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凶
悪
犯
罪
・
重
大
犯
罪
に
関
す
る
、
被
害
届
の
不
受
理
、
逮
捕
状
の
不
執
行
、
捜
索
・
差
押
の
過
程
及
び
政
府

関
係
者
に
よ
る
報
道
関
係
者
へ
の
説
明
に
関
す
る
質
問
主
意
書

性
犯
罪
の
重
罰
化
な
ど
に
関
す
る
「
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
政
府
よ
り
第
百
九
十
三
回
国
会
に
提
出
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
重
罰
化
を
図
り
処
罰
の
対
象
を
明
確
に
す
る
一
方
で
、
捜
査
、
逮
捕
及
び
起
訴
に
至
る
手
続
が
適
正
に

行
わ
れ
な
け
れ
ば
「
近
年
に
お
け
る
性
犯
罪
の
実
情
等
に
鑑
み
、
事
案
の
実
態
に
即
し
た
対
処
」
を
行
う
と
い
う
同
法
改
正
の

趣
旨
が
徹
底
さ
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
不
起
訴
に
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
も
、
申
立
が
あ
れ
ば
検
察
審
査
会
が
適

正
に
審
査
を
行
う
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

被
害
届
の
受
理
に
関
す
る
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

被
害
届
の
受
理
に
つ
い
て
、
警
察
官
に
対
し
て
犯
罪
被
害
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
の
警
察
官
の
対
応
や
手
順
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
の
法
規
則
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

�

被
害
届
を
受
理
す
る
こ
と
又
は
受
理
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
警
察
学
校
で
は
警
察
官
に
対
し
ど
の
よ
う
に
教
育
さ
れ
て

い
る
か
。

一



�

被
害
の
申
し
出
が
な
さ
れ
た
警
察
署
（
以
下
「
当
該
警
察
署
」
と
い
う
）
か
ら
見
て
、
被
害
者
が
被
害
を
受
け
た
場
所

が
当
該
警
察
署
の
管
轄
外
で
あ
っ
た
場
合
、
当
該
警
察
署
の
警
察
官
は
い
か
な
る
対
応
を
な
す
ル
ー
ル
に
な
っ
て
い
る
の

か
。

�

犯
罪
被
害
の
申
告
が
あ
っ
て
も
当
該
警
察
署
が
被
害
届
を
受
理
し
な
い
こ
と
は
あ
る
の
か
。
か
り
に
受
理
し
な
い
こ
と

が
あ
る
場
合
、
警
察
官
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
被
害
届
を
受
理
し
な
い
の
か
。
ま
た
、
当
該
警
察
署
で
は
、
被
害
届
を
出

さ
な
い
よ
う
に
警
察
官
が
被
害
者
に
助
言
や
指
導
を
行
う
こ
と
は
あ
る
の
か
。
か
り
に
助
言
・
指
導
す
る
こ
と
が
あ
る
場

合
、
被
害
届
を
出
さ
な
い
よ
う
助
言
・
指
導
す
る
目
的
は
何
か
。
さ
ら
に
、
被
害
者
に
対
し
て
、
加
害
者
と
の
間
で
示
談

す
る
よ
う
警
察
官
が
助
言
・
指
導
す
る
こ
と
は
あ
る
か
。

�

当
該
警
察
署
が
被
害
届
を
受
理
し
な
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
ら
か
の
記
録
を
行
う
こ
と
は
あ
る
か
。
ま
た
受

理
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
は
警
察
官
が
単
独
で
行
う
か
。
あ
る
い
は
警
部
以
上
の
管
理
者
ま
た
は
所
属
長

（
署
長
）
の
指
揮
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
の
か
。

�

警
察
庁
が
定
義
す
る
「
凶
悪
犯
罪
・
重
大
犯
罪
」
に
あ
た
る
罪
名
を
全
て
挙
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。

�

凶
悪
犯
罪
・
重
大
犯
罪
の
被
害
届
を
当
該
警
察
署
が
受
理
し
な
い
こ
と
は
あ
る
か
。
か
り
に
受
理
し
な
い
こ
と
が
あ
る

二



場
合
、
不
受
理
に
つ
い
て
何
ら
か
の
記
録
を
作
成
し
て
い
る
か
。
ま
た
被
害
届
の
不
受
理
件
数
に
関
す
る
統
計
は
あ
る

か
。
更
に
、
不
受
理
が
あ
り
う
る
場
合
、
凶
悪
犯
罪
・
重
大
犯
罪
の
被
害
届
を
受
理
す
る
か
、
受
理
し
な
い
か
は
被
害
の

申
し
出
を
受
け
た
警
察
官
が
単
独
で
判
断
す
る
か
、
そ
れ
と
も
警
部
以
上
の
管
理
者
又
は
所
属
長
（
署
長
）
の
指
揮
を
受

け
て
判
断
す
る
か
。

二

逮
捕
状
の
執
行
に
関
す
る
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

逮
捕
状
の
請
求
は
警
察
官
全
員
が
請
求
可
能
な
の
か
。
可
能
な
の
が
警
察
官
の
う
ち
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

警
察
官
の
範
囲
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

�

通
常
逮
捕
で
の
逮
捕
状
請
求
は
、
実
務
的
に
は
、
警
察
署
で
は
必
ず
署
長
が
決
裁
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
他
の
役
職
の

者
が
決
裁
す
る
こ
と
が
あ
る
の
か
。
仮
に
署
長
以
外
の
者
が
決
裁
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場

合
か
。

�

犯
罪
が
凶
悪
犯
罪
や
重
大
犯
罪
に
該
当
す
る
こ
と
、
又
は
被
疑
者
や
被
害
者
の
社
会
的
地
位
な
ど
に
よ
り
報
道
機
関
に

よ
り
大
き
く
報
じ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
社
会
的
な
反
響
が
大
き
い
と
想
定
さ
れ
る
場
合
の
逮
捕
状
請
求
に
つ
い
て
、
起

訴
後
の
公
判
を
維
持
す
る
観
点
か
ら
検
察
官
に
対
し
て
警
察
官
が
説
明
す
る
こ
と
は
あ
る
か
。

三



�

検
察
官
は
、
司
法
警
察
員
が
逮
捕
状
を
請
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
官
が
逮
捕
を
執
行
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て

知
り
得
る
地
位
に
あ
る
か
。
仮
に
、
検
察
官
が
知
り
得
る
地
位
に
あ
る
場
合
、
逮
捕
状
を
執
行
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
、

検
察
官
が
刑
事
訴
訟
法
上
の
指
揮
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。

�

裁
判
官
が
逮
捕
の
理
由
と
逮
捕
の
必
要
を
審
査
し
て
逮
捕
状
を
発
付
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
逮
捕
状
を
警
察
官
が
執

行
し
な
い
こ
と
は
あ
る
の
か
。

�

法
的
に
、
裁
判
官
が
発
付
し
た
逮
捕
状
を
警
察
官
が
執
行
し
な
い
こ
と
は
可
能
か
。
仮
に
発
付
さ
れ
た
逮
捕
状
を
警
察

官
が
執
行
し
な
い
場
合
、
そ
の
こ
と
を
何
ら
か
の
記
録
に
残
す
か
。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
逮
捕
状
の

取
り
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
。
さ
ら
に
、
裁
判
官
の
判
断
に
反
し
て
警
察
官
が
逮
捕
状
を
執
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
警
察
官
が
裁
判
官
へ
説
明
す
る
制
度
上
の
仕
組
み
は
あ
る
か
。

�

逮
捕
状
の
請
求
を
司
法
警
察
員
が
取
り
下
げ
る
法
的
な
仕
組
み
は
あ
る
か
。
仮
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
務
上
は
ど
れ
く

ら
い
の
件
数
の
取
り
下
げ
が
あ
る
か
。
ま
た
、
取
り
下
げ
が
あ
る
場
合
、
取
り
下
げ
の
理
由
に
つ
い
て
何
ら
か
の
記
録
は

残
す
か
。

�

司
法
警
察
員
が
逮
捕
状
を
請
求
し
、
裁
判
所
よ
り
逮
捕
状
が
発
付
さ
れ
た
が
、
よ
り
上
位
の
司
法
警
察
員
が
そ
の
執
行

四



が
不
適
切
と
判
断
し
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
か
の
記
録
を
残
す
か
。
一
方
、
執
行
が
不
適
切
と
判
断
さ
れ
た

逮
捕
状
を
請
求
し
た
司
法
警
察
員
及
び
決
裁
し
た
管
理
者
（
警
察
署
長
な
ど
）
は
何
ら
か
の
懲
戒
の
対
象
と
成
り
得
る

か
。

�

凶
悪
犯
罪
・
重
大
犯
罪
に
お
い
て
裁
判
官
が
「
逮
捕
の
必
要
が
な
い
」
と
判
断
し
て
逮
捕
状
が
発
付
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
あ
る
か
。
凶
悪
犯
罪
・
重
大
犯
罪
に
お
い
て
司
法
警
察
員
が
逮
捕
状
を
請
求
し
裁
判
所
か
ら
発
付
を
受
け
た
が
、
逮

捕
の
執
行
を
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
。

三

犯
罪
捜
査
に
お
け
る
捜
索
・
差
押
に
関
す
る
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�

裁
判
所
か
ら
「
捜
索
・
差
押
許
可
状
」
が
発
付
さ
れ
た
場
合
、
警
察
官
が
被
疑
者
に
対
し
て
事
前
に
そ
の
旨
を
伝
え
る

こ
と
は
あ
る
か
。

�

被
疑
者
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
が
差
押
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
警
察
官
が
そ
の
電
子
計
算
機
上
で
廃
棄
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
デ
ー
タ
の
復
元
を
行
う
こ
と
は
法
制
度
上
可
能
か
。

四

政
府
関
係
者
に
よ
る
、
新
聞
記
者
・
テ
レ
ビ
局
記
者
な
ど
の
報
道
関
係
者
へ
の
説
明
に
関
し
て
質
問
す
る
。

報
道
関
係
者
が
被
疑
者
の
疑
い
が
あ
る
凶
悪
犯
罪
・
重
大
犯
罪
に
関
し
て
、
一
般
的
に
、
政
府
関
係
者
が
報
道
関
係
者
に

五



対
し
て
政
府
の
見
解
を
説
明
す
る
こ
と
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

六


