
〓

序
第

二
早

第

一
節

第
二
節

ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
の
無
過
失
責
任
論

口
秋

義

昭

次
国
の
無
過
失
責
任
の
坪
論
的
基
礎

ド
イ
ツ
に
お
け
る
問
題
の
展
開

オ
ッ
ト
-
･
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
公
法
上
の
損
失
補
隈
の
理
論

第

一
款

第
二
款

第
三
款

第
四
款

第
五
款

第
三
節

第

一
款

第
二
款

検
討
の
前
提

公
法
上
の
損
失
補
償
の
制
度

｢
特
別
の
犠
牲
｣
概
念
の
二
面
性

公
法
上
の
危
険
責
任
の
法
難

マ
イ
ヤ
ー
的
補
供
群
論
の
意
義
と
限
堺

ワ
イ
マ
ー
ル

学
沢
の
補
償
理
論

序

説

法
治
国
家
的
補
償
群
論

北法25(3･63)229



第
三
款

国
家
的
利
得
の
返
還
理
論

(以
上
第
二
五
巻

言
ワ
)

第
四
節

犠
牲
補
償
請
求
廉
の
思
想
と
そ
の
展
開

第

1
款

第
二
款

第
五
節

第

7
款

第
二
款

第
三
款

序

説

抜
牧
神
供
請
求
棒
思
想
の
成
立

川

警
察
国
家
時
代
の
補
依
理
論
1
-

･
肋
75
E
in
l,1
u
〃

相

加
75
rいin
IA
L
R

の
適
用
範
囲

周

ワ
イ

マ
ー

ル
憲

法

丁
五
三
条
と

S
75
rliL11A
L

R

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例

序

説

公
益
事
業
と
国
の
無
過
失
責
任

公
梅
力
の
行
使
と
国
の
無
過
失
責
任

北法25(3･64)230

第
四
放

ラ
イ
ヒ
赦
判
所
の
立
場
-

そ
の
意
義
と
限
界
-

(以
上
本
号
)

第
二
革

ボ
ン
基
本
法
下
に
お
け
る
判
例
理
論
の
碓
立

第
三
草

わ
か
同
法
上
の
問
題
点

第
四
節

犠
牲
補
償
請
求
権
の
思
想
と
そ
の
展
開

第

7
款

序

説

l

ヮ
イ

マ
ー
ル
憲
法
下

に
お
け
る
国
家
補
族
体
系

か
ら
派
生
し
た
違
法

･
無
過
失

の
公
権

的
侵
害

に
対
す
る
補
償

の
問
題
状
況
を
'

ラ
イ

ヒ
裁
判
所
も
深
刻

に
受
け
と

め
て

い
た
｡

一
七
九
四
年

の
プ

ロ
イ

セ
ン

一
般

ラ
ン
ト
法

(D
tlS
A

tlg
em
e
in
es
r
n
ld

R
e
c
h
t
fteir
(lie
P

r

eLtSSis

ch
en
S
tLutten
V
.
)

.

6



ドイツにおける国の無過失責任論 E)

47941

A
L
R
-

)
序
章
七
四

･
七
五
条

(
以
下
'
抑
7
4
,
抑
7
5

E
in
tA
L
R

と
略
)
は
'
警
察
国
家
時
代
の
補
償
理
論
を
実
定
化

し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
'
そ
の
補
償
理
論
を
支
え
て
い
た
自
然
法
思
想
'
社
会
契
約
説
が
､
啓
蒙
期
に
入

っ
て
放
乗
せ
ら
れ

る

と

と

も

に
､
抑
7
5
E
iH1lA
L
R

の
適
用
領
域
も
多
か
れ
少
な
か
れ
制
約
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

l
五
四
条
の
財
産
権
と
公

用
収
用
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
広
い
解
釈
は
､
抑
7
5

E
i
nlA
L
R

を
ほ
と
ん
ど
失
効
せ
し
め
る
に
到
り
､
そ
の
規
定
に
由
来
す
る

｢
犠
牲
補
償
請
求
権
｣
(A
u
fo
p
fe
ru
n
gsan
sp
ru
ch
)
の
本
来
有

し
て
い
た
意
義
は
'
全
-
消
滅
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
｡

二

し
か
し
な
が
ら
'
ラ
イ
ヒ
裁

判
所
は
､
第
五
節
に
お
い
て
検
討
す
る
よ
う
に
'
む
し
ろ
'
沸
7
5
E
in
tA
L
R
の
規
定
を
適
用
な
い

し
準
用
L
t
あ
る
い
は
そ
こ
に
存
す
る
法
思
想
を
手
掛
り
と
し
て
､
国
の
無
過
失
責
任
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
｡
こ
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

の
判
決
は
､
新
た
に
展
開
せ
ら
れ
た
憲
法
構
造
の
中
で
直
面
し
た

沸
7
5
E
in
tA
L
R

の
解
体
現
象
に
押
し
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
'
当
該

規
定
に
別
の
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
が
'
戦
後
の
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
判
例
理
論
と
の
脈
絡
に
お
い
て
把
え

る
時
'
国
の
無
過
失
責
任
の
問
題
を
損
失
補
償
理
論
に
結
び
つ
け
て
い
た
と
い
う
先
駆
的
意
義
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡

こ
の
意
味
で
､
本
節
で
は
'
国
の
無
過
失
責
任
を
め
ぐ
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
を
紹
介

･
検
討
す
る
に
先
立
ち
､
そ
の
補
償
理
論
の

中
枢
に
据
え
ら
れ
た
犠
牲
補
償
請
求
権
の
展
開
過
程
､
特
に
､
そ
の
適
用
領
域
の
縮
少
化
の
過
程
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
｡

第
二
款

犠
牲
補
償
請
求
権
思
想
の
成
立

日

警
察
国
家
時
代
の
補
償
理
論
-

∽
7
5
E
in
lA
L
R

-(1
)

1

抑

7
4
.

抑

7

5

E
inlA
L
R

に
由
来
す
る
犠
牲
補
償
請
求
権
は
'

1
八
世
紀
を
通
じ
て
の
国
家
補
償
理
論
と
結
び
つ
い
た
国
家
高

(2
)

権

(i亡
S
em
i

n

ens)
の
思
想
を
根
底
に
し
､｢
既
得
権
｣
(iu
ra

q
ue
S
i
t
a
V
w

o
h-erw
o
r
be
n
e
s

R
ec
h
t)
の
侵
害
に
対
す
る
国
家
の
補
償

義
務
を
要
求
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

自
然
法
理
論
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
既
得
権
は
'
前
国
家
的
な
自
然
法
上
の
権
利
で
あ

っ
た
か
ら
'
国
家
的
な
干
渉
'
国
家
的
な

北法25(3･65)231



説

処
分
の
及
び
え
な
い
領
域
で
あ

っ
た
o
従

っ
て
'
自
然
法
上
の
理
解
で
は
'
個
人
は
'
社
会
契
約

(Sozialvertrag)
に
お
い
て
'
社
会

目
的
の
促
進

(
=
公
共
の
福
祉
の
増
進
)
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の
み
'
そ
の
権
利

･
権
能
を
放
棄

し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
け

(3
)

論

れ
ど

も
､

こ
の
既
得
権
に
つ
い
て
だ
け
は
､
国
家
を
代
表
す
る
領
主

(Landesherr)
と
い
え
ど
も
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
領
域
で
あ

っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
領
主
が
'
国
家
権
力
が
強
化
さ
れ
る
に
伴
な
い

､
よ
り
高
度
の
国
家
的
必
要
性
が
生
じ
'
そ
の
任
務
を
十
分
に
達
成

し
ょ
う
と
す
る
場
合
に
'
こ
の
自
然
法
的
解
釈
は

一
つ
の
理
論
的
な
障
壁
と
な

っ
た
｡
か
か
る
個
人
の
既
得
権
と
国
家
的
利
益
が
衝
突
し

た
場
合
に
､
原
則
的
に
不
可
侵
の
個
人
的
領
域
は
背
後
に
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
認
識
を
前
提
と
し
て
'
や
は
り
自
然
泣
上
根

拠
づ
け
ら
れ
､
館
主
す
な
わ
ち
国
家
に
認
め
ら
れ
て
い
た
国
家
高
権
は
'
領
主
に
対
し
て
､
衝
突
す
る
場
合
に
は
'
個
人
の
既
得
権
で
あ

(4
)

っ
て
も
そ
れ
を
侵
害
す
る
権
限
を
付
与
し
た
の
で
あ
る

｡

二

し
か
し
'
そ
の
場
合
に
も
'
契
約
上
の
放
棄
は
必
要
最
少
隈
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
'
既
得
権
の
原
則
的
不
可

侵
性
の
主
張
は
放
棄
さ
れ
た
け
れ
ど
も
､
既
得
権
の
経
済
的
な
価
値
ま
で
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡
国
家
の
側
か
ら
す
れ
ば
'

国
家
は
'
個
人
の
既
得
権

･
財
産
権
を
そ
の
機
能
に
従

っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ

っ
て
'
そ
の
価
値
ま
で
剥
奪
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
こ
と
は
､
既
得
権
が
国
家
に
よ

っ
て
要
求
さ
れ
る
場
合
と
い
え
ど
も
'
所
有
者
に
は
そ
の
価
値
が

残
存
し
て
い
る
こ
と
､
い
い
か
え
れ
ば
'
所
有
者
に
は
剥
奪
さ
れ
た
も
の
(

W

e
r
tv
e
rlu
s
t)

に
対
し
て
補
償
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
｡
こ
の
損
失
補
償
義
務
は
､
あ
る
い
は
既
得
権
の
意
義
に
根
拠
を
有
す
る
自
然
法
思
想
に
ょ
り
'
あ
る
い
は
衡

3=ii爪

平
を
理
由
と
し
て
､
ま
た
し
ば
し
ば
両
者
を
援
用
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ

た
｡

三

S

74,

抑75E
in
lA
LR
の
規
定

｢
国
家
構
成

員
の
個
々
の
権
利

･
利
益
と
公
共
の
福
祉
増
進
の
た
め
の
権
利

･
義
務
の
間
に
現
実
の
矛
盾

(衝
突
)
が
生

じ

た
時

に

は
へ
前
者
は
後
者
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

北法25(3･66)232



ドイツにおける国の無過失責任論 (j

｢
そ
れ
に
対
し
て
､
国
家
は
､
鳩
別
な
権
利

･
利
益
を
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
犠
牲
を
余
鋲
な
く
さ
れ
た
者
に
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｣
は
､
か
か
る
既
得
権
の
侵
害
に
よ
っ
て
自
然
法
上
直
ち
に
生
ず
る
損
失
補
償
義
務
の
警
察
国
家
時
代
に
お
け
る
集
約
的
な
立
法
で

あ
っ

た

｡
そ
の
意
味
で
'
包
括
的
な
警
察
権

(ius
po-itiae
)
の
形
成
に
ょ

っ
て
国
家
概
念
の
展
開
を
完
成
さ
せ
た
警
察
国
家
も
､
既
得

権
の
不
可
侵
性
に
基
づ
-
損
失
補
償
義
務
の
自
然
法
的
な
根
拠
づ
け
に
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
0

全
て
の
権
利
に
優
位
す
る
主
権
的
な
国
家
権
力
の
下
で
'
国
に
対
す
る
損
失
補
償
請
求
権
の
実
現
を
可
能
に
し
た
理
論
的
基
盤
は
'
警

(6
)

察
国
家
時
代
に
行
な
わ
れ
た
国
家
と
国
庫

(

F
isk
us
)

を
区
別
す
る
法
理
諭
'
い
わ
ゆ
る
国
庫
理
論

(
F
isk
ustheor
ie
)

で
あ

っ
た
｡

す
な
わ
ち
､
当
時
に
あ

っ
て
は
､
国
家
権
力
の
発
動
に

法
規
の
制
約
が
な
く
､
国
家
は
､
そ
の
高
権
的
活
動
の
故
に
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ

る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
'
国
家
権
力
の
主
体
と
し
て
の
国
家
と
並
ん
で
'
独
立
し
た
期
産
権
の
主
体
と
し
て
の
国
家
を
設
定
す

(7
)

る
こ
と
に
ょ
り
'
国
家
権
力
に
ょ
る
既
得
権
の
侵
害
に
つ
い
て
は
､
国
庫
に
対
し
補
償
義
務
を
負
わ
し
め
る
道
を
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
｡

39:
抑75E
int
AL
R

の
適
用
範
囲

1
既
得
権
を
侵
害
す
る
国
家
権
力
の
全
て
の
侵
害
の
際
に

1
殻
的
な
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
､
古
い
個
人
主
義
的

･
白

由
主
義
的
理
念
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
､
抑
7
5
E
in
tA
L
R

の
そ
の
後
の
展
開
は
'
そ
の
理
念
が
理
念
通
り
に
運
用
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

警
察
国
家
か
ら
自
由
主
義
的
法
治
国
家

へ
の
移
行
は
'
既
得
権
に
つ
い
て
の
理
解
に
も
梶
本
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
｡

既
得
権
理
解
に
関
す
る
変
遷
を
促
し
た
の
は
'

一
七
八
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
宣
告
さ
れ
へ

一
九
世
紀
の
後
半
に
は
､
ド
イ
ツ
そ
の
他
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
憲
法
典
で
保
障
さ
れ
る
に
至

っ
た
人
権
の
承
認
で
あ

っ
た
O
絶
対
君
主
の
権
力
は
'
行
政
が
国
民
議
会
の
制
定
す
る

法
律
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
憲
法
上
保
護
を
受
け
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
自
由

･
平
等

･
財
産
権
は
､
法
律
上
の
根
拠
な
く
し
て
ほ

侵
害
し
え
な
い
保
障
を
得
た
｡
し
か
し
'
そ
れ
に
よ

っ
て
､
自
然
法
的
な
国
家
理
論
の
後
退
と
共
に
'
人
権
は
国
家
に
対
す
る
堅
壁
と
し

北法25(3･67)233



(8
)

説

て
憲
法
上
の
実
定
化
に
よ
り
は
じ
め
て
生
じ
た
も
の
だ
と
す
る
解
釈
が

一
般
化
せ
ら
れ
'
前
国
家
的
な
権
利
の
存
在
を
認
め
る
自
然
法
的

な
理
解
､
実
定
法
を
超
越
し
た
法
秩
序
､
前
国
家
的

･
外
国
家
的

･
超
国
家
的
な
権
利
と
し
て
の
既
得
権
の
理
論
も
放
棄
さ
れ
る
に
至

っ

論

た
｡
こ
の
自
然
法
理
論
の
放
逐
,｢
憲
法
以
前
の
人
間
の
権
利
｣
か
ら

｢
憲
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
自
国
民
の
権
利
｣

へ
の
変
質
は
,
実

(9
)

定
法
の
み
か
ら
出
発
す
る
方
法
を
と
る
法
実
証
主
義
の
力
を
か
り
て
､
ま
す
ま
す
実
定
法

へ
の
沈
潜
の
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
｡
全
て
の

権
利
の
源
泉
は
法
律
で
あ
る
と
す
る
理
解
に
よ
っ
て
'
不
可
侵
の
人
権
及
び
そ
れ
に
依
拠
し
た
既
得
権
も
'
結
局
は
国
家
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
も
の
で
し
か
な
く
'
両
者
共
に
'
立
法
者
の
措
置
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま

っ
た
｡

既
得
者
の
侵
害
に
起
因
す
る
国
の
損
失
補
償
義
務
に
関
し
て
い
え
ば
'
法
律
は
個
人
の
権
利
を
廃
棄
し
侵
害
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
か
ら
'
国
家
の
損
失
補
償
は
､
自
然
法
理
論
の
よ
う
に
'
も
は
や
論
理
的
な
帰
結
で
は
な
い
｡
従

っ
て
'
立
法
者
と
し

て

の
国

家

は
､
既
得
権
の
侵
害

･
制
限
に
関
し
て
は
'
損
失
補
償
義
務
と
い
う
自
明
か
つ
必
然
的
な
効
果
を
伴

っ
た
国
家
高
権
を
主
張
す
る
の
で
は

な
-
'
む
し
ろ
'
法
律
上
の
侵
害

･
制
限
あ
る
場
合
に
､
法
律
自
体
が
規
定
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
損
失
補
償
義
務
が
生
ず
る
と
さ
れ

(5
)

た
の
で
あ
る
0
た
だ
そ
の
場
合
に
も
､
自
然
法
理
論
の
余
波
は
残

っ
て
お
り
'
実
務
上
は
'
法
律
が
侵
害
の
損
失
補
償
上
の
効
果
に
関
す

(‖
)

る
定
め
を
し
て
い
な
い
時
は
'
立
法
者
の
意
思
と
し
て
'
補
償
の
支
払
い
が
推
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
｡

二

既
得
権
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
踏
ま
え
て
発
せ
ら
れ
た

一
八
三

1
年

1
二
月
四
日
の

｢
プ

ロ
イ
セ
ン
内
閣
命
令
｣
(P
re-

(12
)

uB
ischen
A
lthi5chste
K
a
b
inettsordre
)
は
､
か
か
る
観
点
か
ら
t
S
75
E
in
lA
L
R

の
適
用
範
囲
を
大
き
く
制
限
す
る
第

l
歩
で

あ

っ
た

｡
す
な
わ
ち

'プ
ロ
イ
セ
ン
内
閣
命
令
に
よ
れ
ば
､

Ⅲ立
法
行
為
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
'
あ
る
い
は
法
律
上
の
命
令
に
基
づ
く
侵

害
は
､
法
律
自
体
が
損
失
補
俵
を
規
定
し
て
い
な
い
限
り
損
失
補
償
請
求
権
を
生
じ
さ
せ
な
い
'

何個
別
的
な
措
置
'
つ
ま
り
'
個
人
の

主
観
的
な
権
利
を
侵
害
し
､
他
の
同
じ
状
態
に
あ
る
者
に
は
課
さ
れ
な
い
犠
牲
を
特
定
の
者
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
行
政
の
個
別
行
為

｢〓
)

が
問
題
と
な
る
時
に
の
み
'

1
般
ラ
ン
ト
法
の
通
常
の
原
則
に
従

っ
て
､
損
失
補
償
義
務
が
認
め
ら
れ
る
0
従

っ
て
'
そ
れ
以
来
'
損
失

北法25(3･68)234



ドイツにおける国の無過失責任論 (ヨ
補
償
義
務
を
生
じ
せ
し
め
る

抑
7
5
E
in
lA
L
R

の
要
件
は
'
-

警
察
上
の
緊
急
状
態

(N
otstand)
の
場
合
の
よ
う
に
I

適
法

(E
)

な
､
法
律
上
の
命
令
に
基
づ
か
な
い
行
政
の
個
別
行
為
に
よ

っ
て
､
市
民
の
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
個
別
行
為
が
'

5耶
E

そ
れ
に
よ
っ
て
､
特
定
の
市
民
に
不
平
等
に
行
な
わ
れ
る
特
別
の
犠
牲
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
'
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡

プ

ロ
イ
セ
ン
内
閣
命
令
は
'
こ
の
よ
う
に
､
当
時
の
実
務
上
探
ら
れ
て
い
た
考
え
方
に
反
し
､
抑
7
5

E
in
tL
A
R

の
本
来
の
適
用
領

域
か
ら
､
立
法
に
ょ
る
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
を
排
除
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
'
そ
の
後
制
定
さ
れ
た
特
別
法
は
､

特
別
の
領
域
の
行

｢柑
)

政
処
分
を

抑
7
5

E
in
tA
L
R

の
直
接
的
な
適
用
か
ら
は
ず
し
て
'
そ
の
特
別
法
の
下
に
置
い
た
が
た
め
に
､
S
7
5

E
in
lA
L
R

の
適

用
範
囲
は
'
こ
こ
に
著
し
-
縮
減
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
｡

三

一
万
､
自
然
法
思
想
と
と
も
に
'
社
会
契
約
説
も
否
定
さ
れ
て
し
ま

っ
た
け
れ
ど
も
'
そ
れ
に
基
づ
い
た
自
由

･
平
等

･
財
産
権

の

一
般
的
な
人
権
の
観
念
は
活
き
て
お
り
'
こ
れ
ら
の
人
権
は
､
基
本
権
と
し
て
ほ
と
ん
ど
全
て
の
法
治
国
家
的
憲
法
の
車
に
採
択
せ
ら

れ
た
｡

l
八
五

〇
年
の
プ

ロ
イ
セ
ン
憲
法

(PreuL3isch
e
V

erfassu
ng
v
.

3
)
.
)

.

1850)
も
第
九
条
で
'｢
財
産
権
は
不
可
侵
で
あ

る
｡
そ
れ
は
'
公
共
の
福
祉
に
基
づ
い
て
'
法
律
の
基
準
に
よ
り
'
事
前
の
補

償
と
ひ

き
か
え
に
の
み
'
制
限

･
剥
奪
す
る
こ
と
が
で
き

る
｣
と
規
定
し
､
財
産
権
不
可
侵
の
原
則
は
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
｡
し
か
し
'
そ
こ
で
い
う
…
｢
財
産
権
｣

の
㌧概

念

は
'
本
来
の
広
い
内
容
を
有
す
る
も
の
で
は
な
-
､
土
地
所
有
権
そ
の
他
の
物
権
的
権
利
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
､
ま
た
補
償
義
務
あ
る

｢
収
用
｣
の
概
念
も
'｢
高
権
的
行
為
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
'
公
共
の
福
祉
に
役
立
つ
特
定
企
業

へ
の
権
利
移
転
｣
と
制
限
的

51伽
E

に
理
解
さ
れ
て
い
た

(
い
わ
ゆ
る

｢
古
典
的
収
用
概
念
｣
)
0

S

7
5

E
inlA
L
R

の
要
件
及
び
収
用
の
要
件
が
'
こ
の
よ
う
に
咲
-
限
定
さ
れ
て
い
た
結
果
､
前
者
は
専
ら
警
察
上
の
緊
急
状
態
の

場
合
に
の
み
意
味
を
持
ち
得
て
い
た
し
､
後
者
に
基
づ
-
損
失
補
償
は
'
財
産
権
を
制
限

･
剥
奪
し
､
そ
れ
を
国
家
そ
の
他
の
企
業
に
移

転
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
特
別
な
収
用
法
上
の
行
政
行
為
に
よ
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
'
両
者
の
射
程
範
囲
は
白

北法25(3･69)235



(▲8
)

説

ず
と
相
違
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
が

で
き
る
｡

伺

ワ
イ

マ
ー
ル
憲

浩

一
五
三
条
と

S75E
in
tA
L
R

論

1

㍍
7
5
E
in
lA
L
R

の

一
般
的
な
適
用
領
域

の
廃
止
は
'
学
説

･
判
例
が
'

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

一
五
三
条
の
財
産
権
概
念
と
収
用
概

念
に
対
し
て
与
え
て
き
た
広

い
解
釈
に
ょ

っ
て
徐

々
に
な
さ
れ
て
き
た
｡

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

一
五
三
条
二
項
に
よ
れ
ば
､
公
用
収
用
は
､
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
'
且
つ
法
律
に
基
づ

い
て
の
み
な
さ
れ
'
し
か

も
ラ
イ
ヒ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
'
相
当
な
補
償
の
下
に
行
な
わ
れ
る
と
規
定
L
t
文
言
上
は
従
前

の
収
用
法
上
の
規
定
と

大
差
は
な
い
｡
し
か
し
､
第

一
次
大
戦
の
体
験
に
よ
り
､
土
地
以
外

の
財
産
権
'
特
に
工
業
原
料
品
､
生
活
必
需
品
等
の
調
達
と
配
分
の

必
要
性
に
直
面
L
t
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
学
説
に

一
致
し
て
'
こ
の
規
定
を
極
変
に
拡
張
的
に
解
釈
し
た
｡
す
な
わ
ち
'
ラ
イ

ヒ
裁

判

所

(a:i)

は
､
憲
法
上
の
財
産
権
の
概
念
を

｢
債
権
を
含
む
全
て
の
私
権
｣

に
ま
で
拡
張
し
､
収
用
概
念
に
つ
い
て
も
'
立
法
者
自
身
に
ょ
る
個
人

(叫こ

あ
る
い
は
特
定
グ
ル
ー
ブ
の
財
産
権
に
対
す
る
直
接
的
侵
害
を
も
収
用
と
み
な
し
'
他
方
'
公
共
の
福
祉
に
役
立

つ
企
業
の
た
め
に
す
る

権
利
の
移
転

･
負
担

の
限
定
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
放
棄
し
て
､
高
権
的
な
個
別
的
行
為
に
ょ
る
私
権
の
単
な
る
剥
奪

･
制
限
を
も
収
用

(=
)

概
念
の
下
に
置

い
た
の
で
あ
る
｡

二

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
に
ょ

っ
て
財
産
権
概
念
'
収
用
概
念
が
著
し
-
拡
張
解
釈
さ
れ
る
に
及
ん
で
'
抑
7
5
E
in
tA
L
R

の
存
在

意
義
が

こ
こ
に
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
｡

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
､
最
後
ま
で
､
犠
牲
補
償
請
求
権
は
広
義
に
理
解
さ
れ
た

｢
財
産
権
｣
の
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
を

(=u

棄
て
な
か

っ
た
か
ら
､

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
と

∽
7
5
E
ilttA
L
R

に
ょ

っ
て
保
護
さ
れ
た
客
体
は
､
そ
れ
故
に

1
致
し
て
い
た
.
ま
た
､
犠

牲
補
償
請
求
権
の
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
立
法
行
為
に
ょ
る
侵
害

に
も
収
用
補
償
が
可
能
と
な

っ
た
た
め
に
､
抑

7
5

E
in
lA

LR

､;.
～

の
本
来
の
適
用
領
域
が
､
ほ
と
ん
ど

ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法

一
五
三
条
に
吸
収
せ
ら
れ
る
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
る
｡
た
だ
､
判
例
は
学
説
に

北法25(3･70)236



ドイツにおける国の無過失責任論 (j

従

っ
て
､｢
警
察
権
に
ょ
る
私
的
支
配
権
の
排
除

(V

erdran
tq
u
n
g
p
rivater
H

e
r
r
s
c
h
a
f
t)｣
は
憲
法

l
五
三
条
の
技
術
的
な
意
味

に
お
け

(24
)

る
収
用
に
は
あ
た
ら
な
い
こ
と
を
認
め
て
き
た
が
､
そ
れ
も
'

一
九
三

一
年
に
制
定
さ
れ
た
プ

ロ
イ
セ
ン
警
察
法

(
P
r
P
V
G

v
.
)
.
6
.

)
9
3
1
)
に
よ

っ
て
へ
警
察
的
侵
害

の
際
の
損
失
補
償
義
務
が

l
般
的

に
規
定
さ
れ
た
の
で
､
抑
7
5
E
in

tA
LR
に
残
さ
れ
た
適
用
儒
域

ほ

(,T..I

ほ
ほ
消
滅
す
る
に
至

っ
た
｡

こ
の
点
に
関
す
る
学
説
は
分
か
れ
て
お
り
､
後

に
み
る
よ
う
に
へ
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

の
判
決
が
'
抑
7
5
E
in
LA
L
R

の
本
来
の
適
用
領
域

を
離
れ
て
'
違
法

･
無
過
失
の
高
権
的
侵
害
に
こ
の
規
定

の
活
路
を
見
出
し
た
立
場
に
賛
同
す
る
見
地
か
ら
'
両
法

の
要
件
を
な
お
も
区

(f.)

別
す
る
説
と
､｢
ワ
イ

マ
ー

ル
憲
法

1
五
三
条
が
､
今
日
で
は
'
法
律
あ
る
い
は
適
法
な
行
政
行
為
に
よ
る
国
家
の
損
失
補
償
義
務
の

一
般

(27
)

(28
)

的
な
基
礎
を
為
す
｣

こ
と
を
理
由
に
､
沸
7
5
E
in
tA
L
R

の
失
効
を
主
張
す
る
説
と
が
対
立
し
て
い
た
｡

(-
)

｢犠
牲
補
供
請
求
権
｣
に
関
し
て
は
'
沢
井
裕

｢
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
補
償
序
説
-

A
uL.opfcru
ngsanspru
ch
研
究
の
た
め
に
-

｣
(関

西
学
院
大
学

.
法
学
論
集

1
二
巻

1
号
七
九
頁
､
特
に
九
六
頁
以
下
)'平
井
孝

｢
西
ド
イ
ツ
損
失
補
償
理
論

におけ
る

A
u
fo
l)feru
n
gsanspru
ch
思

想
の
展
開
-

と
-
に
判
例
を
中
心
と
し
て
-

｣
(公
法
研
究
二
五
号

一
八
九
頁
以
下
)
が
あ
る
｡

(
2
)

ク
レ
フ
ト
に
よ
れ
ば
'
こ
の

｢
既
得
権
｣
と
は
､
自
然
状
態
の
自
由
や
平
等
と
並
ん
で
､
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
ず
'
従
っ
て
国
家
に
と
っ
て
も
不

可
侵
で
'
国
家
的
処
分
に
委
ね
る
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
で
あ
り
､
単
に
自
然
の
自
由
の
結
果
で
は
な
-
､
自
然
法
上
根
拠
づ
け
ら
れ
た
取
得
権
原

(E
rl)e
rbstitel)
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
物
権
的
意
味
で
の
財
産
権

(E
igen
tu
m
)

の
み
な
ら
ず
'
財
産
株
秩
序
に
根
ざ
す
全
て
の
主

観
的
権

限
で
あ
って
'
個
人
に
天
性
の
も
の
で
は
な
-
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ

て
い
た
(Kreft
,A
u
fo
pferu
ng
u
nd
E
igcn
tu
m
.
S
.
6
)
0

な
お
､
こ
の
既
得
権
に
関
し
て
は
'
さ
ら
に
t
S
t6d
ter}
azlO
I
S
.
52
(,
F
Jeiner
,
ado
.
S
.29
.
柳
怖
良
幹

｢
既
得
権
の理
論
｣
(｢
行
政
法
の
基
礎

理
論
｣

1
二
1
京
以
下
)0

(3
)

B
end
er.
S
taatsh
aftun
g
sre
ch
t
.
S
.
2

(4
)

K
re
f
t
.
a
d
o
.
S
.
6

(5
)

沢

井
･
前
掲
論
文
九

七

頁
｡
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(
6
)

(
7
)

(8
)

qヽこ
(
15
)

｢
国
庫
｣
理
論
に
つ
い
て
は
､
山
内

一
夫

｢
国
庫
説
の
歴
史
的
発
展
｣
(
国
家
学
会
雑
誌
五
五
巻
四
号

･
五
号
､
五
六
巻
五
号
)
参
照
｡

B
D
h
len
,D
er
A
u
fo
p
feru
n
gs
an
spru
ch
.
E
n
tw
ick
tu
n
g
sg
an
g
u
n
d
G
ettu
n
g
sb
ereich
d
es
S
75
E
in
)A
L
R

u
n
d
d
e
s
A
rt
T5
3
R

V
e
rr.

J
N

1
933
.
S
.
22
5
1
.
K
reft
,
aaO
.
S
1
8
,
B
ender,
aaO
.
S
.
2

B
ender.
ado
.
S
1
3

ラ
ー
バ
ン
ー
(
｢
a
b
a
n
d
)､ゲ
ル
バ
ー

(G
e
rb
er)
'
ツ
オ
ル
ソ

(
N
o
r
コ
)
ら
に
代
表
さ
れ
る
法
実
証
主
義
の
基
本
概
観
'
さ
ら
に
そ
れ
を
徹
底
し
た
ポ

ル
ソ
ハ
ク

(B
ornha
l()
の基
本
権
否
認
論
､

一
九
世
紀
後
半
か
ら

二

〇
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
の

｢特
殊
ド
イ
ツ
的
｣
な
基
本
権
の
観
念
に
つ
い
て

は
'
奥
平
康
弘

｢ド
イ
ツ
の
基
本
権
理
念

-

そ
の
成
立
に
か
ん
す
る

若
干
の
考
察
-

｣
(基
本
的
人
権
3

一
四
三
五
以
下
)
参
照
｡

K
reft
,
ado
.
S
1
8

R
G
Z
1
2
.
1

16
.
15
9
;49
.

24]
(2
52
)

こ
の

命
令
が
発
せ
ら
れ

た
背
景
に

は
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
､

一
八
二
八
年
に
シ
レ
ジ
ア
の
都
市
は
国
雄
に
対
し
､

1
八

〇
六
年

一
八
〇
七
年
の
戦
争
で
､
プ

ロ
イ
セ
ン
要
塞
司
令
官

(F
estu
n
g
sk
o
m
m
an
d
at)
の
命
令
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
ブ
レ
ス
ラ
ウ
郊
外
の
焼
き

払
い
に

ょ
っ

て
､
そ
の
火
災
保
険
基
金

(F
e
u
erv
ersich
erLt
ngSfoコd)
か
慕
っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
'
他
の
都
市
も
こ
の
例
に
従

っ
た
｡
そ
れ
に
対
し

内
閣
は
'

一
八
三

1
年

二

月

T
六
日
の
王
に
向
け
た
鑑

定
書
て
'
国
家
権
力
の
適
法
な
行
使
に
よ
る
財
産
的
加
害
に
基
づ
く
損
害
の
賠
慌

請

求
権

は
'｢
国
家
住
民
の
L余
体
の
利
益
が
､
個
人
の
私
的
財
産
権
を
危
険
に
す
る
行
政
上
の
措
置
を
必
要
と
す
る
時
に
の
み
'
訴
訟
で
達
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
｣
と
い
う
解
釈
を
主
張
し
た
｡
そ
れ
が
法
律
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
が
'

一
八
三

一
年
の
内
閣
命
令
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
'
公
共
に
対
し
て
害
と
な

る

幼

75
E
in
tA
L
R

の
適
用
を
'
か
な
り
広
範
囲
に
制
限
し
ょ
う
と
す
る

｢
制
限
命
令
｣
(R
e
strik
tio
llS｡
rd
re
)
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
o
B
o
h
le
n
,

EAaO
I
S
.
22
5
2

K
reft,
;la
O
.
S
.
9

適
法
な
個
人
の
財
産
的
領
域
に
対
す
る
侵
害
の
み
が
損
失
補
償
の
義
務
あ
る
こ
と
は
､
プ

ロ
イ
セ
ン
内
閣
命
令
の

｢
良
民
の
全
体
の
利
益
が
'
個
人

の
私
的
財
産
権
を
害
す
る
行
政
上
の
処
置
を
必
要
と
す
る
時
に
は
'
全
体
の
財
産
か
ら
損
失
補
償
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
｣
と
い
う
文
言
か

ら
よ
み
と
れ
る
D

従
っ
て
'
損
失
補
償
の
問
題
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
'
ま
ず
､
侵
害
が
法
律
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
か
個
別
行
為
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
か
と
い

う
こ
と
で
あ
り
'
前
者
の
場
合
に
は
'
法
律
自
体
が
損
失
補
償
の
定
め
を
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
｡
そ
の
沈
黙
は
'
禰
朕
の
否
定
と
み
な
さ
れ
て
い

北法25(3･72)238
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た
o
F
o
rt,th
()二
,
L
L･h
TL)U
L
T
d
c･s
V
e
rノ′三
tu
ng
sT
e
c

h
ts
g
A
u
fJ.
S

3
0
4

(
16
)

た
と
え
は
'
鉱
業
法

(A

二
glB
ergG

l
.
18
65)
.
儀
殺
場
法

(S
L,h
tLtCjttG
.

1868)､土
地
収
用
法

(G
e
s.
tibe
r
(tie
rF.n
te
ig
nu
rlg

V
〇
n

(
20
)

(
21
)

(
22
) G

ru
n()ig
en
tu
m

v
.
18
74
)､建
築
基
準
線
法

(F
lu
eh
tl〔;,
V
.
18
75
)
等
の
特
別
法
O

古
典
的
収
用
概
念
に
つ
い
て
は
､
S
t6
d
te
r〉
aaO
.
S
.
10
0
,
F
le
ine
r,
i"
()
.
S
.
3
08

K
re
rt∴
l〈10
1
S
.
10

7
九

二
二
年

三

月
三
日
の
判
決
で
は
へ
ま
だ

｢
私
的
土
地
所
有
権
を
憲
法
の
保
護
と
保
障
の
下
に
置
く
こ
と
が
ヮ
イ
マ
ー
ル
悪
法

一
五
三
条
の
立
法

目
的
で
あ
る
｣
と
い
わ
れ
て
い
た
が

(R
G
Z

一0
4
,
一3
7
)
'
二
年
後
の

7
九
二
四
年
三
月

1
日
の
判
決
は
'

〃
財
産
権
〃
の
概
念
は
､
物
権
及
び
人
格

的
請
求
椎
を
も
含
む
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(R
G
Z

10
7
,
3
70
)
｡そ
の
直
後
の
一
九
二
四
年
十
二
月
に
は
､
憲
法
上
の
財
産
権
は
'
物

樺
的
意
味
の
財
産
歓
の
み
て
な
-
'
債
権
を
含
む
全
て
の
私
種
を
包
括
す
る
と
宣
言
し
た

(R
G
Z

10
9
,
3
10
).

R
G
Z
10
2
二

6
1
(
16
5
)
･.
10
3
.
2
00
;
10
9
,
3
10
(3
]7
二

二

二
.
3
2
0
(3
2
5
)
二

16
,
26
8
(2
72
)
;
128
.
16
5
(
17
1
-+.)
‥
一2
g
.

一46
(
148
二

等
の
判
決
o

R
G
Z
二
6
,
268
(2
72
)
;
128
二

6
5
(
17
1)
等
の
判
決
｡

後
述
九

一
頁
参
旧
州O

(
23
)

A
コ
SCh
iit7"
D
ie
V
e
rfZlSSu
ng

d
es
D
eu
tsch
e
n
R
e
lL･h
es
vo
m

l一
.
A
Llg
LISt
19
19
.
Z.u
A
rt
153
,
A
n
n
.
10
,
S
.
7
76
L.

(2
4
)

liG
Z
二
8
,
2
6
;
12
0,
2
08

;
12
6
,
3
60

(

2
5

)

B
o
h
ten
二
･u
O
.
S
.
2
2
52
.
た
だ
､
ポ
ー

レ
ン
は
'
ゾ
ロ
イ
七
ン
憲
法
下
に
あ
っ
て
は
憲
法
九
条
が
'
単
な
る
立
抜
上
の
指
針
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ

て
､
法
律
に
明
示
の
規
定
の
な
い
限
り
意
法
上
の
規
定
か
ら
低
接
請
求
権
が
生
じ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
､
損
失
補
償
請
求
健
が
､
九
条
の
い
う

〃
法
律
の
基
準
に
よ
っ
て
〃
(
nzLCh
M
;lo
g
;th
e
(】es
G
e
sヱ
Y.e
s)
､す
な
わ
ち
'
幼
75
E
in
tA
L
R

の
基
準
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
さ
れ
て
い
た
限
り

で
'
籾
75
E
in
lA
〓
i
は
基
準
と
な
る

l
般
的
な
規
純
と
し
て
の
存
在
意
義
を
持
ち
え
て
い
た
こ
と
を
認
め
る
｡

(
26
)

ア
ン
シ
ュ
/
ツ
ほ
､
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

1
五
三
条
と

か
75
E
in
lAl
.R

が
重
複
し
あ
う
限
り
に
お
い
て
後
者
の
失
効
を
認
め
る
､か
､
後
者
の
方
が

実
際
上
ほ
よ
り
広
腫
問
に
及
ぶ
と
す
る
見
解
で
あ
る

(A
n
hL･llu
tZ.
トlL!O
.
≡

A
rt.
15
3
.
A
Zm
1.
15
)
O

(
2
)

F
u
rLer,
;loo
.
S
.
3
93
,
S
ch
itting
Y
A
rt.
一53
R
V
.
l≡
d
(lie
E
tltSCh
ild
iffu
】広
.ql)lLich
t
I)ei
d
e
l･
B
;lu
L,e
sch
ra
n
k2
1Lq
(】u
rcll
n
u
L･lltlln-

ie
n
festsc
tyJu
n!5,
F
isch
ers
Z
.
6
7[
2
8
7
S
t6
d
ter.
ll(･-O
.
S
.
23
7
ff.
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(
28
)

違
法

･
無
過
失
の
高
権
的
位
害
に

沸

75

E
il1)A
L
R

Jイ｣適
用
し
て
損
失
捕
徴
を
認
め
た

1
九
三
三
年
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決

(R
G
Z

一40
,

2
76)
以
前
は
'
劫
75
E
in
tA
L
R
失
効
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
へ
こ
の
判
決
は
､
学
説
の
か
な
り
の
支
持
を
得
'
こ
れ
を
境
に
有
効
説
が
支
配
的

と
な

っ
た
｡第

五
節

ラ
イ

ヒ
裁

判
所

の
判

例

第

l
款

序

説

一

ワ
イ

マ
ー
ル
憲
法

一
五
三
条
の
収
用
概
念

の
変
化
に
伴
な
い
､
適
法
な
国
家
的
侵
害
に
ょ
る
損
失
補
償
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
､

(1
)

こ
の
憲
法
規
定
､
プ

ロ
イ
セ
ン
警
察
法
二

l
･
七

〇
条
'
そ
の
他
の
特
別
法

の
規
律
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
'
そ
の
限
り
で
､
抑
7
5
E
in
T

A

L
R

の
本
来
の
適
用
鎖
域
は
'
そ
れ
ら
の
規
定

の
中

に
吸
収

･
同
化
せ
ら
れ
て
し
ま

っ
た
と
み
る
こ
と
に
も
充
分

の
理
由
が
あ

っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
'
抑
7
5
E
il1tA
L
R

の
犠
牲
思
想
を
拡
大
し
て
､
被
害
者
が
受
忍
せ
ざ
る
を
得
な
い
違
法

･
無
過

失
の
行
政
作
用
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
､
度

々

抑
7
5
E
i
nlALR
の
規
定
を
採
用
し
て
き
た
.

二

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
､

一
方
に
お
い
て
'
相
当
早
-
か
ら
､
特
別
法
上
の
規
定

に
ょ

っ
て
公
の
利
益
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
侵
害
で

あ
る
が
故
に
被
害
者
の
側
に
そ
の
差
止
請
求
権
が
否
認
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
､
加
害
者
に
過
失
な
き
場
合
に
も
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら

れ
る
べ
き
と
す
る
原
川
を
確
認
し
て
き
た
｡
そ
し
て
そ
の
場
合

に
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

の
判
決
は
'
所
有
権
の
保
護
に
対
す
る

一
定
の
制
約

を
認
め
た
ド
イ
ツ
民
法
九

〇
四
条
等
の
民
法
上
の
規
定
と
並
ん
で
へ
か
㍍
7
4
,
7
5
E
in
tA
L
R

の
規
定
を
ひ
き
あ

い
に
出
し
､
そ
れ
ら
の
規

定
に
存
す
る
基
本
思
想
か
ら
国
の
無
過
失
責
任
を
首
足
し
た
た
め
で
あ

っ
て
'
そ
こ
で
認
め
ら
れ
た
損
害
賠
償
請
求
権
の
法
的
性
椿
に
関

し
て
も
'
必
ず
し
も
公
法
的
性
格
の
も
の
と
は
い
い
難

い
側
面
を
有
し
て
い
る
｡
従

っ
て
'
こ
れ
に
関
す
る
判
決
は
､
違
法

･
無
過
失
の

北法25(3･74)240
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公
権
的
侵
害
に
対
す
る
因
の
責
任
の
問
題
に
正
面
か
ら
関
連
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
無
過
失
責
任
の
理
論
的
基
礎
を

沫
7
5
E
in
lA
r
R

に
求
め
､
ま
た
'
少
な
く
と
も
へ
ド
イ
ツ
に
お
け
る
危
険
責
任
論
発
展
の
有
力
な
手
掛
り
が
こ
こ
に
布
す
る
こ
と
も
事

=ヽL./

実

で

あ
る
か
ら
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
の

一
環
と
し
て
以
下
で
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
O

三

他
方
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
､
違
法
な
公
権
的
侵
害
に
対
し
て
､
加
害
公
務
員
に
過
失
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
も
損
失
補
償
請
求

権
を
肯
定
す
る
判
決
を
下
し
た
｡
こ
の
判
決
は
'
朗
産
柾
あ
る
い
は
財
産
権
類
似
の
権
利
の
無
過
失

･
違
法
の
侵
害
に
は
､
収
用
補
償
は

否
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
へ
沈
7
5
E
in
lA
L
R
の
規
定
を
適
用
し
て
犠
牲
補
償
請
求
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
も
と
も
と
警

察
国
家
の
時
代
に
お
い
て
ほ
'
公
権
力
の
発
動
に
つ
い
て
現
代
的
な
意
義
で
の
適
法

･
違
法
の
.区
別
を
し
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
っ

I.1..)

た
の
で
あ
る
か
ら
'
犠
牲
補
償
請
求
権
の
要
件
を
厳
格
に

｢
適
法
な
侵
害
｣
に
限
定
せ
ず
'｢
違
法
な
侵
害
｣
に
も
そ
の
適
用
の
道
を
ひ
ら

く
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ

っ
た
の
で
ほ
あ
る
が
'
こ
の
株
の
事
案
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
は
微
妙
な
動
揺
を
示
し
て

お
り
'
ま
た
犠
牲
補
償
請
求
権
を
明
確
に
肯
定
し
た
判
決
自
体
の
論
理
に
も

l
買
性
を
欠
い
て
い
る
｡
事
案
に
よ
っ
て
は
､
侵
害
の
適
法

性

こ
堤
法
性
に
関
す
る
判
断
も
学
説
上
分
か
れ
て
い
る
た
め
に
'
違
法

･
無
過
失
の
公
権
的
侵
害
に
対
し
て
犠
牲
補
償
請
求
権
が
認
め
ら

れ
る
べ
L
と
す
る
判
例
法
が
確
立
し
て
い
た
と
に
わ
か
に
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
し
か
し
､
犠
牲
補
償
請
求
権
の
要
件
と
し
て
の

｢
適
法
性
｣
を
放
棄
L
t
違
法
な
侵
害
を
も
包
括
し
う
る
こ
と
を
明
言
し
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決

(
R
G
Z

1
4
0
,

2
7
6
)
は
'
動
揺
と

｢
た
め
ら
い
｣
を
示
し
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
判
決
に

｢
一
応
の
決
着
｣
を
迫
ろ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
､

ラ
イ
ヒ
裁

判
所
の
判
例
史
上
､

大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
失
な
わ
な
い
｡

そ
の
意
味
で
､
こ
こ
で
は
国
の
無
過
失
責
任
を
認
め
て
き
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
裁
判
例
を
紹
介
し
っ
つ
'
そ
れ
ら
に
加
え
ら
れ
た
学
説

上
の
評
価
を
適
し
て
､
無
過
失
責
任
の
理
論
的
基
盤
を

｢
犠
牲
補
償
請
求
権
｣
に
求
め
ん
と
し
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
限
界
を
探
り
た
い
と

思
う
｡
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読
三′ゝ
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た
と
え
は
'
N
otV
O
v
.
S
.

5
.
Ju
n
i
一g
3
1

今
村

･
前
掲

｢国
家

補
朕
法
｣
三
五
頁
｡

雄
川
∴
別
掲

｢
行
政
上
の
無
過
失
責
任
｣
二
〇
二
H
o

第
二
款

公
益
事
業
と
国
の
無
過
失
責
任

一

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
､
公
権
的
侵
害
と
は
い
え
な
い
公
益
事
業
の
遂
行
に
ょ
る
損
害
に
対
し
､
国
の
無
過
失
賠
償
責
任
を
認
め
た
例

は
相
当
古
く

一
九
世
紀
の
後
半
に
さ
か
の
ぼ
る
｡
し
か
し
'
初
期
の
裁
判
例
は

一
般
的
に
普
通
法

(

g

e

m

e
i
n
e
s

R
ecrt)
上
の
原
則
に

(1
)

依
拠
し
て
い
る
｡

二

∽
7
5
E
in
l
A

LR
の
法
思
想
が
問
題
に
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
､
二

〇
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
り
'
特
に
二

〇
世
紀
以
降
の
鉄
道

網
の
整
備

･
拡
張
に
伴

っ
て
'
機
関
車
に
よ
る
火
の
粉
へ
震
動
'
煤
煙
'
地
下
水
の
滑
渇
等
に
ょ
り
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
'
無
過
失
責

任
を
認
め
る
判
決
が
相
次

い
だ
｡

(2
)

民
法
上
の
原
則
に
よ
れ
ば
'
所
有
権
者
は
､
民
法

一
〇
〇
四

条
の

意
味
で
の
所
有
権
侵
害
に
対
し
､
侵
害
者
に
過
失
あ
る

場

合

に

の

(3
)

(4
)

み
へ
民
法
八
二

三

条

に

基
づ
-
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
う
る
｡
し
か
し
'
何
ら
か
の
特
別
の
理
由
に
ょ
り
､
所
有
権
者
に
差
止
請
求

(
A

bw
e
h
rk㌻
ge
)
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
､
所
有
権
者
が
こ
の
侵
害
を
受
忍
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
も
'
過
失
の
立
証
を
前
提
と
す

る
損
害
賠
償
請
求
権
以
外
の
権
利
救
済
手
段
を
与
え
な
い
と
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
不
公
平
と
い
う
他
は
な
い
.
そ
こ
で
､
こ
の
よ
う
な

′

例
外
的
な
場
合
に
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
､
抑

7
5

E
in
lA
L
R
】

更
に
は

l
九

〇
〇
年
の
営
業
条
例

(
G

ew
erb
eord
nun粥
V
.
2
6
1
7
.

)
9
0
0
)

二
六
条
へ
民
法
九

〇
E
I条
等
の
規
定
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
'
所
有
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
に
対
し
､
過

失
の
立
証
を
要
し

な
い
損
害
賠
償
請
求
権
を
承
認
し
て
き
た
｡

そ
の
リ
ー
デ

ィ
ン
グ

･
ケ
ー
ス
で
あ
る

一
九

〇
四
年
五
月

1
1
日
の
判
決
は
'
近
-
を
通
る
機
関
車
の
.火
の
粉
に
ょ

っ
て
原
告
所
有
の

北法25(3･76)242



ドイツにおける国の無過失責任論 (I)

(5
)

建
物
が
焼
失
し
た
事
件
に
つ
い
て
'
原
告
の
主
張
を
容
れ
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
｡

｢
-
-
被
告
の
損
害
賠
償
義
務
は
'
故
意

･
過
失
の
立
証
が
な
-
と
も
､
他
の

一
般
的
な
法
原
則
か
ら
生
ず
る
O
個
々
の
場
合
に
'

所
有
権
者
か
ら
'
所
有
権
の
侵
害
を
排
除
す
る
と
い
う
重
要
な
権
利
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
､
原
告
に
は
こ
れ
に
対
し
､
当
然
に

他
の
方
法
に
よ
る
調
節
的
な
賠
償
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
そ
の
賠
償
は
'
過
失
の
立
証
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ

な
い
生
じ
た
損
害
の
補
填
を
求
め
る
訴
え
の
中
に
の
み
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
.
こ
れ
に
向
け
ら
れ
た
立
法
者
の
意
思
は
､
∽
2
5

1

)r

euL3.
K
le
in
ba
h
n
G
.
$
2
6
G
ew
O
,
そ
し
て
と
り
わ
け

A
rt.
9

P
re
uE
N

の
如
き
個
別
的
規
定
か
ら
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る

‥
｡
｣

ま
た
､
鉄
道
の
機
関
車
車
庫
と
石
炭
置
場
の
設
置
に
よ
っ
て
､
近
く
で
旅
館
を
経
営
す
る
原
告
が
蒙

っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
し
た
事

案
に
つ
き
'

1
九

〇
八
年

1
二
月
二

1
日
の
判
決
は
､

｢
-
･･･,原
告
は
'
国
家
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
被
告
の
事
業
に
対
し
て
､
民
法

1
〇
〇
四
条
'
九

〇
六
条
の
差
止
訴
訟
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
が
故
に
､
許
さ
れ
た
程
度
を
超
え
た
加
害
作
用
に
対
し
'
被
告
に
過
失
が
あ
る
か
否
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
損
害

賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
て
き
る
｡｣

(

･1
.,

と
述
べ
て
､
以
前
の
判
決
に
従

っ
て
い
る
｡

同
じ
く
'
原
告
の
土
地
の
下
に
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
が
通
さ
れ
'
地
上
の
家
が
懐
い
た
場
合
に

つ
い

て
､

T
九

二

一年
五
月
二
二
日
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
は
'
従
来
の
判
決
例
を
踏
襲
L
t
被
告
の
無
過
失
賠
償
責
任

を
肯
定

し

(7
)

た
｡
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説

三

こ
れ
ら

一
連

の
判
決
に
よ

っ
て
承
認
せ
ら
れ
た
無
過
失
損
害
賠
償
責
任

の
原
則
は
､

一
九

一
二
年
六
月
二
二
日
の
判

決

に

お

い

(8
)

て
'
ラ
イ
ヒ
海
軍
が
軍
艦
を
建
造
す
る
際

に
原
告
の
特
許
権
を
侵
害
し
た
と
す
る
事
案
に
つ
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
'

ラ
イ
ヒ
裁
判
所

論

は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
｡

｢
･･-
･更

に
､
ラ
イ
ヒ
海
軍
局
が
､
原
告
の
権
利
侵
害
を
意
識
的
に
は
行
な
わ
な
か

っ
た
と

い
う
事
情
は
'
こ
こ
で
は
特
許
法

の
特

別
の
規
定
に
お
け
る
程

の
困
難
性
を
捉
供
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
抑
7
5
E
iltlA
L
R

に
と

っ
て
も
'
権
限
あ
る
行
政
庁

に
ょ

っ
て
､
公

共
の
利
益
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
措
置
に
よ
り
､
実
際
上
個
人
の
権
利
の
痕

牡
が
要
求
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
足
り
る
t
と
い
う
こ

と
が
承
認
さ
れ
る
｡｣

へ
9
)

全
-
同
榎
の
事
案

に
つ
き
､

1
九
二

一
年
九
月
二
八
日
の
判
決

は

､

先
の
判
決
を
確
認
し

｢
特
許
法

に
規
定
の
.な
い
そ
の
よ
う
な
場
合

に
は
､
後

の
損
失
補
償
に
対
し
て
､
た
と
え
ば

抑
7
5
E
ittlA
r
R

に
表
現
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
'
何
人
も
そ
の
私
的
な
権
利
が
､
公
共
の
福
祉
に
犠
牲
に
供
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
た
程
度

に
お
い
て
補
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と

い
う

1
般
的
な
法
原
則
の
適
用
あ
る
こ
と
が
公
平
に
合
致
す
る
｡｣

⊥
述
べ
て
'
抑

7
5
E
i111A
L
R

か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る

一
般
的
な
法
原
刷
か
ら
'
国

の
無
過
失
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
｡

(川
)

し
か
し
'
こ
の
原
則
を
詳
細
な
説
明
に
ょ
り
決
定
的
に
し
た
の
は
'

一
九

二
六

年
四

月
二
九
日
の

判
決
で
あ
り
､
両
軍
に
ょ

っ
て
海
難

北法25(3･78)244
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救
助
を
命
ぜ
ら
れ
た
中
富
艇
が
､
牽
引
中
に
原
告
の
海
底
ケ
ー
ブ
ル
に
損
害
を
与
え
た
事
案
に
つ
き
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
'
民
法
九

〇
四

条
に
基
づ
-
ラ
イ
ヒ
の
私
法
上
の
責
任
を
認
め
つ
つ
'
さ
ら
に
本
件
事
実
関
係
と
は

1
応
無
関
係
の
次
の
こ
と
に
付
言
し
て
い
る
｡

｢
三
･･･国
家
的
高
権
に
ょ
っ
て
個
人
の
市
民
的
権
利
餅
域
が
侵
害
さ
れ
る
と
す
れ
ば
､
こ
れ
は
原
則
と
し
て
'
国
家
の
公
共
の
利
益

の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
に
'
公
共
の
た
め
に
ひ
き
起
さ
れ
た
損
害
が
､
そ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
個

人
に
で
は
な
く
'
公
の
負
担
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
'
法
治
国
家
に
不
可
欠
の
正
義
と
公
平
の
原
則
に

一
致
す
る
｡
こ
の

思
想
は
す
で
に

拡
7
5
E
in
lA
L
R

に
表
現
さ
れ
て
お
り
'
そ
れ
は
後
に
な

っ
て
､
特
に

1
八
三

l
年

二

一月
四
日
の
プ

ロ
イ
セ
ン
内

閣
命
令
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
｡
し
か
し
こ
の
思
想
は
'
た
と
え
ば
公
務
員
に
対
す
る
ラ
イ
ヒ
の
責
任
に
関
す
る

一
九

一
〇
年
五
月
二

二
日
の
ラ
イ
ヒ
法
､
職
務
義
務
違
反
に
ょ
る
全
て
の
加
害
の
場
合
に
閑
す
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

二
二
一
条
､
更
に
､
過
失
の
な
い
侵
害

の
際
の
収
用
立
法
､
及
び
ラ
イ
ヒ
営
業
法
二
六
条
と
い
っ
た
最
近
の
ド
イ
ツ
の
立
法
中
に
再
び
現
わ
れ
て
き
て
い
る
.
健
全
な
法
発
展

は
'
上
述
の
場
合
に
そ
の
原
則
を
限
定
す
る
こ
と
を
越
え
へ
国
家
機
閲
の
過
失
な
く
し
て
､
公
益
上
､
本
来
個
人
に
属
す
る
権
利
に
損

害
を
加
え
る
よ
う
な
市
民
の
生
活
傾
城
の
侵
害
に
も
そ
れ
を
適
用
す
る
に
到

っ
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
'
公
共
の
正
当
な
利
益

と

一
致
す
る
の
み
な
ら
ず
'
そ
れ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡｣

四

た
だ
'
以
上
挙
げ
た

一
連
の
判
決
は
'
損
害
を
惹
起
す
る
行
為
が
必
ず
し
も
公
権
力
の
行
使
と
は
い
え
な
い
場
合
に
関
す
る
も
の

で
あ

っ
て
､
こ
れ
ら
の
判
決
で
主
張
さ
れ
て
い
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
学
説
上
見
解
を
異
に
し
､
そ
れ
を
私
法
上

の
請
求
権
と
す
る
も
の
と
公
法
上
の
請
求
権
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
る
｡

ま
ず
､
シ
ュ
テ
ッ
ク
I
に
よ
れ
ば
'｢
こ
こ
で
樹
立
さ
れ
た
法
原
則
は
私
法
上
の
関
係
に
限
定
さ
れ
て
お
り
'
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
の

北法25(3･79)245



(‖
)

説

要
件
は
'
特
別
な
理
由
か
ら
差
止
訴
訟
を
も

っ
て
対
抗
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
他
の
私
的
財
産
権
者
に
よ
る
財
産
的
妨
害
の
存
在
で
あ
る
｣

と
し
て
'
こ
の
請
求
権
が
私
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
る
と
み
て
い
る
L
t
バ
フ
ォ
ッ
フ
も
'
シ
ュ
テ
ッ
タ
-
の
見
解
に
従

っ
て
'

謎

｢
こ
の
請
求
権
は
,
公
権
力
の
担
い
手
に
対
し
て
の
み
で
な
く
,
財
産
妨
害
の
事
実
は
あ
る
が
､
差
止
請
求
に
よ

っ
て
対
抗
さ
れ
る
こ
と

(12
)

の
な
い
全
て
の
人
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
限
り
で
私
法
上
の
請
求
権
で
あ

る

｣

と
み
な
し
て
い
る
｡
従

っ
て
'
こ

れ
ら
の
学
説
か
ら
す
れ
ば
'
以
上
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
は
'
抑
7
5
E
itttA
L
R

等
の
規
定
に
よ
る
適
法
な
侵
害
に
対
す
る
国
の
責
任

を
違
法
な
侵
害
の
場
合
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
､
民
法
上
違
法
性
と
過
失
を
前
提
と
し
て
い
る
責
任
要
件
を
'

一
定
の
条
件
の
下
で
の
み
'
過
失
の
要
求
を
放
棄
す
る
と
こ
ろ
ま
で
拡
張
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
｡

他
方
'
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
公
鞍
上
の
請
求
権
と
し
て
性
格
づ
け
､
公
法
の
分
野
に
お
い
て
国
の
無
過
失
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ

た
と
す
る
見
解
は
､
当
時
の

｢
公
営
造
物
理
論
｣
を
中
心
と
す
る
公
法
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
0
す
な
わ
ち
､
オ

ッ
ト
ー

･
マ
イ
ヤ
I
t

フ
ラ
イ
ナ
ー
ら
に
ょ
れ
ば
､
鉄
道
等
は
､｢
物
的

･
人
的
に
公
行
政
の
担
い
手
の
手
中
に
あ

っ
て
'
特
別
な
公
の
目
的
に
継
続
的
に
奉
仕
す

(;
)

べ
-
規
定
さ
れ
て
い
る
手
段
の
総
体
｣

つ
ま
り

｢
公
営
造
物
｣
(('if
fenttiche
A

nstalt)
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
公
法
的
性
格
か
ら
差
止
訴

I;
,

訟
が
否
認
さ
れ
'
従

っ
て
､
そ
こ
で
生
じ
た
損
害
賠
償
請
求
権
を
も

､
そ
の
作
用
に
無
抵
抗
に
服
す
べ
き
法
的
効
果
と
し
て
'
公
法
上
の

(_5
)

請
求
権
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い

る

｡

し
か
し
､
今
日
の
学
説
は
'
こ
の
よ
う
な
損
害
の
発
生
が
国
家
の
公
権
的
侵
害
に
基
づ
く
の
で
は
な
-
'
国
家
が
特
別
の
危
険
状
態
を

作
り
出
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
国
の
責
任
と
し
て
'
｢
公
法
上
の
危
険
責
任
｣
(こffentlich
l
･eCh
ttiche
G
efahrdut1g
S-

(16
)

h

f
t
u
n
g
)

の
呼
び
名
の
下
に
'
体
系
的
に
は
無
過
失

こ
進
法
の
侵
害
に
対
す
る
国
の
責
任
の
場
合
と
は
区
別
し
て
い
る
｡
従

っ
て
､

こ

こ
で
挙
げ
た
判
例
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
危
険
責
任
の
範
晦
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
､
今
日
の
学
説
は
'
こ
の
危
険
責
任
の
積
極
的
な
法
的
根

､ド
.=

拠
に
閑
し
て

一
致
を
み
て
お
ら
ず
'
今
日
の
裁
判
例
も

一
般
的
に
そ
れ
を
認
め
る
に
到

っ
て
い
な

い

O

ド
イ
ツ
の
危
険
責
任
論
は
､
な
お

北法25(3･80)246



ドイツにおける国の無過失責任論 目

も
今
後

の
学
説

･
判
例

の
展
開

に
待

つ
他

は
な

い
が
'

い
ず
れ

に
し
て
も
'
上
述

の

一
連

の
判
決

の
中

に
､
危
険
責
任

に
基
づ
く
国

の
無

過
失
責
任

に
対
す
る
生
産
的
な
法
的
基
礎
が
存
す
る

こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
｡

(
-
)

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
'
す
で
に

二
八
八
六
年

1
二
月
七
日
の
判
決

(
R
G
Z

L7
.
103)
で
'
機
関
中
の
火
の
粉
に
ょ
っ
て
建
物
が
焼
失
し
た
事
件
に
つ

き
､
普
通
法
上
の
原
刷
か
ら
'｢事
業
に
固
有
の
特
別
の
危
険
に
よ
っ
て
'
事
業
者
が
'
事
業
の
'
お
よ
び
そ
の
杜
険
の
可
能
な
効
果
と
し
て
予
見
す
る

こ
と
の
で
き
た
損
害
が
生
じ
た
時
は
'
技
術
的
な
意
味
で
の
過
失
の
承
認
を
度
外
視
す
る
｣
こ
と
を
認
め
た
D
し
か
し
､
こ
の
判
決
は
､
ラ
ン
ト
法
の

適
用
領
攻
外
の
事
例
で
あ

っ
た
か
ら

.S75
E
in
lA
L
R

を
引
用
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
O
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は

1
九
二

1
年
の
,判
決
に
到
っ
て
t
fS
75

E
ln
lA
L
R

を
ラ
イ
ヒ
行
政
庁
に
対

し
ても適
用
あ
る
も
の
と
認
め

(R
G
Z
102,

3
9C))'
そ
こ
に
内
在
す
る
法
思
想
を
'
プ

ロ
イ
セ
ン
外
に
も
適
用

し
た

(R
G

Z
13
5
,
308
)
O

(
2
)
B
G
P,

7
0
0
四

条

｢
所
有
権
が
占
有
の
侵
奪
又
は
留
置
以
外
の
方
法
に
ょ
り
て
授
害
せ
ら
れ
た
る
時
は
'
所
有
者
は
妨
害
者
に
対
し
'
そ
の
侵
害

の
除
去
を
請

求
す
る
こ
と
か
で
き
る
o
引
続
き
侵
害
せ
ら
れ
る
虞
あ
る
時
は
､
そ
の
侵
害
の
停
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
O｣

(3
)

B
G
B

八
二
三
条

｢
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
て
他
人
の
生
命
'
身
体
へ
健
廉
'
自
由
'
所
有
権
又
は
そ
の
他
の
楯
利
を
違
法
に
侵
害
し
た
る
者
は
へ

そ
の
他
人
に
対
し
'
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
る
損
害
を
賠
質
す
る
義
務
を
負
ラ
.｣

(
4
)

一
八
九
二
年
の
軽
便
鉄
道
及
び
接
続
私
鉄
法

(G
ese
tz
iih
e
r
K
le
il)ah
nen
und
P
rlVu
tnnSC

h
lu
B
bTthncn
v
.
2

8
.
7
.
18
92
)
に
よ
れ
ば
'
鉄

道
の
計
画
は
公
開
さ
れ
'
利
害
関
係
人
は
､
そ
れ
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

'
行
政
庁

は
'
柑
近
住

民

を
被
害
か
ら
守
る
設
備
の
設
置

を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

(功
一7
.
肋

一8
)o
そ
の
反
面
'
最
終
的
に
認
可
さ
れ
た
鉄
道
は
､
事
業
継
続
の
義
務
を
負
い
'
附
近
住
民
は
'
そ
こ
で

生
じ
る
損
害
の
故
に
差
止
訴

訟
(actio
n
egatoria)
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(漂

ll
A
b
s
tl
,
肋
4
2
)｡
K
atze
コSte
in
,
Elm-O
I
S
.
68

(
5
)

R
G
Z
58
.
13
0

(
6
)

R
G
Z
7
0
.
15
0

(7
)

lW

lg
1
2
.

8
6
9

(8
)
R
G
Z
79
.
4
2
7

(9
)
R
G
Z

T
o
2
.
3
9
0

(10
)

R

G
Z
l
一
3
,

S
o
一
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(
〓
)
St
6

dte
r
.

aaO
.
S
1
4g

(12
)
Ba
c

ho
f
,

D
ie
V
erw
attu
n
g
s
g
e
r
ic
h
t
tic
h
e
K

litg
C
auf
V
o
Tn
a
n
J
e
C
ln
erA
m

tsllandlu
n
g
.

S
.
121

(
13

)

O
.

M
a
y
e
r
,
V
e
rw
Lq
)tu
n
p
rc
c
h
t
,

rt

S

.2
6
8

(
Iq.)

｢
営
造
物

の
公

法
的
'私
法

的

性格

の

決

定
に
よ
っ
て
､
そ
の
法
的
関
係
の
全
て
が
評
価
さ
れ
る
｡
公
営
造
物
の
中
に
具
体
化
さ
れ
た
公
共
の
利
益

は
､
全
て
の
そ
れ
に
対
立
す
る
私
的
利
益
に
優
先
す
る
｡
公
法
上
の
営
造
物
の
設
置
･
営
業
は
､
私
法
上
の
手
段
に
ょ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な

い
0

1
担
創
設
さ
れ
た
営
造
物
に
対
し
て
は
'
actio
neg
ato
riZl
も
否
認
さ
れ
る
｣
(F
leincl･,
ULIO
.
S

328
.
3
2
9)o

(
15
)

し
か
し
'
カ
ッ
ツ
ェ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
､
営
造
物
の
公
的
性
格
か
ら
'
直
ち
に
､
全
て
の
法
的
関
係
を
公
法
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
反
対
し
､
か

か
る
請
求
権
を

｢
私
法
上
の
危
険
責
任
｣
の
T
種
と
し
て
考
え
て
い
る

(K
atzenst
cin
L
liLO
.
S
.
6g
f.)
0

(
16
)

と
り
わ
け
t
F
o
rsth
o
fE.
L
eh
rb
u
ch
des
V
erw
Llltu
ng
sarech
t.
g
A
u
fI.
S.
332
.

(
17
)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
法
上
の
危

険
責任

の
法
理

に
つ
い
て
は
へ
雄
川
･
前
掲

｢行
政
上
の
無
過
失
責
任
｣
二
〇
五
頁
'
今
村
･
前
掲
国
家
補
償
法
三

四
貢
｡

第
三
款

公
権
力
の
行
使
と
国
の
無
過
失
責
任

(1
)

一

一
八
九

〇
年
五
月
八
目
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
は
､
違
法
な
建
築
許
可
の
拒
否
の
た
め
に
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
責
任
の
有
無

が
争
わ
れ
た
事
案
に
つ
き
へ
す
で
に
そ
れ
を
肯
定
し
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
た
｡

｢
-
-
･原
告
の
特
別
な
権
利
と
そ
の
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
義
務
と
の
間
に
､
実
際
上
衝
突
が
生
じ
た
か
香
か
と
い
う
こ
と
は
'

当
該
事
件
に
お
い
て
は
意
味
が
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
そ
れ
に
関
連
す
る

芸

7
4
.
7
5
E
in
lA
L
R

の
内
容
上
､
原
告
の
損
失
補
償
請

求
権
は
'
権
限
あ
る
行
政
庁
が
'
抑
7
5
E
in
tA
L
R

の
前
提
と
な

っ
て
い
る
そ
の
衝
突
を
存
在
す
る
も
の
と
認
め
､
こ
れ
を
認
め
た
こ

と
に
基
づ
い
て
'
そ
れ
が
正
当
で
あ
れ
不
当
で
あ
れ
､
そ
の
特
別
な
権
利

･
利
益
を
被
告
公
共
団
体
の
利
益
の
た
め
に
犠
牲
に
供
す
る

よ
う
原
告
が
強
要
せ
ら
れ
た
時
に
す
で
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
･

･･C｣
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ドイツにおける国の無過失責任論 (⇒

こ
の
判
決
は
'
行
政
庁
が
誤
っ
て

抑
7
5
E
in
lA
L
R

に
規
定
す
る
柾
利

･
利
益
と
公
共
の
福
祉
増
進
の
義
務
の
衝
突
を
承
認
し
た
と

し
て
も
､
そ
れ
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
犠
牲
補
償
請
求
椎
の
成
立
を
可
能
と
し
た
点
で
注

目
さ
れ
る
が
'
こ
の
よ
う
な
理
由
づ
け
は
､

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
判
決
に
多
く
み
ら
れ
る
.
す
な
わ
ち
'

一
八
九

〇
年

(りこ

六
月

l
四
日
の
判
決
は
､
家
屋
の
倒
壊
の
危
険
を
除
去
す
る
の
.に
修
繕
で
十
分
で
あ
る
に
拘
ら
ず
警
察
行
政
庁
が
家
産
の
取
り
こ
わ
し
を

命
じ
､
そ
れ
を
現
実
に
実
施
し
た
事
例
に
つ
い
て
､
基
本
的
に
先
の
判
決
と
同

一
の
基
盤
に
立

っ
て
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
､
ま
た
､(3

)

違
法
な
基
準
線
の
定
立
に
よ
り
公
道
に
併
合
さ
れ
た
土
地
所
有
権
者
か
ら
の
損
失
補
償
請
求
に
つ
き
､

1
八
九
四
年
四
月

l
八
日
の
判
決

は
'
い
ま
だ
具
体
的
に
所
有
権
の
変
動
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
損
失
補
償
請
求
権

(
一
八
七
五
年
七
月
七
日
の
法
律

一

三
条
に
基
づ
く
)
を
否
定
し
っ
つ
'
同

l
の
理
由
づ
け
に
よ
り
'
か
か
る
事
実
上
の
負
担
に
つ
い
て
は

沈
7
5
E
in
lA
L
R

の
適
用
あ
る

(4
)

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
O
さ
ら
に
'

一
九

〇
三
年
四
月
二
四
日
の
判
決
は
､
建
築
申
請
の
違
法
な
拒
否
に
よ
る
損
害
の
補
償
が
求
め
ら
れ

た
事
案
に
つ
い
て
'
抑

75
EinlA
L
R

に
ょ
る
損
失
補
償
の
根
拠
が
警
察
処
分
の
適
法
性
に
あ
る
の
で
は
な
-
'
犠
牲
に
対
し
て
補
償
が

(5
)

与
え
ら
れ
る
べ
き
私
権
の
侵
害
が
行

な
わ
れ
た
こ
と
に
あ
る
旨
を
最
も
明
確
に
う
ち
だ
L
t
次
い
で

1
カ

〇
四
年
三
月
二
九
日
の
判
決
も

同

一
の
事
実
関
係
か
ら
同

l
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
｡

た
だ
'
こ
の
時
代
に
あ

っ
て
は
､
ま
だ
公
務
員
の
違
法
な
行
為
に
基
づ
-
国
の
責
任
が
'
実
定
法
上
も
判
例
上
も
認
め
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
国
家
補
償
の
体
系
上
存
す
る
間
隙
､
す
な
わ
ち
違
法

･
無
過
失
の
公
権
的
侵
害
に
対
す
る
国
の
責
任
の
問
題
が
観

念
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
難
い
｡
従

っ
て
､
上
述
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
裁
判
例
は
､
違
法

･
無
過
失
の
公
権
的
侵
害
と
違
法

･
有
過
失
の

公
権
的
侵
害
の
区
別
を
前
提
と
し
て
､
意
識
的
に

∽
75
E
in
lA
L
R

の
前
者
へ
の
適
用
を
宣
言
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
'
単
に
S
75

E
i己
A
L
R

を
解
釈
上
適
法
な
侵
害
の
み
な
ら
ず
違
法
な
侵
害
に
も
適
用
あ
り
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が

(6
)

で
き
る
｡
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説

二

違
法
な
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
国
の
責
任
が
憲
法
上
も
認
め
ら
れ
て
い
た

一
九
三
二
年
七
月
二
日
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
､
建
築

警
察
が
原
告
の
提
出
し
た
家
屋
の
改
築
許
可
申
請
を
す
で
に
決
定
さ
れ
て
は
い
た
が
ま
だ
公
示
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
基
準
線
計
画
を
保
全

論

す
る
た
め
に
拒
否
し
た
事
案
に
つ
い
て
,
原
告
に
ょ
り
補
助
的
に
主
張
さ
れ
て
い
た

抑75E
in
lA
LR
に
基
づ
く
請
求
権
を
,
上
級
ラ

(7)

ン
ト
裁
判
所
が
そ
の
管
轄
権
の
な
い
事
を
理
由
に
却
下
し
た
点
を
非
難
し
て
破
棄
差
戻
判
決
を
し
た
｡
こ
の
判
決
は
､
か
か
る
場
合
に
つ

(8
)

い
て

抑
7
5
E
in
lA

LR
の
適
用
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ

っ
た
が
､

1
九
三
三
年

l
月
二
七
日
の
判
決
も
同
様
に
'
地

方
条
例
及
び
地
方
警
察
命
令
に
基
づ
く
建
築
許
可
申
請
の
拒
否
に
よ
る
損
失
補
償
の
問
題
に
つ
い
て
､
原
審
が

∽
75
E
in
tA
L
R

の
審

理
を
怠

っ
て
い
た
と
い
う
理
由
で
破
棄
差
戻
判
決
を
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
破
棄
差
戻
判
決
で
'
は
た
し
て
違
法

･
無
過
失
の
公
権
的
侵
害
に
対
し

抑

75
E
in
tA

LR
を
適
用
す
る
趣
旨
か

否
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
を
欠
く
が
'
学
説
上
は
､
こ
れ
ら
の
判
決
を
も

っ
て
無
過
失
責
任
を
認
め
た
裁
判
例

の有
力
な
根
拠
と
す
る
も
の

(9
)

も
み
ら
れ
る
0
し
か
し
反
面
'
こ
れ
ら
の
判
決
は
い
ず
れ
も
適
法
な
公
権
力
の
行
使
に
関
す
る
場
合
で
あ

っ
た
と
し
て
､
そ
の
見
解
に
否

r;
一

定
的
な
学
説
も
あ
り
'
こ
こ
で
は
い
ず
れ
と
も
断
足
し
が
た
い
｡

へ〓
l

三

し
か
し
な
が
ら
'
有
名
な

一
九
三
三
年
四
月

一
一
日
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
は
､
疑
い
な
-
違
法
な
公
権
力
の
行
使
に
対
し
'
∽

7
5
E
il1tA

rR
の
基
本
思
想
か
ら
国
の
無
過
失
責
任
を
正
面
か
ら
認
め
た
も
の
で
あ

っ
た
｡

本
判
決

の
事
実
関
係
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

土
地
所
有
権
者
で
あ
る
原
告
は
､
二
度
に
わ
た
っ
て
建
築
許
可
申
請
を
な
し
た
が
'
い
ず
れ
も
建
築
基
準
税
法

1
二
条

一
項
に
基
づ
き

制
定
せ
ら
れ
た
地
区
条
例
に
よ
り
拒
否
さ
れ
た
｡
し
か
し
裁
判
所
の
認
定
に
よ
れ
ば
'
原
告
の
土
地
に
按
す
る
道
路
は
'
い
わ
ゆ
る
旧
来

の

｢
既
成
道
路
｣
(
h
isto
risc
he
StraE3e)
で
あ
り
､
判
例
上
そ
れ
に
対
し
て
は
建
築
基
準
法

〓

一条

l
項
の
適
用
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
､
本
件
拒
否
処
分
は
違
法
と
さ
れ
た
｡
原
告
の
三
回
目
の
建
築
許
可
申
請
も
'
建
築
基
準
線
法
七
条
に
基
づ
き
定
立
せ
ら

北法25(3･84)250



ドイツにおける国の無累失責任論 (j

れ
た
計
画
に
お
い
て

｢
空
地
｣
(
F
reiflac
h
e
n
)
に
指
定
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
拒
否
さ
れ
た
o
L
か
し
そ
れ
も
'
空
地
が

l
般
的
な
国
民

衛
生
的
観
点
か
ら
利
益
と
な
り
､
ま
た
道
路
や
広
場
の
造
築
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
が
散
に
､
や
は
り
違
法
な
処
分
と

認

定

さ

れ

た
｡
原
告
は
､
こ
れ
ら
の
違
法
な
拒
否
処
分
に
よ
っ
て
蒙

っ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
て
出
訴
し
た
｡

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
'
権
限
あ
る
公
務
員
に
は
過
失
が
な
か

っ
た
こ
と
を
認
め
､
そ
れ
故
に
民
法
八
三
九
条
､
ワ
イ

マ

ー
ル
憲
法

二
三

条
に
基
づ
く
市
の
損
害
賠
償
責
任
の
成
立
を
否
足
し
た
け
れ
ど
も
'
か
か
る
場
合
に

か
75
E
in
tA
L
R

の
適
用
あ
る
こ
と
に
言
及
し
'

大
要
次
の
よ
う
に
述
べ
'
被
告
市
の
損
失
補
償
義
務
を
肯
定
し
た
｡

｢
･･････認
定
さ
れ
た
事
実
に
､
こ
の
法
律
の
規
定

(
-
抑
75
E
i11tA
L
R
-
筆
者
江
)
を
適
用
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
'
そ
の
文
言

及
び
目
的

(
W
o
r
ttaut
un
dz
w
eck
)
か
ら
明
ら
か
と
な
る
O
s
7
5

E
ilttA
L
R

に
よ
れ
は
､
国
家
は

ク
特
別
な
権
利

･
利
益
を
公

共
の
福
祉
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
る
〃
者
に
対
し
補
償
を
支
払
う
義
務
を
有
す
る
｡
そ
の
規
定
は
､
国
家
構
成
員
の
個

々
の
権
利

･
利
益
は
'
公
共
の
福
祉
増
進
の
た
め
の
権
利

･
利
益
と
の
問
に
現
実
の
衝
突
あ
る
場
合
に
は
'
後
者
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら

な
い
と
す
る

抑
7
4
E
in
tA

LR
の
規
定
と
結
び
つ
い
て
い
る
三
･･･｡｣

｢
原
告
は
'
警
察
の
高
権
的
侵
害
を
最
初
は
受
忍
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
こ
れ
は
被
告
の
利
益
の
た
め
に
行
な
わ
れ

た

の

で
あ

る
O
そ
れ
が
被
告
の
利
益
に
な
る
限
り
'
被
告
は

抑
7
5
E
in
lA
L
R

に
規
定
さ
れ
た
補
償
を
支
払
う
義
務
が
あ
る

(
R
G
Z

82
,

81

;
1
1
2
,

98
;)1
8

,
2
6
)
o
L
か
L
t
公
共
の
利
益
の
た
め
に
強
要
せ
ら
れ
た
権
利
の
犠
牲
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
権
に
対
し
て
は
､

権
限
あ

る
行
政
庁
が
侵
害
の
際
に
適
切
な
考
慮
を
払

っ
た
か
ど
う
か
-
-
･は
決
定
的
意
義
を
有
し
な
い
O

∽
7
5
E
in
tA
L
R

に
基
づ

く
請
求
権
に
と

っ
て
本
質
的
な
こ
と
は
､
公
共
団
体
が
警
察
権
の
行
使
に
お
い
て
､
公
共
団
体
の
利
益
と
被
害
者
の
特
別
な
権
利

･
利

益
と
の
問
に
'
現
実
の
､
あ
る
い
は
思
い
誤
り
の
衝
突
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
'
後
者
に
結
果
的
に
犠
牲
を
強
要
し
た
と
い
-
こ
と
の
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説

み
で
あ
る
｡
｣

｢
抄
7
5
Ei
n
tA
L
R

は
勿
論
'
公
共
の
福
祉
が
個
人
の
権
利
侵
害
を
必
要
と
す
る
へ
そ
れ
故
に
侵
害
が
公
法
上
許
容
さ
れ
る
場
合
に

諭

対
し
て
損
失
補
償
義
務
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
当
局
に
よ
り
,
そ
の
権
限
に
よ
っ
て
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
権
利
の

犠
牲
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
被
害
者
に
､
当
局
が
法
律
上
の
権
限
に
関
し
誤

っ
て
お
り
'
し
か
も
そ
れ
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
た
措
置
が
､

国
家
そ
の
他
の
公
共
団
体
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
､
S
7
5
E
in
tA
L
R

に
ょ
っ
て
規
定
さ
れ
た
補
償
を
拒
否
す
る
こ
と
は
不
合

理
な
結
果
と
な
ろ
う
｡｣

判
決
理
由
中
で
詳
細
に
説
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
こ
の
判
決
は
'
本
件
建
築
許
可
申
請
拒
否
処
分
が
違
法
で
あ
り
､
か
つ
加
害
公
務

員
に
過
失
が
存
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
へ
被
告
の
損
失
補
償
義
務
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ

っ
て
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
史
の
上
で
着
通

(ほ
)

し
え
な
い
畳
要
な
意
義
を
有
す
る
裁
判
例
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡

た
だ
本
判
決
が
､
か
か
る
場
合
に
つ
い
て

∽
7
5
E
in
lA
r
R

を
適
用
す
る
に
到
る
論
理
に
は
明
確
で
な
い
点
も
存
す
る
0
結
果
的
に

相
手
方
に
犠
牲
を
強
要
し
た
と
い
う
事
実
に

沈
75
E
ilt
lA
LR
適
用
の
根
拠
を
見
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
も
み
ら
れ
る
が
'
反

面
'
こ
の
判
決
が
'｢
そ
れ

(違
法
な
高
権
的
侵
害
)
が
被
告
の
利
益
に
な
る
限
り
｣
と
か

｢
そ
れ
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
た
措
置
が
'
国
蘇

そ
の
他
の
公
共
団
体
に
利
益
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
｣
と
い
っ
た
判
決
理
由
中
の
表
現
が
示
す
よ
う
に
､
国
の
損
失
補
償
義

務

の
存

否

を
'
違
法
な
侵
害
に
よ
っ
て
国
等
が
何
ら
か
の
利
益
を
得
た
こ
と
に
依
存
さ
せ
て
い
る
点
で
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
｡
従

っ
て
'
学
説

上
も
結
論
的
に
は
こ
の
判
決
の
役
割
と
意
義
を
評
価
し
っ
つ
'
個
別
的
に
は
そ
の
点
に
批
判
の
日
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ

〓ヽ
ヽ

る

｡四

他
方
､
理
由
づ
け
ほ
簡
潔
で
あ
る
が
'
以
上
概
観
し
た
裁
判
例
と
は
逆
に
'
違
法
な
公
権
力
の
行
使
に
つ
い
て

か
7
5
E
in
lA
L
R
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ドイツにおける国の無過失責任論 (j

を
適
用
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
判
決
'
あ
る
い
は
明
確
に
そ
の
適
用
を
否
認
し
た
判
決
も
結
構
少
な
-
は
な
い
｡

(;
)

ラ
イ
ヒ
裁
判
所

一
九

一
二
年

一
月
二
六
日
の
判
決
は
､
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
､
原
告
で
あ
る
製
革
業
者
が
業
務
に
必
要
な
措
置
を

と
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
損
失
補
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ

っ
て
'
直
接
に
は
当
該
請
求
権
の
時
効
の
成
立
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'

｢
-
･
･･･抑

7
5

E
in
tA
L
R

に
基
づ
く
請
求
権
に
お
い
て
ほ
へ
損
害
が
生
ず
る
強
制
は
違
法
行
為
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
｡
何
故
な

ら
'

強
制
す

る

こ
と
が
ま
さ

に
法
律

(
抑
7
4

E
in
tA
L
R

)
に
よ
っ
て
許
容
せ
ら
れ
'
し
か
も
そ
の
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
｡｣

と
述
べ
て
'
抑
75
E
in
lA

LR
を
違
法
処
分
に
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
見
解
を
示
し
た
｡

(_5
)

同
じ
-

一
九
二
五
年

二

月

二
二
日
の
判
決
は
､
警
察
署
長
の
徴
用
処
分
に
基
づ
い
て
武
器
と
弾
薬
を
引
渡
し
た
原
告
が
､
国
家
に
対

し
そ
の
損
失
補
償
を
請
求
し
た
事
案
に
つ
き
へ

｢
(S
7
5
E
in
lA
LR
に
基
づ
-
)
損
失
補
償
義
務
は
､
し
か
し
な
が
ら
侵
害
の
行
な
わ
れ
る
命
令
を
発
し
た
行
政
庁
あ
る
い
は
公
務

員
が
へ
そ
の
権
限
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
｡
と
い
う
の
は
､
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
､
国
家
あ
る
い
は
そ
の
他
の
公
共

団
体
が

7
九

〇
九
年
八
月

一
日
の
プ

ロ
イ
セ
ン
国
家
責
任
法
の
基
準
に
の
み
従

っ
て
賠
償
す
べ
き
職
権
践
越
が
あ

っ
た
こ
と

に
な

ろ

う
｡｣

と
述
べ
､
侵
害
行
為
が
当
時
の
国
家
法
上
適
法
で
あ

っ
た
こ
と
を
認
定
し
て
､
原
告
に
ょ
り
補
助
的
に
主
張
さ
れ
て
い
た
民
法
上
の
規
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説

定
と
結
び
つ
い
た
国
家
責
任
法
上
の
完
全
な
賠
償
を
請
求
す
る
損
害
賠
償
箭
求
権
を
排
斥
し
た
｡

さ
ら
に
'
ラ
ン
ト
の
内
務
大
臣
が
､
高
電
圧
施
設
の
設
置
と
運
転
に
必
要
な
承
認
を
拒
絶
し
た
た
め
に
原
告
の
蒙

っ
た
損
失
に
つ
き
､

(.3
)

論

収
用
及
び

8
75
E
in
tA
L
R

の
法
思
想
に
基
づ
く
犠
牲
に
対
す
る
損
失
補
償
が
求
め
ら
れ
た
が
､

l
九
三
二
年
二
月
二
七
日
の
判
決
は
'

先
の
判
決
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

3Ⅷ
爪

l
九
三
二
年
六
月
二
五
日
の
判
決
も
､
次
の
よ
う
に
判
示
し
て

抑
7
5
E
in
tA
L
R

を
違
法
な
侵
害
に
適
用
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い

な
い
｡
事
案
は
'
警
察
署
長
が
原
告
の
有
す
る
土
地
を
住
居
地
と
す
る
た
め
の
認
可
を
拒
絶
し
た
も
の
で
あ
る
が

｢
抑
7
5
E
in
tA
L
R
及
び
ヮ
イ
マ
ー
ル
憲
法

1
五
三
条
二
項
の
適
用
は
'

一
定
の
人
あ
る
い
は

一
定
の
限
界
づ
け
ら
れ
た
人
的
範
囲

に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
国
家
的
高
権
に
よ
っ
て
､
第
三
者
の
た
め
に
主
観
的
権
利
が
剥
奪

･
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
｡
し
か

し
て
へ
そ
の
主
観
的
権
利
の
侵
害
に
お
い
て
は
適
法
な
国
家
行
為
に
隣
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
そ
う
で
な
け
れ
ば

ヮ
イ
マ

ー
ル
憲
法

一
三

1
条
の
要
件
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
'
原
告
は
請
求
権
を
そ
の
規
定
の
上
に
根
拠
づ
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
o｣

と
し
て
'
損
失
補
償
義
務
の
要
件
と
し
て
､
こ
こ
で
も

｢
適
法
な
侵
害
｣
が
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
｡
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3
.
S
.
2
52
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1
九
〇
四

｢決
定
的

な

の
は
､
全
体
の
利
益
の
た
め
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
意
図

(
T
'-ndenl.)
で
あ
る
｡｣
(R
G
Z

5
7,
2
1
5
)

従
っ
て
､
こ
れ
ら
の
判
決
は
､
幼
75
E
inlA
L
R
を
違
法
･
無
過
失
の
場
合
Ll適
用
し
て
い
る
の
で
は
な

-
'

単

に

違

法
な
場
合
に
適
用
し
た
に
す



ドイツにおける国の無過失責任論 lj

ぎ
な
い
O
そ
の
意
味
で
､
こ
れ
ら
の
判
決
を
'
違
法

･
触
過
失
の
場
人目
に

劫

75
E
=
JtA
TL
ル

を
適
用
し
た
事
例
と
し
て
引
用
す
る

S

c
･
h

Z
l
L

ハ

V

V
A

40.
S.
43
2

"L
N
r
2
,
3
,
5
,
6
,
の
部
分
は
や
や
厳
密
性
を
欠
く
｡

(
7
)

R

G
Z
13
7
.
2
∞
3

(
co)

R
G
Z
13
9
,
28
5

(
-
)

B
o
h
te
n
,
;1NIO
.
ポ
ー
レ
ン
は
こ
こ
で
､
さ
ら
に

一
九
三

1
年

1
0
Jl
二
四
日
の
判
決

(R
G
Z

13
4
,
2
5
)､

1
九
三
二
年

1
0
月
二
六
日
の
判
決

(JN

一g3
3
S
.
133
)
等
を
挙
げ
'
こ
れ
ら
の
判
決
に
よ
っ
て
示
さ

れTた
違
法
な
公
鹿
力
の
行
使
に
基
づ
く

沸
75
E
in
LA
IJR

の
請
求
権
を

〃
準
犠

牲
補
償
請
求
権
〃
(Q
=
asIE≡
fo
p
[c
ruI･笥
ln
SP
ru
Ch
)
と
表
現
し
て
い
′J･
,)と
が
､托
T;
さ
れ
る

(A
iLO
一
S
.
2
2
53
)
o

(
川
)

た
と
え
ば
'
カ
ッ
ツ
エ
ソ
シ
ュ

タ
イ
ン
は
'
判
例
上
'
建
築
倣
｣索

は
'
基
準
線
.T=
画
の
公
示
以
前
に
､
す
で
に
決
定
さ
れ
た
計
画
の
保
令
を
考
慮
し

て
建
築
申
請
を
拒
否
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
が
確
立
し
て
い
る
か
ら
'
本
文
に
掲
げ
た
判
決
は
い
ず
れ
も
適
法
な
建
築
申
請
の
析
香
処
分
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
'
従

っ
て
適
法
な
公
権
力
の
行
使
に
関
す
る
損
失
補
依
1州
求
櫓
を
め
ぐ
る
判
決
で
あ

っ
た
と
す
る
立
場
か
ら
'
ボ
ー
レ
ン
に
よ
る
判
決
の

引
用
を
不
適
卯
だ
と
批
判
す
る

(K
Lt7.e
llSte
i)1.
ZIaO
.
S
.
8
1)o
た
だ
し
へ
違
法
説
も
あ
る
こ
と
は
無
祝
し
え
な
い
｡
た
と
え
ば

S
tt.LCtter〉
(tEtO
I
S
.

2
5.

(
〓
)

R
G
Z
140
,

2
76
な
お
､
こ
の
判
決
の
全
文
は
'
出
帆
準
次
郎

｢
国
の
鰹
過
失
衣
任
の
研
究
｣
五
三
九
頁
以
下
に
'
公
権
力
の
行
使
に
対
し
て
無
過

失
責
任
を
認
め
た
ト
イ
ソ
の
り
-
テ
ィ
ン
グ

･
ケ
ー
ス
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

(
12
)

シ
ャ
ツ
ク
は
本
判
決
を
も
っ
て

〃
発
展
の
.Lq
点

(d
ie
H
<.ニ
tc
p
u
n
k
t
(ler
E
n
t三
L･k
h
≡

fL)
に
達
し
た
〃

と
評
価
し

(S
ch
LLC1(.
V
elh
m
ld
tu
n驚
〓

(tes
4
1
.
r)J
T
,
B
(I

I

S

16

A
n
m

4
6
)､
ボ
ー
レ
ン
も
本
判
決
の
綿
辞
か
つ
許

抑

な

理
由
づ
け
を
路
に

有
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め

る

(B
o
h
le
コ
ー

<1

nO
.
S
1
2
13
1)
0

(
13
)

木
判
決
は
'
沈
75
E
in
tA
r
R

に
と
っ
て
は
本
質
的
な
の
は
犠
牲
の
強
制
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
で
足
り
る
と
す
る
従
来
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の

判
決
例

(R
G
Z

5
7
,

2
15
;
96
.

4
1)
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
■か
､
本
判
決
の
即
由
づ
け
は
そ
れ
に
言
及
し
て
い
な
い

(H
e
i(le
n
h
itin
.
(･m
O
.

S
.
8
4
)o
ま
た
'
不
当
利
得
の
法
思
想
か
ら
国
の
無
過
失
責
任
を
根
拠
づ
け
る
カ
ッ
プ
エ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
あ

っ
て
ほ

(北
大
法
学
論
集
第
二
五
巻
第

l
号

三
五
頁
参
照
)
'当
然
に
こ
の
判
決
の
立
場
を
基
本
的
に
妥
当
な
も
の
と
評
価
し
っ
つ
'
本
件
で
は
具
体
的
に
い
か
な
る
利
益
が
､
凶

(
こ
こ
で
は

公
共
団
体
)
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
不
満
の
意
を
表
し
て
い
る

(K
ittZe
n
StC
Ln
,
i≡
O
.
S
.
94
(
.)
0

(
14
)

R
G
Z
78
,
2
02
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論 説

R
G
Z
l一2
,

9
5

R
G
Z
135
,

3
0
8

R
G
Z
1

37
,

163

第
四
款

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
-

･
そ
の
意
義
と
限
界

1

こ
う
し
て
み
て
-
る
と
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
の
中
に
は
へ

1
九
三
三
年
四
月

二

日
の
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
確
か
に
違

法
な
侵
害
に
対
し
て

抑
7
5
E
in
LA
L
R

を
適
用
す
る
こ
と
に
ょ
り
損
失
補
償
を
認
め
た
も
の
が
存
す
る
と
は
い
え
'
違
法
な
侵
害
か
否

か
に
関
し
て
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
判
決
や
'
相
互
に
矛
盾
抵
触
す
る
判
決
が
み
ら
れ
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
に
は

一
貫
性
が
な
い
｡

学
説
上
は

1
九
三
三
年
の
判
決
を
は
じ
め
と
す
る
上
述
の

1
連
の
裁
判
例
を
も

っ
て
'

沈75E
in
tA
L
R

を
違
法

･
無
過
失
の
公
権
的
侵

(1
)

害
の
場
合
に
適
用
す
る
と
い
-

1
敗
的
な
法
原
則
が
確
立
さ
れ
た
と
み
る
見
解
も
あ
る
が

､無
過
失
責
任
を
認
め
る
判
決
を
評
価
し
っ
つ

(2
)

も
そ
の
見
解
に
対
し
て
は
な
お
消
極
的
な
学
説
も
少
な
-
な
い
D
た
だ
'
か
か
る
法
原
則
が
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
上
確
立
さ
れ
た
か
ど

う
か
の
点
は
と
も
か
-
と
し
て
､
無
過
失
責
任
を
認
め
る
判
決
の
存
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
'
し
か
も
そ
れ
が

抑
7
5
E
in
lA
L
R

の

基
礎
を
為
し
て
い
る

一
般
的
な
法
思
想
を
拠
り
所
と
し
て
'
す
な
わ
ち
へ
制
度
的
に
は
国
の
無
過
失
責
任
の
問
題
を
主
と
し
て
公
法
上
の

損
失
補
償
理
論
の
側
か
ら
構
成
せ
ん
と
す
る
姿
勢
を
う
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
'
ド
イ
ツ
の
判
例
史
上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も

の
と
い
え
よ
う
｡

二

と
こ
ろ
で
'
抑
7
5
E
in
lA
r
R

の
上
に
国
の
無
過
失
責
任
を
構
成
す
る
に
つ
い
て
は
､
責
任
成
立
の
要
件
や
補
償
の
範
囲
が
こ
の

制
度
に
ょ

っ
て
画
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
.
違
法

･
無
過
失
の
侵
害
に
対
し
て
犠
牲
補
償
請
求
権
を
認
め
た
ラ
イ
ヒ
裁
判

所

の
判

決

も
'
違
法
性
を
除
い
て
こ
の
補
償
理
論
に
伴
う
制
約
を
脱
し
て
は
い
な
い
｡
こ
の
制
度
の
建
前
に
由
来
す
る
限
界
は
､
戦
後
に
な

っ
て
連

邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
よ
り
除

々
に
克
服
せ
ら
れ
､
犠
牲
補
償
請
求
権
に
も
新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
'
ボ
ン
基
本

北法25(3･90)256
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法
下
に
お
け
る
判
例
理
論
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
'
こ
こ
で
こ
の
点
を
若
干
明
ら
か
に
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡

三

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
'
犠
牲
補
償
請
求
権
を
'
加
害
公
務
員
の
過
失
あ
る

(sc
h
u
td
tu
ft)
行
為
に
お
い
て
は
認
め
な
い
｣>;場
を
堅

持
し
て
い
る
D
た
と
え
ば
'
前
出

l
九
二
六
年
四
月
二
九

日
の
判
決
が
国
家
的
商
権
に
基
づ
-
適
法

･
違
法
の
侵
害
に
対
す
る
国
の
損
失

補
償
義
務
を
肯
定
し
つ
つ
'
そ
れ
を

｢
国
家
機
関
の
過
失
な
し
に

(o
Jne
V
e
rsch
u
t()e
n
((er

S
taatsorg
zu
te
)
公
益
上
個
人
に
加
害

(3
)

す
る
侵
害
｣
に
限
定
し
､
ま
た
違
法
な
侵
害
を
損
失
補
償
義
務
あ
る
要
件
に
含
め
る
こ
と
を
明
確
に
肯
定
し
た
前
出

1
九
三
三
年
四
月

l

一
日
の
判
決
が
'
事
実
を
ま
ず
職
務
義
務
違
反
の
観
点
の
下
で
審
査
し
'
過
失
が
な
か

っ
た
こ
と
の
故
を
も

っ
て
職
務
責
任
の
成
立
を
否

定
し
た
後
犠
牲
補
償
請
求
権
の
成
否
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
趣
旨
が
窺
わ
れ
る
｡

そ
の
こ
と
は
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
犠
牲
補
償
請
求
権
を
本
質
的
に
は
不
法
行
為
責
任
の
制
度
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
職
務
責
任
に
基

づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
異
な

っ
た
も
の
と
み
て
い
る
た
め
て
あ
り
へ
そ
の
限
り
で
は
､

l
九
五
二
年
以
降
'
違
法

･
有
過
失
の
侵
害

(4
)

に
対
し
て
も
損
失
補
償
を
承
認
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
立

場

と

は
逆
に
､
両
請
求
権
の
競
合
的
成
立
の
可
能
性
は
全
く
考
慮
さ
れ
て
は

い
な
い
｡

(L̂
)

(6
)

学

説

は
'
両
請
求
権
の
競
合
が
そ
の
性
質
上
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
'
あ
る
い
は
そ
の
必
要
性
が
な
い
と
す
る
見
解
等
'
こ

の

点

(7
)

に
関
し
て
は
概
ね
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
見
解
に
好
意
的
で
あ

っ
た
と
い
え
る
｡

四

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
で
次
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
そ
れ
が

抑
75
E
ilLA
L
R

に
基
づ
-
犠
牲
補
償
請
求
権
を
財
産
権
の
侵
害

(8
)

の
場
合
に
の
み
適
用
し
て
き
た
点
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
生
命

･
健
医
等
の
財
産
権
以
外
の
身
体
的
権
利
侵
害
に
対
し
て
は
､
犠
牲
補
償
請

求
権
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か

っ
た
｡

そ
れ
に
関
す
る
代
表
的
な
ケ
ー
ス
は
'
ラ
イ
ヒ
牲
痘
法

(R
lm
p

fgesetz
v
.
∞
.

4

.

18
74
)
に
よ

っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
種
痘
の
接
種
の

結
果
'
関
泳
者
の
過
失
な
-
し
て
被
接
種
者
に
重
大
な
健
康
上
の
損
軍
か
生
じ
'
そ
れ
に
対
す
る
損
害
賠
償
箭
求
権
が
提
起
さ
れ
た

一
九

北法25(3･91)257



(9
)

説

三
七
年

二

月

l
六
日
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
決
定
で
あ
る
.
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
そ
の
中
で
､

l
八
三

一
年

1
二
月
四
日
の

｢
プ

ロ
イ
セ
ン
内

(川
)

閣
命
令
｣
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
'
予
防
接
種
が
固
有
の
意
味
の
行
政
行
為
に
よ

っ
て
で
は
な
-
'
直
接
強
制
的
な
法
律
上
の
規
定
に
基
づ

論

い
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
,
行
政
行
為
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
と
し
た
場
合
で
も
､
泌
7
5
E
in
tA
L
R

の
適
用
領
域
は
財
産
権

侵
害
の
場
合
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
､
身
体
叉
は
健
康
上
の
穀
損
に
よ
る
損
害
に
対
し
て
は

抑
75
E
in
lA
L
R

(〓
)

の
適
用
な
い
し
準
用
の
余
地
の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡

(12
)

し
か
し
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
態
度
は
､
後
に
学
説
上
の
厳
し
い
批
判
を
受
け
る
と
こ
ろ
と
な
り
'

一
九
五

〇
年
代
に
至

っ

(1
)

(14
)

て
よ
う
や
く
裁
判
所
も
見
解
を
改
め
､･
連
邦
最
高
裁
判
所
は

一
貫
し
て
身
体
上
の
損
害
を
も
犠
牲
補
償
請
求
権
の
下
に
含
め
て
い
る
｡
違

法

･
無
過
失
の
公
権
的
侵
害
に
対
す
る
財
産
的
損
失
を

｢
収
用
類
似
の
侵
害
｣
の
法
理
が
全
面
的
に
カ
バ
I
す
る
こ
と
に
な

っ
て

か

ら

は
､
む
し
ろ
犠
牲
補
償
請
求
権
は
､
専
ら
こ
の
法
理
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
え
な
い
こ
の
後
の
身
体
傷
害
の
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
の
が

実
情
だ
と
い
え
る
｡

五

適
法
な
侵
害
の
場
合
と
同
様
に
､
違
法

･
無
過
失
の
侵
害
を

∽
75
E
in
lA
L
R
な
い
し
そ
れ
に
対
応
す
る
法
思
想
の
下
に
置
-
と

し
て
も
'
そ
こ
で
の
損
害
補
填
は
被
害
者
が
公
益
の
た
め
に
受
忍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
財
産
権
の
制
限
に
対
す
る
相
対
概
念
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
O
し
か
し
て
､
そ
こ
で
支
払
わ
れ
る
べ
き
損
失
補
供
の
範
囲
如
何
が
問
題
と
な
ら
さ
る
を
得
な
い
｡
と
い
う
の
は
'
抑
7
5
E
in
LA
LR

の
上
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
損
失
補
償
請
求
権
を

1
種
の

｢
損
害
賠
償
請
求
権
｣
(S
cr
Ml(1enserszltZ)
と
し
て
み
る
の
か
､
あ
る
い
は
単
に

蒙

っ
た
損
害
の
調
整

(
A
u
sg
leic
h
)

を
求
め
る
請
求
権
と
し
て
み
る
の
か
に
よ

っ
て
'
そ
こ
で
支
払
わ
れ
る
べ
き
補
償
の
紙
が
異
な

っ

(iE')

て
く
る
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
前
者
で
あ
れ
ば
'
損
失
補
償
は

｢
得
べ
か
り
し
利
益

(entfilang
en
er
G
ew
in
n
)｣
(B
G
B

二
五

二
条
)
を
も
含
む
こ
と
に
な
り

(
完
全
な
補
償

votte
E
ntschEiclig
u
rlLq
)
'
後
者
で
あ
れ
ば

'
要
求
せ
ら
れ
た
時
点
で
負
担
せ
ね
ば
な

ら
な
い
も
の
の
み
､
そ
れ
故
に
特
別
の
権
利

･
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
現
在
の
財
産
状
態
に
生
じ
た
損
失

･
不
利
益
の
み
を
含

北法25(3･92)258
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む

(
相
当
な
補
償

ZLnbU
e
m
eSSelle
E
n
tsch
iidig
u
ng
)
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
点
は
'
財
産
権
侵
害
の
事
実
と

｢
犠
牲
｣
の
強
要
の
事
実
の
い
ず
れ
を
強
調
す
る
か
に
よ
り
異
な

っ
た
結
論
に
到
達
し
へ
従

っ
て

(16
)

(_7
)

学
説
も
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
'
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
永
ら
く
こ
の
間
題
に
刈
す
る
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
は
こ
な

か

っ
た

O

た

だ
､
判
例
上
は
っ
き
り
し
て
い
た
こ
と
と
い
え
ば
､
抑
7
5
E
in
tA
tJR

に
基
づ
く
補
償
請
求
椎
が
国
家
の
側
に
生
じ
た
利
得
の
返
還
請
求

､い
)

権
と
同

一
で
あ
る
と
い
う
思
想
な
い
し

抑
7
5
E
in
tA
L
R

お
よ
び
そ
れ
に
先
行
す
る

甥
7
4
E
in
lA
r
R

の

｢
共
同
体
の
利
益
｣
(W
o

hl

d
es
g
e
nte
ille
n
W

esen
s)
g
e
m
e
i
nsc
h
a
fttic
h
es
W
o
h
l)

の
窒

昆

ひ
き
づ
ら
れ
て
,
国
家
が
何
か
得
た
も
の
に
対
し
て
そ
の
等

(2
･.

価
物

(G
eg
e
n
w
e
rt)
を
与
え
る
べ
き
だ
と
す
る
思
想
は
'

必
ず
し
も
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡

7ヽ=I)

こ
の
損
失
補
償
の
.範
囲
の
問
題
に
つ
い
て
態
匪
決
定
を
迫
ら
れ
た

1
九
三
三
年
四
月

二

日
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
は
､
次
の
よ
う

に
述
べ
そ
れ
に
対
す
る

一
応
の
終
止
符
を
打

っ
た
｡

｢-
-
･職
務
責
任
の
/訴
え
と
犠
牲
補
償
請
求
権
の
間
に
は
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
｡
前
者
に
あ

っ
て
は
､
第
三
者
に
対
し
て
有
す
る

職
務
義
務
違
反
の
故
意
叉
は
過
失
あ
る
侵
害
'
そ
れ
散
に
有
責

･
違
法
の
行
為
が
､
そ
れ
が
国
家
あ
る
い
は
公
共
団
体
に
利
益
を
も
た

ら
し
た
か
否
か
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
'
完
全
な
損
害
賠
償
を
義
務
づ
け
る
請
求
権
の
法
的
基
礎
を
な
し
､

一
方
'
犠
牲
補
償
請
求

権
は
､
相
手
方
が
当
局
に
よ
っ
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
私
権
を
放
棄
L
t
あ
る
い
は
行
使
し
な
い
よ
う
強
要
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

そ
の
法
的
根
拠
を
有
す
る
じ
そ
れ
は
犠
牲
に
供
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
補
頃
で
あ
る
-
･･･｡
そ
れ
散
に
､
当
局
の
命
令
に
ょ

っ
て
犠
牲

に
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
対
す
る
価
値
賠
償

(
W
e
rte
rsEt
tZ)
の
み
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
得
べ
か
り
し
利
益
を
も

含
め
た
完
全
な
賠
憶
が
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る

K
a
m
m
e
rg
e
ric
h
〔
の
見
解
は
､
過
失
が
な
-
て
も
､
過
失
あ
る
職
務
義
務
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説

違
反
の
場
合
と
同
じ
方
法
で
､
か
つ
同
じ
敏
で
賠
償
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
維
持
し
え
な
い
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
実
際
に
は

補
償
の
義
務
は
そ
れ
以
上
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
O
と
い
う
の
は
､
犠
牲
補
償
請
求
権
に
お
い
て
は
'
損
害
の
発
生
に
対
す
る
権
利
者

の

論

共
同
責
任

(
M
itくerSC
h
u
lclerl)
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
cL

こ
の
判
決
は
､

K
zum
m
e
rg
e
riL･h
t
が
完
全
な
賠
償
を
認
め
て
い
る
判
決
と
し
て
引
用
す
る

l
九
二

l
年
九
月
二
八
日
の
ラ
イ
ヒ
裁
判

(;,)

所
判
決

を

'
事
柄
の
性
質
上
補
償
す
べ
き
価
値
の
喪
失
が
得
べ
か
り
し
利
益
を
も
そ
の
中
に
含
ん
で

い
る

｢
特
別
な
場
合
｣
に
関
す
る
も

の
と
し
て
評
価
し
､
ま
た
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
か
か
る
結
論
に
到
達
し
た
限
拠
と
し
て
'
犠
牲
補
償
請
求
権
が
成
立
史
的
に
は
本
来
の
損

害
賠
償
請
求
権
で
は
な
く
公
法
上
の
請
求
権
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
､
さ
ら
に
'
所
有
物
を

B
G
B

九

〇
三
条
に
従

っ
て
所
有
権
者
自
ら

の
意
思
に
ょ
り
自
由
に
処
分
す
る
権
限
が
第

三
者
の
た
め
に
制
限
せ
ら
れ
た
場
合
に
対
し
､
相
当
な
補
償
と
し
て
価
値
賠
償
の
み
が
問
題

(i:)

(=.)

と
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の

一
連
の
判
決
を
引
用
し
て
い
る
｡

結
局
こ
の
判
決
が
損
失
補
償
の
範
囲
に
的
す
る
解
答
を
与

Lえ
､
以
来
､
基
本
法
下
に
お
け
る
同

T
の
問
題
に
関
し
て
も
判
例

･
学
説
上

の
対
立
は
存
し
な

い
｡

(
-
)

特
に

シ

:.･
ノ
ク
は
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は

淵
75
E
iニ
1A
u
ル
か
ら
､
違
法
･
知
遇
i
/
の
=望
戸
卜対
す
′00揖
T/祁
帆
の
1
艇
的
な
法
原
則
を
樹
立
し
て
き

た
と
み
て

い
る

(S
cl一hlCl(.
V
A
4C).
S
.
426
.

427
)0

(2
)

S
tFS(tte-,
ZLHO

S
.
44
E.
B
llCho
I.
21aO
I
S
.

121二
24
,
な
お
ハ
イ
テ
ン
ハ
イ
ン
は
､｢
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
り
判
決
は
､
半
牡
紀
に
わ
た
っ
て
激
し
-

動
揺
し
て
-'4
ゥ
､
何
ら
輪
郭
の
明
俳
な
結
論
に
到
達
し
て
い
な
い
｡
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が

肋
75
】:JILllA
L
R

J霊
位
法
な
侵
害
に
適
用
す
る
こ
と
を
満
琵

し
､
あ
る
い
は
適
州
し
な
か
っ
た
坪
由
づ
け
ほ
簡
潔
て
統

1
性
に
欠
け
r
し
ば
し
ば
矛
盾
す
ら
し
て
い
る
J
(H
L･)(ど
こ
一Ztin
.
(･≡
O
I
S
.
84)
と
述
べ

て

い
る

｡

(
3
)

R
GZ
l一3
1
3
C
6
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ドイツにおける国の無過失責任論 ⇔

(
-
)

1
九
五
二
年

T
O
月

〓
ハ
lE
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決

へ
B
G
H
Z
7
.
2
96)

は
'
違
法

･
有
遇
火
の
位
害
行
為
に
損
i
/補
償
請
求
権
を
認
め
'
職

務

責
任
と
の
競
人目
的
成
立
の
'=
能
性
を
示
し
た
o
更
に
t
B
G
〓
Z
13
,
88
･,
B
G
H
Z
32
.
2
08

(5
)

た
と
え
は
シ
ャ
ツ
ク
は
'
ラ
イ
ヒ
赦
判
所
の
よ
う
に
'
犠
牲
補
朕
請
求
櫓
の
中
に
そ
の
本
質
上
不
法
行
為
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
は
(LL'く
異
な
っ

た
損
失
補
償
請
求

椎
を
み
る
こ
と
か
で
き
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
を
'(違
法

･
無
過
失
の
)
間
隙
的
部
分
を
満
た
す
た
め
に
ひ
き
あ
い
に
目
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
と
述
べ
て

(S
ビH
;LCk
,
V
A

40
.
S
.
4
49
).
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
を
誹
価
し
て
い
る
o

か
ら
酢

反
し
て
し
ま
っ
て
n
り
｣
tも
し
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
'｢無
過
失
の
倣
務
義
務
違
反
に
よ
る
加
害
に
も
国
の
損
害
賠
隈
義
務
を
肯
定
せ
ざ

る
を
得
な
-
な
ろ
う
｣
と
批
判
し
､
両
請
求
権
の
競
人目
を
認
め
な
い
場
人目
に
生
ず
る
損
害
膳
併
請
求
に
お
け
る
過
失
の
立
証
の
困
難
性
は
訴
訟
技
術
に

ょ
っ
て
相
当
糾
怯
緩
和
さ
れ
る
か
ら
'｢
私
的
樵
利
の
高
権
的
侵
害
に
よ
っ
て
不
平
等
に
扱
わ
れ
る
講
の
桁
利
保
護
は
､
有
責

･
Ti進
法
の
侵
害
に
犠
牲
の

要
件
を
拡
張
す
る
こ
と
な
し
に
も
完
全
で
あ
る
｣
と
主
張
す
る

(K
T･en
,
コ
iN

195
5.S
.
5
Lg
)

(
-
)

恐
ら
-
ポ
ー
ル
7
1一
ル
ト
の
rtJ
が
例
外
で
あ
ろ
う
O
彼
は
､
抑
7
5
E

i]llA
L
R
を
'
適
法
な
侵

害
お
よ
び
触
州過
失

二
速
法
の
侵
害
の
.場
合
に
そ
の
適

用
を
限
定
す
る
の
は
狭
す
ぎ
る
と
み
な
し
､
そ
れ
を
'
職
務
責
任
の
規
定
の
文
.̀∴[｣
被
害
考
か
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
有
過
失

･
違
法
の

加
害
の
場
人
目
に
ま
で
拡
張
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
た

(W
〇
h
tLLtLth
,
D
小言
二
つ
rrSL･h
ilrt品
et)-e
t
(te
s
沙
7
5
Tiillleitu
"ff
7Ju
m

A
ニ
g
e
m
eine
n

L
m
d
rech
t､
lu
rR
d
sc･h
.

3
5
.
S.

7
9
ff.)
0

(8
〕

R
l
eh
o
r,
zIEtO

S
.
12
3
.
F
o
rstln
LL.,
I.e
lt
rl)LICh
(1e
s
V
e
rw
(,こ
tu
n管
｢巽
hT
.
H
(11
7
9
.
A
三
l
S
1
3
2
7
.
328

(9
)
R
G
Z
156
,
3
0
5

(10
)
｢

プ
ロ

イ

セ
ン

内

掛
命
令
｣
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
､
前
述
第
四
節
を
参
掛
O

(
〓
)

ド
イ
ツ
に
お
い
て
か
か
る
往
射
傷
害
事
件
を
'
適
法
行
為
に
よ
る
犠
牲
補
償
の
m
題
と
し
て
み
る
か
r
違
法
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
責
任
の
問
題

と
し
て
み
る
か
､
ま
た
危
険
責
任
の
川
題
と
し
て
把
え
る
か
ほ
窄
い
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
'
そ
れ
に
関
し
て
は
､
山
EE
準
次
郎

｢
国
の
無
過
失
責
任
の

研
究
｣

1
七
三
頁
以
下
に
詳
鮒
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

(
12
)

特
に

W
e7)er
は
'
こ
の

7
九
三
七
年

二

月

l
六
口
の
判
決
評
釈
の
中
で
､
こ
の
よ
う
に
財
産
権
侵
害
の
場
人目
lJ.の
み
犠
牲
禰
依
請
求
権
を
限
定

す
る
こ

と
はt
S
75
E
in
lA
u
ル
の
文
三1.L上
も
'

1
八
三

1
年
の
内
筒
命
令
で
も
そ
の
手
が
か
り
を
見
川
し
行
な
い
と
し
て
判
決
の
立
場
に
は
反
対
の

立
場
を
と
っ
て
い
た

(W
eJ
c
l･,
Z
A
K
D
A

193
8
,
S
.
13
5
)
a
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(
16
)

(
ド
)

(
18
)

ヽ
Ti
JJ

(
20
)

(
21
)

(
22
)

(
23
)

l
九
五

〇
年
六
月
八

･
九
日
西
部
'ベ
ル
-
ン
高
等
裁
判
所
は
､
注
射
像
害
に
対
し
て
犠
牲
神
野
を
認
め

(S
JZ
T950
S
.
B
ig
)､
つ
い
で

1
九
五

l

年

1
月
二
五
日
シ
JL
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
高
等
ラ
ン
ト
裁
判
所
も
同
じ
く
身
体
傷
害
に
対
し
て

沸
75
E
ln
tA
L
R
を
適
用
し
た

(
N
JW

19
5
一
S
.
6
0
5
)
o

B
G
f･IZ
7
,
33
ご

P,G
〓
Z
9
,
8
3
;
B
G
H
Z
一8
.
28
6
;
B
G
H
Z
2
4
.
4
5
;
B
G
H
Z
2

5,
238

S
cl､己
ハ､
V
A

4
4
,
S
1
4
4
1.
な
お

rH

5
E
in
lA
L
R

に
基
づ
く
補
償
請
求
棒
を
損
害
賠
併
前
求
柾
と
み
る
か
否
か
に
よ
っ
て
'
補
償
額
の
範
囲
の
L

m
題
の
他
に
L
t
請
求
酢
が

B
G
B
八
五
二
条
に
よ
る
短
期
消
滅
時
効
に
か
か
る
の
か
'
あ
る
い
は

IjG
t?'
1
九
五
条
に
よ
る
三
〇
年
の
消
滅
時
効
に

か
か
る
の
か
t
の
川
題
と
も
関
連
し
て
-
る
｡

得
べ
か
り
し
利
益
JIJも
含
め
た
完
全
な
損
害
の
賠
依
亨
主
張
す
る
見
解
と
し
て
は
､
コ
L･㌢
lttn
;m
n
in
E
驚
rs
E
Lse
nl)Llh
re
L･h
t).
E
J1t己
l1
2
1.

3
13
Lr.
F
tlL･Cll･.IL･ttS.
()V
R
.
(i)
S
.
5
5
,
K
o
e
h
ne
,
A
rL･h
iSR
13
,
5
70
等
.
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
'
単
純
に
B
G
B
二
五

二
条

｢
賠
償
す
べ
き

損
害
は
得
べ
か
り
し
利
益
を
も
こ
れ
に
包
含
す
｣
の
規

定
を
引
用
す
る
の
み
で
あ
る
｡
相
当
補
償
瀧
と
し
て
は
､
O
ttC,
M
Ety
e
r,
V
c
コ
ノ､'Lttu
ntfSrCCh
t

i
S
1
3
55
.
A
t1告
h
(itZ,
V
A

5
S
.
12
7

認
め
う
る
限
り
で
は
'

一
九

一
九
年

一
二
月
二
六
日
の
判
決

(R
G
Z
12
6
,
3
6
1)
が
､
劫

75
Ii〓
二
A
u
八
と

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法

l
五
三
条
の
法
思

想
と
は
同

二
,あ
り
'
特
に
何
規
定
上
相
手
方
は
完
全
な
損
害
の
回
復
を
請
求
し
え
ず
､
受
け

た
捉
害
に
対
す
る

相
当
な
補
償
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る

原
審
の
見
碑
に
従
い
'
簡
潔
で
は
あ
る
が

肋
75
E
in
tA
L
R

が
単
に

｢
調
整
請
求
梧
｣
(
A
=
星
e
lc･)1m
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･h
)
の
み
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
し
た
に
し
｣と
ま
る
e

こ
の
思
想
に
関
し
て
は
､
拙
稿

｢
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
の
無
過
失
責
任
論
H
｣
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大
法
学
論
災
二
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巻

l
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照
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