
を
除
け
ば
、
錯
誤
に
つ
き
相
手
方
に
帰
責
性
が
あ
る
場
合
し
か
、
錯
誤
取
消
し
は
認
め
ら
れ
な
い
。
筆
者
が
こ
こ
で
帰

責
性
と
い
う
言
葉
で
括
っ
た
内
容
と
し
て
は
、
相
手
方
が
錯
誤
を
惹
起
し
た
場
合
と
、
相
手
方
が
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反

し
て
錯
誤
を
放
置
し
た
場
合
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
前
者
で
は
主
に
積
極
的
な
態
様
に
よ
る
情
報
義
務
違
反
が
予
定
さ
れ
、
後
者
で

は
、
錯
誤
の
放
置
が
信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反
す
る
と
い
う
限
定
的
な
場
面
に
限
っ
て
、
消
極
的
な
（
作
為
義
務
を
尽
く
さ

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
）
情
報
義
務
違
反
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
は
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
に

加
え
て
、
契
約
締
結
前
に
お
け
る
相
手
方
の
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
っ
て
錯
誤
が
惹
起
さ
れ
た
場
合
に
も
、
錯
誤
に
よ
る
取
消
し

を
認
め
る
。
積
極
的
な
情
報
提
供
義
務
が
課
さ
れ
る
の
は
い
か
な
る
場
合
で
あ
り
、
不
作
為
に
よ
る
情
報
提
供
義
務
違
反
を
問
題
と

し
う
る
の
は
い
か
な
る
場
合
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
モ
デ
ル
法
の
間
で
考
え
方
に
違
い
が
あ
る
が
（

）、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
情

40

報
義
務
の
違
反
が
、
錯
誤
取
消
し
の
中
核
的
な
要
件
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
点
に
、
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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⑶

リ
ス
ク
の
引
受

錯
誤
取
消
し
の
基
本
的
な
要
件
（
共
通
錯
誤
性
ま
た
は
相
手
方
の
帰
責
性
と
、
重
要
性
）
が
充
た
さ
れ
た
場
合
で
も
、
錯
誤
者
が
そ

の
錯
誤
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
て
い
た
ま
た
は
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
取
消
し
は
否
定
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
自
体
は
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
い
う
リ
ス
ク
引
受
の
有
無
は
、
契
約
締
結
時
の
諸
事
情
に
照

ら
し
て
規
範
的
に
導
か
れ
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
い
か
な
る
場
合
に
「
リ
ス
ク
引
受
」
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、

こ
の
規
定
の
持
つ
意
味
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
と
な
ろ
う
（

）。
41

２

日
本
に
お
け
る
錯
誤
論
と
情
報
提
供
義
務
の
関
係

⑴

学
説

日
本
に
お
け
る
錯
誤
を
め
ぐ
る
議
論
は
錯
綜
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
代
表
的
な
考
え
方
を
取
り
上
げ
、
あ
ら
た
め
て
相
手
方
の
帰

責
性
あ
る
い
は
情
報
提
供
義
務
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
な
が
ら
、
議
論
状
況
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
学
説
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
動
機
表
示
論
（

）」
に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
の
実
質
的
な
狙
い
は
、
相
手
方
の
信
頼
保
護
と
の
調

42

整
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
動
機
が
一
方
当
事
者
の
内
心
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
重
要
な
動
機
と
し
て

相
手
方
に
「
表
示
」
さ
れ
た
場
合
に
し
か
錯
誤
無
効
の
主
張
を
認
め
な
い
と
し
、
そ
の
限
り
で
相
手
方
の
保
護
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
よ
り
積
極
的
な
相
手
方
の
帰
責
性
は
錯
誤
無
効
の
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
後
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
一
元
説
の
認
識
可
能
性
説
（

）、
つ
ま
り
、
表
示
錯
誤
と
動
機
錯
誤
を
区
別
せ
ず
、
両

43

者
の
共
通
要
件
と
し
て
錯
誤
の
重
要
性
と
相
手
方
の
認
識
可
能
性
を
要
求
す
る
見
解
で
は
、「
表
示
」
が
な
く
て
も
相
手
方
の
認
識

可
能
性
が
あ
れ
ば
、
錯
誤
無
効
の
主
張
可
能
性
が
生
じ
る
。
認
識
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
中
に
は
、
相
手
方
に
よ
る
錯
誤
惹

起
や
情
報
提
供
義
務
違
反
が
あ
っ
た
場
合
も
実
際
に
は
多
く
含
ま
れ
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
説
に
お
い
て
も
、
錯
誤
惹
起
等
の
相
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手
方
の
帰
責
性
が
積
極
的
に
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（

）。
44

さ
ら
に
、
近
時
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
「
内
容
化
」
説
（

）、
つ
ま
り
、
動
機
と
な
っ
た
事
実
認
識
が
、
単
に
一
方
当
事
者
の
も
の

45

で
は
な
く
、
契
約
の
内
容
と
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
化
さ
れ
た
こ
と
が
事
実
と
異
な
る
（
そ
の
点
に
錯

誤
が
あ
る
）
と
き
に
、
そ
の
錯
誤
が
重
要
性
要
件
を
充
た
す
限
り
で
、
無
効
主
張
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
で
は
、
そ
の
「
内
容

化
」
の
有
無
と
い
う
一
種
の
契
約
の
解
釈
作
業
に
お
い
て
、
相
手
方
の
態
様
（
錯
誤
惹
起
や
情
報
提
供
義
務
違
反
等
）
が
考
慮
さ
れ
う

る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
も
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
等
と
異
な
り
、
相
手
方
に
よ
る
錯
誤
惹
起
や
不
当
な
放
置
と
い
う
意
味
で
の
帰
責
性
要
素

を
錯
誤
顧
慮
の
絶
対
的
要
件
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
民
法
九
五
条
た
だ
し
書
の
定
め
る
、
表
意
者
に
重
過
失
が
あ
る
場
合
の
錯
誤
無
効
主
張
の
排
除
に
関
し
て
、
相
手
方

に
よ
る
錯
誤
惹
起
の
場
合
ま
た
は
錯
誤
に
つ
き
相
手
方
が
悪
意
で
あ
っ
た
場
合
に
は
た
だ
し
書
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い

う
主
張
は
、
学
説
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。

近
時
は
、
相
手
方
に
よ
る
「
錯
誤
の
利
用
」
を
、
錯
誤
無
効
の
要
件
に
お
い
て
重
視
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中

に
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
二
つ
の
主
張
が
存
す
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
は
、
特
に
消
費
者
契
約
に
お
け
る
消
費
者
の
錯
誤
を
念
頭

に
置
い
て
、
こ
の
場
合
の
錯
誤
顧
慮
の
判
断
に
お
い
て
は
、
事
業
者
に
よ
る
消
費
者
の
「
錯
誤
の
利
用
」
を
重
視
す
る
べ
き
だ
と
の

主
張
が
あ
る
（

）。
こ
の
見
解
は
、
相
手
方
の
帰
責
性
を
錯
誤
顧
慮
の
絶
対
的
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
相
手
方
の
帰
責

46

性
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
錯
誤
規
定
の
適
用
拡
大
と
柔
軟
化
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か

し
も
う
一
方
で
は
、
よ
り
一
般
的
・
積
極
的
に
、
錯
誤
の
要
件
論
で
重
視
す
べ
き
な
の
は
、
表
意
者
の
錯
誤
を
（
相
手
方
が
）
利
用

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
（

）。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
本
稿
で
紹
介
し
た
、
国
際
的

47

契
約
モ
デ
ル
法
（
特
に
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（

））
の
錯
誤
論
と
共
通
す
る
視
点
か
ら
の
主
張
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

48
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⑵

判
例

従
来
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
錯
誤
無
効
の
主
張
を
認
め
た
も
の
の
中
に
は
、
相
手
方
が
（
故
意
で
は
な
い
と
し
て
も
）
表
意
者

の
錯
誤
を
惹
起
し
た
場
合
、
相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
を
利
用
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
（
消
極
的
な
態
様
）、
あ
る
い
は
、

相
手
方
が
表
意
者
の
錯
誤
を
訂
正
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
の
に
訂
正
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
（
広
い
意
味
で
の
錯
誤
の
利
用
）
が
少

な
く
な
い
。
も
う
一
方
で
、
相
手
方
も
同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
共
通
錯
誤
）
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
も

確
か
で
あ
る
（

）。
49

し
か
し
、
問
題
は
、
相
手
方
に
よ
る
「（
許
さ
れ
ざ
る
）
錯
誤
の
利
用
」
が
な
け
れ
ば
錯
誤
に
よ
る
無
効
（
取
消
し
）
の
主
張
が
認

め
ら
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
判
例
に
お
い
て
そ
れ
が
絶
対
条
件
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、

相
手
方
の
帰
責
性
な
い
し
「
錯
誤
の
利
用
」
の
要
件
が
充
た
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
九
五
条
の
要
素
の
錯
誤
と
し
て
、
無
効

主
張
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
存
在
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（

）。
50

３

今
後
に
向
け
た
課
題

日
本
に
お
い
て
も
、
動
機
錯
誤
（
事
実
錯
誤
）
の
リ
ス
ク
は
本
来
表
意
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
当
然
に
は
法
律
行
為

の
効
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
例
外
的
に
そ
の
リ
ス
ク
を
相
手
方
に
転
嫁
す
る
た
め
に
は
い
か

な
る
要
件
が
必
要
か
と
い
う
角
度
か
ら
錯
誤
の
要
件
を
検
討
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
い
わ
ゆ
る
一
元
説
を
採
る
か
二
元
説
を
採
る

か
に
関
わ
り
な
く
、
一
般
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（

）。
し
か
し
、
問
題
は
そ
の
リ
ス
ク
転
嫁
の
基
本
的
考
え
方
と
そ

51

れ
に
基
づ
く
具
体
的
要
件
設
定
で
あ
り
、
そ
こ
に
見
解
の
対
立
が
存
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
相
手
方
の

帰
責
性
な
い
し
情
報
提
供
義
務
違
反
に
つ
い
て
も
、
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
こ
の
リ
ス
ク
転
嫁
す
な
わ
ち
錯
誤
顧
慮
の
要
件
に

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
も
の
と
解
す
べ
き
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
と
お
り
、
近
時
の
学
説
の
多
数
は
、
相
手
方
の
帰
責
性
が
、
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何
ら
か
の
形
で
（
相
手
方
の
認
識
可
能
性
要
件
、
事
実
認
識
の
内
容
化
要
件
、
九
五
条
た
だ
し
書
の
適
用
要
件
な
ど
の
形
で
）、
錯
誤
無
効

の
主
張
を
肯
定
す
る
方
向
に
働
く
ひ
と
つ
の
要
素
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
き
た
が
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
錯
誤
無
効
の
主

張
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
絶
対
的
要
件
と
し
て
は
要
求
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
客
観
説
に
属
す
る
と
い
わ
れ
る

立
場
で
あ
っ
て
も
多
く
は
同
様
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
判
例
で
も
、
法
律
論
と
し
て
そ
の
要
件
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
実
質
的
判
断
に
お
い
て
も
、
相
手
方
の
帰
責
性
は
、
錯
誤
無
効
を
認
め
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
（
特

に
動
機
が
「
表
示
さ
れ
て
法
律
行
為
の
内
容
と
さ
れ
た
」
と
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
判
断
に
お
い
て
）、
そ
れ
を
肯
定
す
る
方
向
で
機
能
し

て
い
た
と
は
い
え
、
絶
対
的
要
件
と
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
違
い
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ひ
と
つ
に
は
、
判
断
の
基

礎
に
あ
る
リ
ス
ク
分
配
の
考
え
方
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（
お
よ
び
そ
れ
と
接
近
し
た
国
際
モ
デ
ル
法
）
と
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
し
、
そ
の
上
で
、
日
本
に
お
い
て
は
実
際
に
、
相
手
方
に
（
少
な
く
と
も
信
義
に
反
す
る
錯
誤
惹
起
や
情
報
提
供
義
務
違
反
と
い
う

意
味
で
の
）
帰
責
性
が
な
い
場
合
で
も
無
効
と
い
う
救
済
を
認
め
る
べ
き
紛
争
事
例
が
存
在
す
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
際
的
契
約
ル
ー
ル
は
、
商
事
取
引
を
念
頭
に
置
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
（
少
な
く
と

も
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
正
面
か
ら
商
事
契
約
を
対
象
と
し
て
い
る
）、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
契
約
や
非
事
業
者
間
で
の
契
約
ま
で
含
む
国
内

法
ル
ー
ル
と
で
は
取
扱
い
に
違
い
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
、
国
内
法
の
錯
誤
規
定
に
お
い
て
相
手
方
の
帰
責
性
を
要
件
と
す

る
こ
と
は
行
き
す
ぎ
な
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
た
め
に
は
、
今
後
、
相
手
方
の

帰
責
性
、
錯
誤
の
利
用
、
情
報
提
供
義
務
と
い
う
角
度
か
ら
判
例
を
再
分
析
し
、
そ
れ
も
踏
ま
え
て
慎
重
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が

あ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
情
報
の
収
集
・
開
示
な
い
し
提
供
の
負
担
の
あ
り
方
が
、
錯
誤
顧
慮
の
問
題
に
お
い
て
重
要
な
意

味
を
持
つ
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
し
か
も
、
帰
責
性
の
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
る
情
報
（
提
供
）
義
務
の
捉
え
方
に

よ
っ
て
は
、
当
事
者
間
の
情
報
力
の
格
差
や
専
門
性
な
ど
、
立
場
の
違
い
ま
で
考
慮
に
入
れ
た
柔
軟
な
解
決
が
、
こ
の
情
報
（
提
供
）
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義
務
違
反
を
介
し
て
実
現
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
と
り
わ
け
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
定
め
る
ル
ー
ル
と
こ
れ
を
め
ぐ
る
議
論

は
、
さ
ら
な
る
注
視
を
要
す
る
と
い
え
よ
う
。

立
法
論
ま
で
視
野
に
入
れ
た
場
合
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
等
の
国
際
モ
デ
ル
法
の
よ
う
に
、
相
手
方
の
帰
責
性
を
錯
誤
顧
慮
の
絶
対
的
要
件

（
共
通
錯
誤
を
除
け
ば
、
錯
誤
が
顧
慮
さ
れ
る
た
め
に
は
錯
誤
に
つ
い
て
の
相
手
方
の
帰
責
性
を
要
す
る
）
と
す
る
こ
と
の
是
非
だ
け
で
は

な
く
、
そ
の
他
の
形
も
含
め
て
、
情
報
提
供
義
務
を
錯
誤
の
中
に
ど
の
よ
う
な
形
で
ど
の
範
囲
で
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
か
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
し
、
そ
の
前
提
と
な
る
情
報
提
供
義
務
の
あ
り
方
（

）、
損
害
賠
償
責
任
と
無
効
化
と
の
関
係
（
連
続
性
と
補
完
性
）

52

な
ど
を
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
立
法
論
に
お
い
て
は
さ
ら
に
、
錯
誤
と
は
別
に
不
実
表
示
に
関
す
る
規
定
を
置
く
べ
き
か
否
か
も
併
せ
て
視
野
に
入
れ
る

必
要
が
あ
る
。
仮
に
不
実
表
示
に
関
す
る
規
定
を
錯
誤
規
定
と
は
別
に
置
く
と
す
れ
ば
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
等
で
想
定
さ
れ
た
錯
誤
の
多
く

（
相
手
方
に
帰
責
性
が
あ
る
錯
誤
類
型
）
が
、
不
実
表
示
規
定
の
適
用
対
象
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
錯
誤
規
定
と
不
実
表

示
規
定
と
の
役
割
分
担
、
つ
ま
り
不
実
表
示
規
定
と
異
な
る
錯
誤
規
定
独
自
の
存
在
意
義
を
ど
こ
に
見
出
す
か
を
、
考
察
す
る
必
要

が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
（

）。
53五

む
す
び

本
稿
は
、
相
手
方
の
情
報
提
供
義
務
違
反
な
い
し
帰
責
性
と
い
う
要
素
を
中
心
に
、
近
時
の
国
際
モ
デ
ル
契
約
法
の
錯
誤
規
定
を

概
観
し
、
若
干
の
分
析
・
検
討
を
加
え
た
。
大
き
く
は
、
意
思
の
尊
重
と
信
頼
保
護
の
調
整
を
ど
こ
で
図
る
か
を
め
ぐ
る
思
想
に
も

関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
国
際
モ
デ
ル
契
約
法
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
情
報
提
供
義
務
違
反
な
い
し
帰
責

性
が
、
錯
誤
取
消
し
の
中
核
的
要
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
日
本
の
錯
誤
規
定
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の
解
釈
あ
る
い
は
立
法
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
、
別
の
機
会
に
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
の
中
心
か
ら
は
外
れ
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
法
に
は
、
錯
誤
の
効
果
と
し
て
契
約
改
訂
や
、
錯

誤
規
定
と
不
履
行
規
定
の
適
用
関
係
な
ど
を
は
じ
め
、
注
目
す
べ
き
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
本
稿
の
筆
を
置
く
こ
と

と
す
る
。

（

）
当
事
者
双
方
が
、
表
示
の
客
観
的
意
味
と
異
な
る
意
味
で
当
該
表
示
を
理
解
し
て
そ
の
内
容
で
の
契
約
を
意
図
し
て
い
た
場
合
は
、

1そ
の
両
当
事
者
に
共
通
の
意
思
が
表
示
の
意
味
と
し
て
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
（「
誤
表
は
害
さ
ず
」）、
し
た
が
っ
て
、
表
示
と
意
思
と

の
不
一
致
と
し
て
の
表
示
錯
誤
は
も
は
や
問
題
と
な
ら
な
い
。

（

）
こ
の
整
理
に
つ
き
、
宮
下
修
一
『
消
費
者
保
護
と
私
法
理
論
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
一
八
七
頁
参
照
。
こ
の
う
ち
、
と
く
に

2⒝
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
松
本
恒
雄
「
詐
欺
・
錯
誤
と
契
約
締
結
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
│
│
消
費
者
取
引
に
お
け
る
不
当
勧
誘
か

ら
の
救
済
」
池
田
真
朗
ほ
か
編
『
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
ル
民
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
一
頁
以
下
（
初
出
は
、
法
学
教
室
一
七
七
号
）、

宮
下
修
一
「
契
約
の
勧
誘
に
お
け
る
情
報
提
供
」
法
律
時
報
八
三
巻
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
九
頁
以
下
、
後
藤
巻
則
「
錯
誤
、
不
実
表
示
、

情
報
提
供
義
務
」
円
谷
俊
編
『
社
会
の
変
容
と
民
法
典
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
三
八
頁
以
下
、
同
「
錯
誤
・
詐
欺
と
情
報
提
供
義

務
と
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
規
定
す
べ
き
か
」
椿
寿
夫
ほ
か
編
『
民
法
改
正
を
考
え
る
（
法
律
時
報
増
刊
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇

〇
八
年
）
六
九
頁
な
ど
が
あ
る
。

（

）
二
〇
〇
九
年
秋
に
、
法
制
審
議
会
に
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
が
設
置
さ
れ
、
同
年
一
一
月
か
ら
審
議
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ

3を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
文
献
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
議
事
内
容
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
の
Ｈ
Ｐ
に
、
部
会
資
料
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（

）
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
錯
誤
の
適
用
範
囲
は
後
述
の
と
お
り
狭
い
が
、
不
実
表
示
（
m
isrepresentation）
が
こ
れ
を
補
完
す
る
法
理

4と
し
て
存
在
し
、
さ
ら
に
不
当
威
圧
（
undue
influence）
の
法
理
も
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
の
ほ
か
、
状
況

の
濫
用
（
m
isbruik
van
om
standigheden）
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
も
、
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
四
・
一

〇
九
条
に
、
過
大
な
利
益
取
得
ま
た
は
不
公
正
な
つ
け
込
み
の
規
定
（
取
消
し
と
契
約
改
訂
を
効
果
と
す
る
）
が
置
か
れ
て
い
る
。

（

）
以
下
の
条
文
訳
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
／
ヒ
ュ
ー
・
ビ
ー
ル
編
・
潮
見
佳
男
、
中
田
邦
博
、
松
岡
久
和
監
訳
『
ヨ
ー
ロ

5
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ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
（
た
だ
し
、
一
部
は
異
な
る
訳
を
当
て
て
い
る
）。

（

）
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
一
七
条
の
規
定
は
、
以
下
の
と
お
り
：「
四
・
一
一
七
条

⑴
本
章
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
取
り
消
す
当
事
者
は
、

6錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
、
過
大
な
利
益
取
得
ま
た
は
不
公
正
な
つ
け
込
み
を
相
手
方
が
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
相
手

方
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
損
害
賠
償
は
、
取
消
当
事
者
を
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
と
同
様
の
状
態

に
、
可
能
な
限
り
近
づ
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
／
⑵
本
章
の
規
定
に
よ
り
取
消
権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
事
者
が
こ
れ
を
行

使
せ
ず
、
ま
た
は
四
・
一
一
三
条
（
取
消
権
の
期
間
制
限
）
も
し
く
は
四
・
一
一
四
条
（
取
り
消
し
う
る
行
為
の
追
認
）
の
規
定
に
よ
り

取
消
権
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
当
該
当
事
者
は
、
前
項
の
規
定
に
従
い
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
損
害
賠
償
は
、

錯
誤
、
詐
欺
、
強
迫
、
過
大
な
利
益
取
得
ま
た
は
不
公
正
な
つ
け
込
み
に
よ
っ
て
こ
の
者
に
生
じ
た
損
害
に
限
ら
れ
る
。
当
事
者
が
四
・

一
〇
六
条
に
い
う
不
正
確
な
情
報
に
よ
っ
て
欺
か
れ
た
場
合
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
、
同
一
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。
／
⑶
損
害
賠
償

は
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
第
九
章
（
不
履
行
に
対
す
る
救
済
手
段
・
各
則
）
第
五
節
（
損
害
賠
償
お
よ
び
利
息
）
の
関
連
す
る
規
定
が
、

適
切
な
修
正
を
施
し
た
上
で
適
用
さ
れ
る
。」。

（

）
O
le
Lando
and
H
ugh
Baele
(ed.),Principles
ofEuropean
ContractLaw
,A
rticle
4:103,N
otes
1.（
邦
訳
は
、
前
掲
注

7(
)・
潮
見
ほ
か
監
訳
二
一
一
│
二
一
二
頁
）。
こ
の
よ
う
な
不
統
一
は
、
今
日
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
M
urielFabre-M
agnan
&

5R
uth
Sefton-G
reen,D
efects
on
Consent
in
Contract
Law
,in:H
artkam
p/H
esselink/H
ondius
et
al.(ed.),T
ow
ards
a

European
CivilCode,3.A
ufl.2004,399,400
ff.,E
.A
.K
ram
er,Bausteine
für
einen
“Com
m
on
Fram
e
ofReference”des

europäischen
Irrtum
srechts,ZEuP
15
(2007),248.さ
ら
に
H
einzK
ötz,EuropäischesV
ertragsrecht,Band
I,1996,262
f.

も
参
照
。

（

）
Lando
and
Baele
(ed.),(Fn.7),A
rticle
4:103,N
otes
1
以
下
に
は
、
各
論
点
ご
と
に
北
欧
も
含
め
た
各
国
の
状
況
が
紹
介
さ
れ

8て
い
る
。

（

）
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
時
代
に
、
ロ
ー
マ
法
源
の
解
釈
と
い
う
形
を
採
り
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
が
、
今
日
で
は
、
こ

9の
理
論
は
本
来
ロ
ー
マ
人
が
前
提
と
し
て
い
た
も
の
と
は
異
な
る
と
の
見
方
が
有
力
で
あ
る
。
M
artin
Scherm
aier,Europäische

Geistesgeschichte
am
Beispiel
des
Irrtum
esrechts,
ZEuP
6
(1998),
60
ff.;
R
einfard
Zim
m
erm
ann,
T
he
Law
of

O
bligation:Rom
an
Foundations
ofthe
Civilian
T
radition,paperback
1996,609
ff.
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（

）
日
本
の
錯
誤
規
定
の
制
定
の
経
緯
と
そ
の
後
の
学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、
中
松
櫻
子
「
錯
誤
」
星
野
英
一
編
『
民
法
講
座
１
』（
有

10斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
三
八
七
頁
以
下
参
照
。

（

）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
（
A
BGB）
八
七
一
条
一
項
。
イ
タ
リ
ア
民
法
典
一
四
二
八
条
も
参
照
。

11
（

）
Fabre-M
agnan
&
Sefton-G
reen,(Fn.7),401.

12
（

）
後
藤
巻
則
『
消
費
者
契
約
の
法
理
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
に
つ
い
て
は
さ

13ら
に
、
馬
場
圭
太
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
理
論
の
生
成
と
展
開
(
)〜
(
・
完
)」
早
稲
田
法
学
七
三
巻
二
号
六
一
頁

1

2

以
下
（
一
九
九
七
年
）、
七
四
巻
一
号
八
二
頁
以
下
（
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（

）
森
田
宏
樹
「『
合
意
の
瑕
疵
』
の
構
造
と
そ
の
拡
張
理
論
⑴
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
二
号
二
二
頁
、
二
四
頁
以
下
（
一
九
九
一
年
）。

14
（

）
N
ils
Jansen
und
R
einhard
Zim
m
erm
ann,V
ertragsschluss
und
Irrtum
im
europäischen
V
ertragsrecht,210
A
cP

15（
2010）
196.

（

）
Bellv.LeverBrothersLtd.[1932]A
.C.161,A
ssociated
JapaneseBank
InternationalLtd
v.Creditdu
N
ord
SA
[1989]

161
W
.L.R
255,266-268.目
的
物
の
存
在
や
性
質
に
関
す
る
一
方
当
事
者
の
錯
誤
で
は
、
無
効
と
は
な
ら
な
い
（
Sm
ith
v.H
ughes

[1871]LR
6
Q
B
597）。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、「
買
主
注
意
せ
よ
（
caveatem
ptor）」
の
考
え
方
が
支
配
し
て
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
最

近
の
邦
語
文
献
と
し
て
、
幡
新
大
実
『
イ
ギ
リ
ス
債
権
法
』（
東
信
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
二
二
五
頁
、
二
二
七
頁
以
下
参
照
。

（

）
Stephen
A
.Sm
ith,ContractT
heory,2004,365
は
、
錯
誤
の
事
例
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、
黙
示
条
項
の
存
在
を
通
し
て
契

17約
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
故
、
黙
示
条
項
が
こ
の
問
題
に
お
い
て
重
要
性
を
持
つ
と
す
る
。

（

）
K
ötz,EuropäischesV
ertragsrecht(Fn.7),261
ff.;E
.A
.K
ram
er,(Fn.7),253.さ
ら
に
、
M
anfred
W
olf,W
illensm
ängel

18und
sonstige
Beeinträchtigungen
der
Entscheidungsfreiheit
in
einem
europäischen
V
ertragsrecht,
in
Jürgen

Basedow
(H
g.),Europäische
V
ertragsrechtsvereinheitlichung
und
deutschesRecht,2000,85,88
ff.（
邦
語
訳
と
し
て
、
ユ

ル
ゲ
ン
・
バ
セ
ド
ー
編
・
半
田
吉
信
ほ
か
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
契
約
法
へ
の
道
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
一
五
頁
以
下
）

も
参
照
。

（

）
表
示
錯
誤
の
場
合
に
は
、
相
手
方
に
よ
る
錯
誤
惹
起
は
ま
れ
に
し
か
問
題
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
両
当
事
者
が
共
通
し

19て
客
観
的
な
意
味
と
は
異
な
る
意
味
を
考
え
て
い
た
場
合
に
は
、
契
約
の
解
釈
に
よ
り
、
そ
の
両
当
事
者
が
意
図
し
た
意
味
で
表
示
の
意
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味
が
確
定
さ
れ
る
し
、
相
手
方
に
認
識
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
解
釈
に
よ
る
処
理
が
可
能
な
場
合
が
多
い
の
で
、
そ
れ
ら
の

場
合
に
は
錯
誤
と
し
て
取
り
上
げ
る
独
自
の
意
味
は
な
い
（
前
掲
注
(
)も
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
批
判
と
し
て
、
N
ils

1

und
Zim
m
erm
ann,(Fn.15),234;W
olfgang
E
rnst,Irrtum
:Ein
Streifzug
durch
die
D
ogm
engeschichte,in:Reinhard

Zim
m
erm
ann
(H
g.),Störungen
der
W
illensbildung
beiV
ertragsschluss,2007,1,31f.

（

）
例
え
ば
、
大
判
大
七
・
一
〇
・
三
民
録
二
四
・
一
八
五
二
。
近
時
は
こ
れ
を
、
因
果
関
係
説
と
し
て
整
理
す
る
も
の
が
あ
る
。
例
え

20ば
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
１
総
則
﹇
第
二
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
一
八
三
頁
参
照
。

（

）
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
〇
三
条
Com
m
ent1
参
照
。
な
お
、
同
条
の
N
otes
8
に
よ
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
を
は
じ
め
と
す
る
多

21く
の
国
で
は
、
錯
誤
の
主
た
る
原
因
が
錯
誤
者
の
過
失
に
あ
る
場
合
に
は
、
錯
誤
に
対
す
る
救
済
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
来
な
か
っ

た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
宥
恕
を
含
め
、
二
項
の
除
外
要
件
の
曖
昧
さ
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
U
rlich
H
uber,Irrtum
und

anfängliche
U
nm
öglichkeit
im
Entw
urfeines
Gem
einsam
en
Referenzrahm
ens
für
das
Europäische
Privatrecht,in:

Perspektiven
des
Privatrechts
am
A
nfang
des
21.Jahrhunderts.Festschriftfür
D
ieter
M
edicus,2009,199,205.

（

）
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
〇
三
条
Com
m
entJ
参
照
。

22
（

）
N
ilsund
Zim
m
erm
ann,(Fn.15),196,233.Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
取
消
規
定
が
制
限
的
だ
と
の
評
価
は
一
般
的
だ
と
す
る
。
こ
れ
と
異
な

23る
見
解
と
し
て
、
H
uber,(Fn.21)in:Festschriftfür
M
edicus,206.

（

）
こ
れ
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ト
マ
ジ
ウ
ス
（
Christian
T
hom
asius）
の
思
想
に
由
来
し
、
同
人
は
、
自
由
な
意
思
形
成
の
保
護

24を
志
向
す
る
グ
ロ
チ
ウ
ス
（
G
rotius）
の
考
え
方
を
批
判
し
、
締
結
し
た
契
約
に
お
け
る
正
当
な
信
頼
こ
そ
が
本
質
的
な
価
値
を
持
つ

点
で
あ
る
と
主
張
し
た
と
さ
れ
る
。
N
ils
und
Zim
m
erm
ann,(Fn.15),230,Fn.184.

（

）
N
ils
und
Zim
m
erm
ann,(Fn.15),196,233.

25
（

）
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
四
・
一
〇
七
条
N
otes
5.

26
（

）
た
だ
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（
二
〇
一
〇
年
版
）
で
は
、
対
応
す
る
規
定
は
存
在
せ
ず
、
強
行
規
定
一
般
に
関
す
る
三
・
三
・
一
条
が
存
在

27す
る
に
と
ど
ま
る
。

（

）
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（
一
九
九
四
年
版
）
の
錯
誤
規
定
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
も
の
と
し
て
、
滝
沢
昌
彦
「
錯
誤
論
を
め
ぐ
っ
て
│
│
ユ
ニ
ド

28ロ
ワ
原
則
の
検
討
を
通
し
て
」
一
橋
論
叢
一
一
九
巻
一
号
一
│
一
五
頁
（
一
九
九
八
年
）
が
あ
る
。
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（

）
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（
二
〇
〇
四
年
版
）
で
は
、
錯
誤
規
定
は
、
条
文
番
号
も
含
め
一
九
九
四
年
版
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

29
（

）
【
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
三
・
二
・
二
条
】（
取
消
原
因
と
な
る
錯
誤
）

30⑴

当
事
者
が
錯
誤
に
よ
り
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
錯
誤
に
陥
っ
た
当
事
者
と
同
じ
状
況
に
置
か
れ
た
合
理
的
な
者
が
、

真
の
事
情
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
実
質
的
に
異
な
る
条
項
の
も
と
で
の
み
契
約
を
締
結
し
、
ま
た
は
契
約
を
全
く
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
ほ
ど
に
、
錯
誤
が
契
約
締
結
時
に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
以
下
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。

⒜

相
手
方
が
、
同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
場
合
、
錯
誤
者
の
錯
誤
を
惹
起
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
そ
の
錯
誤
を
知
り
も
し
く
は
知

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
錯
誤
者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
が
公
正
取
引
に
つ
い
て
の
商
取
引
上
の
合
理
的
な
基
準
に
反

す
る
と
き

⒝

相
手
方
が
、
取
消
時
ま
で
に
、
契
約
を
信
頼
し
た
合
理
的
な
行
動
を
し
て
い
な
い
と
き

⑵

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
以
下
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
は
当
事
者
は
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

⒜

錯
誤
に
陥
る
に
つ
き
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き

⒝

錯
誤
が
、
錯
誤
の
リ
ス
ク
が
錯
誤
当
事
者
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
事
柄
に
か
か
わ
る
と
き
、
ま
た
は
、
諸
事
情
を
考
慮
す
れ

ば
、
錯
誤
の
リ
ス
ク
が
錯
誤
当
事
者
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
べ
き
と
き

（

）
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
同
条
に
か
か
る
Com
m
ent2
で
は
、
詳
し
い
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
錯
誤
者
以
外
の
者
（
特
に
相
手
方
）
に

31関
す
る
四
つ
の
選
択
的
要
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
⒝
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（

）
本
文
の
前
記
二
３
⑷
参
照
。

32
（

）
こ
の
ほ
か
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
は
取
消
し
よ
り
契
約
改
訂
を
優
先
す
る
旨
の
規
定
（
四
・
一
〇
五
条
）
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ

33に
は
直
接
の
対
応
規
定
は
な
い
。

（

）
【
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
Ⅱ
七
：
二
〇
一
条
】（
錯
誤
）

34⑴

当
事
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
を
も
充
た
す
場
合
に
は
、
契
約
締
結
時
に
事
実
ま
た
は
法
律
に
関
す
る
錯
誤
が
存
在
す
る
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
当
該
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

⒜

そ
の
当
事
者
が
錯
誤
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
、
本
質
的
に
異
な
る
条
件
で
な
け
れ
ば
契
約
を

締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
が
そ
れ
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
で
き
た
場
合
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⒝

相
手
方
が
、
ⅰ
錯
誤
を
惹
起
し
た
場
合
、
ⅱ
相
手
方
が
錯
誤
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
合
理
的
に
期
待
で
き
た
場
合
に
お
い
て
、

信
義
誠
実
お
よ
び
公
正
取
引
に
反
し
て
錯
誤
者
を
錯
誤
に
陥
っ
た
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
締
結
を
惹

起
し
た
場
合
、
ⅲ
契
約
締
結
前
の
情
報
義
務
、
も
し
く
は
入
力
の
誤
り
を
訂
正
す
る
手
段
を
利
用
可
能
に
す
る
義
務
に
違
反
す
る
こ

と
に
よ
り
、
錯
誤
に
よ
る
契
約
の
締
結
を
惹
起
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
ⅳ
同
一
の
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
場
合

⑵

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

⒜

当
該
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
錯
誤
が
宥
恕
さ
れ
な
い
場
合

⒝

そ
の
当
事
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
錯
誤
の
リ
ス
ク
が
引
き
受
け
ら
れ
て
い
た
か
、
ま
た
は
当
該
状
況
に
お
い
て
引
き
受
け
ら
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
場
合

（

）
も
っ
と
も
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
契
約
に
お
け
る
意
思
と
相
手
方
の
正
当
な
信
頼

35と
の
間
の
「
公
正
な
バ
ラ
ン
ス
」
の
表
現
と
し
て
錯
誤
規
定
を
提
示
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
Com
m
entA
zu
A
rt.II-7:201
D
CFR)。

（

）
D
CFRII-7:201
Com
m
entC
で
は
、
第
三
者
で
は
な
く
錯
誤
者
の
期
待
に
照
準
が
合
わ
せ
ら
れ
る
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点

36で
、
客
観
的
過
失
概
念
と
は
異
な
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
合
理
性
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
り
客
観
化
さ
れ
た
期
待
で
あ
る
以
上
、
実
質
的
に

有
意
的
な
差
が
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（

）
N
ils
und
Zim
m
erm
ann,(Fn.15),242.

37
（

）
こ
の
よ
う
な
広
い
情
報
提
供
義
務
と
そ
れ
を
錯
誤
規
定
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
る
。
N
ils
und
Zim
m
er-

38m
ann,(Fn.15),243.

（

）
M
.W
olf,(Fn.18),93;Fleischer,Inform
ationsasym
m
etrie
im
V
ertragsrecht,2001,950
ff.,963;E
.A
.K
ram
er,(Fn.7),

39256
ff.;N
ils
und
Zim
m
erm
ann,(Fn.15),234.

（

）
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
商
事
契
約
を
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
が
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
契
約
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
と

40い
う
点
の
違
い
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（

）
本
文
前
掲
お
よ
び
PECL
4:103,Com
m
entJ参
照
。

41
（

）
我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
Ⅰ
（
民
法
講
義
Ⅰ
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
二
九
七
頁
。

42
（

）
こ
の
立
場
か
ら
の
論
者
は
多
い
が
、
例
え
ば
、
船
橋
諄
一
「
意
思
表
示
の
錯
誤
」
九
大
十
周
年
記
念
論
文
集
（
一
九
三
七
年
）
五
九

43
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三
頁
以
下
、
川
島
武
宜
「
意
思
欠
缺
と
動
機
錯
誤
」『
民
法
解
釈
学
の
諸
問
題
』（
弘
文
堂
、
一
九
三
八
年
）
一
八
八
頁
以
下
、
同
『
民
法

総
則
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）
二
八
九
頁
、
野
村
豊
弘
「
意
思
表
示
の
錯
誤
⑴
〜
⑺
完
」
法
学
協
会
雑
誌
九
二
巻
一
〇
号
〜
九
三
巻

六
号
（
一
九
七
五
〜
六
年
)、
小
林
一
俊
「
錯
誤
無
効
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
関
す
る
一
考
察
⑴
〜
⑷
完
」
亜
細
亜
法
学
一
四
巻
一
号
〜
一
六

巻
一
=二
号
（
一
九
七
九
〜
一
九
八
二
年
）、
星
野
英
一
『
民
法
概
論
Ⅰ
』（
良
書
普
及
会
、
一
九
七
一
年
）
二
〇
〇
頁
な
ど
。

（

）
小
林
一
俊
「『
相
手
方
に
よ
る
錯
誤
の
認
識
』
要
件
の
自
足
性
│
│
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
両
原
則
へ
の
疑
問
」『
現
代
民
事
法

44学
の
構
想
│
内
山
尚
三
先
生
追
悼
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
九
頁
以
下
は
、
一
元
説
の
立
場
か
ら
、
相
手
方
の
帰
責
を
要
件
と
す

る
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
規
定
を
批
判
す
る
。

（

）
森
田
・
前
掲
注
(
)「『
合
意
の
瑕
疵
』
の
構
造
と
そ
の
拡
張
理
論
⑴
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
二
号
二
四
頁
以
下
、
同
「
民
法
九
五
条
（
動

45

14

機
の
錯
誤
を
中
心
と
し
て
）」
広
中
俊
雄
＝
星
野
英
一
編
『
民
法
典
の
百
年
Ⅱ
』
一
四
一
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）、
鹿
野
菜
穂
子

「﹇
判
批
﹈
財
産
分
与
者
の
課
税
に
関
す
る
錯
誤
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
六
号
一
一
〇
頁
以
下
（
一
九
九
〇
年
）、
同
「﹇
判
批
﹈
連
帯
保
証
契

約
と
要
素
の
錯
誤
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
四
号
九
八
頁
以
下
（
一
九
九
二
年
）、
同
「
保
証
人
の
錯
誤
│
│
動
機
錯
誤
に
お
け
る
契
約
類
型

の
意
味
」『
財
産
法
諸
問
題
の
考
察
（
小
林
一
俊
博
士
古
稀
記
念
論
集
）』（
酒
井
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
一
三
五
頁
以
下
な
ど
。
原
島
重

義
「
契
約
の
拘
束
力
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
三
年
一
〇
月
号
五
三
頁
以
下
も
参
照
。

（

）
後
藤
巻
則
『
消
費
者
契
約
の
法
理
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
二
二
七
頁
。

46
（

）
内
田
貴
『
民
法
Ⅰ

総
則
・
物
権
総
論
﹇
第
四
版
﹈』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
七
二
頁
。
こ
の
点
に
つ
き
、
山
下
純
司

47「
情
報
の
収
集
と
錯
誤
の
利
用
⑴
⑵
│
│
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
法
律
行
為
の
存
在
意
義
」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
九
巻
五
号
七
七
九
頁

（
二
〇
〇
二
年
）、
一
二
三
巻
一
号
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
も
参
照
。

（

）
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
に
お
い
て
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
を
介
し
て
、「
錯
誤
の
利
用
」
と
ま
で
言
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
錯
誤
取
消
し

48が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。

（

）
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
森
田
・
前
掲
注
(
)「
民
法
九
五
条
（
動
機
の
錯
誤
を
中
心
と
し
て
）」
一
四
一
頁
以
下
参
照
。

49

45

（

）
筆
者
の
錯
誤
判
例
の
捉
え
方
に
つ
き
、
鹿
野
菜
穂
子
「
錯
誤
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
七
九
号
六
頁
以
下
（
二
〇
一
一
年
）
も
参
照
。

50
（

）
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
分
配
の
考
え
方
を
明
確
に
主
張
し
た
見
解
と
し
て
、
石
田
喜
久
夫
編
『
民
法
総
則
』（
一
九
八
五
年
）
一
五
三

51頁
﹇
磯
村
保
﹈、
高
森
八
四
郎
『
法
律
行
為
論
の
研
究
』（
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
）
一
九
一
頁
以
下
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
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見
解
（
新
二
元
説
と
い
わ
れ
る
）
は
、
リ
ス
ク
転
嫁
に
は
、
そ
の
動
機
と
な
っ
た
事
実
を
条
件
と
す
る
な
ど
し
て
予
め
相
手
方
か
ら
そ
の

旨
の
同
意
を
と
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
し
、
錯
誤
規
定
の
枠
外
で
の
処
理
に
委
ね
る
。
な
お
、
錯
誤
と
リ
ス
ク
引
受
に
着
目
し
た
ア
メ

リ
カ
錯
誤
法
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
古
谷
英
恵
「
契
約
自
由
の
原
則
と
錯
誤
の
リ
ス
ク
負
担
」
新
美
育
文
先
生
還
暦
記
念
『
現

代
民
事
法
の
課
題
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
三
頁
が
あ
る
。

（

）
前
述
し
た
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
と
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
相
違
点
と
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
参
照
。

52
（

）
こ
の
点
に
つ
き
、
山
本
敬
三
「
契
約
規
制
の
法
理
と
民
法
の
現
代
化
⑴
⑵
」
民
商
法
雑
誌
一
四
一
巻
一
号
一
頁
、
二
号
一
頁
（
二
〇

53〇
九
年
）、
鹿
野
菜
穂
子
「
錯
誤
規
定
と
そ
の
周
辺
│
│
錯
誤
・
詐
欺
・
不
実
表
示
に
つ
い
て
」
池
田
真
朗
ほ
か
編
『
民
法
（
債
権
法
）

改
正
の
論
理
』（
新
青
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
二
三
三
頁
以
下
参
照
。
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