
Title 〔刑法五三〕刑法三六条における侵害の急迫性(最高裁昭和五二年七
月二一日第一小法廷決定)

Sub Title
Author 安冨, 潔(Yasutomi, Kiyoshi)

刑法研究会(Keihō kenkyūkai)
Publisher 慶應義塾大学法学研究会

Publication
year

1978

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.51, No.4 (1978. 4) ,p.80- 85 

JaLC DOI
Abstract
Notes 判例研究
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19780415-0080

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


　
　
　
判
例
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
（
四
六
〇
）

〔
刑
　
法
　
五
三
〕

刑
法
三
六
条
に
お
け
る
侵
害
の
急
追
性

（
難
講
簾
叢
慧
酬
鶏
力
行
為
）

〔
事
案
の
概
要
〕

　
昭
和
四
六
年
二
一
月
一
八
日
、
F
市
に
あ
る
県
教
育
会
館
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ

る
中
核
派
の
学
生
ら
が
、
集
会
を
開
こ
う
と
準
備
し
て
い
た
際
、
い
わ
ゆ
る
革

マ
ル
派
の
学
生
ら
か
ら
攻
撃
を
受
け
、
い
っ
た
ん
実
力
で
こ
れ
を
追
い
払
つ
た

後
、
ほ
ど
な
く
再
度
の
攻
撃
が
あ
る
こ
と
を
予
期
し
て
、
木
刀
、
ホ
ッ
ケ
ー
の

ス
テ
ィ
ッ
ク
、
鍬
の
柄
、
鉄
パ
イ
プ
な
ど
を
備
え
、
予
想
通
り
攻
撃
し
て
き
た

革
マ
ル
派
学
生
ら
に
対
し
て
、
鉄
パ
イ
プ
な
ど
で
突
く
な
ど
の
暴
行
を
共
同
で

行
な
つ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
検
察
官
は
、
兇
器
準
備
集
合
罪
お
よ
び
暴
力
行
為
等
処
罰

に
関
す
る
法
律
違
反
の
罪
で
起
訴
し
た
が
第
一
審
の
福
岡
地
方
裁
判
所
は
次
の

よ
う
な
理
由
で
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
被
告
人
ら
は
、
革
マ
ル
派
の
者
達
の
押
し
か
け
て
来
る
態
様
、

時
刻
、
人
数
等
に
り
い
て
具
体
的
に
知
つ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
た
父
漠
然
と

そ
の
よ
う
な
事
態
の
あ
り
う
べ
き
こ
と
を
知
つ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
予
期
の
故
に
侵
害
の
急
迫
性
が
失
わ
れ
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、

ま
た
、
被
告
人
ら
の
行
為
は
防
衛
意
思
に
基
づ
い
て
し
た
行
為
で
あ
る
と
考
え

え
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
一
方
被
告
人
ら
に
積
極
的
な
攻
撃
意
思
の
あ
つ

た
こ
と
を
認
定
す
る
に
は
な
お
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
と
し
、
革
マ
ル
派
の
者



ら
を
本
件
程
度
の
実
力
を
も
つ
て
そ
の
場
か
ら
追
い
払
う
と
い
う
こ
と
も
防
衛

行
為
と
し
て
の
必
要
性
お
よ
び
相
当
性
を
欠
く
も
の
と
は
い
い
が
た
い
と
し

て
、
結
局
、
被
告
人
ら
の
行
為
は
、
正
当
防
衛
の
要
件
を
備
え
て
い
る
と
認
め

う
る
一
応
の
根
拠
が
あ
り
、
正
当
防
衛
に
な
ら
な
い
こ
と
が
合
理
的
な
疑
い
を

超
え
て
証
明
さ
れ
な
い
か
ら
無
罪
で
あ
る
と
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
検
察
官
か
ら
事
実
誤
認
な
ち
び
に
法
令
適
用
の
誤
り
を
主
張

し
て
控
訴
が
な
さ
れ
た
の
に
対
し
、
第
二
審
福
岡
高
等
裁
判
所
は
こ
れ
を
容
れ
、

次
の
よ
う
に
判
決
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
記
録
な
ら
び
に
原
審
に
お
い
て
取
り
調
べ
た
証
拠
に
も
と
づ

ぎ
検
討
す
る
と
、
被
告
人
ら
に
積
極
的
攻
撃
な
い
し
加
害
の
意
図
は
な
く
、
専

ら
防
衛
意
思
の
み
で
あ
つ
た
と
は
、
到
底
認
め
難
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
む
し

ろ
、
明
白
に
積
極
的
攻
撃
、
闘
争
、
加
害
の
意
図
を
肯
認
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
か
つ
、
革
マ
ル
派
の
第
二
の
攻
撃
は
被
告
人
ら
が
当
然
に
予
想
し
て
い
た

と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
不
正
の
侵
害
で
あ
つ
て
も
、
急
迫
性
は
な
か
つ
た
庵
の
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
破
棄
差
戻
し
た
。

　
そ
こ
で
、
被
告
入
ら
が
侵
害
の
急
迫
性
に
つ
い
て
、
最
三
判
昭
和
四
六
年
一

一
月
一
六
日
刑
集
二
五
巻
八
号
九
九
六
頁
の
判
例
を
引
用
し
て
、
判
例
違
反
を

主
張
し
て
上
告
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
、
「
刑
法
三
六
条
が
正
当
防
衛
に
つ
い
て
侵
害
の
急
迫

性
を
要
件
と
し
て
い
る
の
は
、
予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
る
べ
き
義
務
を
課
す

る
趣
旨
で
は
な
い
か
ら
、
当
然
又
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
侵
害
が
予
期
さ
れ
た
と

し
て
も
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
侵
害
の
急
迫
性
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
こ
れ
と
異
な
る
原
判
断
は
、
そ
の
限
度
に
お
い

て
違
法
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
、
同
条
が
、
侵
害
の
急
迫
性
を
要
件
と

し
て
い
る
趣
旨
か
ら
考
え
て
、
単
に
予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
な
か
つ
た
と
い

う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
機
会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
に
対
し
て
加
害
行
為

を
す
る
意
思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
と
き
は
、
も
は
や
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
を
充

た
さ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
原
判
決
に
よ
る
と
、

被
告
人
は
、
相
手
の
攻
撃
を
当
然
に
予
想
し
な
が
ら
、
単
な
る
防
衛
の
意
図
で

は
な
く
、
積
極
的
攻
撃
、
闘
争
、
加
害
の
意
図
を
も
つ
て
臨
ん
だ
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
限
り
、
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
を
充
さ
な
い

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
つ
て
、
そ
の
旨
の
原
判
断
は
、
結
論
に
お
い
て
正
当
で

あ
る
。
」

　
と
し
て
、
そ
の
上
告
を
棄
却
し
た
。

〔
評
釈
〕

　
判
旨
に
賛
成
。

一
　
本
決
定
は
、
正
当
防
衛
と
し
て
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
の
要
件
の
前
提

と
な
る
侵
害
の
急
迫
性
に
つ
い
て
、
刑
法
三
六
条
に
お
け
る
侵
害
の
急
迫
性
は
、

当
然
又
は
ほ
と
ん
ど
確
実
に
侵
害
が
予
期
さ
れ
た
だ
け
で
失
わ
れ
る
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
の
機
会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
に
対
し
て
加
害
行
為
を
す
る
意

思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
と
き
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
旨
判
示
し
た
も
の
で
あ

る
。　

こ
こ
に
二
つ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
、
侵
害
行
為

の
予
期
と
急
迫
性
の
存
否
の
問
題
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
積
極
的
に
加
害
行

為
を
す
る
意
思
と
急
迫
性
の
存
否
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
　
（
四
六
一
　
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
決
定
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
三
判
昭
和
四

六
年
一
一
月
一
六
日
刑
集
二
五
巻
八
号
九
九
六
頁
が
、
　
「
そ
の
侵
害
が
あ
ら
か

じ
め
予
期
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
急

迫
性
を
失
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
判
示
し
、
そ
の
解
決
を
図
つ
て

い
る
が
、
後
老
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
の
判
例
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の

が
な
か
つ
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す

る
。二

　
正
当
防
衛
に
お
け
る
「
急
迫
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
侵
害
が

過
去
ま
た
は
未
来
に
属
せ
ず
現
在
し
、
ま
た
は
侵
害
の
危
険
が
間
近
に
緊
迫
し

て
お
り
、
こ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
反
撃
的
に
防
衛
行
為
に
出
る
外
は
な
い
緊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

急
状
態
に
あ
る
こ
と
を
い
う
と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
学
説
、

判
例
は
異
論
を
み
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
侵
害
の
急
迫
性
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
、
，
正
当
防
衛
が
、
そ

も
そ
も
、
切
迫
し
た
不
法
な
侵
害
行
為
に
当
面
し
て
、
権
利
を
防
衛
す
る
た
め

に
、
官
憲
の
保
護
を
求
め
る
い
と
ま
の
な
い
場
合
に
、
私
人
が
実
力
行
動
で
侵

害
を
排
除
す
る
行
為
に
つ
き
、
そ
れ
が
通
常
の
事
情
の
下
に
お
い
て
は
犯
罪
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
つ
て
も
罪
と
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

（
2
）

る
と
い
う
正
当
防
衛
の
性
格
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
従
つ
て
、
過
ぎ
去
つ
た
侵
害
に
対
す
る
報
復
攻
撃
、
あ
る
い
は
、
将
来
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

り
う
べ
き
侵
害
に
対
す
る
未
然
の
先
制
攻
撃
は
、
急
迫
性
の
要
件
を
欠
く
こ
と

に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
侵
害
が
「
急
迫
」
で
あ
る
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
官
憲
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
四
六
二
）

よ
る
保
護
を
求
め
る
余
裕
の
な
い
ほ
ど
法
益
の
侵
害
が
目
前
に
さ
し
迫
つ
て
い

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
侵
害
が
あ
ら
か
じ
め
予
期
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
、

「
急
迫
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
直
接
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
て
積
極
に

解
し
た
も
の
は
前
示
最
三
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
六
日
刑
集
二
五
巻
八
号
九

九
六
頁
が
最
初
で
あ
る
。

　
古
く
は
、
喧
嘩
が
一
旦
仲
裁
に
よ
り
お
さ
ま
り
帰
宅
し
た
の
ち
、
再
び
相
手

が
来
宅
し
て
外
出
を
強
要
し
た
の
で
、
護
身
用
の
七
首
を
携
帯
し
、
途
中
と
も
に

飲
酒
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
た
の
を
峻
拒
し
て
帰
宅
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
突

然
背
後
か
ら
出
刃
庖
丁
で
右
側
背
下
部
を
刺
さ
れ
た
た
め
、
さ
ら
に
加
害
続
行

の
気
配
を
示
す
被
害
者
を
七
首
で
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
急
迫
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

正
の
侵
害
あ
り
と
し
て
正
当
防
衛
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判

決
は
、
ヒ
首
を
携
帯
し
た
の
が
防
衛
の
準
備
で
あ
つ
た
こ
と
、
相
手
の
攻
撃
が

突
然
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
急
迫
性
を
肯
定
し
て
お
り
、
侵
害
行
為
の
予
期
と
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

迫
性
の
関
係
に
つ
い
て
判
決
の
な
か
で
直
接
ふ
れ
て
は
い
な
い
。

　
ま
た
、
被
告
人
が
相
手
方
と
対
面
す
る
と
き
更
に
攻
撃
を
受
け
る
蓋
然
性
が

高
い
状
況
に
あ
つ
た
ば
あ
い
、
相
手
方
に
対
し
て
謝
罪
さ
せ
、
相
手
方
が
攻
撃

し
て
ぎ
た
ら
こ
れ
に
立
ち
む
か
う
た
め
、
日
本
刀
一
振
を
抜
身
の
ま
ま
携
え
、

相
手
方
の
様
子
を
う
か
が
う
う
ち
、
相
手
方
が
被
告
人
を
認
め
、
や
に
わ
に
出

匁
庖
丁
を
も
つ
て
突
き
か
か
つ
て
き
た
の
で
、
携
え
て
い
た
目
本
刀
で
数
回
斬

り
つ
け
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
相
手
方
か
ら
の
不
正
の
侵
害
に
つ
ぎ
早
く

か
ら
十
分
の
予
期
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
相
手
方
の
不
正
な
侵
害
は

急
迫
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
正
当
防
衛
な
い
し
過
剰
防
衛
の
主
張
を



　
　
　
　
　
（
7
】

斥
け
た
判
決
は
、
侵
害
の
予
期
が
十
分
で
あ
つ
た
ば
あ
い
、
急
迫
性
を
欠
く
こ

と
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
判
決
で
は
、
侵
害
の
予
期
が
あ
る
こ
と
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

つ
て
、
直
ち
に
急
迫
性
を
欠
く
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
前
示
昭
和
四
六
年
の
最
高
裁
判
決
が
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
前
述
の
よ
う
に
侵
害
行
為
の
予
期
が
急
迫
性
を
失
わ
し
め
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
で
は
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
翻
つ
て
考
え
て
み
る
と
、
「
あ
ら
か
じ
め
予
期
さ
れ
た
侵
害
は
急
迫
性
を
も

た
な
い
」
と
の
主
張
は
、
一
見
要
当
な
よ
う
で
あ
る
が
、
不
合
理
な
帰
結
を
容

認
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
一
度
も
妻
を
殴
つ
た
こ
と
の
な
い
夫
が
は
じ
め
て
妻
を
殴
つ
た
場

合
、
こ
の
殴
打
は
予
期
さ
れ
た
も
の
で
な
い
の
で
急
迫
性
が
認
め
ら
れ
、
正
当

防
衛
が
成
立
す
る
が
、
絶
え
ず
妻
を
殴
つ
て
い
る
夫
が
ま
た
妻
を
殴
つ
た
ば
あ

い
、
そ
の
殴
打
は
妻
に
と
つ
て
「
予
期
さ
れ
た
侵
害
」
で
あ
る
の
で
急
迫
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

欠
く
こ
と
に
な
り
、
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
。

　
そ
こ
で
、
加
害
の
意
図
が
あ
ら
か
じ
め
予
期
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
つ
て
、

当
然
に
逃
避
す
る
義
務
は
存
し
な
い
か
ら
、
み
ず
か
ら
危
険
を
予
知
し
て
い
た

と
L
て
も
、
そ
の
危
険
が
現
実
化
し
、
侵
害
行
為
の
着
手
ま
た
は
そ
れ
と
接
着

し
た
予
備
的
行
動
に
出
る
行
為
の
段
階
に
達
し
た
と
き
に
、
侵
害
を
排
除
す
る

こ
と
は
、
急
迫
の
侵
害
に
対
す
る
排
除
行
為
と
認
め
る
に
つ
ぎ
支
障
は
存
し
な

　
　
　
（
1
1
）

い
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
る
。

　
侵
害
を
予
期
し
う
る
と
い
つ
て
も
、
漠
然
と
予
期
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
し
、

侵
害
を
確
実
に
予
期
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
種
々
の
も

の
が
含
ま
れ
う
る
。
侵
害
を
確
実
に
予
期
し
、
そ
の
内
容
が
予
期
し
た
範
囲
の

　
　
　
．
判
例
研
究

も
の
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
侵
害
の
急
迫
性
を
欠
く
と
い
つ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、

そ
う
で
な
い
ば
あ
い
に
は
、
判
例
の
い
う
よ
う
に
必
ず
し
も
侵
害
の
予
期
が
存

在
す
る
か
ら
と
い
つ
て
た
父
ち
に
急
迫
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
行
為
者
の
主
観
的
要
素
を
考
慮
す
る

こ
と
に
は
な
る
が
、
違
法
性
に
つ
い
て
の
客
観
的
判
断
に
ふ
れ
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
考
え
る
。
結
局
、
相
手
方
に
よ
る
法
益
侵
害
に
つ
い
て
の
予
期
の

存
在
が
、
急
迫
性
の
要
件
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
、
法
益
侵
害
に

つ
い
て
の
予
期
の
内
容
・
程
度
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
兇
器
そ
の
他
の
物
件

の
準
備
の
有
無
、
程
度
、
予
期
さ
れ
た
法
益
侵
害
と
現
実
に
生
じ
た
事
態
と
の

異
同
な
ど
諸
般
の
事
情
を
総
合
し
て
、
個
別
的
に
判
断
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ

（
1
2
）

う
。　

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
本
決
定
を
み
て
み
る
と
本
決
定
が
前
示
最
三
判
昭

和
四
六
年
一
一
月
一
六
日
を
踏
ま
え
て
「
侵
害
が
あ
ら
か
じ
め
予
期
さ
れ
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
父
ち
に
侵
害
の
急
迫
性
が
失
わ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
と
い
え
る
。

三
　
つ
ぎ
に
、
積
極
的
に
加
害
行
為
を
す
る
意
思
が
あ
つ
た
ば
あ
い
、
急
迫
性

の
判
断
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
決
定
に
お
い
て
は
、
「
単
に
予
期
さ
れ
た
侵
害
を
避
け
な
か
つ
た
と
い
う

に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
機
会
を
利
用
し
積
極
的
に
相
手
に
対
し
て
加
害
行
為
を

す
る
意
思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
と
き
は
、
も
は
や
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
を
充
さ

な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
本
決
定
が
、
こ
の
よ

う
に
一
般
的
な
形
で
そ
の
要
件
を
示
し
た
の
は
、
従
来
の
判
例
に
み
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
（
四
六
三
）



　
　
　
判
例
研
究

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
正
当
防
衛
が
、
緊
急
行
為
と
し
て
、
官
憲
の
保

護
を
求
め
る
余
裕
の
な
い
ば
あ
い
に
私
人
に
実
力
行
使
を
許
す
も
の
で
あ
つ
て

み
れ
ば
、
逆
に
、
緊
急
的
状
況
に
お
け
る
侵
害
排
除
行
為
と
い
う
性
格
が
失
わ
れ

る
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
急
迫
性
の
要
件
が
否
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

平
野
教
授
は
、
　
「
相
手
を
挑
発
す
る
行
為
あ
る
い
は
攻
撃
を
予
想
し
な
が
ら
相

手
に
近
づ
く
行
為
が
、
相
手
の
攻
撃
を
利
用
し
て
こ
れ
を
傷
つ
け
よ
う
と
し
た

と
み
ら
れ
う
る
場
合
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
原
因
に
お
い
て
違
法
な
行
為
」
の

法
理
と
し
て
、
ま
た
、
正
当
防
衛
の
濫
用
と
み
ら
れ
る
場
合
に
も
急
迫
性
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

く
な
る
と
さ
れ
、
急
迫
性
の
要
件
を
広
く
と
ら
え
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
る
。

　
た
し
か
に
、
挑
発
行
為
や
加
害
意
思
を
伴
つ
た
行
為
に
つ
い
て
、
急
迫
性
を

否
定
す
る
こ
と
は
、
急
迫
性
が
正
当
防
衛
の
一
般
的
前
提
要
件
で
あ
る
と
解
す

る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
．
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
積
極
的
に
加
害
行
為
を
す
る
意
思
」
は
、
急
迫
性

を
否
定
す
る
と
い
う
問
題
と
L
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
防
衛
の
意
思
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
く
に
、
判
例
に

お
い
て
は
防
衛
の
意
思
必
要
説
に
た
ち
、
従
来
よ
り
興
奮
の
あ
ま
り
、
憤
激
、

憎
悪
な
ど
の
感
情
を
伴
つ
て
反
撃
さ
れ
た
ば
あ
い
に
も
防
衛
の
意
思
を
認
め
て

（
1
5
）

お
り
、
さ
ら
に
、
最
近
に
な
つ
て
「
防
衛
の
意
思
と
攻
撃
の
意
思
と
が
併
存
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

て
い
る
場
合
の
行
為
は
、
防
衛
の
意
思
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
」
と
す
ら
判
示

さ
れ
る
に
い
た
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
と
こ
ろ
で
判
例
の
よ
う
に
、
防
衛
の
意
思
に
つ
い
て
、
必
要
説
に
た
ち
、
主

観
的
動
機
や
加
害
の
意
思
を
併
存
し
て
い
て
も
そ
れ
だ
け
で
正
当
防
衛
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
や
、
防
衛
の
意
思
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四
　
　
（
四
六
四
）

（
鯉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

解
で
は
、
そ
の
内
容
に
多
く
の
も
の
が
含
ま
れ
す
ぎ
、
防
衛
の
意
思
不
要
説
と

結
論
的
に
は
さ
ほ
ど
差
異
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ

れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
な
ぽ
あ
い
に
お
い
て
、
防
衛
の
意
思
を

欠
く
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
防
衛
の
意
思
不
要
説
に
た
つ
て

も
、
挑
発
行
為
や
加
害
意
思
を
伴
つ
た
行
為
を
防
衛
行
為
の
相
当
性
の
問
題
で

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
し
、
そ
う
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
正
当
防
衛
に

お
け
る
防
衛
行
為
の
相
当
性
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
、
正
当
防
衛
の

成
立
は
否
定
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
が
過
剰
防
衛
と
な
つ
て
、
著
し
く
過
剰
防
衛
の

範
囲
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
挑
発
行
為
や
加
害
意
思
を
伴
つ
た
行
為
を
急

追
性
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

　
本
決
定
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

加
害
行
為
を
す
る
意
思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
と
き
に
急
迫
性
を
否
定
し
た
結
論
は

首
肯
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
四
　
最
後
に
、
本
件
の
事
案
の
性
質
を
考
え
て
み
た
ば
あ
い
、
い
わ
ゆ
る
過

激
派
学
生
集
団
に
お
い
て
は
暴
力
団
員
の
よ
う
に
常
に
対
立
抗
争
中
の
他
の
暴

力
団
の
組
員
に
対
し
て
暴
力
行
為
に
及
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
集
合
の

目
的
、
数
、
武
装
状
況
な
ど
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
こ
れ
ら
の
条
件

が
整
つ
た
と
き
に
、
暴
力
行
為
に
及
ぶ
。
一
審
判
決
で
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
が

未
だ
充
分
整
わ
な
い
と
考
え
た
の
に
対
し
て
、
原
判
決
で
は
、
逆
に
こ
れ
ら
の

条
件
が
整
つ
た
も
の
と
見
た
わ
け
で
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
前
提
と
す
る
限
り
、

こ
の
判
決
も
支
持
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



（
1
）
藤
木
英
雄
・
注
釈
刑
法
②
の
1
一
三
五
頁
。
最
一
判
昭
和
二
四
年
八
月
一
八
日

　
刑
集
三
巻
九
号
一
四
六
五
頁
は
、
急
迫
と
は
「
法
益
の
侵
害
が
問
近
に
押
し
迫
つ
た

　
こ
と
す
な
わ
ち
法
益
侵
害
の
危
険
が
緊
迫
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
し
て
い
る
。

（
2
）
藤
木
・
前
掲
書
二
二
五
頁
。

（
3
）
　
団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
・
総
論
一
七
九
頁
、
大
判
昭
和
七
年
六
月
一
六
日
集
一

　
一
巻
八
六
六
頁
な
ど
。

（
4
）
　
団
藤
・
前
掲
書
一
六
三
頁
注
（
九
）
な
ど
。

（
5
）
　
大
判
大
正
一
四
年
六
月
二
七
日
法
律
新
聞
二
四
二
三
号
五
頁
。

（
6
）
　
以
後
、
相
手
方
の
侵
害
が
あ
ら
か
じ
め
予
期
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
正

　
当
防
衛
や
過
剰
防
衛
の
成
立
を
否
定
し
た
も
の
が
多
か
つ
た
。
大
判
昭
和
五
年
二
月

　
二
八
日
刑
集
九
巻
二
五
頁
、
同
昭
和
八
年
一
〇
月
一
四
日
刑
集
＝
一
巻
一
七
七
六

　
頁
、
最
　
判
昭
和
二
三
年
五
月
一
日
刑
集
二
巻
五
号
四
三
一
頁
、
同
　
判
昭
和
二
四

　
年
二
月
一
七
日
刑
集
三
巻
二
号
一
八
〇
一
頁
な
ど
。
中
谷
瑛
子
・
判
例
コ
ン
メ

　
ソ
タ
ー
ル
（
大
塚
編
）
刑
法
－
二
五
六
頁
参
照
。

（
7
）
　
最
三
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
五
日
刑
集
九
巻
二
号
二
二
九
五
頁
。

（
8
）
　
鬼
塚
賢
太
郎
、
最
高
裁
判
例
解
説
刑
事
編
昭
和
四
六
年
度
二
五
六
頁
。
こ
の
よ

　
う
に
し
て
、
最
三
判
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
五
目
は
最
三
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
一

　
六
日
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
9
）
　
大
越
義
久
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
七
号
刑
法
判
例
百
選
－

　
総
論
八
四
頁
は
、
こ
の
判
決
を
急
迫
性
を
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て

　
評
価
す
る
。
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
臼
井
滋
夫
・
刑
法
判
例
研
究
皿
九
七
頁
、
内

　
田
文
昭
目
長
井
圓
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
『
急
迫
』
な
侵
害
・
防
衛
の
意
思
の
意
義

　
と
過
剰
防
衛
の
成
否
」
上
智
法
学
論
叢
集
一
六
巻
三
号
七
五
頁
、
荘
子
邦
雄
「
正
当

　
防
衛
に
お
け
る
『
急
迫
』
の
意
義
と
防
衛
意
思
の
存
否
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
三
五
号
昭

　
和
四
七
年
度
重
要
判
例
解
説
二
一
頁
が
あ
る
。

（
1
0
）
　
鬼
塚
・
前
掲
書
二
五
六
頁
。

（
11
）
　
藤
木
・
前
掲
書
二
二
六
頁
。

（
旭
）
　
臼
井
・
前
掲
書
一
〇
七
頁
。

（
1
3
）
　
平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
H
二
三
五
頁
、
な
お
、
大
嶋
一
泰
「
挑
発
行
為
と
正
当

　
防
衛
O
」
福
岡
大
学
法
学
論
叢
一
七
巻
四
号
五
三
七
頁
参
照
。

（
1
4
）
　
大
越
・
前
掲
書
八
四
頁
は
、
こ
の
判
決
を
、
防
衛
の
意
思
の
問
題
で
あ
つ
た
と

　
し
、
こ
の
よ
う
に
主
観
的
な
観
点
か
ら
急
迫
性
の
有
無
を
一
般
的
に
決
し
よ
う
と
す

　
る
の
は
、
少
な
く
と
も
急
迫
性
を
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
前
掲
昭
和
四
六
年
の

　
最
判
よ
り
も
数
歩
後
退
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
15
）

（
照
）

（
1
7
）

（
18
）

（
19
）

　
法
第
三
六
条
と
防
衛
意
思
」

（
2
0
）

　
一
〇
七
頁
、

大
阪
高
判
昭
和
三
五
年
二
月
四
日
高
刑
集
一
三
巻
八
号
六
二
〇
頁
。

最
三
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
刑
集
二
九
巻
一
〇
号
九
八
三
頁
。

前
掲
最
三
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
六
日
。

前
掲
最
三
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
八
日
。

荘
子
邦
雄
「
正
当
防
衛
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
e
一
七
四
頁
、
滝
川
幸
辰
「
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
刑
事
判
決
批
評
ω
三
〇
頁
。

牧
野
英
一
・
刑
法
総
論
上
巻
三
六
六
頁
、
小
野
清
一
郎
刑
法
概
論
（
増
訂
新
版
）

　
　
　
植
松
正
・
刑
法
総
論
1
（
再
訂
版
）
一
六
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
三
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
冨
　
　
潔

判
　
例
　
研
　
究

八
五
　
　
（
四
六
五
）


