




ドイツにおける国の無過失責任論 (3)

過
失
責
任
主
義
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
｡

二

従

っ
て
､
違
法

･
無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
損
失
補
償
の
分
野
を
カ
バ
ー
す
る
実
定
法
上
の
基
礎
を
欠
く
こ
と
は
､
制
度
の
産
前

(Tr)

の
上
で
は
'
特
別
の
立
法
を
別
と
す
れ
ば
'
ボ
ン
基
本
法
の
下
に
置
い
て
も
基
本
的
に
は
変
り
が
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
'
違
法

･
無
過
失
の
侵
害
に
対
し
て
補
償
を
認
め
る
途
を
ひ
ら
い
た
の
は
､
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
で
あ

っ
た
｡
ワ

イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
い
て
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
'
こ
の
分
野
に
対
し
､
抑
7
5
E
in
lA
LR
の
法
思
想
を
依
り
拠
と
し
て
犠
牲
思
想
に
基

(,･･)

づ
-
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
る
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
が
､
連
邦
最
高
裁
判
所
は

'
む
し
ろ
こ
の
間
題
を
基
本
法

一
四
条
の
下
で
把

え
'
収
用
理
論
に
よ
っ
て
損
失
補
償
を
肯
定
す
る
に
い
た
っ
た
｡

な
か
で
も
'
財
産
権
と
し
て
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
に
対
す
る
違
法
な

(6
)

侵
害
を
'
損
失
補
償
の
観
点
か
ら
は
適
法
な
収
用
的
侵
害
と
等
し
い
と
み
な
し
た

l
九
五
二
年
六
月

一
〇
日
の
連
邦
最
高
裁
決

定

､

犠

牲

補
償
請
求
権
に
関
L
t
法
律
に
基
づ
-
侵
害
に
お
い
て
も
犠
牲
が
要
求
さ
れ
る
限
り
補
償
を
認
め
へ
ま
た
身
体
傷
害
に
つ
い
て
も
そ
れ
を

へ丁
)

肯
定
し
て
従
来
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
例
を
放
棄
し
た
同

一
九
五
三
年
二
月

一
九
日
の
判
決
'
過
失
あ
る
違
法
な
財
産
権
の
侵
害
に
対
し

(8
)

て
も
収
用
の
原
則
に
従

っ
て
判
断
さ
れ
る
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
た
同

一
九
五
四
年
四
月

二

一日
の
決

定

等

は
'
い
ず
れ
も
'
違
法

･

無
過
失
の
侵
害
に
対
す
る
国
の
損
失
補
償
義
務
の
問
題
を
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
と
は
異
な
る
観
点
の
下
に
包
摂
し
ょ
う
と
す
る
段
階
的
時
期

を
画
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡

三

確
か
に
'
違
法
な
公
権
的
侵
害
を
も
へ
基
本
浩

一
凹
条
に
い
う

｢
収
用
｣
に
準
じ
た
も
の
-
収
用
瑛
似
の
侵
害

(e
n
te
i
gnun
g
s
I

gleicher
E
iltgrif
f)
-
と
し
て
扱
う
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
､
損
失
補
償
体
系
に
と

っ
て
ほ
大
き
な

貢
献

を
し
た
も
の
と

いえ
る
｡

今
日
､
い
か
な
る
財
産
的
侵
害
も
､
適
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
､
基
本
法

一
四
条
に
ょ
っ
て
判
断
さ
れ
る
｡
財
産
権
の
社

会
的
義
務
の
具
体
化
と
は
み
な
さ
れ
な
い
公
権
力
に
よ
る
全
て
の
財
産
的
侵
害
は
'
い
わ
ば
広
義
の

｢
収
用
｣
で
あ
り
､
従

っ
て
基
本
法

1
四
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
損
失
補
償
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
｡
そ
の
限
り
で
国
家
補
償
の
体
系
は
'
大
別
し
て
､

川公
用
収
用
に
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(1
)

説

(
A
u
fo
p
fe
rungs

t
a

g
e
)

が
存
す
る
場
合
に
損
失
補
償
請
求
権
を
認
め
な
い
と
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
不
合
理
で
あ
る
｡
そ

こ

で
連
邦

最
高
裁
判
所
は
い

-
つ
か
の
判
例
で
､

｢
意
図
さ
れ
た
侵
害
｣
の
,全
-
問
題
に
な
り
得
な
い
よ
う
な
事
案
に
つ
い
て
損
失
補
償
義
務
を
認

(I
.)

論

め
侵
害
が
意
図
さ
れ
た
も
の
で
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
件
を
､

ク
暗
黙
の
う
ち
に
〃
無
視
し
て
し
ま
っ
た
D
そ
の
後
､
判
例
は
こ

の
要
件
を
む
し
ろ

ク
明
示
的
に
〃
放
棄
し
､
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た

一
九
六
二
年
三
月

1
五
日
の
判
決
は
､

｢
収
用
法
上
の
意
味
に
お
け
る

ク

侵
害

〃
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
は
'
公
権
的
措
置
が
収
用
法
の
意
味
に
お
け
る
財
産
権
に
対
し
て
､

ク
直
接
〃

作
用
し
た
と
い
う
こ
と

(;
)

で
足
り
る
･･三
･｣
と
述
べ
て
い
る
.
こ
の
判
決
以
降
､
連
邦
最
高
裁
判
所
は
､
か
か
る
観
点
か
ら
'
意
図
的
侵
害

の
要
件
に
も
は
や
固
執

31順
爪

し
て
は
い
な

い

fj

た
だ
'
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
'

｢
収
用
類
似
の
侵
害
｣
の
表
現
を
用
い
た
最
初
の
判
決
が
､
違
法
な
侵
害
行
為
を
対
象
に
し
て
い

た
が
た
め
に
､
財
産
権
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
の
場
合
の
み
を
収
用
補
償
の
下
に
置
こ
う
と
し
た
と
の
印
象
を
受
け
や
す
い
が
､
適
法
な

行
政
作
用
の
結
果
'
望
ま
れ
な
い
効
果
が
生
じ
た
場
合
-

イ
ム
ミ
ッ
シ
ョ
ン
等
の
よ
う
な
場
合
-

(
従

っ
て
そ
の
限
り
で
は

｢.意
図

さ
れ
な
い
侵
害
｣
で
あ
る
が
)
を
も
､
判
例
は

｢
収
用
瑛
似
の
侵
害
｣
と
し
て
包
摂
さ
せ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
o
む
し
ろ
､
連
邦

最
高
裁
判
所
の
初
期
の
判
例
は
､
か
か
る
適
法
な
行
政
作
用
の
.反
射
的
効
果
を
､
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
伝
統
的
に
行
な
わ
れ

I_6
｣

て
き
た
よ
う
に
へ
収
用
補
償
で
は
な
く
､
S
75
E
in
lA
L
R

に
基
づ
く
犠
牲
補
朕
を
認
め
る
傾
向
に
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
後
に
判

例

は

(I.I)

こ
の
よ
う
な
場
合
を
こ
そ

｢
収
用
類
似
の
侵
害
｣
と
い
う
べ
き
だ
と
正
し
て
い
る
｡

そ
こ
で
､
学
説
に
よ
っ
て
は
'
判
例
の
趣
旨
に
従
い
'
収
用
を
適
法
な
意
図
的
な
侵
害
に
限
定
し
'
収
用
粁
似
の
侵
害
と
し
て
'
違
法

(_s
)

な
意
図
的
な
侵
害
及
び
適
法
な
意
図
さ
れ
な
い
侵
害
を
挙
げ
る
も
の
も
あ
る
が
､
そ
れ
に
対
し
て
は
､
収
用
と
し
て
補
供
を
認
め
る
か
収

Ⅴ此
K

用
煩
似
の
侵
害
と
し
て
補
償
を
認
め
る
か
は
'
終
局
用
語
上
の
問
題
で
し
か
な
い
と
す
る
批
判
の
声
も
み
ら
れ
る
｡

四

｢
蕃
極
的
な
侵
声
｣

判
例
は

一
質
し
て

｢
不
作
為
に
よ
る
収
用
｣
の
形
態
を
認
め
て
は
い
な
い
o
従

っ
て
､
行
政
庁
が
公
義
務
の
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