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事
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て
の
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の
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諾
が
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る
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否
か
が
問
題
と
な
る
。
実
際
の
承
諾
が
無
い
と
き
、
そ
れ
を

得
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
や
む
を
え
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
か
否
か
か
が
検
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さ
れ
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こ
れ
が
肯
定
さ
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る
と
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推
定
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承
諾
の
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合
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事
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で
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な
く
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者
自
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の
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が
焦
点
と
な
る
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に
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て
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の
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が
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る
と
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そ
の
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提
要
件
の
す
べ
て
が
具
備
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
説
明
に
瑕
疵
が
あ
る
た
め
、

承
諾
の
表
示
が
無
効
で
あ
る
と
き
、
そ
も
そ
も
仮
定
的
承
諾
（
H
ypothetischeEinw
illigung）
と
い
う
法
形
象
に
基
づ
き
可
罰
性
が
否

定
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
医
的
侵
襲
の
場
合
、
患
者
の
承
諾
を
得
る
可
能
性

が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
師
は
そ
の
努
力
を
し
な
か
っ
た
が
、
患
者
は
事
前
に
問
わ
れ
て
い
た
な
ら
、
承
諾
を
与
え
た
と
い
え
る

北研 53 (4・45) 383

被害者の自己答責的自己危殆化、承諾及び推定的承諾 ⑺



場
合
、
医
師
は
処
罰
を
免
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
法
規
に
則
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
え
た
の
か
否
が
調
査
さ
れ
、
次
い
で
、
患

者
が
そ
の
説
明
の
後
で
承
諾
を
与
え
た
と
い
え
る
か
否
か
が
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
正
確
な
説
明
が
あ
っ
た
場
合
の
仮
定
的
意
思
と

瑕
疵
の
あ
る
説
明
の
後
で
実
際
に
表
示
さ
れ
た
意
思
が
合
致
す
る
と
、
仮
定
的
承
諾
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

法
形
象
は
、
犯
罪
理
論
体
系
上
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
も
の
の
、
判
例
及
び
一
部
の
学
説
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
て
い

る
が
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

仮
定
的
承
諾
と
い
う
法
形
象
は
元
来
ド
イ
ツ
の
医
事
民
事
判
例
で
承
認
さ
れ
た
法
形
象
で
あ
る
。
医
師
は
、
損
害
賠
償
の
訴
え
に
対
し

て
、患
者
が
法
規
に
則
っ
た
説
明
を
受
け
て
い
た
な
ら
治
療
に
有
効
な
同
意
を
与
え
た
の
だ
と
の
抗
弁
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

損
害
賠
償
の
民
事
責
任
を
免
れ
る
た
め
、
侵
襲
を
正
当
化
す
る
べ
き
架
空
の
承
諾
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
患
者
は
、
法
規
に
則
っ
た

説
明
を
受
け
て
い
た
な
ら
、
承
諾
し
た
か
ど
う
か
の
決
定
を
す
る
葛
藤
に
陥
っ
た
こ
と
の
納
得
の
い
く
説
明
を
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
民

事
法
で
仮
定
的
承
諾
の
法
形
象
が
創
出
さ
れ
た
の
は
、
患
者
が
損
害
賠
償
請
求
を
理
由
づ
け
る
た
め
に
、
説
明
懈
怠
を
事
後
的
に
濫
用
す

る
危
険
を
妨
げ
る
た
め
だ
っ
た
（
1
）。

仮
定
的
承
諾
の
法
形
象
は
ド
イ
ツ
医
事
刑
事
判
例
に
継
受
さ
れ
た
。
以
下
で
見
る
よ
う
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
当
初
、
過
失
の
説

明
過
誤
の
場
合
に
だ
け
仮
定
的
承
諾
に
基
づ
き
医
師
に
有
利
な
判
決
を
下
し
た
が
、
後
に
、
説
明
義
務
を
故
意
に
違
反
し
た
場
合
に
も
仮

定
的
承
諾
を
考
慮
に
入
れ
た
。
現
在
、
仮
定
的
承
諾
は
刑
事
判
例
に
お
い
て
も
定
着
し
た
と
云
え
る
（
2
）。

仮
定
的
承
諾
の
刑
事
判
例
継
受
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
法
形
象
に
変
容
が
見
ら
れ
る
。
民
事
賠
償
責
任
手
続
き
で
は
、
民
事
判
例
は
仮
定
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的
承
諾
の
証
明
を
要
求
し
て
い
な
い
。
先
ず
、医
師
に
仮
定
的
承
諾
の
抗
弁
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、患
者
は
仮
定
的
承
諾
を「
真

正
の
決
定
葛
藤
」
の
証
明
に
よ
っ
て
反
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
医
師
と
患
者
の
状
況
を
手
続
き
上
う
ま
く
調
整
で
き

る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
証
拠
則
を
刑
法
で
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
が
妥
当

す
る
刑
事
法
で
は
、
患
者
が
法
規
に
則
っ
た
説
明
を
受
け
て
い
た
な
ら
承
諾
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
明
が
必
要
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
仮
定
的
承
諾
の
立
証
責
任
の
分
配
は
民
事
法
と
刑
事
法
で
は
非
常
に
異
な
る
。
刑
法
に
お
け
る
仮
定
的
承
諾
の
反
証
は
民
事
法

に
お
け
る
よ
り
も
難
し
い
（
3
）。

Ⅱ

ド
イ
ツ
の
判
例

仮
定
的
承
諾
に
関
す
る
代
表
的
裁
判
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
1
】
BGH
,25.09.1990-5StR
342/90﹇
Ｏ
脚
事
件
﹈〔
Ｐ
の
両
脚
の
位
置
異
常
が
次
第
に
昂
進
し
て
き
た
。
最
初
診
察
し
た
二
人
の

整
形
外
科
医
は
手
術
を
勧
め
な
か
っ
た
。
両
脚
の
位
置
異
常
は
手
術
し
て
矯
正
す
る
ほ
ど
ひ
ど
い
も
の
で
な
い
こ
と
、
手
術
の
危
険
の
方

が
そ
の
効
用
よ
り
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
Ｐ
は
整
形
外
科
医（
医
長
）Ａ
に
診
察
し
て
も
ら
っ

た
と
こ
ろ
、
位
置
異
常
の
手
術
を
し
た
方
が
良
い
と
言
わ
れ
た
。
Ａ
は
手
術
に
伴
う
危
険
と
合
併
発
症
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
お
お
ま
か

な
言
い
方
し
か
し
な
か
っ
た
。
骨
髄
炎
の
可
能
性
と
偽
関
節
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
は
無
か
っ
た
。
Ｐ
に
と
り
Ａ
は
絶
対
的
権
威
で
あ

り
、
Ｐ
は
Ａ
に
全
幅
の
信
頼
を
お
い
て
い
た
。
当
時
の
情
況
と
雰
囲
気
か
ら
す
る
と
、
Ｐ
は
Ａ
の
提
案
と
必
要
だ
と
考
え
た
こ
と
の
全
て

に
承
諾
を
与
え
た
と
云
え
た
。
Ｐ
に
手
術
後
骨
髄
炎
と
偽
関
節
形
成
が
生
じ
た
。
Ｐ
は
歩
行
器
の
助
け
を
借
り
て
も
そ
れ
ほ
ど
長
い
距
離

を
歩
け
ず
、
時
に
車
椅
子
に
頼
る
状
態
と
な
っ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
は
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
。

連
邦
通
常
裁
判
所
も
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
Ａ
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
Ａ
も
説
明
担
当
の
補
助
医
師
Ｂ
（
事
件
の
二
年
前
に
医
師
免
許

を
取
得
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
又
、
Ａ
の
病
棟
に
勤
務
し
て
半
年
で
、
し
か
も
外
科
の
予
備
知
識
も
整
形
手
術
の
予
備
知
識
も
も
っ
て
い
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な
い
）
も
骨
切
り
術
に
際
し
て
生
じ
う
る
骨
髄
炎
と
偽
関
節
の
説
明
を
し
な
か
っ
た
。
Ａ
は
Ｂ
が
法
規
に
則
っ
た
説
明
を
し
た
と
思
っ
た

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
故
意
を
排
除
す
る
錯
誤
に
陥
っ
た
。
し
か
し
、
Ａ
は
Ｂ
に
よ
る
説
明
を
信
頼
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
知
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
、
過
失
行
為
を
し
た
。
そ
れ
で
も
原
審
の
無
罪
判
決
は
維
持
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
の
は
、「
こ
の
義
務
違
反
が
傷
害
の
原
因
で
な
か
っ
た
か
ら
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
Ｐ
は
願
い
を
か
な
え
て
く
れ
る
Ａ

に
や
っ
と
め
ぐ
り
会
え
た
の
で
あ
り
、
そ
の
能
力
、
手
術
の
技
量
を
無
条
件
に
信
頼
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
手
術
に
伴
う
全
て
の
危

険
の
説
明
を
受
け
て
い
た
場
合
で
も
、
手
術
の
承
諾
を
与
え
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

【
2
】
BGH
N
StZ
1996,34
=
JR
1996,69﹇
外
科
手
術
用
骨
プ
ラ
グ
事
件
﹈〔
医
師
Ａ
は
椎
間
板
の
手
術
を
実
施
し
た
が
、
痛
ん
だ
頚

部
椎
間
板
を
除
去
し
た
後
で
間
隔
留
め
具
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
準
備
し
て
あ
っ
た
牛
骨
、
い
わ
ゆ
る
「
外
科
手
術
用
骨
プ
ラ
グ

（
Surgibone-D
übel）」
を
脊
椎
骨
の
間
に
挿
入
し
た
。
当
時
、
ド
イ
ツ
で
は
自
分
の
骨
か
合
成
樹
脂
か
ら
で
き
た
間
隔
留
め
金
が
用
い
ら

れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た
。
外
科
手
術
用
骨
プ
ラ
グ
は
薬
事
法
に
よ
る
と
許
可
を
必
要
と
す
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
ま
だ
許
可
さ
れ
な
い
薬
品

だ
っ
た
。
諸
外
国
で
は
許
可
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
従
来
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
よ
り
も
危
険
が
少
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

当
該
骨
プ
ラ
グ
を
病
院
の
薬
剤
部
を
通
し
て
入
手
し
、
そ
れ
故
法
規
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
信
頼
し
て
い
た
Ａ
は
、
患
者
を
不
安
に
さ
せ

な
い
た
め
、
こ
の
材
料
に
関
す
る
説
明
を
し
な
か
っ
た
。
患
者
六
人
に
痛
み
を
伴
う
合
併
症
が
生
じ
、
そ
の
中
に
は
再
手
術
を
必
要
と
す

る
患
者
も
い
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
Ａ
の
故
意
傷
害
罪
の
廉
で
の
有
罪
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。
Ａ
は
、
使
用
さ

れ
た
骨
プ
ラ
グ
が
法
規
に
違
反
し
な
い
こ
と
を
信
頼
し
て
い
た
の
で
、
許
容
構
成
要
件
錯
誤
に
あ
り
、
刑
法
第
一
六
条
第
一
項
第
二
号
の

準
用
に
よ
り
せ
い
ぜ
い
過
失
犯
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
。「
説
明
の
瑕
疵
が
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
う
る
の
は
、
患
者
が
必
要
と
さ
れ
る
説

明
が
あ
っ
た
場
合
に
承
諾
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
」。
民
事
法
と
は
異
な
り
、
こ
の
こ
と
は
医
師
に
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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疑
い
が
残
る
場
合
、
承
諾
は
法
規
に
則
っ
た
説
明
が
あ
っ
て
も
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。

【
3
】
BGH
N
StZ-RR
2004,16.=
JR
2004,251
=
JZ
2004,800
=
StV
2004,376﹇
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
事
件
﹈〔
患
者
Ｐ
は
頚
椎
の
椎

間
板
ヘ
ル
ニ
ア
に
罹
っ
て
い
た
。
医
師
Ａ
は
誤
っ
て
Ｐ
の
腰
椎
の
一
つ
を
手
術
し
た
。
Ａ
は
翌
日
Ｐ
の
麻
痺
症
状
を
見
て
自
分
の
過
誤
に

気
付
い
た
。
Ａ
は
医
長
Ｂ
の
勧
め
で
こ
の
取
り
違
い
の
こ
と
を
Ｐ
に
黙
し
、
手
術
は
成
功
し
た
が
、
痛
み
が
残
っ
て
い
る
の
は
胸
椎
の
椎

間
板
ヘ
ル
ニ
ア
に
原
因
が
あ
る
と
説
明
し
た
。
こ
の
真
実
に
反
す
る
説
明
に
基
づ
い
て
Ｐ
は
胸
椎
の
手
術
を
承
諾
し
た
。
実
際
に
は
Ａ
は

頚
椎
の
手
術
を
行
っ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
執
刀
医
師
Ａ
に
対
す
る
略
式
命
令
が
確
定
し
て
い
た
の
で
、
地
方
裁

判
所
で
傷
害
教
唆
の
廉
で
有
罪
判
決
を
言
渡
さ
れ
て
い
た
Ｂ
の
可
罰
性
に
関
し
て
の
み
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
連
邦
通
常
裁

判
所
は
、
二
回
目
の
手
術
に
関
す
る
Ｐ
の
承
諾
は
欺
か
れ
て
与
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
無
効
で
あ
り
、
正
当
化
効
力
を
有
し
な
い
と
し
な

が
ら
も
、
患
者
が
真
実
の
説
明
を
受
け
て
い
た
な
ら
実
際
に
実
施
さ
れ
た
手
術
の
承
諾
を
し
た
と
云
え
る
と
き
、
違
法
性
が
欠
落
す
る
と

説
示
し
て
、
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。
す
な
わ
ち
、
実
際
の
承
諾
が
な
く
し
て
実
施
さ
れ
た
治
療
行
為
が
、
患
者
へ
の
十
分
な
説
明
が
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
で
き
る
の
は
、
患
者
が
完
全
且
つ
適
切
な
説
明
が
あ
っ
た
な
ら
実
施
さ
れ
た
治
療
侵
襲
に
承
諾

し
な
か
っ
た
と
云
え
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
確
実
に
認
定
で
き
な
い
場
合
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
に
従
っ
て
、

医
師
に
利
益
に
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。

【
4
】
BGH
N
StZ
2004,442
=
JR
2004,469﹇
穿
孔
器
尖
端
事
件
﹈〔
医
師
Ａ
は
、
右
肩
の
脱
臼
を
再
発
し
た
一
八
歳
の
患
者
Ｐ
に
そ

の
承
諾
及
び
そ
の
両
親
の
承
諾
を
得
て
手
術
を
行
っ
た
。
穿
孔
が
必
要
だ
っ
た
手
術
に
際
し
、
穿
孔
器
の
尖
端
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
が
折

れ
肩
峰
突
起
に
刺
さ
っ
た
ま
ま
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
肩
甲
関
節
に
損
傷
を
も
た
ら
す
こ
と
は
無
く
、
ほ
ぼ
完
全
に
骨
の
中
に
埋
没
し
た
。
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穿
孔
器
の
尖
端
部
の
取
り
出
し
に
は
失
敗
し
た
が
、
そ
の
他
の
点
で
は
手
術
は
成
功
し
た
。
手
術
の
終
わ
っ
た
夕
方
、
Ｐ
は
Ａ
か
ら
思
い

が
け
ず
、
二
回
目
の
手
術
を
受
け
た
方
が
よ
い
と
告
げ
ら
れ
、
Ａ
は
Ｐ
の
両
親
に
も
そ
の
こ
と
の
説
明
を
し
た
。
Ａ
は
、
背
部
の
被
包
を

取
り
出
す
適
応
症
が
あ
る
と
嘘
を
つ
い
た
。
そ
れ
は
二
回
目
の
手
術
の
必
要
性
に
関
す
る
本
当
の
こ
と
を
告
げ
た
ら
、
そ
の
承
諾
が
得
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
穿
孔
器
尖
端
部
を
取
り
出
す
こ
と
だ
け
が
Ａ
の
関
心
事
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
Ａ
は
そ
の
こ
と
を
黙
し
た
。
Ｐ
と

そ
の
両
親
は
二
回
目
の
手
術
を
承
諾
し
、
四
日
後
に
手
術
は
行
わ
れ
た
と
い
う
事
案
〕
に
お
い
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
は
Ａ
に

傷
害
罪
の
廉
で
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
地
方
裁
判
所
は
、
医
的
治
療
侵
襲
は
意
思
瑕
疵
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
患
者
の
承
諾
に

よ
っ
て
し
か
正
当
化
さ
れ
ず
、
穿
孔
器
の
先
端
部
を
取
り
出
す
手
術
に
は
承
諾
が
な
か
っ
た
こ
と
、
Ａ
が
Ｐ
と
そ
の
両
親
に
二
回
目
の
手

術
の
必
要
性
に
関
し
て
嘘
を
つ
き
、
穿
孔
器
の
先
端
部
の
破
損
に
つ
い
て
意
図
的
に
黙
し
た
か
ら
だ
と
判
示
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は

原
審
の
事
実
認
定
に
依
拠
し
て
、「
Ｐ
が
破
損
し
た
穿
孔
器
の
先
端
部
を
取
り
出
す
こ
と
の
承
諾
を
与
え
な
か
っ
た
と
い
う
明
白
な
事
実

に
基
づ
く
と
、
手
術
が
医
学
の
水
準
に
従
っ
て
（
legeartis）
行
わ
れ
、
患
者
が
真
実
の
説
明
を
受
け
た
ら
実
施
さ
れ
た
手
術
の
承
諾
を

与
え
た
と
云
え
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
違
法
性
が
欠
落
す
る
と
考
え
る
余
地
は
無
い
（
vgl.BGH
N
StZ-RR
2004,16）」。
本
事
案
で
は
、

二
回
目
の
手
術
は
、
専
ら
穿
孔
器
先
端
部
の
取
り
出
し
の
必
要
性
か
ら
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
手
術
に
当
り
、
後
に
苦
痛
の
発
生
す
る
危

険
を
万
が
一
減
少
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。

【
5
】
BGH
N
StZ-RR
2007,340
=
StV
2008,189﹇
腹
部
脂
肪
吸
引
事
件
﹈〔
医
師
Ａ
は
、
麻
酔
医
一
人
と
看
護
師
一
人
の
立
会
い
で
、

患
者
Ｐ
に
局
部
麻
酔
に
よ
る
腹
部
の
脂
肪
吸
引
を
行
い
、
次
い
で
、
完
全
麻
酔
で
い
わ
ゆ
る
脂
肪
前
掛
け
を
切
除
し
た
。
Ｐ
は
手
術
前
に

こ
の
手
術
の
危
険
性
に
関
し
て
麻
酔
を
含
め
て
き
ち
ん
と
し
た
説
明
を
受
け
て
い
た
。
約
二
ヵ
月
後
、
Ａ
は
Ｐ
に
二
回
目
の
手
術
を
行
っ

た
。
こ
の
手
術
で
は
局
部
麻
酔
で
、一
回
目
の
手
術
に
由
来
す
る
瘢
痕
の
残
り
を
切
除
し
、も
う
一
度
脂
肪
吸
引
を
お
こ
な
う
予
定
に
な
っ
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て
い
た
。
再
度
の
説
明
は
無
か
っ
た
。
承
諾
書
の
作
成
は
無
か
っ
た
。
Ａ
が
脂
肪
吸
引
を
行
っ
た
当
日
は
、
土
曜
日
で
、
看
護
師
が
い
な

か
っ
た
の
で
、
手
術
に
当
た
り
Ａ
の
頼
み
で
医
学
の
分
野
に
は
あ
ま
り
明
る
く
な
い
化
学
専
攻
学
生
が
助
手
を
務
め
た
。
Ａ
は
局
部
麻
酔

を
行
っ
た
し
、
麻
酔
中
の
Ｐ
の
様
態
監
視
は
自
分
で
で
き
る
と
思
っ
た
。
手
術
の
準
備
と
実
施
を
す
る
と
き
Ｐ
が
急
に
痛
み
を
訴
え
た
の

で
、
Ａ
は
Ｐ
に
睡
眠
導
入
と
鎮
痛
剤
を
何
度
か
相
前
後
し
て
投
与
し
た
が
、
Ａ
は
誤
解
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
併
用
し
て
投
与
し
て

は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
Ｐ
は
呼
吸
沈
下
に
陥
っ
た
の
で
、
手
術
は
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
Ａ
は
十
分
な
拮
抗
薬

を
持
っ
て
お
ら
ず
、
救
急
医
の
到
着
も
遅
れ
た
の
で
、
そ
の
到
着
前
に
Ｐ
は
薬
剤
の
過
剰
投
与
の
た
め
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
ハ

レ
地
方
裁
判
所
は
、
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
が
、
刑
法
第
二
二
七
条
の
傷
害
致
死
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
Ｐ

が
、
た
と
え
十
分
な
手
術
の
体
制
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
仮
定
的
に
は
治
療
の

承
諾
を
し
て
い
た
と
い
え
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
Ｐ
は
死
ん
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
に
従
っ
て
Ａ

の
利
益
に
捉
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
、
Ｐ
は
具
体
的
事
案
で
か
つ
て
一
度
Ａ
に
脂
肪
吸
引
を
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
）。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
仮
定
的
承
諾
の
法
形
象
の
適
用
範
囲
を
限
定
し
た
上
で
、
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
。
医
師
の
治
療

侵
襲
に
よ
っ
て
傷
害
罪
の
違
法
性
が
欠
落
し
う
る
の
は
、
た
と
え
説
明
の
瑕
疵
が
あ
る
場
合
で
も
き
ち
ん
と
し
た
説
明
が
あ
っ
た
な
ら
実

際
に
行
わ
れ
た
手
術
の
承
諾
を
し
た
と
云
え
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
仮
定
的
承
諾
も
医
学
の
水
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
た

治
療
行
為
に
だ
け
関
係
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
美
容
整
形
手
術
の
場
合
、
そ
れ
自
体
医
学
的
適
応
が
な
く
、
た
い
て
い
急
ぐ
必
要
も
な

い
限
り
、
厳
格
な
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
と
。

【
6
】
BGH
N
StZ
2012,205﹇
食
道
穿
孔
事
件
﹈〔
医
師
Ａ
は
血
便
の
出
た
患
者
Ｐ
の
腸
内
視
鏡
検
査
を
行
っ
た
。
異
常
な
し
の
検
査

結
果
が
出
た
後
で
、
腸
内
視
鏡
検
査
に
引
き
続
き
持
続
的
―
承
諾
の
有
効
性
を
排
除
す
る
―
鎮
静
剤
を
用
い
な
が
ら
胃
内
視
鏡
検
査
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を
行
う
こ
と
に
し
た
が
、
そ
れ
は
Ｐ
の
苦
痛
の
原
因
を
突
き
止
め
る
た
め
だ
っ
た
。
内
視
鏡
を
挿
入
し
よ
う
と
二
回
試
み
た
が
、
Ｐ
の
飲

み
込
み
の
際
の
痛
み
で
失
敗
し
た
。
二
時
間
の
休
憩
の
後
、
鎮
静
剤
が
補
充
さ
れ
、
再
度
少
な
く
と
も
二
回
の
内
視
鏡
挿
入
が
試
み
ら
れ

た
が
、
失
敗
し
、
そ
の
う
ち
の
一
回
に
よ
っ
て
食
道
穿
孔
が
生
じ
た
。
必
要
な
食
道
手
術
が
行
わ
れ
た
直
後
、
Ｐ
に
合
併
症
が
生
じ
、
Ｐ

は
そ
れ
が
基
で
死
亡
し
た
〕
と
い
う
事
案
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
バ
イ
ロ
イ
ト
地
方
裁
判
所
の
無
罪
判
決
を
特
に
証
明
不
十
分
と
い
う

理
由
で
破
棄
し
た
が
、
本
裁
判
に
お
い
て
も
基
本
的
に
仮
定
的
承
諾
の
法
形
象
を
維
持
し
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
た
。
患
者
が
真
実
の
説

明
を
受
け
て
い
た
な
ら
実
際
に
行
わ
れ
た
手
術
を
承
諾
し
た
と
云
え
る
と
き
、
違
法
性
が
、
し
た
が
っ
て
刑
法
第
二
七
七
条
（
傷
害
致
死

罪
）
の
可
罰
性
が
否
定
さ
れ
る
。
き
ち
ん
と
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
承
諾
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
医
師
に
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
疑
い
が
残
れ
ば
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
従
い
Ａ
の
有
利
に
、
き
ち
ん
と
し
た
説
明
が
あ
っ

た
場
合
も
承
諾
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ａ
が
、
事
前
の
質
問
で
侵
襲
の
拡
大
に
Ｐ
が
同
意
し
て
い

た
と
誤
信
し
て
い
た
と
き
、
許
容
構
成
要
件
の
錯
誤
が
あ
る
と
。

Ⅲ

犯
罪
理
論
体
系
上
の
位
置
づ
け
の
検
討

仮
定
的
承
諾
の
法
形
象
を
肯
定
す
る
学
説
も
、
そ
の
犯
罪
理
論
的
位
置
づ
け
に
関
し
て

は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
、
そ
れ
ら
の
見
解
を
概
略
し
た
上
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
（
4
）。

（
ａ
）
構
成
要
件
解
決
策

（
aa
）
因
果
関
係
の
不
存
在

仮
定
的
法
形
象
の
犯
罪
理
論
体
系
上
の
位
置
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
先
ず
、
因
果
関
係

の
不
存
在
を
理
由
に
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
が
﹇
Ｏ
脚
事
件
﹈
に
お
い
て
、「
こ
の
義
務

違
反
が
傷
害
の
原
因
で
な
か
っ
た
か
ら
」
と
判
示
し
た
と
き
、
そ
こ
で
は
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
5
）。
す
な
わ
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ち
、
患
者
が
真
実
の
説
明
を
受
け
て
い
た
な
ら
実
際
に
実
施
さ
れ
た
手
術
を
承
諾
し
た
か
否
か
が
問
わ
れ
た
。
患
者
が
法
規
に
則
っ
た
説

明
を
受
け
て
い
た
場
合
で
も
医
的
侵
襲
の
承
諾
を
与
え
て
い
た
と
云
え
る
な
ら
、
説
明
義
務
の
義
務
違
反
侵
害
は
医
的
侵
襲
の
原
因
で
な

か
っ
た
と
云
え
る
。
法
規
に
則
っ
た
説
明
が
あ
っ
た
場
合
承
諾
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
え
て
初
め
て
、
説
明
義
務
侵
害
が
侵

襲
の
原
因
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
医
師
に
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
条
件
説
（
当
該
具
体
的
行
為
が
無
け
れ
ば
当
該
具
体
的
な
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
、
そ
の
両
者
の
間
に
因
果

関
係
が
あ
る
）
で
は
、
実
際
の
具
体
的
行
為
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
仮
定
的
代
替
原
因
は

ま
っ
た
く
重
要
で
な
い
の
で
あ
る
。
治
療
侵
襲
の
場
合
、
仮
定
的
承
諾
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
結
果
、
つ
ま
り
治
療
侵
襲
に
と
っ
て

重
要
で
な
い
。
仮
定
的
代
替
原
因
は
因
果
関
係
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
医
的
侵
襲
が
行
わ
れ
た
な
ら
、
医
師
の
行
為
は

こ
の
結
果
と
因
果
関
係
に
あ
る
。
結
局
、
患
者
の
仮
定
的
承
諾
の
法
形
象
を
用
い
て
義
務
違
反
行
為
の
傷
害
結
果
へ
の
因
果
関
係
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
6
）。
そ
の
後
、
判
例
も
「
違
法
性
が
欠
落
す
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
「
因
果
関
係
解
決
策
」
か
ら

距
離
を
お
く
よ
う
に
な
る
。

（
bb
）
不
作
為

医
師
の
仮
定
的
な
法
規
に
則
っ
た
行
為
を
不
作
為
の
因
果
関
係
、
つ
ま
り
、
疑
似
因
果
関
係
で
考
慮
す
る
見
解
が
あ

る
。
疑
似
因
果
関
係
と
い
う
の
は
、
必
要
と
さ
れ
る
作
為
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
構
成
要
件
的
結
果
は
確
実
性
と
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を

も
っ
て
生
じ
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
、
必
要
と
さ
れ
る
作
為
の
「
不
作
為
」
と
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
を
否

定
す
る
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
的
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
疑
い
が
あ
る
と
き
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
が

働
く
（
7
）。
仮
定
的
承
諾
の
場
合
、
意
思
も
必
要
な
説
明
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
不
作
為
と
傷
害
と
い
う
結
果
の
間
の
疑
似
因
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果
関
係
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
の
間
の
疑
似
因
果
関
係
の
存
否
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
法
規
に

則
っ
た
説
明
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
は
切
る
、
刺
す
等
を
伴
う
治
療
侵
襲
の
前
域
に
あ
る
。
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
身
体
の
不

可
侵
性
と
い
う
法
益
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
作
為
な
の
で
あ
る
。
法
規
に
則
っ
た
説
明
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
は
な
る
ほ
ど
患
者
の

自
己
決
定
権
を
侵
害
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
身
体
の
不
可
侵
性
を
侵
害
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
（
8
）。

（
ｂ
）
違
法
性
解
決
策

（
aa
）
客
観
的
帰
属
の
違
法
性
段
階
へ
の
転
用

本
説
の
主
唱
者
で
あ
る
ク
ー
レ
ン
は
、
構
成
要
件
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
と
正
当
化

欠
缺
の
帰
属
の
「
構
造
的
類
似
性
」
か
ら
出
立
す
る
。
所
為
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
正
当
化
事
由
が
欠
け
て
い
る
だ
け
で

は
十
分
で
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
加
え
て
、
正
当
化
が
、「
単
な
る
正
当
化
欠
缺
」
に
基
づ
き
否
定
さ
れ
る
と
き
、
結
果
が
こ
の
欠
缺
に

基
づ
き
客
観
的
に
帰
属
可
能
で
あ
る
か
否
か
の
検
証
が
必
要
と
な
る
。
仮
定
的
承
諾
の
場
合
、「
単
な
る
正
当
化
欠
缺
」
は
医
師
の
説
明
義

務
違
反
及
び
そ
れ
に
由
来
す
る
意
思
瑕
疵
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
が
、
処
分
権
能
や
承
諾
能
力
の
欠
如
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
患

者
が
有
効
に
説
明
を
受
け
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
結
果
が
生
じ
た
と
云
え
る
と
き
、
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
承
諾

の
欠
缺
と
傷
害
結
果
の
間
の
帰
属
連
関
が
無
い
。
結
局
、
義
務
違
反
連
関
が
存
在
し
な
い
た
め
、
所
為
の
結
果
不
法
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、

し
か
し
、
行
為
不
法
は
残
る
の
で
、
未
遂
罪
の
成
立
可
能
性
は
残
る
（
9
）。
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
ー
は
、
そ
の
た
め
に
行
為
が
法
的
に
是
認
さ
れ

な
か
っ
た
危
険
が
結
果
と
な
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
と
き
、
つ
ま
り
、
結
果
が
規
範
の
保
護
目
的
の
中
に
無
い
と
き
、
危
険
連
関
の
欠
如

も
理
由
と
し
て
客
観
的
帰
属
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
ず
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
に
関
し
て
の
説
明
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
治
療
代
替

案
の
特
有
の
危
険
が
実
現
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
（
10
）。
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本
説
も
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
第
一
に
、
客
観
的
帰
属
は
客
観
的
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
因
果
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
実
質
的

に
構
成
要
件
該
当
性
を
縮
減
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
。
違
法
性
は
正
当
化
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
欠
落
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

客
観
的
帰
属
を
違
法
性
段
階
に
持
ち
込
む
こ
と
は
正
当
化
事
由
の
例
外
機
能
に
反
す
る
（
11
）。
前
提
要
件
が
客
観
的
に
具
備
さ
れ
て
い
な
い
正

当
化
事
由
へ
の
帰
属
と
い
う
も
の
の
必
要
性
が
無
い
。
帰
属
可
能
性
は
す
で
に
正
当
化
事
由
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
、
結
果
が
構
成
要
件

該
当
行
為
に
帰
属
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
（
12
）。
第
二
に
、
義
務
違
反
連
関
と
い
う
の
は
、
結
果
が
義
務
違
反
に
基
づ
く
又

は
義
務
違
反
に
よ
っ
て
増
加
し
た
危
険
が
実
現
し
た
場
合
に
肯
定
さ
れ
る
。
結
果
が
適
法
代
替
行
為
が
為
さ
れ
た
場
合
で
も
生
じ
た
と
云

え
る
と
き
、
義
務
違
反
連
関
は
欠
落
す
る
。
こ
の
適
法
代
替
行
為
の
思
想
の
起
源
は
過
失
犯
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
適
法
代
替
行
為
の

検
証
に
当
り
、
違
法
な
行
為
だ
け
が
適
法
な
行
為
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
仮
定
的
事
象
経
路
が
付
け
加
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
採
石
業
者
が
注
意
義
務
に
違
反
し
て
安
全
柵
を
設
置
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
が
基
礎
溝
に
転
落
し
て
死
亡

し
た
と
い
う
場
合
、
柵
を
設
置
し
て
い
て
も
子
ど
も
は
そ
れ
に
よ
じ
登
っ
て
転
落
死
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た

く
考
慮
さ
れ
な
い
（
13
）。
故
意
で
行
わ
れ
る
治
療
侵
襲
の
場
合
も
、
そ
の
前
の
瑕
疵
の
あ
る
説
明
が
法
規
に
則
っ
た
説
明
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ

る
の
で
は
な
い
。
故
意
の
治
療
侵
襲
で
は
、
適
法
代
替
行
為
と
い
う
の
は
規
範
を
遵
守
し
て
行
為
を
し
な
い
こ
と
に
あ
り
、
結
果
を
回
避

す
る
こ
と
が
常
に
可
能
で
あ
る
の
で
、
規
範
遵
守
の
い
か
な
る
逸
脱
も
許
さ
れ
な
い
危
険
増
加
と
云
え
る
か
ら
で
あ
る
（
14
）。

（
bb
）
独
自
の
正
当
化
事
由
論

判
例
は
、患
者
が
法
規
に
則
っ
た
説
明
が
あ
っ
た
場
合
に
も
手
術
を
し
て
も
ら
っ
た
と
い
え
る
限
り
、

違
法
な
傷
害
の
結
果
不
法
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
手
術
が
適
法
代
替
行
為
の
場
合
で
あ
っ
て
も
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

医
師
の
説
明
の
欠
如
が
違
法
な
傷
害
の
結
果
に
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
違
法
性
が
欠
落
す
る

（
Rechtsw
idrigkeitentfällt）」
（
15
）と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、
仮
定
的
承
諾
に
独
自
の
正
当
化
事
由
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
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て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
許
容
構
成
要
件
の
錯
誤
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仮
定

的
承
諾
の
存
在
に
関
す
る
錯
誤
を
承
諾
と
い
う
正
当
化
事
由
に
関
す
る
錯
誤
と
等
し
く
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
定
的

承
諾
が
あ
れ
ば
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
（
16
）。

（
cc
）
評
価

判
例
が
仮
定
的
承
諾
を
独
自
の
正
当
化
事
由
と
位
置
づ
け
る
な
ら
、
そ
の
前
提
要
件
が
具
備
さ
れ
る
と
、
も
と
も
と
義

務
違
反
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
。
実
際
の
承
諾
や
推
定
的
承
諾
と
仮
定
的
承
諾
の
間
に
は
構

造
的
差
異
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
、
所
為
の
正
当
化
は
優
越
的
原
理
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
正
当
化
緊

急
避
難
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
正
当
防
衛
に
お
い
て
も
、
被
侵
害
者
の
自
分
の
法
益
を
侵
害
さ
れ
な
い
利
益
が
、
違
法
に
攻
撃
す
る

者
が
侵
害
行
為
に
当
り
損
害
を
受
け
な
い
利
益
を
上
回
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
承
諾
や
推
定
的
承
諾
が
正
当
化
の
性
格
を
有
す
る
こ
と

は
、「
自
己
の
事
柄
に
自
ら
不
利
益
を
望
む
者
に
は
、
不
法
は
生
じ
な
い
」
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
個
人
は
自
己
の
財
を
自
由
に
処
分
で
き
、

し
た
が
っ
て
そ
の
刑
法
的
保
護
も
放
棄
し
う
る
か
ら
、
法
益
保
護
の
必
要
性
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
益
保
持
者
の
自
己
決

定
権
が
そ
の
法
益
を
刑
法
上
保
護
す
る
法
共
同
体
の
利
益
よ
り
も
上
回
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
承
諾
に
お
い
て
は
、
患
者
は
そ
の
意
思
表

示
に
よ
っ
て
法
益
保
護
の
放
棄
を
明
ら
か
に
す
る
。
推
定
的
承
諾
の
場
合
、
推
定
的
意
思
の
調
査
に
当
り
、
患
者
個
人
の
事
情
に
焦
点
を

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者
の
自
律
性
が
保
障
さ
れ
る
。
行
為
の
適
法
性
は
所
為
時
点
の
具
体
的
状
況
に
お
い
て
実
際
に
そ
の
許
容
要

件
が
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
一
般
的
禁
止
が
具
体
的
事
案
に
お
い
て
例
外
的
に
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
（
17
）。

と
こ
ろ
が
、仮
定
的
承
諾
の
場
合
、所
為
の
不
法
を
欠
落
さ
せ
る
、法
益
保
護
を
放
棄
す
る
有
効
な
承
諾
が
存
在
し
な
い
。
場
合
に
よ
っ
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て
は
あ
り
う
る
仮
定
的
意
思
の
保
護
と
い
う
も
の
が
患
者
の
本
当
の
現
実
の
意
思
の
尊
重
よ
り
優
越
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
被
害
者
は
そ
の
法
益
保
護
に
有
効
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
患
者
が
刑
法
に
よ
る
保
護
を
放
棄
し
て
い
る
事
実
は

存
在
し
な
い
。「
仮
定
的
承
諾
と
い
う
の
は
、仮
定
的
に
存
在
し
え
た
が
、実
際
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
承
諾
の
純
然
た
る
擬
制
で
あ
る
」
（
18
）。

所
為
時
点
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
の
こ
と
が
、後
に
な
っ
て
承
諾
の
仮
定
に
よ
り
代
替
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
先
ず
、

既
に
自
然
法
則
的
根
拠
か
ら
し
て
、
実
際
に
起
き
た
事
象
を
後
に
な
っ
て
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
事
後
に
与
え
ら
れ

た
承
諾
を
所
為
時
点
に
遡
及
さ
せ
る
可
能
性
し
か
残
ら
な
い
。
し
か
し
、
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
、
こ
の
遡
及
効
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
所
為
の
時
点
で
既
に
、
そ
の
適
法
性
、
違
法
性
が
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
19
）。
さ
も
な
け
れ

ば
、
仮
定
的
承
諾
の
適
用
の
場
合
、
医
師
の
可
罰
性
が
患
者
の
処
分
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
患
者
が
事
後
に
下
す
決
定
は
、
疑
問
の

あ
る
場
合
、
治
療
行
為
の
成
功
、
失
敗
に
影
響
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
20
）。

さ
ら
に
次
の
問
題
も
あ
る
。
手
術
の
終
了
後
、
患
者
が
法
規
に
則
っ
た
説
明
を
受
け
た
な
ら
ど
う
い
う
決
定
を
し
た
か
と
い
う
問
い
に

答
え
を
出
す
こ
と
は
実
際
に
は
難
し
い
（
21
）。
手
術
の
前
後
で
患
者
の
お
か
れ
た
決
定
状
況
は
全
く
異
な
る
。
手
術
の
結
果
に
満
足
し
て
、
こ

の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
る
患
者
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
手
術
の
結
果
に
不
満
で
こ
の
問
い
に
否
定
的
に
答
え
る
患
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
法
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
所
為
前
の
時
点
の
決
定
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
危
険
等
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
意
図
的
に
そ
の
説
明

を
し
な
い
医
師
に
手
術
を
し
て
も
ら
い
た
い
者
は
誰
も
い
な
い
と
云
え
よ
う
（
22
）。
と
こ
ろ
が
、
所
為
時
点
の
現
実
の
事
情
は
、
事
後
的
意
思

形
成
で
は
完
全
に
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
23
）。
仮
定
的
承
諾
は
事
後
的
許
可
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
心
理
学
的
に
見

る
と
事
後
的
許
可
に
ほ
と
ん
ど
等
し
い
（
24
）。
し
か
し
、
事
後
的
許
可
と
い
う
の
は
刑
法
で
は
正
当
化
効
力
を
も
た
な
い
。
窃
盗
の
被
害
者
が

事
後
に
な
っ
て
、
前
も
っ
て
話
し
て
く
れ
て
い
た
ら
、
窃
盗
犯
人
に
当
該
盗
品
を
く
れ
て
い
た
の
に
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
窃
盗
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が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
同
様
に
、
患
者
が
法
規
に
則
っ
た
説
明
を
受
け
て
い
た
な
ら
侵
襲
の
承
諾
を
し
た
と
事
後
に

言
っ
た
と
し
て
も
、
患
者
の
自
己
決
定
権
を
侵
害
し
て
実
施
さ
れ
た
侵
襲
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
25
）。
実
際
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
二

八
条
は
、「
被
害
者
の
承
諾
の
あ
る
傷
害
」
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
前
の
承
諾
だ
け
を
正
当
化
事
由
と
し
て
承
認
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
（
26
）。

さ
ら
に
、
正
当
化
事
由
は
常
に
客
観
的
要
素
と
主
観
的
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
観
的
要
素
が
要

求
す
る
の
は
、
行
為
者
が
、
他
人
の
法
益
を
具
体
的
状
況
に
お
い
て
違
法
に
侵
害
し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
行
為
す
る
こ
と
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仮
定
的
承
諾
の
場
合
、
主
観
的
正
当
化
要
素
が
欠
如
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
医
師
は
、
患
者
が
法
規
に
則
っ

た
説
明
を
受
け
て
い
た
な
ら
承
諾
し
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
27
）。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
、
医
師
に
こ

の
認
識
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
認
識
を
も
っ
て
い
る
医
師
な
ら
法
規
に
則
っ
た
説
明
を
患
者
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
云

え
る
か
ら
で
あ
る
（
28
）。
仮
定
的
承
諾
で
は
、
医
師
は
、
後
に
承
諾
を
得
ら
れ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
思
っ
て
行
為
を
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
要
す

る
に
、
医
師
は
、
承
諾
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、「
考
案
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
事
態
」
（
29
）に
基
づ
い
て
行
為
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
す
る
と
、
仮
定
的
承
諾
で
は
主
観
的
正
当
化
要
素
が
欠
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
学
説
の
一
部
に
は
、
主
観
的
要
素
不
要
論
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
仮
定
的
承
諾
は
、
医
師
が
患
者
の
承
諾
を
得
ら
れ
る
こ
と
の
認
識
の
な
い
場
合
に
妥
当
す
る
法
形
象
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
（
30
）。
又
、
一
部
の
学
説
は
、
仮
定
的
承
諾
の
得
ら
れ
る
こ
と
を
信
頼
し
て
い
た
と
の
医
師
の
主
張
を
反
駁
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ

の
反
証
が
成
功
し
た
と
き
、
行
為
不
法
は
欠
落
し
な
い
が
、
客
観
的
正
当
化
事
情
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
と
同
様
に
、
未

遂
罪
で
処
罰
可
能
だ
と
主
張
す
る
（
31
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、仮
定
的
承
諾
は
一
般
の
正
当
化
事
由
と
異
な
っ
た
特
異
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
32
）。
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最
後
に
、
仮
定
的
承
諾
の
法
形
象
は
推
定
的
承
諾
の
補
充
性
原
則
を
す
り
抜
け
る
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
推
定
的
承

諾
の
法
形
象
は
、当
人
の
実
際
の
承
諾
を
適
時
に
得
る
こ
と
が
所
為
時
点
で
可
能
で
な
い
場
合
に
だ
け
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

当
人
に
基
本
的
に
、
自
己
答
責
的
に
自
己
の
権
利
に
対
処
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仮
定
的
承
諾
で
は
、
こ
う
い
っ
た
補

充
性
を
保
障
す
る
前
提
要
件
が
欠
如
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
患
者
の
承
諾
が
所
為
時
点
で
得
ら
れ
な
い
の
か
の
理
由
が
欠
如
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
医
師
は
自
分
の
説
明
義
務
を
意
識
的
に
無
視
す
る
と
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
意
図
的
に
欺
き
、
そ
れ

で
い
て
処
罰
さ
れ
な
い
で
す
む
と
信
頼
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
仮
定
的
意
思
が
実
際
の
患
者
の
意
思
と
一
致
す
る
か

に
関
す
る
い
か
な
る
疑
い
も
、
又
、
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
よ
う
に
こ
う
い
っ
た
疑
い
を
認
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、「
疑
わ
し
き

は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
よ
り
行
為
者
の
有
利
に
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
33
）。
結
局
、
患
者
の
承
諾
が
あ
っ
た
の
か
否
か
が
重
要

で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
34
）。
し
た
が
っ
て
、
医
師
に
は
患
者
に
法
規
に
則
っ
た
説
明
を
し
、
有
効
な
承
諾
を
得
る
努
力
を
す
る
誘

因
が
無
く
な
る
の
で
、
仮
定
的
承
諾
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
「
自
己
決
定
敵
対
的
」
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
患
者
自
律
性
の
空
洞
化

に
繋
が
り
か
ね
な
い
（
35
）。

（
ｃ
）
刑
罰
消
滅
事
由

仮
定
的
承
諾
を
構
成
要
件
、
違
法
性
及
び
責
任
と
い
う
犯
罪
構
造
の
外
に
、
刑
事
政
策
的
配
慮
か
ら
刑
罰
消

滅
事
由
と
し
て
位
置
づ
け
る
構
想
も
あ
る
（
36
）。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
も
問
題
が
あ
る
。
一
般
に
刑
罰
消
滅
事
由
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
中
止

未
遂
の
場
合
、
行
為
者
の
事
後
的
行
為
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
罰
の
必
要
性
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仮
定
的
承
諾
で
は
、

医
師
は
自
分
の
事
後
的
行
為
に
よ
っ
て
法
共
同
体
を
鎮
静
化
す
る
の
で
は
な
い
。
仮
定
的
承
諾
と
い
う
偶
然
が
医
師
に
役
立
つ
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
定
的
承
諾
は
刑
罰
消
滅
事
由
と
構
造
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
（
37
）。
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第
5
章

注

（
1
）
S.Jansen,D
ie
hypothetische
Einw
illigung
im
Strafrecht,ZJS
2011,482,483.

仮
定
的
承
諾
の
問
題
に
か
か
わ
る
わ
が
国
の
民
事
判
例
に
東
京
地
判
平
成
四
・
八
・
三
一
判
時
一
四
六
三
・
一
〇
二
﹇
東
大
脳
動
静
脈
奇
形
（
Ａ
Ｖ
Ｍ
）
除
去

手
術
事
件
﹈
が
あ
る
。〔
Ｅ
は
脳
動
静
脈
奇
形
摘
出
手
術
を
受
け
死
亡
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
遺
族
ら
が
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
事
件
。
遺
族
ら
は

担
当
医
師
ら
の
脳
動
静
脈
摘
出
手
術
に
お
け
る
過
失
と
説
明
義
務
違
反
を
主
張
し
た
。
本
判
決
は
、
当
該
手
術
に
お
け
る
担
当
医
師
ら
の
過
失
を
否
定
し
、

説
明
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
認
め
た
が
、
そ
れ
と
Ｅ
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
は
否
定
し
た
〕「
担
当
医
師
ら
は
本
件
手
術
に
関
し
て
損
害
賠
償
義
務
を
負

う
相
手
方
で
あ
る
Ｅ
に
対
し
、
手
術
の
危
険
性
や
保
存
的
治
療
に
委
ね
た
場
合
の
予
後
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
尽
く
さ
ず
、
そ
の
双
方
の
危
険
性
を
対
比

し
て
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
、
Ｅ
は
本
件
手
術
を
受
け
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
十
分
な
情
報
を
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
担
当
医
ら
が
手
術
の
危
険
性
等
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
し
て
い
た
な
ら
ば
Ｅ
が
手
術
を
承
諾
し
な
か
っ
た

可
能
性
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」、
し
か
し
、
手
術
を
受
け
ず
に
保
存
的
治
療
に
委
ね
た
場
合
の
予
後
と
か
、「
被
告
病
院
の
設
備
と
ス
タ
ッ
フ

を
考
え
れ
ば
、
手
術
前
に
は
そ
れ
ほ
ど
高
度
な
危
険
を
伴
う
手
術
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
を
併
せ
考
え
る
と
、
Ｅ
が
担
当
医
ら
か

ら
十
分
な
説
明
を
受
け
、
手
術
に
あ
る
程
度
の
危
険
を
伴
う
こ
と
を
具
体
的
に
知
ら
さ
れ
た
と
し
て
も
、
手
術
を
承
諾
し
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
担
当
医
ら
が
Ｅ
に
対
し
て
十
分
な
説
明
を
し
て
お
れ
ば
Ｅ
が
本
件
手
術
を
承
諾
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
く
、
担
当
医
ら
が
必
要
な
説
明
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
と
Ｅ
が
死
亡
し
た
こ
と
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
」。

（
2
）
Jansen,(Fn.1),83.

（
3
）
Jansen,(Fn.1),483.

（
4
）
参
照
、
山
中
（
Ⅰ
-55
）
六
〇
七
頁
以
下
、
同
「
意
思
の
説
明
義
務
と
い
わ
ゆ
る
仮
定
的
同
意
に
つ
い
て
」（『
神
山
敏
雄
古
稀
祝
賀
論
集
第
一
巻
』
二
〇
〇

六
年
）
二
五
三
頁
以
下
、
同
『
医
事
刑
法
概
論
Ⅰ
』
二
〇
一
四
年
・
三
五
五
頁
以
下
、

（
5
）
も
っ
と
も
判
例
が
「
因
果
関
係
」
と
い
う
言
葉
で
「
義
務
違
反
連
関
」
を
意
味
し
て
い
た
と
理
解
で
き
る
余
地
も
あ
る
。
Jansen,(Fn.1)485.

（
6
）
H
.O
tto,A
.A
lbrecht,D
ie
Bedeutung
derhypothetischen
Einw
illigung
fürden
ärztlichen
H
eileingriff,JU
RA
2010,264,268;Jansen,(Fn.

1),485.

（
7
）
H
.R
osenau,D
ie
hypothetische
Einw
illigung
im
Strafrecht,in:M
aiw
ald-FS,2010,685,700.

（
8
）
Jansen,(Fn.1),487;O
tto/A
lbrecht,(Fn.5),268.

（
9
）
L.K
uhlen,O
bjektive
Zurechnung
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Eigenverantwortliche Selbstgefährdung, Einwilligung
und mutmaßliche Einwilligung (7)

Toshio YOSHIDA

Kapitel 1 Autonomieprinzip und eigenverantwortliche Selbstge-
fährdung

Ⅰ. Allgemeines
Ⅱ. Anwendungsbereiche
a) Sportverletzungen
b) Übernahme vermögensrechtlicher Risken
Ⅲ. Objektive Zurechnung bei eigenverantwortlichem Eingreifen
Dritter
a) Rettungshandlungen
aa) Rettungshandlungen durch freiwillige Helfer
bb) Rettungshandlungen durch Pflichtübernahme
b) Verfolgungen
Ⅳ. Schranken der Eigenverantwortlichkeit
Ⅴ. Voraussetzungen der Eigenverantwortlichkeit
Ⅵ. Eigenverantwortlichkeit und einverständliche Fremdgefährdung

(Bd. 52, Nr. 2)

Kapitel 2 Autonomieprinzip und Einwilligung des Verletzten
Ⅰ. Allgemeines
Ⅱ. Ausländisches Recht
a) Deutschland
b) Österreich
c) Die Schweiz
Ⅲ. Zum Wirkungsgrund der Einwilligung
1. Grundmodelle
a) Kollisionsmodell
b) Integratinsmodell
c) Basismodell
2. Theorienstreit in Japan
3. Würdigung
Ⅳ. Gegenstand und Reichweite der Einwilligung
a) Gegenstand
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b) Reichweite (Bd. 52, Nr. 3)
Ⅴ. Voraussetzungen und Grenzen der rechtfertigenden Einwilligung
1. Einwilligung durch den Rechtsgutsträger
2. Dispositionsbefugnis des Einwilligenden
a) Deutschland
aa) Theorienstreit
bb) Rechtsprechung (Bd. 52, Nr. 4)
b) Österreich
c) Die Schweiz
d) Japan
aa) Theorienstreit
bb) Rechtsprechung
e) Würdigung
3. Form und Zeitpunkt der Einwilligung
4. Einwilligungsfähigkeit
5. Einwilligung durch dritte Personen (Bd. 53, Nr. 1)
6. Einwilligung frei von Willensmängeln
a) Drohung
b) Täuschung
aa) Theorienstreit im deutschsprachigen Raum
bb) Theorienstreit in Japan
cc) Würdigung
c) Irrtum
7. Kentnis der Einwilligung (Bd. 53, Nr. 2)

Kapitel 3 Einverständnis
I. Drei Gruppierungen von einverständnisrelevanten Tatbestand-
merkmalen

II. Vorausetzungen
1. Einsichtsfähigkeit
2. Willensmängel
3. Erklärungsbedürftigkeit

Kapitel 4 Mutmaßliche Einwilligung
I. Begriff und Grundgedanke der mutmaßlichen Einwilligung
1. Rechtfertigung eigener Art
a) Meinungsstreit
b) Würdigung
2. Verhältnis zum rechtferigenden Notstand

北研 53 (4・137) 475 Summary

The Hokkai-Gakuen Law Journal Vol. LIII No. 4



3. Verhältnis zu der Geschäftsführung ohne Auftrag
4. Verhältnis zum erlaubten Rsiko
II. Anwendungsbereich
1. Interne Güter- und Interessenkollisionen
2. Preisgabe eigener Interessen zugunsten des Täters oder eines
Dritten

III. Voraussetzungen
1. Objektive Einwilligungsmerkmale
a) Einwilligungsreife
b) Dringlichkeit
c) Pflichgemäße Prüfung
2. Subjektives Rechtfertigungsmerkmal (Bd. 53, Nr. 3)

Kapitel 5 Hypothetische Einwilligung
I. Einführung
II. Deutsche Rechtsprechung
III. Systematische Einordnung und ihre Würdigung
a) Tatbestandslösung
aa) Fehlende Kausalität
bb) Unterlassung
b) Rechtswidrigkeitslösung
aa) Objektive Zurechnung
bb) Eigene Art von Rechtfertigung
cc) Würdigung
c) Strafaufhebungsgrund (Bd. 53, Nr. 4)

(Die Fortsetzung folgt.)
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