
刑
事
法
の
視
点
か
ら
i
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
名
百
に
よ
る
詐
欺
罪
の
成
否原

田

保
{
然
知
学
錠
大
学
)

if!J季五jまの+見点からーオカルテイズム名gによる鈴欽祭の成否(原田)

問
問
題
提
経

昨
今
、
宗
教
な
い
し
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
名
問
と
し
て
金
品
を
交
付
さ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
、
詐
欺
罪
な
い
し
紙
喝
罪
に
関
わ
れ
る
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事
業
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
件
の
公
判
に
お
い
て
、
被
告
人
・
弁
護
人
か
ら
宗
教
活
動
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と

し
て
無
罪
の
点
眼
が
な
さ
れ
る
箭
も
あ
る
。
勿
論
、
公
訴
提
認
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
論
を
行
う
か
は
被
告
人
・
弁
護
人
の
自
闘
で

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
穫

い
て
宗
教
活
動
で
あ
る
旨
の
主
張
の
み
を
以
て
反
論
す
る
こ
と
は
、
本
来
論
じ
ら
れ
る
べ

き
論
点
の
欠
落
を
も
た
ら
す
危
険
が
あ
る
。

即
ち
、
「
犯
罪
」
概
念
に
関
す
る
刑
法
学
の
通
説
は
「
犯
罪
構
成
婆
件
に
…
該
当
す
る
、

有
資
な
行
為
」
と
い
う
定
義
を
設
定

し
、
特
定
の
具
体
的
行
為
に
つ
い
て
、
犯
路
構
成
要
件
該
当
性

v
漆
法
性

v
有
貢
牲
と
い
う
順
序
で
犯
罪
成
立
の
論
註
を
行
、
っ
。
そ
し

て
、
宗
教
活
動
と
し
て
の
正
当
性
と
い
う
主
張
は
違
法
性
認
知
中
主
張
で
あ
り
、
従
っ
て
、
当
該
行
為
が
詐
欺
罪
等
の
構
成
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
令
前
提
と
し
た
主
張
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
撞
の
事
案
に
お
い
て
詐
欺
罪
等
の
機
成
要
件

該
当
性
を
認
め
る
こ
と
に
は
駿
問
の
余
地
が
あ
る
。
放
に
、
公
判
に
お
い
て
違
法
性
阻
却
の
有
無
の
み
が
争
点
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
和
俗
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罪
構
成
要
件
該
治
性
の
検
討
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
宗
教
活
動
と
し
て
の
正
当
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
薮
ち
に

有
罪
と
い
う
結
論
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
処
罷
範
聞
が
不
患
に
拡
大
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
言
す
れ
ば
、
本
報
告
は
昨
今
の
隣
組
と
さ
れ
て
い
る
事
案
を
正
当
な
宗
教
議
動
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で

は
決
し
て
な
い
。
マ
ス
コ
ミ
報
道
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
中
に
は
、
科
料
追
求
の
手
段
と
し
て
諜
教
の
外
形
を
使
用

し
た
だ
け
で
実
際
に
は
宗
教
活
動
と

い
難
い
も
の
も
あ
る
よ
う
に
怠
わ
れ
る
し
、
不
当
・
違
法
と
評
綴
す
べ
き
も
の
や
制
裁
・
持

の
必
要
性
の
あ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
如
創
刊
に
悪
費
不
当
な
護
法
行
為
で
あ
っ
て
も
現
行
法
に
規
定
さ
れ
た

犯
罪
構
成
務
件
に
該
当
し
な
い
絞
り
犯
罪
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
犯
罪
不
成
立
と
は
必
ず
し
も
き
議
行
為
の
正
当
性
を
盆
味
す
る

訳
で
は
な
い
。
犯
探
構
成
要
件
一
該
当
性
の
有
無
は
宗
教
活
動
と
し
て
の
正
当
性
如
何
の
判
断
に
先
立
っ
て
そ
の
こ
と
と
は
無
期
間
係
に
判

断
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
し
、
制
裁
や
抑
止
の
必
要
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
こ
と
が
当
該
行
為
の
犯
罪
構
成
要
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件
該
当
性
を
様
拠
付
け
る
訳
で
も
な
い
。
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
お
か
な
い
と
、
罪
刑
法
定
主
義
に
謀
反
ナ
る
よ
う
な
処
罰
範
翻
拡
大

の
考
察
を
麗
関
す
る
。

を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
詐
欺
罪
を
中
心
と
し

詐
欺
罪
の
構
成
要
件

ま
ず
、
詐
欺
罪
の
手
段
は
「
欺
く
」
〈
国
規
定
で
は
「
欺
商
」
〉
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
概
念
に
つ
い
て
、
判
例
通
説
は
「
人
を
錯
誤

に
陥
れ
る
具
体
的
危
険
の
あ
る
讃
偽
事
実
の
告
知
い
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
規
定
に
沿
っ
て
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
名
目
の

行
為
に
詐
欺
罪
の
成
立
安
認
め
る
こ
と
に
対
寸
る
疑
問
を
提
認
す
る
。



l 

軽
震
に
関
す
る
疑
問

前
述
の
通
り
、
詐
欺
罪
に
…
該
当
す
る
行
為
は
、
人
を
錯
誤
を
臨
れ
る
「
具
体
的
危
検
」
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆

に
言
え
ば
、
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
何
人
に
も
一
見
明
'
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
錯
誤
に
始
る
危
険
が
存
在
し
な
い
の

(
2〉

で
、
詐
欺
罪
の
着
手
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
今
日
の
一
般
人
の
常
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
科
学
的
合
源
主
義
に
基
づ
け
ば
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
現
実
的
効
来
が
会
く
存

刑事法の後点からーオカルテイズム名尽による詐欺罪のE覧表子(燦沼)

し在
まし
つな
たい
事こ
案と
には
おー
い見
て 明
は自

で
今あ
日 る
のと
字社(言
倒dわ
はさ
当る
殺を
力日 得
持な
祈い

青写
体 神
を障
違 書
法 者
tf に
右 対
形 す
-n ra) 

汁 加
使持

Z革
2話
器す
め

してず
傷ふ
客著
致合
雪死
手ド む
のさ
成 せ
立 て

J
T
M
A
R
定
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
、
か
か
る
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
治
癒
効
樹
木
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
白
な
常
識
で
あ
る
こ
と
を
当
然
の

前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
現
実
的
効
果
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
通
常
人
の
確
固
た
る
常
識
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
常
識
に
反
し
て
泳
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
効
果
を
告
知
す
る
行
為
が
人
を
信
じ
さ
せ
る
具
体
的
危
険

を
有
す
る
か
、
と
の
関
に
対
し
て
は
、

般
に
否
定
的
で
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
設
わ
ぎ
る
を
得
ず
、
か
か
る
行
為
が
詐
欺
罪
に

該
当
す
る
と
は
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
答
で
あ
る
。

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
欺
向
力
に
関
す
る
判
剖
と
し
て
は
、
詐
欺
罪
の
事
業
で
は
な
い
が
、
東
京
地
判
眼
五
八
・
一
一
一
・
一
刑
月
一
五
l

は
、
霊
感
治
療
を
仮
装
し
た
姦
謹
行
為
に
つ
い
て
、
霊
感
云
々
の
告
知
は
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
成
人
余
牲
を
広

く
稽
黒
さ
せ
る
に
足
り
る
力
を
有
寸
る
と
は

い
と
判
示
し
て
、
準
強
姦
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
、
つ
な
判
断
が
詐

欺
罪
に
も
妥
当
ナ
る
な
ら
ば
、
当
然
に
罰
界
不
成
立
と
の
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
。

放
に
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
議
実
的
効
果
が
あ
る
か
の
よ
う
に
告
知
し
た
と
い
う
、
だ
け
で
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
が
あ
る
と
判

断
す
る
こ
と
に
は
相
当
に
開
放
問
が
あ
る
。
郎
ち
、
「
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
阪
周
知
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
告
知
な
の
で
あ
る
か
ら
、
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通
常
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
告
知
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
詐
欺
罪
の
成
立
を
宵
定
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
告
知
が
通

常
人
の
磯
田
た
る
常
識
を
抑
庇
し
て
相
手
に
当
該
オ
カ
ル
テ
て
ス
ム
の
現
実
的
効
果
を
信
じ
さ
せ
る
怠
険
を
・
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
相

手
が
そ
の
反
常
識
的
な
事
柄
を
実
際
に
告
じ
た
こ
と
が
論
説
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
相
当
に
特
殊
な

事
情
が
傍
わ
ら
な
け
れ
ば
認
定
し
難
い
と
怠
わ
れ
る
。

2 

内
容
に
関
す
る
疑
問

次
に
、
患
偽
の

を
告
知
す
る
こ
と
な
く
事
実
に
対
す
る
「
評
価
」
な
い
し
「
髄
値
判
断
」
を
偽
る
こ
と
、
即
ち
、
行
為
者

本
人
の
実
際
の
価
値
判
断
と
異
な
る
恨
穣
判
断
を
告
知
す
る
こ
と
が
詐
欺
罪
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
旧
く

か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
、
今
日
で
は
特
に
重
要
論
点
と
し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
オ
カ
ル
テ
イ
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ズ
ム
の
効
采
を
告
知
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
こ
の
論
点
に
言
及
す
る
必
婆
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
か
か
る
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
は
、

に
関
し
て
は
証
拠
に
よ
っ
て
誌
間
約
さ
れ
る
限
り
「
唯
一
の
真
実
の
事
実
」

が
存
'
一
依
し
、
そ
の
真
実
の
事
実
と
人
の
認
識
し
て
い
た
挙
実
と
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
錯
誤
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
に
対
し
て
、
「
評
鑑
」
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
基
準
と
な
る
べ
き
「
唯
一
の
真
実
の
評
価
」
が
存
在
す
る
と
は
線
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
法
が
二
一
丸
の
行
為
を
命
じ
た
り
禁
じ
た
り
す
る
場
顕
で
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
対
す
る
法
の
評
価
が
「
正
し
い
評
価
」
と
さ

れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
法
が
あ
ら
ゆ
る
場
盟
で
「
正
し
い
評
価
」
会
提
不
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
特
に
、
金
口
問
授
受
の
場

麗
で
問
問
題
と
な
る
の
は
経
済
的
価
髄
に
関
す
る
評
俄
で
あ
る
と
こ
ろ
、
例
え
ば
、
或
る
人
に
と
っ
て
は
捨
て
よ
う
と
思
う
よ
う
な
ガ
ラ

ク
タ
が
副
総
の
人
に
と
っ
て
は
巨
額
の
金
銭
を
投
じ
て
で
も
入
手
し
た
い
「
お
{
主
で
あ
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
現
象
が
現
に
存
夜
す
る

が
、
こ
れ
は
評
価
暴
準
の
選
択
で
あ
っ
て
ど
ち
ら
か
の
基
準
が
正
し
い
と
か
誤
り
と
か
い
っ
た
開
題
で
は
な
い
。
故
に
、
評
価
の
素
材
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こ
と
が
で
き
る
が
、
事
実
に
対
す
る
評
彊
に
関
し
て
は
唯
一
絶
対
の
真
実
の
基
準
が
存

在
し
な
い
限
り
欺
問
や
錯
誤
と
い
っ
た
概
念
を
務
れ
る
余
地
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

然
る
に
、
加
持
祈
樽
に
関
す
る
前
述
の
判
例
は
、
被
告
人
が
加
持
祈
祷
の
治
癒
効
祭
を
稽
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
事
実
の
錯
誤
で
は

な
く
違
法
性
の
錯
誤
で
あ
る
か
ら
放
意
索
授
を
盟
錯
し
な
い

い
る
。
勿
論
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
現
実
的
効
果
の
有
無
と

い
う
事
柄
が
事
実
で
あ
る
の
か
評
髄
で
あ
る
の
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
料
開
ム
自
体
に
も
変
遷
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

{
5〉

今
日
の
判
例
の
解
釈
が
絶
対
的
に
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
断
設
で
き
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
今
日
の
判
例
は
、
オ
カ

刻家主去の視点からーオカルテイズム名目による詐欺罪の成否(原田)

ル
テ
イ
ズ
ム
に
現
実
的
効
果
が
あ
り
得
な
い
こ
と
が
建
知
さ
れ
た
真
実
で
あ
る
と
の
前
提
か
ら
、

こ
と
は

評
価
に
関
す
る
錯
誤
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
詐
欺
罪
の
解
釈
に
も
妥
お
す
る
な
ら
ば
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の

効
果
を
告
知
す
る
行
為
は
事
実
の
欺
間
で
は
な
く
評
題
の
歎
開
純
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
放
に
、
評
舗
の
欺
悶
が
詐
欺
罪
に
含
ま
れ
る
か
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否
か
と
い
う
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
詐
欺
罪
の
或
否
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。

3 

オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
名
目
の
詐
欺
罪
に
関
す
る
判
関

と
こ
ろ
が
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
名
目
の
詐
歎
罪
に
関
す
る
判
倒
的
は
、
以
上
に
述
べ
た
事
柄
を
十
分
に
検
討
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な

ぃ
。
大
判
大
一
一

7
一
0
・
…
回
新
時
間
九
七
五
i
二
九
は
、
祈
祷
に
は
現
実
的
効
果
が
存
在
し
な
い
と
の
理
由
で
祈
稽
師
の
析
縛
料
受
領

を
詐
欺
罪
と
し
た
原
判
決
を
緩
棄
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
人
力
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
神
仏
に
祈
願
し
よ
う
と

す
る
の
は
人
の
通
常
の
行
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
祈
祷
等
に
よ
り
霊
安
の
道
を
講
じ
て
報
酬
を
得
る
行
為
を
阻
止
す
る
必
要
は
な
い
旨
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
認
時
に
、
人
の
か
か
る
器
点
に
乗
じ
て
真
に
祈
祷
す
る
意
思
な
く
ま
た
は
自
分
が
信
じ
な
い
の
に
効
果
が
あ
る
か

の
よ
う
に
偽
る
場
合
に
は
詐
欺
罪
に
該
当
す
る
可
能
性
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
最
三
決
昭
三
一
・
一
一
・
二

O
刑
集
一

o
i
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〈

6
)

i
一
五
四
二
は
、
ニ
の
大
判
切
に
依
拠
し
て
、
祈
樽
の
効
果
を
信
じ
て
い
な
い
祈
祷
部
に
つ
い
て
詐
欺
罪
・
恐
喝
搾
の
成
立
を
肯
定

し
た
。こ

れ
ら
の
判
例
で
は
、
所
議
気
休
め
に
髄
ま
る
場
合
に
は
詐
欺
罪
不
成
立
で
あ
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
科
学
的
合
理

き
何
等
の
現
実
的
効
果
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
向
か
か
る
オ
カ
ル
テ
〈
ス
ム
に
対
し
て
金
銭
出
捕
を
行
う

こ
と
は
、
今
日
で
も
日
常
的
な
事
象
で
あ
る
。
多
く
の
神
社
仏
閣
で
実
鰐
の
あ
る

「
御
禅
譲
」
や
「
祈
祷
」
「
御
蔵
」
は
こ
の

類
裂
に
属
す
る
が
、
概
し
て
財
務
な
る
習
俗
と
し
て
あ
る
い
は
参
拝
記
念
と
し
て
金
銭
を
出
摘
す
る
の
が
通
常
人
の
行
動
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
現
実
的
効
果
が
生
じ

て
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
、
仮
に
袈
験
者
に
お
い
て
現
実
的
効
果
を
信
じ
て
い
な
い
と
し

て
も
詐
欺
罪
の
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

い
と
き
の
神
頼
み
」
の
心
境
に
あ
る
場
合
で
も
、
必
ず
し
も
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の

現
実
的
効
来
を
実
際
に
真
剣
に
議
じ
る
訳
で
は
な
く
、
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
効
果
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
こ
れ
を
意

識
の
表
面
に
出
さ
ず
「
効
果
が
あ
る
こ
と
に
し
て
お
く
」
と
い
う
了
解
で
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
接
す
る
、
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
と

〈

7
)

患
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
多
く
の
場
合
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
金
銭
出
掃
は
、
そ
の
よ
う
な
事
務
に
当
事
者
が
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定
金
額

の
価
値
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
龍
値
判
断
に
法
が
介
入
す
る
必
要
は
な
い
。

こ
う
し
て
、
か
よ
う
な
気
休
め
に
宮
ま
ら
ず
現
実
的
効
果
を
僑
じ
ぢ
せ
た
場
合
が
詐
欺
罪
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、

前
述
の
殻
決
の
事
案
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
条
件
が
備
わ
っ
て
い
た
か
と
う
か
は
相
当
に
疑
問
で
あ
る
。
詐
欺
罪
に
問
わ
れ
た
行
為
は
、

多
数
の
依
頼
者
に
対
し
て
…
様
に
「
祈
議
す
れ
ば
願
い
は
叫
川
、
つ
い
と
い
っ
た
程
変
の
事
柄
を
述
べ
て
祈
祷
料
支
又
領
し
た
行
為
で
あ
り
、

ご
く
通
常
の
祈
祷
に
認
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
依
頼
者
全
員
が
祈
縛
の
現
実
的
効
采
そ
僑
じ
た
と
-
認
定
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に

不
合
理
で
あ
る
し
、
後
述
す
る
戦
裁
の
法
令
に
お
い
で
さ
え
処
罰
範
囲
に
は
含
ま
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
恐
喝
罪
に
問
わ
れ
た
行
為
は
、

艇
の
ア
ザ
が
取
れ
る
よ
う
祈
願
し
な
が
ら
効
楽
が
な
い
の
で
参
紺
を
中
止
し
た
者
に
対
し
て
「
神
様
の
力
で
顔
を
楽
協
同
に
す
る
」



知
し
て
参
詣
を
再
開
さ
せ
た
行
為
で
あ
る
が
、
こ

し
か
も
綴
の
ア
ザ
を
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
の

カ
で
)
と
信
じ
て
畏
怖
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

か
か
る
器
知
が
入
の
意
思
決
定
に
不
法
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
十
分
に

あ
り
得
る
し
、
法
の
介
入
を
必
要
と
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
ぞ
れ
は
概
し
て

「
翻
懇
」
と
い
っ
た
心
理
状
態
で

あ
っ
て
、
詐
欺
罪
・
恐
喝
罪
が
本
来
予
定
し
て
い
る

と
は
那
の
範
務
に
潔
織
す
る
持
活
な
の
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
に
、
詐
欺
罪
や
恐
喝
罪
の
成
立
を
認
め
た
料
開
は
、

い
っ
た
検

討
を
全
く
行
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
現
実
的
効
果
を
告
知
す
れ
ば
犠
じ
る
の
が
議
常
で
あ
る
と
の
前
提
で
判
断
し

オカルテイズム名目による詐欺罪の成否(原因)

て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
吋
あ
り
得
る
い
事
棋
の
告
知
と
「
あ
り
得
な
い
い

の
聞
の
類
劇
的
相

違
が
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
、
そ
の
後
、
加
持
祈
祷
に

立
を
肯
定
し
た
前
記
判
開
に
よ
っ
て
実
質
的
に
変
更
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
余
地
も
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

の
成
虫
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を
否
定
し
た
前
記
東
京
地
判
は
変
更
後
の
判
断
に
立
務
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
詐
欺
罪
や
恐
喝
罪
に
つ
い
て
も
同
様
の
判
断
が
な
さ
れ

る
べ
き
と
こ
ろ
、
ま
だ
そ
の
実
掛
が
現
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
判
例
変
更
が
あ
っ
た

(8) 

と
断
一
言
で
き
る
だ
け
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
指
摘
す
る
に
留
め
る
。

閣
法
令
と
の
関
係

jflJ務絞め視点から

と
こ
ろ
で
、
戦
蔀
の
法
令
の
中
で
は
、
本
報
告
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
明
文
の
罰
則
が
存
在
し
て
い
た
。

(
9
)
 

二
号
お
よ
び
警
察
犯
処
罰
令
(
明
四
一
内
一
六
)
二
条
一
七
号
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ

器

出
関
法
(
明

七
条

い
て
指
摘
す
べ
き
事
績
は
、
ム
ザ
カ
ル
テ
イ

J

ズ
ム
に
よ
っ
て
人
を
「
惑
わ
す
」
行
為
を
処
罰
対
象
と
し
て
お
り
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
「
歎
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行
為
と
は
闘
病
な
る
文
一
世
話
を
用
い
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
、

今
日
所
謂

の
よ
う
な

の
閣
法
犯
で
は
な
く
、

「
軽
犯
罪
」
の
経
緯
(
旧
刑
法
で
は

警
察
詑
処
罰
令
で
は
「
警
察
持
」
〉
で
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

と
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
検
索
し
た
限
り
の
文
獄
で
は
説
明
方
法
は
皆
異
な
り
、
通
説
と
言
え
る
よ
う
な

(
川
山
)

解
釈
が
ん
応
策
し
て
い
た
様
子
は
認
め
ら
な
い
。
ま
た
、
詐
欺
罪
と
関
係
に
つ
い
て
も
、
財
物
や
財
康
的
利
益
の
取
得
が
あ
れ
ば
当
然

〈
日
)

に
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
克
解
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が

「
惑
わ
す
」
と

殺
的
で
あ
っ
た
の
か
否
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

(
は
)

し
か
し
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
際
し
て
金
品
等
の
校
受
を
伴
わ
な
い
こ
と
は
稀
で
あ
る
か
ら
、
「
惑
わ
す
」
と
「
欺
く
い
と
の
違
い
を

否
定
す
る
な
ら
ば
殆
ど
の
事
e

案
に
つ
い
て
詐
欺
罪
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ぞ
れ
は
こ
れ
ら
の
旧
法
令
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
部
ち
、
「
惑
わ
す
」
と
「
欺
く
一
と
の
簡
に
は
類
型
的
な
相
違
が
あ
り
、
そ
れ
は
軽
犯
罪
か
刑
法
犯
か
と
い
う

差
異
に
複
絡
す
る
棺
違
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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そ
う
す
る
と
、
前
述
し
た
と
こ
ろ

い
て
考
察
す
れ
ば
、
「
惑
わ
す
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
「
欺
く
」
と
い
う
べ

て
い
な
い
行
為
、
あ
る
い
は
、
虚
偽
の

の
告
知
で
は
な
く
「
評
錨
」
の
適
正
を
誤
ら
せ
る
行
為
、
と
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
欺
く
」
と
区
制
約
す
る
、
と
い
う
方
法
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、
軽
犯
弊
か
部

法
犯
か
と
い
う
大
き
な
遊
興
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
鰐
ち
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
効
果
の
脅
知
は
原
則
的
に
人
を

「
惑
わ
す
い
行
為
で
あ
っ
て
「
欺
く
L

行
為
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
当
時
の
立
法
の
前
提
た
る
判
断
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
て
み

れ
語
、
今
自
か
か
る
行
為
を
詐
欺
罪
で
処
箭
す
る
こ
と
は
、

の
実
行
行
為
で
あ
る
「
欺
く
」
行
為
の
概
念
を
、
か
つ
て
「
欺
く
」

と
区
別
さ
れ
て
い
た

行
為
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

戦
後
に
な
っ
て
、
現
在
の
軽
犯
欝
法
が
施
行
さ
れ
て
欝
祭
詫
処
罰
令
は
廃
氏
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
に
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る

問
割
削
粥
は
継
受
さ
れ
ず
、
こ
の
詑
罪
類
型
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
当
該
行
為
は
、
掛
川
浩
組
た
る
詐
欺
罪
と
し
て
、
か
つ
て
よ
り
も
議



か
に
葉
く
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
不
当
設
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
会
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
法
令
の
歴
史

、3
)

に
照
ら
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
議
錦
化
が
罰
則
廃
止
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
と
は
考
え
難
い
。

尤
も
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
法
令
廃
止
の
友
法
政
策
と
し
て
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
波
法
変
遷
の
一
歴
史
か

ら
す
れ
ば
、
科
学
的
合
理
主
義
の
叫
普
及
に
伴
つ

般
が
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
の
迷
蒙
に
諮
る
こ
と
令
制
度
的
に
臨
北
す
る
ま
で
の

必
要
笠
が
な
く
な
り
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
へ
の
対
処
は
各
倒
人
の
自
己
決
定
に
委
ね
る
べ
き
だ
と
判
断
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
が
、
し

か
し
、
今
日
で
も
人
間
は
必
ず
し
も
常
に
理
性
的
に
合
理
的
判
断
を
行
、
つ
訳
で
は
な
い
。
現
に
多
数
の
紛
争
が
存
夜
す
る
こ
と
か
ら
境

オカルテイズム務自による詐欺事撃の成否(!援問)

ら
か
な
よ
う
に
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
「
惑
わ
さ
れ
る
」
人
は
決
し
て
部
外
的
少
数
者
で
は
な
い
。
中
に
は
府
罰
に
値
す
る
よ
、
つ
な
態

粛
な
事
案
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
能
訓
を
全
一
極
廃
止
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
り
、
処
罰
の
必
要
性
の
鴻
減
し
て
い
な
い
場
欝
で
翻
刻
を
廃
止
し
た
た
め
に
罪
別
法
定
主
義
の
椴
緩
を
も
た
ら
す
結
糸
と
な
っ
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て
し
ま
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
勿
論
、
か
つ
て
の
諮
問
問
を
今
託
そ
の
ま
ま
援
活
さ
せ
る
こ
と
が
叢
ち
に
適
切
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
現
行
法
の
詐
欺
罪
や
恐
喝
罪
を
不
当
に
拡
大
す
る
よ
り
は
、
こ
れ
ら
と
は
別
の
類
援
と
し
て
罷
尉
を
規
定
す
る
方
が
迄
か

に
適
切
で
あ
る
。
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

間

恋
意
的
運
用
の
捻
険
性

刑事法(f)後ぷから

今
日
で
も
、
多
機
多
様
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
的
な
商
品
や
役
務
が
、
新
聞
折
り
込
み
広
告
等
で
日
常
的
に
宣
伝
さ
れ
て
い
る
つ
こ
れ

ら
の
中
に
は
、
「
神
」

「
菩
薩
」
と
い
っ
た
宗
教
的
概
念
を
主
婚
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
「

C
Cエ
ネ
ル
ギ
ー
」
「
×
×
パ
ワ
l
い

等
の
疑
似
科
学
的
説
明
を
行
う
も
の
も
あ
っ
て
、
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
と
い
う
範
鴎
に
留
ま
ら
な
い
も
の
も
存
在
す
る
が
、

い
ず
れ
に
し
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て
も
、
今
日
の
常
識
と
さ
れ
て
い

従
っ
て
、

け
ば
、
そ

缶
市
内
容
は
全
て
虚
偽
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
巷
に
溢
れ
て
い
る
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
全
部
詐
欺
罪
で
処
議
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
不

当
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
現
実
的
効
樹
木
が
な
い
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
「
効
果
が
あ
る
こ
と
に
し
て
お
く
」
と
い
う
了
解
で
金
品
授
受

が
ん
け
わ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
理
訟
は
存
在
し
な
い
か
ら
ぞ
あ
る
。
ぞ
う
す
る
と
、
処
罰
す
べ
き
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
と
放
任
す
べ
き
オ

カ
ル
テ
イ
ズ
ム
と
の
臨
別
が
必
要
と
な
る
が
、
問
欄
は
そ
の
明
雄
憾
な
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
直
ち

に
、
誤
射
の
窓
意
的
運
用
の
詑
倹
殺
を
意
味
す
る
。
勿
論
、
現
に
一
行
わ
れ
て
い

しミ

が
、
恋
意
的
運
用
の
危
険
性
は
綴
方
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
旧
刑
法
の
鑑
定
に
つ
い

(
H
H
)
 

運
庭
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
刑
法
詑
と
し
て
態
役
刑
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
問
題
性
は
ふ

262-

る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
放
援
し
て
お
く
な
ら
ば
、
気
に
入
ら
な
い
思
想
信
条
を
攻
撃
す
る
手
設
と
し
て
罰
則
を
使
用
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。

る
べ
き
で
は
な
い
。
滋
搭
な
法
適
用
と
慎
重
な
立
法
政
策
と

し冶

つ

が
慧
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
1
)

本
報
告
は
、
日
本
被
害
者
学
会
第
七
回
学
術
大
会
(
平
成
八
年
六
月
二
九
日
・
国
土
館
大
学
)
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
祭
教
と
被
害
者
」
に
お
け
る
綴
食
〈
後
答
者

学
研
究
七
号
〈
乎
九
)
七

O
資
)
と
問
品
目
で
あ
る
。

(2)

裁
判
所
に
対
す
る
行
為
に
つ
き
大
判
昭
二
・
六
・
一
一

om集
大

i
一
一
一
一
二
検
察
庁
に
対
す
る
行
為
に
つ
き
永
一
戸
地
利
昭
四
二
・
六
・
六
下
郡
山
晶
君
九
上
ハ

i
八

一
一
一
六
。
銀
行
に
対
す
る
行
為
に
つ
き
東
京
地
判
昭
四
七
・
一
一
・
宮
本

um月間関
i
一
一
|
一
八
命
七
。
い
ず
れ
も
虚
偽
が
発
覚
し
て
財
物
や
財
産
品
開
利
益
の
取
得
に



刑事法(J)総点からーオカルテイズムs自による詐歎努の成否(厳Efl)

失
敗
し
た
泰
業
で
あ
る
が
、
欺
間
関
不
徳
で
あ
る
と
の
滋
闘
で
詐
欺
未
遂
罪
の
成
戎
が
浴
定
さ
れ
た
。
大
判
判
部
貯
釈
と
し
て
、
牧
野
英
一

刑
法
研
究
西
巻
〈
総
人
〉
三

O
二
賞
。

(
3〉
東
京
高
利
娘
一
二
}
・
一
一
・
一
一
八
議
制
川
集
九

i
…一一
l
t
t
e
g

一
一
一
五
て
札
幌
地
料
開
一
一
一
六
‘
一
二
‘
七
下
刑
築
三
よ
ニ
i
m四
l
一
一
一
一
一
七
、
媛
大
将
昭
一
一
一
人
‘
…
1
-

五
邸
川
岨
常
↓
七
|
四

i
一一一
C
二
。
級
制
判
評
釈
と
し
て
、
担
稲
沢
久
一
々
回
数
の
由
同
僚
の
保
津
と
そ
の
燦
界
」
小
野
清
一
郎
総
・
別
ジ
ュ
リ
一
一
一
七
号
・
宗
教
州
特
例
百
哨
端
的
初
版

〈
間
町
四
七
)
一
一
葉
、
問
・
問
題
論
文
春
務
部
揖
回
裏
話
務
橋
和
之
編
・
泌
ジ
ユ
ワ
六
八
号
・
憲
法
判
例
否
選
二
級

Z
(
四
期
五
五
〉
四
七
一
殿
、
清
水
妥
「
加
持
祈
祷
と

し
て
の
有
形
カ
行
使
」
揖
戸
部
債
務
詩
若
原
茂
雄
欄
・
別
ジ
ユ
リ
ニ

O
九
号
・
祭
品
税
制
判
例
百
幾
一
一
版
(
率
一
一
…
〉
一
一
一
一
良
。

〈
4
)

本
件
一
誇
釈
と
し
て
、
刑
務
制
判
例
研
究
会
「
笠
感
治
療
の
た
め
と
称
し
て
姦
淫
し
た
行
為
が
滋
跡
調
姦
葬
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
讐
祭
持
毅
一
一
一
九
巻
四
号

〈
間
町
五
ふ
ん
)
九
二
索
、
原

mm球
「
鐙
晴
顕
治
療
仮
枇
裁
に
よ
る
準
緩
綴
事
件
」
繁
州
知
学
院
大
学
祭
教
法
制
研
究
所
紀
要
一
一
…

0
号
・
宗
教
訓
判
倒
的
の
研
究
二
(
附
五
九
〉
一
一

8

4

頁
、
幽
商
柑
微
減
彦
「
密
漏
前
知
治
療
仮
装
に
よ
る
準
強
幾
い
始
前
掲
宗
教
創
刊
例
吉
選
二
版
ニ
ニ
大
賞
。

(5)

加
持
続
繕
の
阻
聞
に
人
を
死
亡
さ
せ
た
事
業
に
つ
き
、
大
判
内
線
一
一
一
一
一
・
二

γ
八割
m
銀
波

l
一
一
一
一
…
一
は
故
意
隠
却
を
認
め
て
過
失
犯
と
し
て
処
断
し
て
い
る
。

大制判開閉…

0
・
一
二
・
二
五
掛
川
袋
一

g
i五
i
一
二
三
九
お
よ
び
前
掲
校
一
一
一
東
京
高
制
刊
の
原
料
判
決
〈
総
務
地
裁
)
も
遜
失
犯
の
成
立
を
認
め
て
い
る
c

大
約
務
一
一
一
二
評

釈
と
し
て
、
木
村
綾
子
「
迷
復
に
よ
る
過
失
致
死
」
議
掲
宗
教
制
判
例
百
選
初
級
一
九
六
嫌
。
料
円
割
問
変
濃
の
分
析
に
つ
き
、
原
図
像
「
宗
教
活
動
に
対
す
る
刻
必
の

適
用
」
宗
教
法
七
号
〈
市
T
仰
ぎ
二
五
一
炎
、
同
「
抽
出
持
祈
絡
の
結
果
と
し
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
の
罪
事
貝
」
商
際
泰
夫
H

湯
浅
道
男
編
・
務
家
一
拳
敏
教
授
漫
寧
記
念
・

宗
教
法
学
の
譲
緩
と
展
望
(
平
殴
〉
一
三
五
賞
。

〈6
〉
本
件
一
許
釈
と
し
て
、
商
問
村
克
彦
「
祈
務
の
効
果
を
後
じ
な
い
拡
耕
輔
冊
餅
と
年
明
縛
科
の
授
受
」
議
滋
祭
教
創
刊
側
首
選
初
綴
二

O
ム
ハ
頁
、
大
潟
一
恭
一
新
線
名

g
に
よ

る
ぺ
鍔
酔
執
・
怒
鳴
」
齢
制
欄
間
宗
教
特
例
蕊
選
二
版
二
二
一
一
頁
。
出
向
、
凪
既
決
に
先
史
ち
、
広
島
湾
料
昭
二
九
・
八
・
九
務
副
川
築
七

i
七
!
一
一
四
九
件
同
叫
刺
繍
締
に
つ
い
て

法
相
喝
罪
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
。

(7)

報
脱
出
者
自
身
、
自
分
の
二
人
の
子
供
の
中
学
入
淡
に
際
し
て
そ
の
都
俊
一
夫
締
結
棉
」
で
の
合
格
祈
綴
の
祈
緯
に
金
銭
を
出
議
し
た
(
幸
い
に
し
て
二
人
と
も
第

一
志
望
校
に
会
絡
で
き
た
〉
が
、
一
天
神
繍
」
を
案
剣
に
然
仰
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
し
、
祈
祷
に
よ
っ
て
線
対
に
合
絡
す
る
と
か
合
格
の
可
能
性
が
増
大
す
る
と

・
か
い
っ
た
認
識
を
殺
し
て
い
た
釈
明
、
も
な
い
。
自
己
の
内
心
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
自
己
の
駁
笈
や
決
意
を
自
ら
獲
知
略
す
る
作
業
で
あ
り
、
そ
の
手
段
と

し
て
の
金
銭
出
織
で
あ
る
と
窓
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
願
望
や
決
意
が
確
認
さ
れ
て
強
化
き
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
良
己
の
行
動
に
変
化
が
生
じ
、
そ
の
結
果

と
し
て
目
的
達
成
の
可
能
性
が
機
大
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
れ
ん
、
日
約
漆
成
に
際
し
て
、
導
ら
自
己
の
才
能
や
努
カ
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
よ
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一
不
輸
出
犯
と
詐
欺
鋒
」
関
門



り
も
、
神
仏
の
御
加
獲
の
紋
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
、
人
間
が
際
線
な
く
倣
憶
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
よ
で
有
益
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
肉
、
本
報
告
後
、
渓
谷

川
正
治
弁
縫
合
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
心
情
こ
そ
が
信
仰
で
あ
る
と
の
御
滋
摘
を
頂
い
た
。

〈S
〉
油
貯
歎
弾
や
恐
喝
罪
の
成
交
を
認
め
た
判
例
と
相
刷
協
付
祈
織
に
つ
き
傷
害
致
死
発
の
成
交
を
認
め
た
判
例
と
は
、
昭
和
…
一
一
一
年
を
境
と
し
て
時
期
的
に
ほ
分
さ
れ
る

が
、
ォ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
を
信
じ
る
可
能
性
に
対
す
る
評
価
方
法
の
相
選
を
犯
努
綴
裂
の
穏
遠
か
ら
合
緩
前
向
に
制
糾
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
ゐ
る
か
ら
、
相
相
反
す
る
削
判

断
マ
為
ふ
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
原
因
即
席
「
祈
磯
砂
制
緩
め
詐
欺
・
恐
喝
」
愛
知
学
後
大
学
判
例
研
究
倶
楽
部

-mUHN
謡
え
含
笠
喜
一
一
一
号
〈
第
五
)
八

一
典
参
照
。

〈
き
)
市
刑
法
同
開
ニ
ヒ
粂
〈
殺
事
青
栄
編
-
m
開
法
令
後
〈
間
開
出
二
一
)
回
開
問
問
災
)

和
紙
の
議
紳
げ
を
犯
し
た
る
お
ば
一
日
以
上
三
日
以
下
の
狗
臨
時
に
処
し
又
は
二
十
銭
以
上
…
内
二
十
五
銭
以
下
の
科
終
日
い
削
叫
す

十
二
袋
に
斗
W
W
凶
闘
機
濯
を
説
き
又
は
叫
刑
務
符
兇
等
を
為
し
人
を
前
訟
は
し
て
創
刊
を
間
四
る
者

警
察
犯
州
地
例
制
令
一
一
処
刑
(
我
事
世
田
棉
'
前
綿
棒
凶
五
九
頁
)

授
の
各
号
の
一
に
渡
海
叫
す
ゐ
殺
は
三
十
日
未
満
mw
狗
仰
附
又
は
二
十
円
未
満
の
科
料
に
州
地
寸

十
七
官
官
に
中
一
日
出
向
矯
福
を
説
き
又
は
祈
潟
、
符
閥
抗
等
を
為
し
若
は
守
札
台
数
を
交
付
し
て
人
を
惑
は
し
た
る
者

以
上
、
際
文
片
仮
名
。
潟
、
明
治
以
惨
め
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
規
制
淡
令
の
一
覧
列
挙
と
し
て
、
隅
県
慰
金
前
掲
注
5
{指
数
仲
間
組
側
文
開
間
五
頁
以
下
。

(
仙
川
〉
「
時
間
わ
す
」
の
意
義
に
つ
き
、
問
刑
法
当
酷
吋
の
文
献
に
は
繊
同
念
規
定
の
叙
漆
は
悶
凡
潟
た
ら
な
い
。
警
察
犯
処
腕
削
令
に
附
閉
す
る
文
献
で
の
…
…
凶
仙
波
を
制
列
挙
す
る
と
左

記
の
通
り
で
あ
る
令
指
向
、
明
治
昨
時
代
の
文
献
の
緩
文
は
片
仮
名
で
あ
る
。

件
回
線
勢
崎
繊
(
大
場
茂
E
均
校
釘
〉
魁
官
掛
需
制
印
刷
役
割
令
註
解
〈
明
開
間
二
州
側
一
一
一
一
奥

「
人
に
迷
ひ
心
を
起
き
し
む
る
を
公
ふ
」

梶
康
郎
〈
袋
一
一
新
熊
弦
間
同
)
警
察
犯
処
級
品
市
郁
世
論
(
照
明
沼
二
一
五
一
策

「
人
の
心
殺
の
安
畿
を
害
す
る
を
鍔
ふ
い

級
品
汁
正
三
郎
〈
出
回
り
術
館
総
務
燈
緩
箸
)
対
比
注
釈
瞥
察
犯
処
罰
令
(
大

「
人
を
し
て
震
殺
し
心
る
を
努
ふ
」

安
藤
政
之
助
・
実
闘
用
務
解
職
樹
祭
犯
処
厳
令
(
昭
一
一
)
七

O
爽

祭教法第16主}(1幸吉7)
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オカルテイズム.s自による詐歎事撃の成若手{原図}

「
放
慾
に
迷
燃
の
念
を
起
き
し
む
る
の
品
開
拙
慨
を
与
へ
、
業
の
時
特
臨
常
惑
ひ
を
生
ぜ
し
め
た
る
場
合
の
こ
と
を
調
ふ
の
で
あ
る
」

有
光
金
兵
鱗
'
響
曲
常
犯
処
仮
令
拙
明
義
下
泰
(
昭
五
〉
一

O
八
資

吋
人
の
心
の
平
掴
舗
を
注
目
す
る
こ
と
即
ち
思
慮
を
慾
は
す
行
為
で
あ
る
」

(
日
)
谷
忠
勝
之
劾
・
奮
察
犯
処
蹴
制
令
講
義
(
境
問
二
五
六
炎
、
村
上
又
一
・
警
察
犯
処
齢
令
研
究
(
裕
一
一
〉
一
八
段
賞
。
し
か
し
、
後
藤
e

判
例
措
向
注
mw
舎
一
七
じ

貨
は
「
時
に
詐
欽
簿
が
婚
情
成
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
て
、
例
外
的
場
蘭
で
あ
る
と
の
趣
旨
が
貌
わ
れ
る
。

{門
μ
)

高
木
筆
=
プ
校
訂
出
川
波
幾
解
開
問
蹴
紙
(
刻
一
七
)
九
O
入
頁
で
は
、
間
抑
制
的
法
規
笈
の
「
出
刊
を
開
出
る
」
と
の
文
一
後
一
に
慢
し
て
、
「
仮
令
間
後
夜
撲
の
異
な
る
あ
れ
ソ
と
す

る
も
、
悉
く
多
少
利
を
密
る
に
山
出
す
ん
ぱ
券
ず
に
と
矯
拙
刑
さ
れ
て
い
る
。
版
文
体
内
仮
指
令
。
濁
点
、
勾
喧
祝
ド
双
山
れ
凶
問
者
。

(門
U
)

加
持
祈
祷
に
際
し
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
行
為
に
つ
き
、
戦
誌
の
判
然
が
滋
失
致
死
努
を
逮
開
閉
し
て
い
た
の
に
対
し
て
戦
後
の
創
刊
例
が
傷
害
一
致
死
努
を
逃
同
情
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
開
門
織
の
骨
盤
鋭
化
で
あ
る
。
ま
た
、
新
品
輯
修
「
引
和
洋
所
不
敏
努
に
お
け
る
不
齢
制
行
為
」
前
掲
宗
教
制
判
例
百
滋
…
一
郎
組
一
一

O
大
商
岡
崎
は
、
世
帯
察
犯

処
聞
制
令
二
条
一
一
一
一
一
一
口
す
の
礼
拝
所
汚
漬
鍔
か
ら
則
的
法
一
人
八
条
の
礼
拝
所
不
敬
盟
都
へ
の
重
間
制
作
%
を
品
問
機
す
る
。

(M)

綴
木
・
前
倒
拘
注
ロ
骨
曹
関
門
頁
は
、
右
引
用
の
叙
述
に
続
け
て
「
{
呂
亦
縦
し
く
納
期
る
所
な
り
。
或
務
臼
く
「
今
日
之
を
絡
し
羨
く
も
の
は
、
所
制
調
制
的
鈴
な
り
。
絞
に

刑
法
実
織
の
日
に
い
怠
ら
ば
、
懇
く
之
告
訴
へ
之
を
約
す
一
町
き
な
り
い
と
。
淡
い
は
然
ら
ん
。
然
れ
ど
も
、
今
之
を
厳
密
に
鱗
釈
す
る
織
の
剤
耐
く
な
る
と
き
は
、
終

解
者
其
弊
の
大
な
る
を
知
る
。
弊
と
は
何
ぞ
や
。
叢
し
、
此
解
釈
は
弱
小
に
あ
日
行
は
れ
て
強
大
に
一
行
は
れ
ざ
る
を
知
る
e

故
に
品
以
#
告
の
鋭
を
信
ぜ

γc
又
、
立

法
務
の
真
意
を
探
知
す
る
を
得
ず
。
様
、
鈴
ら
く
抽
滞
日
を
後
で
其
U
H
を
凝
ら
ん
と
す
。
読
者
拳
い
に
如
心
せ
よ
乙
と
述
べ
、
九
段
釈
を
放
繁
し
て
い
る
。
原
妄
片
仮
名
。

濁
点
、
匂
緩
い
然
、
一
…
鍛
一
括
弧
引
削
用
者
。
ム
ヴ
門
口
詐
欺
務
等
の
成
立
を
品
同
定
す
る
制
特
例
等
が
、
否
年
以
上
も
普
の
こ
の
強
烈
な
臨
ま
?
問
慾
愈
識
に
対
抗
で
き
る
殺
の

叙
述
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
相
殺
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
窓
わ
れ
る
。
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(
本
織
は
、
家
教
法
学
会
?
の
朗
報
仲
一
口
に
務
づ
き
、
改
柑
刑
執
輪
車
し
た
も
の
で
あ
る
J

刑事i去の視点から


