
76

愛
国
詐
欺

三
山

　喬

「
ポ
ス
ト
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勝
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組
事
件
」
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犯
行
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
決
め
つ
け
に
は
、
少
々
困
惑
し

た
。
多
く
の
文
献
で
は
、
こ
の
手
の
詐
欺
行
為
が
勝
ち
組
内
部

に
発
生
し
た
出
来
事
と
説
明
さ
れ
て
い
た
た
め
だ
。

だ
が
小
針
は
、
違
う
と
い
う
。
犯
人
は
、
旧
円
が
無
価
値
と

な
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
立
場
に
い
た
、
つ
ま
り
日
本
の
敗
戦

を
事
実
と
知
っ
て
い
た
。
戦
勝
を
信
じ
き
っ
て
い
た
勝
ち
組
の

移
民
に
は
、
思
い
つ
け
な
い
犯
罪
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
も
っ
と
も
な
理
屈
だ
っ
た
。

そ
れ
で
も
な
お
私
は
、
判
断
に
苦
し
ん
だ
。
負
け
組
の
指
導

者
ら
は
終
戦
の
あ
と
年
が
明
け
、
テ
ロ
の
応
酬
が
始
ま
る
ま
で
、

何
と
か
し
て
敗
戦
の
事
実
を
認
め
て
も
ら
お
う
と
、
各
地
を
奔

走
し
た
。
結
局
は
こ
の
行
為
が
反
感
を
買
い
、
テ
ロ
殺
人
に
ま

で
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
一
方
で
詐
欺
を
目
論
む
人
間

は
、
決
し
て
敗
戦
の
周
知
な
ど
望
み
は
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
の

犯
罪
は
、
対
立
と
混
乱
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

詐
欺
師
自
ら
は
、
敗
戦
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
。
だ
が
、
負

け
組
に
よ
る
「
認
識
運
動
」
は
、
彼
ら
に
は
邪
魔
な
だ
け
だ
っ

た
。
勝
ち
組
は
ど
っ
ぷ
り
と
妄
想
の
世
界
に
い
て
も
ら
わ
な
い

と
困
る
│
│
。

そ
う
推
し
量
れ
ば
、
彼
ら
は
常
日
頃
、〝
勝
ち
組
の
一
員
〞

と
し
て
振
る
ま
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

か
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
終
戦
の
翌
年
、
入
植
地
に
や
っ

て
き
た
複
数
の
日
本
人
が
い
た
。
男
た
ち
は
小
針
の
知
り
合
い

に
通
貨
の
両
替
を
持
ち
か
け
て
、
ま
と
ま
っ
た
額
の
日
本
円
紙

幣
を
置
い
て
い
っ
た
と
い
う
。

開
戦
直
前
か
ら
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
た
差
別
的
政
策
で
、
ブ

ラ
ジ
ル
の
暮
ら
し
に
く
さ
を
痛
切
に
感
じ
て
い
た
移
民
た
ち
。

そ
の
多
く
は
日
本
へ
の
航
路
再
開
と
引
き
揚
げ
を
待
ち
望
む
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
来
る
べ
き
帰
国
時
に
は
、
土
地
や
家
を
処

分
し
て
旅
費
を
つ
く
り
、
残
余
の
財
産
は
ド
ル
や
日
本
円
に
し

て
持
ち
帰
る
。
円
紙
幣
を
好
レ
ー
ト
で
両
替
で
き
る
の
な
ら
、

そ
れ
を
拒
む
理
由
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
知
人
は
や
が
て
、
受
け
取
っ
た
円
紙
幣
が

価
値
の
な
い
紙
く
ず
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
愕
然
と
す
る
。
祖

国
日
本
で
は
、
四
六
年
二
月
、
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
の
対
策
と

し
て
新
円
が
発
行
さ
れ
、
旧
円
は
そ
の
直
後
か
ら
流
通
し
な
く

な
っ
て
い
た
。
知
り
合
い
は
、
あ
の
来
訪
者
ら
に
無
価
値
に
な

っ
た
旧
円
を
つ
か
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

勝
ち
組
と
し
て
生
き
て
き
た
小
針
は
、
戦
後
六
十
年
近
く
に

な
る
私
の
訪
問
時
も
、
負
け
組
へ
の
敵
愾
心
を
引
き
ず
っ
て
い

た
。
そ
れ
で
も
こ
の
〝
円
売
り
詐
欺
事
件
〞
ま
で
「
負
け
組
の

年
会
の
若
者
ら
は
、
親
世
代
の
会
合
に
は
加
わ
れ
ず
、「
蚊
帳

の
外
」
に
置
か
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
祖
国
日
本
の
戦
勝
を
確
信

す
る
ス
タ
ン
ス
で
は
、
彼
ら
も
ま
た
、
親
た
ち
と
何
ら
変
わ
ら

な
い
強
固
な
〝
信
念
〞
を
共
有
し
た
。

小
針
は
若
者
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
目
立
っ
て
い
た
た
め
か
、

危
険
人
物
と
し
て
当
局
に
マ
ー
ク
さ
れ
た
。
時
に
は
自
宅
に
押

し
掛
け
た
警
官
に
「
日
本
は
負
け
た
と
言
え
」
と
強
要
さ
れ
、

こ
れ
を
拒
ん
だ
が
ゆ
え
に
ム
チ
で
打
た
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

穏
や
か
な
表
情
で
遠
い
日
を
振
り
返
る
老
移
民
の
述
懐
で
、
そ

う
し
た
体
験
談
以
上
に
私
の
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
彼
が
ほ
ん

の
一
瞬
だ
け
顔
を
歪
め
、
突
然
感
情
を
昂
ら
せ
て
何
人
か
の
日

本
人
を
「
国
賊
連
中
」
と
罵
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

誰
か
の
知
り
合
い
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
未
知
の
来
訪
者

ブ
ラ
ジ
ル
で
勝
ち
組
運
動
が
盛
ん
だ
っ
た
田
園
都
市
マ
リ
リ

ア
を
私
が
旅
し
た
の
は
十
六
年
前
の
秋
。
州
都
サ
ン
パ
ウ
ロ
市

で
知
り
合
っ
た
人
の
紹
介
で
、
終
戦
時
、
マ
リ
リ
ア
近
郊
の
日

本
人
入
植
地
で
青
年
会
長
を
務
め
て
い
た
小
針
一
と
い
う
老
移

民
を
訪
ね
た
の
だ
っ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
最
末
期
の
一
九
四
五
年
七
月
、
ブ
ラ
ジ
ル

の
一
部
日
本
人
の
間
で
「
臣
道
連
盟
」
と
い
う
国
粋
主
義
団
体

が
結
成
さ
れ
、
戦
争
終
結
以
後
、〝
日
本
精
神
の
涵
養
〞
を
訴

え
る
勝
ち
組
団
体
と
し
て
、
正
会
員
の
家
長
だ
け
で
全
土
に
二

万
人
以
上
、
家
族
ま
で
含
め
れ
ば
十
万
人
以
上
も
の
人
々
に
影

響
力
を
持
つ
巨
大
勢
力
に
成
長
し
た
。

マ
リ
リ
ア
周
辺
で
も
、
移
民
た
ち
の
多
く
が
こ
の
「
臣
連
」

に
参
加
し
た
が
、
当
時
ま
だ
二
十
歳
前
後
だ
っ
た
小
針
た
ち
青

流
言
飛
語
を
利
用
し
た
犯
罪
者
た
ち
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