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若
者
と
カ
ル
ト
－
書
き
換
え
ら
れ
る
記
憶
の
ゆ
く
え
－ 
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学
大
学
院 

 

櫻
井
義
秀 

１ 

自
己
・
物
語
・
記
憶 

 

若
者
の
特
長
は
自
意
識
の
強
さ
で
あ
る
。
多
少
尊
大
で
あ
ろ
う
と
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
が
故
に
許
さ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
筆
者
の
よ
う
に
中
年
期
を
生
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
よ
り
も
自
分

に
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
を
わ
き
ま
え
、
控
え
め
に
自
己
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
時
々
、
こ
の

大
人
し
い
お
じ
さ
ん
よ
り
も
温
和
し
い
学
生
達
を
み
る
と
、
君
た
ち
夢
を
も
っ
と
語
り
な
さ
い
と
言
い
た

く
な
る
。
言
い
っ
ぱ
な
し
で
は
困
る
が
、
他
の
人
に
聴
か
れ
る
こ
と
で
自
分
に
自
信
が
出
て
き
た
り
、
夢

の
実
現
に
責
任
を
感
じ
た
り
し
て
、
予
言
の
自
己
成
就
と
な
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
だ
。 

 

自
意
識
が
強
い
と
い
う
の
は
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
他
者
と
の
差
異
に
お
い
て
強
く
印
象
づ
け
た
い

と
い
う
意
志
の
表
れ
だ
ろ
う
。
若
者
は
社
会
の
座
標
軸
に
位
置
を
持
た
な
い
分
、
自
分
ら
し
さ
を
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
よ
う
な
自
己
表
現
で
示
そ
う
と
す
る
。
思
想
や
運
動
に
傾
倒
し
た
と
い
う

前
世
代
の
言
い
分
も
よ
く
よ
く
考
え
れ
ば
時
代
の
モ
ー
ド
に
乗
っ
て
い
た
の
だ
し
、
今
時
の
若
者
は
自
己

を
趣
味
や
嗜
好
品
で
物
語
る
と
い
う
時
代
に
生
き
て
い
る
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
用

い
る
ツ
ー
ル
は
何
で
あ
れ
、
自
己
を
物
語
る
人
が
い
る
こ
と
、
語
り
を
聴
く
も
の
た
ち
が
い
る
こ
と
は
社

会
の
構
成
要
件
で
あ
る
。
他
者
に
対
し
て
自
己
を
開
き
、
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
物
語
る
と
い
う
行
為

で
あ
る
な
ら
ば
、
濃
密
で
か
つ
運
命
的
な
絆
を
つ
く
る
宗
教
に
お
い
て
語
る
行
為
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。 

 

近
年
、
信
仰
と
い
う
宗
教
行
為
を
特
定
の
宗
教
文
化
や
教
団
の
言
葉
に
よ
り
自
己
を
物
語
る
行
為
と
し

て
捉
え
直
す
宗
教
研
究
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
菊
池
・
芳
賀
は
真
如
苑
と
い
う
仏
教
系
新
宗
教
（
一
九

三
六
年
立
教
、
信
者
数
約
八
〇
万
人
）
に
お
い
て
、
青
年
信
者
が
自
ら
の
信
仰
形
成
を
弁
論
大
会
に
お
い

て
発
表
す
る
行
為
を
綿
密
に
調
査
し
た
。
教
え
に
よ
り
信
仰
の
道
筋
が
示
さ
れ
、
先
輩
信
者
の
指
導
、
体

験
を
語
る
場
の
慣
習
的
実
践
に
よ
っ
て
、
本
人
の
信
仰
的
自
己
物
語
が
編
集
さ
れ
、
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ

し
て
い
く
さ
ま
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
獲
得
さ
れ
た
自
己
物
語
に
沿
っ
て
、
さ
と
し
や
気
づ
き
に
敏

感
な
信
者
の
日
常
感
覚
が
醸
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
信
仰
と
は
主
体
的
に
自
己
を
ソ
フ
ト
な
権
力
作
用
に

委
ね
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
組
み
替
え
を
な
し
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
菊
池
・
芳
賀
、
二
〇
〇
六
）
。 

 

従
来
の
新
宗
教
研
究
で
は
、
信
仰
が
語
ら
れ
る
場
面
（
座
談
、
体
験
談
、
証
し
等
）
に
お
い
て
、
信
者

が
教
え
を
受
容
す
る
に
至
っ
た
個
人
的
経
験
を
聞
き
漏
ら
す
ま
い
と
耳
を
そ
ば
だ
て
た
も
の
だ
。
し
か
し
、

語
り
手
に
よ
っ
て
、
教
団
に
よ
っ
て
、
物
語
の
編
集
に
は
随
分
と
違
い
が
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
た
。

教
団
誌
の
編
者
が
信
者
の
体
験
談
集
に
朱
を
入
れ
て
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を
図
る
と
い
う
例
か
ら
、
信
者

が
主
体
的
に
物
語
の
組
み
替
え
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
行
う
例
ま
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
教
団
に
よ

っ
て
も
編
集
の
度
合
い
は
異
な
る
だ
ろ
う
。
経
験
を
積
ん
だ
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
語
り
手
の
話
に
編
集
の

痕
跡
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
だ
が
、
初
学
者
は
語
り
を
事
実
と
し
て
受
け
取
り
が
ち
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
宗
教
の
語
り
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
く
、
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い

う
も
の
は
現
在
の
心
境
や
事
実
認
識
か
ら
過
去
の
出
来
事
を
再
構
成
し
て
語
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。
し
か

も
、
聞
き
手
に
応
じ
て
語
り
方
も
変
わ
る
。
尋
ね
ら
れ
て
初
め
て
甦
る
記
憶
も
あ
る
。
そ
う
し
た
記
憶
の

断
片
が
ス
ト
ー
リ
ー
を
得
る
こ
と
で
有
意
味
な
連
関
を
持
ち
は
じ
め
、
鮮
や
か
に
な
る
の
で
あ
る
。 
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歴
史
を
物
語
る
行
為
で
あ
る
歴
史
認
識
は
、
ま
さ
に
集
合
的
な
記
憶
で
あ
る
。
同
じ
史
実
を
前
に
し
て

な
ぜ
か
く
も
歴
史
認
識
が
異
な
る
の
か
と
、
日
中
、
日
韓
の
歴
史
認
識
の
隔
た
り
が
政
治
問
題
化
す
る
。

し
か
し
、
忘
れ
ら
れ
な
い
被
害
の
記
憶
（
理
不
尽
な
悲
惨
さ
）
と
忘
れ
た
い
加
害
の
記
憶
（
自
ら
招
い
た

悲
惨
さ
）
の
差
に
加
え
て
、
集
合
的
記
憶
の
覚
醒
装
置
（
歴
史
教
育
、
記
念
碑
、
史
料
館
の
展
示
等
）
が

両
国
で
は
か
な
り
違
う
。
筆
者
は
今
年
の
ゼ
ミ
で
『
日
韓
交
流
の
歴
史
―
先
史
時
代
か
ら
現
代
ま
で
』
（
歴

史
教
育
研
究
会
編
、
二
〇
〇
七
）
を
読
み
、
学
生
と
ス
タ
デ
ィ
ー
・
ツ
ア
ー
で
韓
国
に
出
か
け
た
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
国
の
教
科
書
を
読
み
、
記
念
館
を
歩
い
て
よ
う
や
く
実
感
で
き
る
歴
史
認
識
の
差
に
気
づ
い
た
。 

 

さ
て
、
若
者
の
自
意
識
か
ら
は
じ
め
て
、
自
己
物
語
論
、
歴
史
認
識
ま
で
話
を
広
げ
す
ぎ
た
か
も
し
れ

な
い
。
本
題
で
あ
る
「
若
者
と
カ
ル
ト
」
に
話
を
戻
そ
う
。
カ
ル
ト
の
信
者
も
ま
た
自
己
を
物
語
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
カ
ル
ト
集
団
も
集
合
的
記
憶
と
し
て
の
現
状
認
識
と
未
来
展
望
を
持
っ
て
い
る
。
物
語
が

編
集
さ
れ
る
こ
と
、
共
同
体
に
よ
っ
て
組
織
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
カ
ル
ト
で
あ
れ
、
宗
教
組
織
で
あ

れ
、
国
民
国
家
で
あ
れ
変
わ
り
は
な
い
。
カ
ル
ト
と
他
の
社
会
集
団
と
の
間
に
あ
え
て
線
引
き
を
す
れ
ば
、

編
集
作
業
の
恣
意
性
・
暴
力
性
で
あ
る
。
現
代
の
人
権
感
覚
や
法
制
度
に
お
い
て
許
さ
れ
な
い
程
度
に
、

信
者
の
記
憶
の
書
き
換
え
や
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
の
ゆ
さ
ぶ
り
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
だ
。 

 

次
節
で
は
、
カ
ル
ト
に
入
っ
て
い
っ
た
人
達
の
自
己
物
語
へ
の
希
求
が
ど
の
よ
う
に
時
代
や
社
会
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
予
め
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
信
者
は
特
殊
な
人
々
で
は
な

い
。
一
般
市
民
と
変
わ
ら
な
い
日
常
生
活
と
価
値
意
識
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
不
幸
に
し
て
カ
ル
ト

の
勧
誘
に
出
合
い
、
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
少
な
か
ら
ぬ
若
者
が
カ
ル
ト
に
走
る
の
か
と
い

う
疑
問
に
は
、
現
代
人
、
と
り
わ
け
若
者
世
代
に
効
果
的
な
誘
引
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
深
入
り
し
て
し

ま
う
潜
在
的
な
可
能
性
を
示
唆
で
き
る
。

後
の
節
に
お
い
て
、
個
人
の
心
理
特
性
や
事
情
と
関
係
な
し

に
、
教
団
が
誘
引
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
あ
り
、
動
機
づ
け
ら
れ
た
信
者
は
自
己
物
語
や
社
会
へ
の
認
識

が
書
き
換
え
ら
れ
て
別
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
順
に
説
明
し
て
い
こ
う
。 

 

２ 

成
長
の
時
代
か
ら
不
安
の
時
代
へ 

 

人
が
自
己
の
物
語
を
作
る
際
、
参
照
さ
れ
る
べ
き
物
語
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
化
や
社
会
階
層
、
時
代

に
応
じ
た
モ
デ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
を
参
照
し
な
が
ら
、
可
能
な
範
囲
で
自
分
ら
し
さ
を
作
り
上
げ
る
し
か

な
い
。
筆
者
は
タ
イ
の
地
域
開
発
も
研
究
し
て
い
る
の
だ
が
、
社
会
の
開
発
・
発
展
と
い
う
考
え
方
、
自

己
の
開
発
・
成
長
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
も
国
家
の
開
発
主
義
政
策
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
モ
デ
ル
・
ス

ト
ー
リ
ー
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
成
長
・
発
展
す
る
産
業
社
会
と
、
そ
れ

を
支
え
る
勤
勉
で
向
上
心
に
富
ん
だ
人
間
形
成
が
モ
デ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
だ
っ
た
。
国
民
生
活
に
関
す
る

世
論
調
査
（
内
閣
府
）
に
よ
る
と
、「
こ
れ
か
ら
は
心
の
豊
か
さ
や
ゆ
と
り
を
求
め
た
い
」
と
い
う
人
が
「
ま

だ
ま
だ
物
質
的
な
面
で
豊
か
さ
を
求
め
た
い
」
と
い
う
人
を
初
め
て
凌
い
だ
の
が
一
九
七
九
年
で
あ
り
、

二
〇
〇
七
年
現
在
で
は
二
倍
の
開
き
に
な
っ
て
い
る
。
経
済
的
な
豊
か
さ
か
ら
心
の
豊
か
さ
へ
と
モ
デ

ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
転
換
が
徐
々
に
図
ら
れ
て
き
た
の
が
一
九
八
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
何
が
心

の
豊
か
さ
か
を
示
す
社
会
政
策
論
者
は
少
な
か
っ
た
。 

 

一
九
八
五
年
に
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
施
行
さ
れ
、
女
性
が
様
々
な
職
場
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
る
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と
、
女
性
の
仕
事
は
家
計
の
補
填
か
ら
社
会
的
な
自
己
実
現
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
仕
事
は
金
を

稼
ぐ
な
り
わ
い
か
ら
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
自
己
物
語
の
構
成
要
素
に
な
っ
た
。
心
の

豊
か
さ
に
自
己
実
現
と
い
う
要
素
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
少
な
く
な
い
人
々
が
難
問
に
直
面
す

る
。
実
現
す
べ
き
「
自
己
」
と
は
何
か
。
人
々
の
関
心
は
社
会
か
ら
自
己
の
内
面
に
向
か
い
始
め
る
。 

 

一
九
八
〇
年
代
に
教
勢
を
拡
大
し
た
新
宗
教
は
、
新
・
新
宗
教
と
呼
ば
れ
た
。
先
に
述
べ
た
真
如
苑
や

阿
含
宗
、
幸
福
の
科
学
、
一
九
八
四
年
に
ヨ
ー
ガ
・
サ
ー
ク
ル
か
ら
始
め
ら
れ
た
オ
ウ
ム
、
様
々
な
自
己

啓
発
セ
ミ
ナ
ー
が
該
当
す
る
。
戦
後
復
興
期
に
教
勢
拡
大
し
た
新
宗
教
が
貧
病
争
の
解
決
を
め
ざ
し
て
心

直
し
や
福
祉
活
動
に
取
り
組
ん
だ
の
に
対
し
て
、
新
・
新
宗
教
は
個
人
の
覚
醒
や
能
力
開
発
を
霊
能
力
・

神
通
力
に
求
め
る
よ
う
な
傾
向
が
強
い
（
大
村
・
西
山
編
、
一
九
八
八
）
。
開
発
さ
れ
る
べ
き
領
域
が
経
済

か
ら
心
に
移
っ
て
は
き
た
も
の
の
、
新
・
新
宗
教
に
お
い
て
も
成
長
し
続
け
る
自
己
や
世
界
と
い
う
観
念

が
ま
だ
維
持
さ
れ
て
い
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
に
入
り
バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け
て
日
本
経
済
は
低
迷
し
、
新
自
由
主
義
経
済

政
策
が
と
ら
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
大
競
争
時
代
に
適
合
的
な
社
会
へ
の
組
み
替
え
が
進
め
ら
れ
た
。
二
〇

〇
七
年
に
非
正
規
雇
用
者
（
一
九
九
五
－
二
〇
〇
五
年
の
間
に
正
規
職
に
就
け
な
か
っ
た
若
者
達
含
め
て
）

は
正
規
雇
用
者
の
半
分
に
達
す
る
。
地
域
間
・
階
層
間
格
差
が
増
大
し
た
。
楽
観
的
な
人
生
観
や
右
肩
上

が
り
の
社
会
観
が
失
せ
た
の
は
当
然
と
し
て
、
正
規
雇
用
者
も
長
時
間
の
労
働
と
ス
ト
レ
ス
に
苛
ま
れ
、

セ
ラ
ピ
ー
と
癒
し
を
求
め
る
時
代
に
移
行
す
る
。
凶
悪
事
件
の
背
景
説
明
や
社
会
批
評
に
精
神
科
医
が
登

場
し
、
家
族
や
教
育
の
問
題
も
心
理
療
法
的
発
想
で
処
方
箋
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
た
。
癒
し
に
宗
教

文
化
（
仏
教
や
巡
礼
ブ
ー
ム
等
）
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
占
い
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
等
）
が
利
用
さ
れ
た
。 

 

心
理
療
法
や
癒
し
の
文
化
に
ひ
そ
む
モ
デ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
近
代
（
市

場
経
済
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
れ
、
批
判
と
し
て
の
社
会
主
義
思
想
で
あ
れ
）
へ
の
信
頼
を
打
ち
砕
い
た

も
の
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
な
ど
で
は
な
く
、
停
滞
し
た
社
会
で
苦
悩
す
る
人
々
の
生
活
実
感
だ
ろ

う
。
中
国
や
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
等
、
成
長
し
続
け
る
社
会
で
は
、
シ
ン
ポ
・
成
長
の
モ
デ
ル
・
ス
ト

ー
リ
ー
に
対
す
る
人
々
の
信
頼
は
今
で
も
強
い
。
人
々
の
野
心
の
総
量
は
日
本
を
遙
か
に
凌
ぐ
だ
ろ
う
。 

 

成
長
神
話
で
あ
れ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
れ
、
自
己
物
語
が
準
拠
し
う
る
大
き
な
物
語
が
失
わ
れ
た
。
個

人
を
社
会
に
縛
り
付
け
る
し
が
ら
み
や
温
情
主
義
的
な
共
同
体
を
棄
て
、
自
由
に
自
己
を
実
現
し
て
き
た

日
本
人
が
い
ざ
社
会
の
推
進
力
を
失
っ
て
み
る
と
、
社
会
の
リ
ス
ク
に
丸
腰
で
立
ち
向
か
わ
ざ
る
を
得
な

く
な
っ
て
い
る
。
ゆ
と
り
や
個
性
尊
重
の
教
育
も
受
験
競
争
や
管
理
教
育
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
対
抗
的
な

物
語
た
り
得
た
。
精
神
分
析
療
法
も
家
族
や
社
会
に
よ
る
個
人
の
抑
圧
が
あ
っ
て
こ
そ
。
自
己
物
語
の
自

由
な
選
択
や
編
集
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
と
い
う
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
・
セ
ラ
ピ
ー
は
、
必
ず
し
も
物
語
の
相
対
性
や

複
数
性
に
不
安
を
覚
え
る
患
者
（
一
般
の
人
々
）
に
安
心
を
与
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。 

 

こ
う
し
て
み
る
と
、
保
守
派
の
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
チ
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
で
あ
れ
、
根
っ
こ
は
同
じ
で
あ
る
。
自
分
が
選
び
取
っ
た
物
語
に
安
心
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
そ

の
語
り
を
聴
い
て
く
れ
る
人
々
を
強
く
求
め
、
応
じ
な
い
も
の
を
非
難
す
る
と
い
う
態
度
に
で
る
。
ネ
ッ

ト
社
会
に
お
け
る
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
戦
略
（
非
難
に
価
す
る
と
い
う
烙
印
を
押
し
た
上
で
非
難
を
さ
ら
に
煽

る
）
と
そ
の
心
理
も
同
様
だ
ろ
う
し
、
現
在
の
カ
ル
ト
の
行
動
様
式
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。 



 4 

 
ま
と
め
る
と
、
モ
デ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
な
お
、
自
己
実
現
と
い
う
自
己
物
語
へ

の
圧
力
が
残
存
す
る
社
会
に
お
い
て
、
物
語
の
参
照
枠
も
な
く
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
重
要
な
他
者
も
得

て
い
な
い
人
達
に
と
っ
て
、
カ
リ
ス
マ
に
よ
る
モ
デ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
提
示
や
、
物
語
る
行
為
を
交
換

し
う
る
共
同
社
会
は
立
派
な
誘
引
に
な
る
。
熱
烈
な
布
教
や
反
対
者
に
対
す
る
攻
撃
に
は
心
理
的
に
自
己

を
安
定
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。
カ
ル
ト
視
さ
れ
る
教
団
の
設
立
年
や
経
緯
は
様
々
で
あ
っ
て
も
、
現
在
こ

の
よ
う
な
集
団
で
生
活
し
て
い
る
人
々
、
特
に
若
者
の
心
理
に
は
共
通
し
た
不
安
と
解
消
の
機
序
が
あ
る
。 

 

３ 

カ
ル
ト
に
構
築
さ
れ
る
記
憶
と
自
己
物
語 

 

カ
ル
ト
の
勧
誘
手
法
や
教
化
の
仕
方
は
、
社
会
的
影
響
力
の
行
使
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い

う
説
得
の
心
理
学
に
よ
っ
て
随
分
と
解
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
記
憶
の
書
き
換
え
に
焦
点

を
絞
り
、
カ
ル
ト
が
い
か
に
入
信
理
由
と
い
う
動
機
を
作
り
あ
げ
、
組
織
の
救
済
論
に
よ
り
信
者
の
自
己

物
語
を
編
集
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
み
解
説
し
て
お
こ
う
。
便
宜
的
に
、
以
下
の
教
団
類
型
を
設
け
た
。 

 
[

癒
し
系
・
霊
感
商
法
カ
ル
ト] 

 

二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
神
世
界
と
称
す
る
グ
ル
ー
プ
が
数
系
列
の
販
社
組
織
を
抱
え
、
販
社
ご
と
に
ヒ

ー
リ
ン
グ
サ
ロ
ン
を
開
店
し
、
占
い
・
癒
し
に
始
ま
り
、
慢
性
疾
患
に
悩
む
人
達
の
体
質
改
善
や
家
族
・

職
場
ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
等
を
う
た
っ
て
、
神
霊
治
療
後
に
百
数
十
万
円
の
カ
ミ
サ
マ
の
書
『
力
』
や
、
各

種
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
グ
ッ
ズ
を
販
売
し
て
い
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
と
称
し
て
霊
能
師
（
と
い
っ
て
も
資
格
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
）
が
一
時
間
五
千
円
相
当
で
電
話
相
談

を
行
う
サ
イ
ト
は
相
当
数
あ
り
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
セ
ミ
ナ
ー
や
グ
ッ
ズ
の
見
本
市
で
あ
る
「
す
ぴ
こ

ん
」
等
含
め
れ
ば
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
産
業
は
無
視
で
き
な
い
市
場
規
模
を
持
つ
。 

 

こ
の
系
列
の
モ
デ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
に
従
え
ば
、
あ
な
た
の
抱
え
て
い
る
問
題
は
通
常
の
教
育
・
医
療
・

生
活
・
法
律
等
で
は
解
決
で
き
な
い
ほ
ど
大
変
な
問
題
な
の
だ
と
不
安
を
煽
り
、
特
別
な
解
決
法
を
求
め
る

心
境
に
至
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
し
て
、
今
ま
で
の
や
り
方
で
は
何
の
効
果
も
得
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
記
憶
と
だ
か
ら
こ
そ
新
し
く
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
動
機
が
作
ら
れ
る
。
占
い
や
癒

し
の
技
法
が
問
題
解
決
の
主
た
る
方
法
に
変
わ
り
、
際
限
の
な
い
金
銭
負
担
が
発
生
す
る
が
、
問
題
解
決

の
糸
口
に
留
め
ら
れ
る
べ
き
占
い
や
癒
し
の
術
を
濫
用
し
た
も
の
と
い
え
る
。
金
の
な
い
若
者
は
客
に
な

れ
な
い
が
、
ロ
ー
ン
返
済
の
た
め
に
従
業
員
と
し
て
働
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
も
出
て
く
る
。 

 
[

覚
醒
系
・
自
己
実
現
型
カ
ル
ト] 

 

オ
ウ
ム
真
理
教
や
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
に
典
型
的
で
あ
る
。
今
の
自
分
に
満
足
し
て
よ
い
の
か
、
本
当
の

自
分
と
向
き
合
お
う
と
若
者
達
の
変
身
願
望
を
く
す
ぐ
り
、
肉
体
を
酷
使
す
る
行
で
変
性
意
識
を
生
じ
さ
せ

た
り
、
セ
ミ
ナ
ー
で
精
神
的
な
限
界
状
況
を
生
じ
さ
せ
た
り
す
る
。
日
常
生
活
よ
り
遙
か
に
強
烈
な
情
動

を
伴
う
体
験
に
、
信
者
は
こ
れ
こ
そ
本
物
と
思
い
、
今
ま
で
の
人
生
は
虚
し
く
、
偽
り
の
人
間
関
係
で
あ
っ

た
と
い
う
記
憶
が
作
ら
れ
、
真
実
の
自
己
、
本
当
の
人
間
関
係
を
目
指
し
て
指
導
者
の
教
え
に
従
う
よ
う
動

機
づ
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
経
験
を
積
ん
だ
修
行
者
や
心
理
療
法
家
で
あ
れ
ば
、
特
殊
な
意
識
や
治
療

空
間
に
人
を
留
め
置
く
こ
と
の
弊
害
を
認
識
し
、
日
常
生
活
に
お
け
る
実
践
を
説
く
の
だ
が
、
カ
リ
ス
マ

は
取
り
巻
き
を
必
要
と
す
る
し
、
カ
ル
ト
は
信
者
を
囲
っ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。 
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人
生
模
索
中
で
意
欲
と
体
力
に
恵
ま
れ
た
青
年
層
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
モ
デ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
、

打
ち
込
む
対
象
と
指
導
者
を
選
び
損
ね
る
不
幸
が
な
け
れ
ば
、
何
事
か
を
な
し
た
人
達
で
あ
ろ
う
。 

 
[

使
命
感
系
・
世
界
変
革
型
カ
ル
ト] 

 

統
一
教
会
の
教
祖
は
再
臨
の
メ
シ
ア
を
称
し
、
神
の
王
国
（
地
上
天
国
）
実
現
の
企
画
を
次
々
に
打
ち

出
す
が
、
そ
の
た
め
の
人
的
資
源
と
資
金
調
達
の
方
法
が
必
要
に
な
る
。
正
体
を
隠
し
た
伝
道
や
霊
感
商

法
、
献
金
強
要
が
違
法
行
為
と
さ
れ
た
。
伝
道
に
は
二
種
類
あ
る
。
学
生
や
独
身
の
勤
労
者
の
場
合
、
今
ま

で
の
家
族
や
男
女
関
係
は
偽
り
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
記
憶
が
作
ら
れ
、
真
の
父
母
（
文
鮮
明
教
祖
夫
妻
）

と
神
の
子
と
な
る
祝
福
（
合
同
結
婚
式
）
を
志
向
す
る
よ
う
動
機
づ
け
ら
れ
る
。
中
高
年
の
主
婦
に
対
し
て

は
、
姓
名
判
断
や
家
系
図
診
断
を
通
し
て
家
族
問
題
や
病
気
等
は
先
祖
の
悪
行
に
よ
る
家
系
の
因
縁
で
あ
っ

た
と
い
う
記
憶
が
作
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
霊
石
の
壺
購
入
や
献
金
に
よ
り
運
勢
転
換
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
、
自
分
が
氏
族
（
家
系
図
上
の
親
族
）
メ
シ
ア
と
し
て
た
ち
、
献
身
し
て
い
く
べ
き
こ
と
が
使
命
感

と
し
て
植
え
付
け
ら
れ
る
。
教
会
組
織
は
信
者
の
使
命
感
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
に
腐
心
し
、
巡
回
師
と
称

す
る
お
目
付
役
兼
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
派
遣
し
た
り
、
意
識
の
低
下
し
た
信
者
に
は
修
練
会
参
加
を
呼
び
か

け
た
り
す
る
。 

 

カ
リ
ス
マ
的
な
教
祖
に
よ
る
小
規
模
教
団
が
カ
ル
ト
運
動
に
転
換
す
る
に
は
、
信
者
の
強
烈
な
使
命
感

と
旺
盛
な
宣
教
活
動
と
資
金
集
め
が
必
要
に
な
る
が
、
統
一
教
会
に
限
ら
ず
、
仏
教
系
の
新
宗
教
で
も
こ

の
よ
う
な
事
例
が
散
見
さ
れ
る
。
使
命
感
を
打
ち
出
す
の
は
昨
今
の
し
ら
け
・
脱
力
世
代
に
は
う
け
な
い

の
だ
が
、
熱
い
生
き
方
を
模
索
す
る
良
質
の
青
年
も
一
定
数
い
る
の
で
、
そ
の
層
が
引
き
込
ま
れ
て
い
く
。 

 
[

救
済
系
・
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
型
教
団] 

 

聖
神
中
央
教
会
を
は
じ
め
、
福
音
系
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
主
管
牧
師
の
強
力
な
カ
リ
ス
マ
・
指
導

性
が
発
揮
さ
れ
、
教
勢
拡
大
を
遂
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
宗
教
指
導
者
の
神
格
化
と
信
者
の
無
批
判
的
従
順

が
過
ぎ
る
と
、
時
に
信
者
へ
の
性
的
虐
待
を
含
む
暴
力
的
支
配
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
会
へ
足
を
運

ぶ
人
々
は
、
か
つ
て
日
本
の
新
宗
教
に
入
信
し
た
人
々
同
様
、
貧
病
争
に
悩
み
苦
し
み
、
行
政
の
相
談
や

教
会
の
牧
会
で
は
満
足
で
き
ず
に
、
強
力
な
道
徳
・
規
律
、
霊
的
癒
し
、
共
同
体
に
よ
る
救
済
を
求
め
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
入
信
の
動
機
付
け
は
必
要
な
い
が
、
こ
の
種
の
教
団
に
な
じ
む
た
め
に
は
、
二
元
論
的

な
価
値
観
（
世
界
は
善
霊
と
悪
霊
の
戦
い
）
を
内
面
化
し
、
神
―
代
理
者
―
教
会
と
い
う
指
導
の
階
梯
に
従

順
に
従
う
信
仰
が
形
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
従
わ
な
け
れ
ば
、
地
獄
行
き
、
滅
び
の
道
し
か
な
い
と
い
う

こ
と
が
様
々
な
指
導
の
場
面
で
説
か
れ
、
宗
教
的
現
実
感
を
体
得
し
た
も
の
だ
け
が
残
る
教
会
は
相
当
に

集
団
的
凝
集
性
が
高
く
、
内
部
告
発
や
批
判
が
起
こ
り
に
く
い
体
質
に
な
る
。
カ
ル
ト
運
動
化
す
る
前
の

新
宗
教
に
も
同
様
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
よ
う
（
櫻
井
、
二
〇
〇
六
）。 

 

現
代
の
若
者
が
自
ら
こ
の
よ
う
な
教
会
の
門
を
叩
く
可
能
性
は
低
い
。
し
か
し
、
両
親
が
メ
ン
バ
ー
で

あ
り
、
子
供
が
こ
の
よ
う
な
環
境
で
成
長
し
、
後
に
教
団
を
離
れ
た
時
に
困
る
事
態
と
な
る
。
自
由
、
自

己
決
定
の
経
験
が
な
い
た
め
、
自
分
で
は
何
も
で
き
な
い
。
価
値
の
相
対
性
や
妥
協
と
い
っ
た
観
念
が
分

か
ら
な
い
の
で
他
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 
 ４ 

カ
ル
ト
問
題
と
は
何
か 
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カ
ル
ト
と
い
う
の
は
元
来
敷
居
の
高
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
看
板
が
出
さ
れ
て
お
れ
ば
一
般
市
民
が
お
い

そ
れ
と
入
れ
る
場
所
で
は
な
い
。
普
通
に
考
え
て
支
払
う
金
額
と
得
ら
れ
る
効
用
は
釣
り
合
っ
て
い
な
い

の
で
、
予
め
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
れ
ば
誰
も
好
き
こ
の
ん
で
入
ら
な
い
。
店
と
し
て
は
看
板
と
お
品
書
き

や
値
段
を
外
し
て
お
き
偶
然
に
入
る
客
を
待
つ
か
、
客
引
き
の
呼
び
込
み
で
通
行
人
を
丸
め
込
ん
で
連
れ

て
く
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
但
し
、
難
し
い
の
は
元
来
が
悪
徳
商
法
と
い
う
店
だ
け
で
は
な
く
、
店

主
・
従
業
員
の
関
係
や
、
大
人
し
す
ぎ
る
客
の
た
め
に
店
主
が
増
長
し
、
擬
装
含
め
対
価
に
見
合
わ
な
い

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
な
す
場
合
が
あ
る
こ
と
だ
。
さ
ら
に
困
る
こ
と
は
監
督
す
べ
き
所
轄
官
庁
や
法

の
整
備
が
不
十
分
で
あ
り
、
客
は
当
面
自
衛
す
る
し
か
な
い
。
外
食
し
な
け
れ
ば
何
の
問
題
も
な
い
の
だ

が
、
専
門
店
で
の
ど
を
潤
し
、
舌
を
楽
し
ま
せ
た
い
と
い
う
欲
求
を
な
く
す
こ
と
も
無
理
だ
ろ
う
。 

 

多
少
戯
画
化
し
て
み
た
が
、
カ
ル
ト
に
入
る
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
正
体
を
隠
さ
れ

た
り
、
言
葉
巧
み
に
持
ち
上
げ
た
り
、
脅
し
た
り
、
泣
き
を
入
れ
た
り
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
般
市
民
が
元
々

入
り
た
く
も
な
い
店
に
入
ら
さ
れ
て
し
ま
う
。
原
価
の
一
〇
倍
取
ら
れ
た
ら
暴
利
バ
ー
だ
が
、
宗
教
と
み

な
さ
れ
る
と
一
〇
〇
倍
で
も
救
わ
れ
た
と
そ
の
時
点
で
思
っ
た
の
な
ら
よ
い
で
は
な
い
か
と
裁
判
所
に
言

わ
れ
る
の
だ
。
霊
感
商
法
も
一
般
市
民
の
ま
ま
で
欺
さ
れ
れ
ば
被
害
だ
が
、
信
者
に
な
っ
て
献
金
し
て
し

ま
え
ば
宗
教
行
為
と
し
て
不
問
に
付
さ
れ
る
。
医
者
を
騙
っ
て
治
療
を
行
え
ば
医
師
法
違
反
だ
が
、
患
者

が
民
間
療
法
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
て
高
額
治
療
費
を
支
払
う
ケ
ー
ス
に
厚
生
労
働
省
は
介
入
し
な
い
の

と
同
じ
で
あ
る
。
信
者
は
自
由
意
志
で
信
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
信
教
の
自
由
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
幾
つ
か
の
教
団
で
は
自
発
的
に
服
従
す
る
信
者
が
い
る
。 

 

本
稿
で
は
、
①
若
者
は
生
き
る
に
価
す
る
自
己
の
物
語
を
書
き
始
め
る
時
期
に
生
き
て
い
る
こ
と
、
②

現
代
は
モ
デ
ル
・
ス
ト
ー
リ
ー
が
失
わ
れ
た
た
め
物
語
の
参
照
枠
が
得
に
く
い
時
代
で
あ
る
こ
と
、
③
カ

ル
ト
は
物
語
の
作
成
支
援
を
装
い
、
強
力
な
編
集
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
信
者
の
記
憶
の
書
き
換
え
ま
で
行
う

こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
現
代
に
限
っ
た
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
カ
ル
ト
に
限
っ
た
話
で
も

な
い
。
し
か
し
、
人
が
人
生
観
や
社
会
観
を
構
築
す
る
際
、
ど
こ
ま
で
記
憶
の
書
き
換
え
や
物
語
の
編
集

に
第
三
者
が
介
入
し
て
よ
い
の
か
、
現
代
日
本
社
会
と
い
う
足
場
で
考
え
て
み
る
必
要
は
あ
る
。 

 

身
体
の
損
傷
に
及
ぶ
物
理
的
暴
力
や
資
産
の
収
奪
と
み
な
せ
る
詐
欺
等
は
明
白
な
違
法
行
為
だ
し
、
そ

れ
を
露
骨
に
実
践
し
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
無
差
別
テ
ロ
や
統
一
教
会
の
霊
感
商
法
の
問
題
性
は
誰
で
も
分

か
る
。
し
か
し
、
信
者
に
し
て
か
ら
高
額
な
献
金
を
強
要
す
る
統
一
教
会
、
或
い
は
擬
装
サ
ー
ク
ル
を
通

じ
て
布
教
や
勧
誘
を
行
う
新
宗
教
や
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
等
、
当
事
者
や
家
族
、
関
係
者
と
い
う
立
場
で

問
題
に
巻
き
込
ま
れ
て
み
な
い
と
な
か
な
か
分
か
り
に
く
い
。
人
生
と
い
う
自
己
物
語
の
編
集
に
介
入
す

る
カ
ル
ト
の
問
題
を
指
摘
し
た
が
、
カ
ル
ト
問
題
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。 
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