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犯
罪
の
原
因
と
し
て
の
依
存
症
を
語
る
こ
と
ば

　

二
〇
一
六
年
四
月
二
七
日
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
州
立
刑
務
所
に
収
監
さ
れ
て
い
た
強
盗
殺
人
犯
の
ジ
ャ
ム
パ
・
パ
ウ
ォ

（Jam
pa Paw

o

）
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
彼
が
ま
だ
一
九
歳
で
あ
っ
た
一
九
九
八
年
、
十
代
の
仲
間
と
盗
み
に
入
っ
た
先
で
、
ス
テ

ィ
ー
ブ
・
モ
ス
（
三
七
歳
）
と
十
一
歳
の
息
子
ブ
ラ
イ
ア
ン
、
十
五
歳
の
娘
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
を
殺
し
た
の
だ
。
彼
は
刑
務
所
の
中
で
仏

〈
論
文
要
旨
〉　

依
存
症
は
、
食
の
あ
り
方
の
異
常
が
、
生
き
方
や
人
間
関
係
、
人
と
し
て
の
責
任
能
力
の
上
で
の
問
題
と
し
て
現
れ
る
こ
と
が
多
い
病

理
で
あ
る
。
薬
物
依
存
か
ら
の
回
復
を
目
指
す
仏
教
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
す
る
。
米
国
の
瞑
想
指
導
者
ノ
ア
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
は
、
青
少
年
時
代
の

非
行
・
犯
罪
と
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
の
濫
用
か
ら
回
復
す
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
の
儀
式
か
ら
学
ん
だ
依
存
症
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
十
二
の
ス
テ
ッ

プ
」
と
、
仏
教
瞑
想
と
を
学
び
、
両
者
を
統
合
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
工
夫
、
彼
同
様
に
苦
し
む
若
者
に
瞑
想
を
伝
え
る
努
力
を
払
っ
て
い
る
。
人
と
し

て
の
困
難
に
向
き
合
わ
ず
困
難
を
避
け
麻
痺
さ
せ
る
行
為
（
薬
物
使
用
）
の
反
復
が
依
存
と
み
る
。
依
存
は
仏
教
で
い
う
苦
で
あ
り
、
仏
教
の
三
宝

（
仏
―
現
実
と
向
き
合
う
仏
の
智
慧
、
法
―
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
や
四
諦
八
正
道
、
僧
―
回
復
を
目
指
す
共
同
体
）
へ
の
帰
依
（
尊
重
）
が
回
復
へ
の
道

で
あ
る
と
説
く
。
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
音
楽
を
愛
好
す
る
彼
は
、
既
存
の
価
値
観
を
問
い
な
お
す
仏
教
と
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
と
の
間
に
共
通
点
も
見
い
だ
し
て

い
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
、
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
、
依
存
症
か
ら
の
回
復
、
ノ
ア
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
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「
回
復
」
の
こ
と
ば
と
し
て
の
仏
教

│
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薬
物
依
存
に
と
り
く
む
仏
教
パ
ン
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│
│
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教
に
出
会
っ
て
い
た
。
死
刑
執
行
に
先
立
ち
、
彼
は
さ
い
ご
の
言
葉
と
し
て
モ
ス
一
家
へ
の
謝
罪
を
の
べ
、
次
の
よ
う
な
祈
り
を
唱
え

た
と
い
う
。「
一
切
衆
生
は
お
し
な
べ
て
善
き
も
の
で
あ
る
。
一
切
衆
生
は
お
し
な
べ
て
親
切
で
あ
る
。
一
切
衆
生
は
お
し
な
べ
て
強

き
も
の
で
あ
る
。
一
切
衆
生
は
お
し
な
べ
て
賢
き
も
の
で
あ
る
。（A

ll beings are basically good. A
ll beings are basically kind. A

ll 

beings are basically strong. A
ll beings are basically w

ise

）」。
そ
し
て
処
刑
の
た
め
の
注
射
を
受
け
た
。

　

弁
護
士
は
、
彼
が
子
ど
も
時
代
に
依
存
性
の
薬
物
と
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
入
所
後
は
仏
教
徒
と
し
て
深
く
改
悛

し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
州
や
最
高
裁
へ
の
助
命
減
刑
の
訴
え
を
重
ね
る
が
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
無
念
を
表
明
し
た
。

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
や
ペ
マ
・
チ
ョ
ド
ロ
ン
（Pem
a Chödrön

）
な
ど
の
著
名
な
仏
教
指
導
者
も
彼
の
助
命
を
祈
っ
て
い
た
。
と
く

に
チ
ョ
ド
ロ
ン
は
、
彼
の
た
め
に
『
チ
ベ
ッ
ト
の
死
者
の
書
』
を
読
ん
で
や
る
こ
と
を
、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
（
悪
い
も
の
を
自
分

の
中
に
、
よ
い
も
の
を
外
に
出
す
）
ト
ン
レ
ン
の
瞑
想
法
を
行
う
こ
と
を
、
彼
の
友
人
に
勧
め
て
い
た１
。

　

彼
の
ほ
か
に
も
仏
教
徒
で
あ
る
囚
人
が
米
国
の
刑
務
所
や
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
の
中
に
仏
教
を
伝
え
瞑
想

実
践
を
説
く
人
々
が
あ
る
。
仏
教
を
伝
え
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
な
に
を
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
実
は
、
罪
の
原
因
と
な
っ
た
依
存

症２
や
反
社
会
性
か
ら
の
「
回
復
」
を
可
能
に
す
る
方
法
論
と
し
て
も
、
米
国
で
は
仏
教
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
具
体
的
に
は
仏

教
を
伝
え
る
た
め
に
ど
ん
な
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

仏
教
は
、
改
悛
や
善
行
の
勧
め
に
と
ど
ま
ら
ぬ
実
践
的
な
提
案
も
す
る
。
刑
務
所
で
の
他
の
入
所
者
と
の
複
雑
で
困
難
な
人
間
関
係

や
長
い
期
間
の
心
の
変
化
に
ど
う
対
処
す
る
か
と
い
っ
た
事
柄
に
も
仏
教
は
活
用
さ
れ
る
し
、
幼
少
期
か
ら
近
親
者
に
よ
る
暴
力
に
さ

ら
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
痛
み
を
や
り
過
ご
す
た
め
に
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
や
自
傷
行
為
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
自
分

自
身
も
同
様
に
暴
力
を
行
使
す
る
側
に
な
っ
た
経
緯
な
ど
を
ふ
り
か
え
る
方
法
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
焦
点
を
当
て
ら
れ
る
の
は
ア
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ル
コ
ー
ル
・
薬
物
な
ど
へ
の
依
存
だ
。
そ
し
て
、
依
存
症
の
原
因
を
本
人
の
性
格
や
責
任
だ
け
に
帰
す
べ
き
で
は
な
い
と
近
年
の
医
学

的
研
究
で
は
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
原
因
を
仏
教
に
よ
っ
て
手
当
て
し
う
る
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
の
で
あ
る
。

　

依
存
性
物
質
に
は
、
制
御
困
難
な
感
情
や
自
己
価
値
観
、
あ
る
い
は
人
間
関
係
や
行
動
上
の
問
題
が
引
き
起
こ
す
苦
痛
を
ほ
ん

の
つ
か
の
間
だ
け
緩
和
し
た
り
、
変
化
さ
せ
た
り
、
何
と
か
耐
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
効
果
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
効

果
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
あ
る
物
質
に
対
し
て
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
自
分
が
体
験
す
る
感
情
に
対
す
る
気
づ
き
が
あ

り
、
そ
う
し
た
感
情
を
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
人
、
気
楽
に
人
と
の
関
わ
り
が
で
き
る
人
、
い
つ
も
慎
重
に
行

動
す
る
人
は
、
た
と
え
抗
し
が
た
い
遺
伝
的
素
因
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
依
存
症
に
は
な
り
に
く
い
と
い
え
る
だ
ろ
う３
。

感
情
面
で
の
苦
痛
（
不
安
や
お
そ
れ
な
ど
も
含
む
）
を
や
わ
ら
げ
て
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
効
果
ゆ
え
に
、
依
存
性
物
質
を
反
復
使

用
し
て
習
慣
化
す
る
（
依
存
す
る
）
人
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
苦
痛
緩
和
効
果
を
必
要
と
せ
ず
依
存
症
に
な
り
に

く
い
人
も
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
感
情
を
適
切
に
取
り
扱
え
な
い
体
験
に
注
目
し
、
手
当
て
す
る
こ
と
で
、
依
存
性
物
質
の

反
復
使
用
を
や
め
る
道
も
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

依
存
症
に
お
け
る
「
回
復
」
と
は
何
か
。「
回
復
（recovery

）」
は
、
依
存
症
の
「
回
復
」
の
み
な
ら
ず
、
近
年
は
福
祉
、
障
害
理

解
な
ど
に
お
け
る
「
回
復
」
ま
で
、
広
く
つ
か
わ
れ
て
い
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
。（
一
）治
癒
と
は
区
別
さ
れ
、
原
状
復
帰
で
は
な

い
。
断
酒
断
薬
は
原
状
復
帰
で
は
な
く
「
回
復
」
へ
の
道
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
た
と
え
ば
依
存
の
起
因
と
な
る
感
情
の
問
題
は
残
っ

て
い
る
。（
二
）問
題
を
抱
え
た
ま
ま
の
生
活
改
善
と
そ
の
維
持
が
、
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（
三
）「
回
復
」
の
あ
り
方
は

個
別
的
で
動
的
な
た
め
、
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
薬
物
に
よ
る
苦
痛
緩
和
が
必
要
だ
っ
た
原
因
が
改
善
さ
れ
た
た
め
に

（
我
慢
で
は
な
く
）
薬
物
を
使
用
せ
ず
に
生
活
が
可
能
に
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
状
態
が
「
回
復
」
た
り
う
る
。
わ
か
り
に
く
い
「
回
復
」
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を
表
現
し
て
、「
回
復
」
へ
と
方
向
づ
け
で
き
る
よ
う
用
い
ら
れ
て
い
る
、
仏
教
の
こ
と
ば
に
、
こ
こ
か
ら
は
注
目
し
た
い
。

　

以
下
、
本
論
考
で
は
、
ノ
ア
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
と
い
う
米
国
人
の
仏
教
瞑
想
指
導
者
の
半
生
と
思
想
を
検
討
す
る
。
彼
は
少
年
期
に
パ

ン
ク
ロ
ッ
ク
に
惹
か
れ
、
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
に
耽
溺
し
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
女
性
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
暴
力
や
盗
み
や
器
物
破
損

な
ど
で
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
る
。
仏
教
瞑
想
の
実
践
を
通
し
て
こ
の
よ
う
な
生
活
か
ら
「
回
復
」
し
、
彼
自
身
が
苦
し
ん
で
き
た
経

験
を
、
同
様
の
苦
し
み
を
持
つ
若
者
や
な
か
ま
の
た
め
の
「
回
復
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
活
か
そ
う
と
す
る
。
ノ
ア
は
戒
を
盾
に
し
た

外
か
ら
の
強
制
で
は
な
く
、
依
存
症
者
の
感
情
に
仏
教
的
な
手
当
て
を
す
る
、
そ
の
細
部
に
重
き
を
置
く
。
感
情
の
細
部
の
理
解
に
は

当
事
者
ど
う
し
の
相
互
扶
助
で
あ
る
こ
と
が
役
に
立
つ
が
、
ノ
ア
は
刑
事
施
設
に
い
る
若
者
た
ち
に
当
事
者
と
し
て
語
り
か
け
る
こ
と

も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

仏
教
パ
ン
ク
（D

harm
a Punx

） │
│ 

ノ
ア
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
の
「
回
復
」
の
物
語 

│
│

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
港
町
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
出
身
の
ノ
ア
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
（
一
九
七
一
―
）
は
、
人
な
つ
こ
い
笑
顔
と
心
に
し
み
る

や
さ
し
い
語
り
を
持
つ
男
性
で
あ
る
。
マ
ッ
チ
ョ
な
肉
体
と
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ド
、
首
か
ら
足
首
に
至
る
ま
で
、
ま
た
手
の
甲
に
も
掌
に

も
、
全
身
に
入
っ
た
刺
青
か
ら
は
、
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
を
音
楽
と
し
て
も
生
き
方
と
し
て
も
愛
し
て
き
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
ブ
ッ
ダ

の
ほ
か
、
イ
ン
ド
の
ク
リ
シ
ュ
ナ
神
や
チ
ベ
ッ
ト
の
タ
ラ
神
な
ど
東
洋
の
神
が
み
の
大
小
の
刺
青
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
ひ
ら
く

瞑
想
教
室
に
お
か
れ
た
小
さ
な
仏
像
は
、
髪
型
が
モ
ヒ
カ
ン
（
頭
頂
部
か
ら
後
頭
部
に
か
け
て
、
中
央
の
み
に
残
さ
れ
た
頭
髪
が
直
立

し
て
い
る
ヘ
ア
ス
タ
イ
ル
）
に
な
っ
て
い
る
。
瞑
想
教
室
に
集
ま
る
人
々
も
、
一
定
の
割
合
が
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
愛
好
者
ら
し
い
装
い
を

し
て
い
る４
。
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彼
は
生
み
の
母
親
と
、
短
気
で
す
ぐ
暴
力
を
ふ
る
う
継
父
と
に
育
て
ら
れ
た
。
半
生
伝
『
仏
教
パ
ン
ク
（D

harm
a Punx

）』
は
、
ナ

イ
フ
を
抱
き
か
か
え
た
ま
ま
継
父
か
ら
身
を
隠
す
幼
い
彼
を
、
継
父
が
怒
鳴
り
散
ら
し
な
が
ら
探
す
場
面
で
は
じ
ま
る
。
継
父
の
暴
力

を
か
い
く
ぐ
り
な
が
ら
、
ノ
ア
は
社
会
的
権
威
に
対
す
る
強
い
反
抗
心
を
育
て
る
と
と
も
に
、
同
様
の
環
境
に
育
っ
た
友
人
た
ち
の
影

響
で
、
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
と
そ
の
富
者
・
権
威
批
判
の
思
想
に
触
れ
て
強
く
惹
か
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
表
現
と
し
て
の
暴
力
や
窃
盗
や
器

物
破
壊
な
ど
の
反
社
会
的
行
動
、
そ
し
て
タ
バ
コ
や
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
に
出
会
う
こ
と
に
な
る５
。

　

パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
と
は
一
九
七
〇
年
代
に
ロ
ン
ド
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
じ
ま
っ
た
音
楽
運
動
で
あ
る
。
社
会
や
政
治
に
対
す
る
若

者
の
反
抗
心
や
暴
力
性
を
表
現
す
る
歌
詞
や
ス
テ
ー
ジ
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
加
え
、
商
業
主
義
に
取
り
込
ま
れ
な
い
こ
と
、
衣
装

や
小
道
具
な
ど
手
作
り
を
重
ん
じ
、
あ
り
き
た
り
の
既
製
品
に
妥
協
し
な
い
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
ジ
ー
ン
ズ
や
Ｔ
シ
ャ

ツ
、
そ
れ
ら
を
仮
留
め
す
る
安
全
ピ
ン
な
ど
を
身
に
ま
と
い
、
髪
を
短
く
刈
っ
て
立
て
る
。
い
っ
け
ん
ヒ
ッ
ピ
ー
に
似
て
い
る
が
、
中

流
階
級
的
な
ゆ
た
か
さ
を
前
提
と
し
た
平
和
と
愛
を
と
な
え
る
ヒ
ッ
ピ
ー
の
価
値
観
に
対
し
て
、
労
働
者
階
級
的
な
価
値
観
を
体
現
す

る
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
は
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
服
や
乱
暴
な
言
動
な
ど
で
意
図
的
に
境
界
線
を
引
く
。
短
い
髪
は
、
ヒ
ッ
ピ
ー
の
長
髪
へ
の
反
発

で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
本
論
考
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
飲
酒
や
薬
物
使
用
も
と
も
な
う
強
い
身
体
表
現
│
│
激
し
い
踊
り
や
暴

力
や
セ
ッ
ク
ス
│
│
を
、
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
が
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

見
か
け
上
、
こ
の
よ
う
な
運
動
は
仏
教
と
遠
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
だ
が
ノ
ア
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
は
仏
教
と
パ
ン
ク
と
の
間
に
共
通
す

る
も
の
を
見
い
だ
し
、
王
子
の
立
場
も
妻
子
も
捨
て
て
出
家
し
苦
の
原
因
を
探
究
し
て
修
行
を
重
ね
た
釈
迦
を
パ
ン
ク
ロ
ッ
カ
ー
風
に

シ
ッ
ド
（Sid

）
と
親
し
み
を
こ
め
て
呼
ぶ６
。
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
を
愛
好
し
な
が
ら
、
依
存
症
回
復
者
と
し
て
生
き
、
仏
教
徒
と
し
て
実
践

す
る
こ
と
が
、
ノ
ア
は
可
能
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
だ
ろ
う
か
。
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彼
の
実
父
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
（
一
九
三
七
―
二
〇
一
六
）
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
キ
ュ
ブ
ラ
ー=

ロ
ス
と
一
緒
に
死
を
見
つ
め

る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
て
い
た
著
名
な
瞑
想
指
導
者
・
詩
人
で
、
ノ
ア
の
母
と
別
れ
た
後
に
瞑
想
を
探
究
す
る
オ
ン
ド
レ
ア
と
出

会
い
再
婚
す
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
と
オ
ン
ド
レ
ア
は
ノ
ア
と
つ
か
ず
離
れ
ず
の
関
係
を
保
ち
、
ノ
ア
は
こ
の
実
父
と
義
母
に
親
し
み
を

も
ち
続
け
る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
は
米
国
の
著
名
な
上
座
仏
教
瞑
想
指
導
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
コ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
（
一
九
四
五
―
）
や
、
上
座

仏
教
の
タ
イ
森
林
派
僧
侶
ア
ー
チ
ャ
ン
・
ア
マ
ロ
（
出
家
前
は
英
国
人Jerem

y H
orner

一
九
五
六
―
）
な
ど
と
の
親
交
も
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
父
や
そ
の
友
人
た
ち
が
取
り
組
ん
で
い
た
瞑
想
は
、
ノ
ア
に
と
っ
て
は
「
ヒ
ッ
ピ
ー
的
な
も
の
」
で
、
パ
ン
ク
に
惹
か
れ
る
少
年

期
の
彼
に
と
っ
て
は
金
持
ち
の
道
楽
に
す
ぎ
ず
、
反
発
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。

　

サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
の
音
楽
ク
ラ
ブ
で
の
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
は
彼
に
と
っ
て
共
感
で
き
る
と
て
も
か
っ
こ
い
い
も
の
だ
っ
た
が
、
同
時

に
、
窃
盗
、
喧
嘩
、
薬
物
使
用
、
性
行
為
、
落
書
き
や
器
物
破
損
な
ど
の
反
社
会
的
行
為
を
伴
っ
て
い
た
。
薬
物
代
を
稼
ぐ
た
め
の
空

き
巣
、
カ
ー
ス
テ
レ
オ
な
ど
金
目
の
も
の
を
盗
む
た
め
の
車
上
荒
ら
し
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
喧
嘩
な
ど
の
暴
力
も
日
常
だ
っ
た
。
空
腹

を
満
た
す
た
め
に
食
事
を
と
る
の
で
は
な
く
、
空
腹
感
を
忘
れ
る
た
め
に
飲
酒
し
た
り
ヘ
ロ
イ
ン
な
ど
の
薬
物
を
使
用
し
た
り
す
る
こ

と
も
あ
っ
た７
。
当
時
実
母
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
に
助
け
を
求
め
た
が
効
果
が
な
く
、
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
と
「
今
度
は
何
を
し

で
か
し
た
か
」
と
お
そ
ろ
し
か
っ
た
と
い
う
。

　

ノ
ア
は
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
で
喧
嘩
相
手
を
殴
っ
て
昏
倒
さ
せ
、
一
九
八
八
年
に
少
年
院
に
入
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
へ
の
依
存
か

ら
回
復
す
る
た
め
の
「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
出
会
う８
。
尊
敬
で
き
る
先
輩
に
も
出
会
い
一
度
は
断
酒
断
薬
を
決
意
す
る

が
、
出
所
を
迎
え
て
く
れ
た
親
友
か
ら
「
お
祝
い
に
」
ヘ
ロ
イ
ン
を
や
ろ
う
と
い
わ
れ
て
、
断
り
切
れ
ず
に
再
度
使
用
し
て
し
ま
う９
。

　

ノ
ア
は
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
の
町
中
あ
ち
こ
ち
に“N

oah Core ”

と
落
書
き
し
た
こ
と
で
、
警
察
に
よ
っ
て
追
わ
れ
る
よ
う
に
な
るＡ
。
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「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
は
、
正
直
と
償
い
を
重
視
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
迷
っ
た
あ
げ
く
彼
は
自
供
し
減
刑
を
期
待
す
る
が
そ
う

な
ら
ず
、
裁
判
で
は
刑
務
所
に
入
る
こ
と
が
決
ま
る
。
刑
務
所
に
入
る
こ
と
は
彼
に
と
っ
て
死
ぬ
よ
り
お
そ
ろ
し
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
自
殺
を
企
図
し
て
独
房
の
壁
に
頭
を
打
ち
付
け
、
ま
た
所
持
し
て
い
た
櫛
で
手
首
を
切
ろ
う
と
す
る
が
、
看
守
に
発
見
さ

れ
、
保
護
房
に
移
さ
れ
て
、
死
ぬ
こ
と
も
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
うＢ
。

　

絶
望
感
で
い
っ
ぱ
い
の
彼
の
と
こ
ろ
に
実
父
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
か
ら
電
話
が
あ
り
、
呼
吸
に
注
目
す
る
瞑
想
の
手
ほ
ど
き
を
電
話
で

受
け
る
。
試
み
た
と
こ
ろ
彼
は
安
心
を
感
じ
た
の
で
、
瞑
想
を
支
え
に
し
て
刑
期
を
過
ご
しＣ
、
薬
物
か
ら
の
回
復
を
提
案
す
る
「
十
二

の
ス
テ
ッ
プ
」
の
本
格
的
な
実
践
を
所
内
で
重
ね
た
。
ま
た
出
所
後
は
落
書
き
を
消
し
、
傷
つ
け
た
り
盗
ん
だ
り
し
た
相
手
に
詫
び
と

償
い
（
暴
力
の
謝
罪
、
盗
ん
だ
金
の
返
金
な
ど
）
に
真
摯
に
取
り
組
むＤ
。
彼
の
態
度
を
印
象
深
く
感
じ
た
被
害
者
か
ら
悩
み
事
を
相
談

さ
れ
た
り
助
言
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
父
に
勧
め
ら
れ
て
い
た
コ
ー
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
ら
の
瞑
想
合
宿
に
も
参
加
し

た
。
合
宿
の
中
で
彼
は
、
瞑
想
教
師
た
ち
に
敬
意
を
抱
く
よ
う
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
も
瞑
想
教
師
と
な
り
自
分
と
同
じ
よ
う
な

青
少
年
た
ち
の
役
に
立
ち
た
い
と
志
す
よ
う
に
な
る
。
サ
ン
タ
ク
ル
ー
ズ
の
病
院
の
検
査
技
師
と
し
て
定
職
を
得
た
彼
は
、
コ
ー
ン
フ

ィ
ー
ル
ド
ら
の
イ
ン
サ
イ
ト
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会
で
瞑
想
を
重
ね
、
や
が
て
手
伝
い
と
し
て
瞑
想
指
導
を
許
さ
れ
る
側
に
な
る
。

ま
た
、
か
つ
て
の
彼
の
よ
う
な
少
年
院
入
所
者
の
た
め
の
瞑
想
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
、
瞑
想
を
介
し
て
人
生
の
困
難
と
つ
き
あ
っ
て
い
く
ス

キ
ル
を
街
の
不
良
少
年
た
ち
に
手
ほ
ど
き
す
る
「
通
過
儀
礼
（rites of passage

）」
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
に
も
取
り
組
むＥ
。
彼
ら
に
届
く

こ
と
ば
を
持
っ
て
い
る
自
分
は
、
彼
ら
か
ら
も
こ
の
世
界
か
ら
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
手
応
え
を
ノ
ア
は
得
る
。

　

彼
の
断
薬
の
過
程
は
行
き
つ
戻
り
つ
で
あ
る
。
再
服
用
や
再
飲
酒
も
く
り
か
え
す
。
薬
物
を
使
用
し
て
い
た
親
し
い
パ
ン
ク
仲
間
た

ち
が
、
薬
物
の
過
剰
摂
取
に
よ
る
中
毒
死
や
自
殺
な
ど
を
し
て
、
悲
し
み
に
つ
ぶ
れ
そ
う
に
な
る
がＦ
、
瞑
想
を
重
ね
、
ま
た
同
様
の
問
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題
を
抱
え
る
若
者
た
ち
の
教
師
と
し
て
落
ち
着
き
を
と
り
も
ど
す
。
回
復
活
動
の
カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
に
振
り
回
さ
れ
た
り
、
回
復

途
上
の
女
性
と
の
恋
愛
に
失
敗
し
た
り
と
い
う
で
き
ご
と
も
あ
る
。
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
瞑
想
会
に
参
加
し
て
感
銘
も
受
け
る

が
参
加
者
が
み
な
Ｂ
Ｍ
Ｗ
な
ど
の
高
級
車
に
乗
っ
て
く
る
の
に
幻
滅
し
た
り
も
す
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
の
法
話
に
参
加
し
た
ノ

ア
は
、
中
国
に
よ
る
迫
害
経
験
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
暴
力
を
自
覚
し
な
い
〔
で
行
使
す
る
〕
者
に
対
し
て
、
非
暴
力
の
智
慧
で
向
か

う
」
と
い
う
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
姿
勢
を
、
同
世
代
の
パ
ン
ク
仲
間
た
ち
が
学
べ
る
よ
う
伝
え
て
い
き
た
い
と
心
に
願
うＧ
。
ま
た
ア
ジ
ア

を
旅
し
て
寺
院
や
瞑
想
道
場
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
ヒ
ッ
ピ
ー
的
な
旅
人
と
自
分
と
の
違
い
を
確
認
し
、「
自
分
は
パ
ン
ク
で
あ
っ
て
モ

ン
ク
（
僧
侶
）
で
は
な
いＨ
」
と
実
感
し
、
パ
ン
ク
文
化
や
音
楽
へ
の
嗜
好
を
断
念
す
る
の
で
は
な
く
、
パ
ン
ク
文
化
に
身
を
置
き
つ
つ

薬
物
や
暴
力
は
控
え
、
反
体
制
の
精
神
を
仏
教
と
統
合
し
て
活
か
す
と
い
う
道
を
選
ぶ
こ
と
に
す
る
。
余
命
一
年
だ
と
想
像
し
て
人
生

を
過
ご
し
て
み
る
、
と
い
う
父
親
の
試
み
に
伴
走
し
て
彼
自
身
の
人
生
も
問
い
な
お
し
て
み
るＩ
。

　

こ
う
し
た
彼
の
半
生
を
記
し
た
二
〇
〇
四
年
の
本
『
仏
教
パ
ン
ク
』
は
評
判
に
な
り
、
米
国
各
地
の
著
名
書
店
な
ど
に
著
者
・
講
演

者
と
し
て
招
か
れ
、
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
愛
好
者
や
薬
物
依
存
者
の
み
な
ら
ず
一
般
市
民
か
ら
も
支
持
を
得
る
。『
仏
教
パ
ン
ク
』
を
読
む

と
、
前
半
で
の
か
な
り
乱
暴
で
下
品
な
語
彙
が
続
出
す
る
短
い
文
体
が
、
人
生
の
味
わ
い
を
感
謝
で
省
察
す
る
こ
と
の
で
き
る
一
定
の

長
さ
を
持
っ
た
穏
や
か
な
文
体
に
変
わ
っ
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
も
彼
個
人
の
「
回
復
」、
彼
が
生
活
す
る
世
界
が
少
し
ず
つ
移
行
し
て

い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
彼
は
サ
ン
・
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
刑
務
所
内
な
ど
で
の
収
容
者
を
対
象
と
す
る
法
話
や
瞑
想
会
を
運
営
し
つ
つ
、

専
門
性
を
高
め
る
必
要
も
感
じ
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
系
の
大
学
院
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
統
合
学
研
究
所
（California Institute of 

Integral Studies

）
で
心
理
学
の
修
士
課
程
に
身
を
置
く
。
ま
た
、
流
れ
に
お
も
ね
ら
な
い
心
を
尊
重
す
る
仏
教
瞑
想
会
（A

gainst the 

Stream
 Buddhist M

editation Society

）
を
開
き
、
生
き
方
・
感
情
の
取
り
扱
い
方
の
仏
教
的
な
指
南
書
『
流
れ
に
逆
ら
っ
て
│
│
魂
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の
革
命
家
た
ち
の
た
め
の
仏
教
マ
ニ
ュ
ア
ル
』（
二
〇
〇
七
年
）
を
著
す
。
彼
の
半
生
は
『
瞑
想
と
死
』
と
い
う
映
画
（
二
〇
〇
七
年
）
に

も
な
っ
たＪ
。
パ
ン
ク
的
魂
か
ら
の
仏
教
実
践
を
説
い
た
『
革
命
の
心
│
│
ゆ
る
し
と
慈
悲
と
や
さ
し
さ
を
説
く
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
仏
教
』

（
二
〇
一
一
Ｋ年

）
に
つ
づ
い
て
、「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
型
の
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
彼
な
り
の
仏
教
理
解
を
統
合
し
て
『
帰
依
と
回
復
│
│

依
存
症
か
ら
回
復
す
る
た
め
の
仏
教
的
方
法
（R

efuge R
ecovery: A

 Buddhist Path to R
ecovering from

 A
ddiction

）』（
二
〇
一
四
年
）

を
著
し
た
。『
帰
依
と
回
復
』
に
お
い
て
は
依
存
症
者
の
回
復
の
た
め
の
施
設
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
構
想
を
述
べ
て
い
る
が
、
実
際

に
二
〇
一
五
年
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
イ
ー
ス
ト
・
ハ
リ
ウ
ッ
ド
に
、
解
毒
、
入
院
、
外
来
の
治
療
と
、
薬
物
な
し
で
生
き
て
い
く
た
め

の
手
ほ
ど
き
を
す
る
保
険
対
応
施
設
と
し
て
「
帰
依
と
回
復
セ
ン
タ
ー
（Refuge Recovery Center

）」
を
設
立
し
たＬ
。
動
機
づ
け
面

接
法
や
認
知
行
動
療
法
や
、
家
族
シ
ス
テ
ム
や
愛
着
パ
タ
ー
ン
を
分
析
す
る
心
理
療
法
な
ど
、
依
存
症
治
療
に
一
定
の
評
価
の
あ
る
諸

治
療
法
が
、
仏
教
の
原
理
と
統
合
さ
れ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
、
開
設
を
告
知
す
る
広
告
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
広
告
に
は
設
立
者
で

あ
る
ノ
ア
の
顔
写
真
と
と
も
に
、
彼
が
仏
教
の
教
師
と
し
て
依
存
症
か
ら
の
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
き
た
こ

と
、
個
人
の
内
面
を
洞
察
す
る
こ
と
、
個
人
や
グ
ル
ー
プ
で
の
セ
ラ
ピ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
薬
物
な
し
で
生
き
る
こ
と
を
手

引
き
し
仏
教
を
教
え
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

次
節
で
は
、
こ
の
「
帰
依
と
回
復
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

帰
依
と
回
復
（R

efuge recovery

） │
│ 

ノ
ア
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
の
思
想
と
実
践 

│
│

　

ノ
ア
・
レ
ヴ
ァ
イ
ン
に
よ
る
『
帰
依
と
回
復
』
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
か
ら
の
回
復
を
目
指
す
相
互
扶
助
団
体
（A

lcoholics 

A
nonym

ous

）
の
一
九
三
九
年
の
本
『
ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
』
に
よ
く
似
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
比
較
し
て
み
よ
う
。
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『
ア
ル
コ
ホ
ー
リ
ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
』
は
冒
頭
と
末
尾
に
二
人
の
共
同
創
始
者
の
体
験
談
が
、
冒
頭
か
ら
三
分
の
一
に
は
「
十
二

の
ス
テ
ッ
プ
」
を
は
じ
め
と
す
る
断
酒
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
、
残
り
の
三
分
の
二
は
メ
ン
バ
ー
の
体
験
談
と
な
っ

て
い
る
。
説
明
や
体
験
談
を
何
度
も
て
い
ね
い
に
読
み
、
ま
た
集
会
で
多
く
の
体
験
を
聞
き
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
体
験
の
細
部
と
つ

き
あ
わ
せ
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
問
題
以
外
の
生
活
の
細
部
も
含
め
て
、
て
い
ね
い
に
現
状
と
経
緯
と
将
来
の
希
望
と
を
す
り
あ
わ
せ
る
の

が
、
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
大
切
な
作
業
で
あ
る
。
他
人
と
自
分
の
立
場
を
置
き
換
え
る
、
想
像
力
や
共
感
力
を
要
す
る
作
業
な
の
で
、

い
う
ま
で
も
な
く
し
ら
ふ
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。「
回
復
」
と
は
酒
な
し
の
生
き
方
の
具
体
的
な
詳
細
を
実
行
し
得
て
い
る
こ

と
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
（
容
易
で
あ
れ
ば
「
回
復
」
で
き
る
が
、
実
際
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い

か
わ
か
ら
な
い
混
沌
の
中
に
い
る
の
が
依
存
症
者
で
あ
る
）
か
ら
、
ま
ね
を
し
つ
つ
自
分
の
場
合
は
具
体
的
に
ど
う
生
活
を
組
み
立
て

直
せ
ば
よ
い
の
か
、
と
学
習
す
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
を
自
力
で
解
決
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
の
確
認
、
近
親
者
や
同
僚
や
友

人
に
迷
惑
を
か
け
て
き
た
こ
と
の
確
認
、
断
酒
し
た
い
と
い
う
意
思
の
確
認
、
人
生
上
あ
る
い
は
対
人
関
係
上
の
辛
い
で
き
ご
と
や
他

人
へ
の
負
い
目
や
罪
責
感
の
洗
い
出
し
（「
棚
卸
し
（m

oral inventory

）」
と
よ
ば
れ
る
）
が
勧
め
ら
れ
る
。
一
人
で
は
な
く
仲
間
の

力
を
借
り
る
こ
と
│
│
自
分
ひ
と
り
で
は
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
か
ら
の
回
復
は
難
し
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
対
人
関
係
ト
ラ
ブ
ル
の
上
で
も

身
近
な
人
た
ち
の
助
力
に
は
期
待
で
き
ず
、
ま
た
身
近
な
人
た
ち
も
依
存
症
の
苦
し
さ
を
知
っ
て
は
い
な
い
の
で
、
同
じ
依
存
症
者
で

少
し
だ
け
な
が
く
断
酒
を
継
続
し
て
い
る
仲
間
の
力
を
借
り
る
こ
と
な
ど
が
勧
め
ら
れ
る
。
こ
の
困
難
な
過
程
の
同
伴
者
と
し
て
、

「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
の
中
で
は
、「
自
分
な
り
に
理
解
し
た
神
（God as w

e understood H
im

）」（
強
調
は
原
文
の
ま
ま
）
や
「
自
分
を

超
え
た
偉
大
な
力
（a Pow

er greater than ourselves

）」
に
助
け
を
求
め
る
よ
う
勧
め
ら
れ
る
。

　

一
方
、『
帰
依
と
回
復
』
の
第
一
部
は
「
回
復
の
た
め
の
四
つ
の
真
理
（
四
諦
（Four T

ruth

））」
と
題
さ
れ
た
、
仏
教
の
四
諦
八
正
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道
の
立
場
か
ら
依
存
症
の
症
状
と
し
く
み
を
確
認
す
る
諸
章
で
あ
る
。
依
存
と
は
反
復
さ
れ
る
（
不
快
を
避
け
た
い
と
い
う
）
渇
望
で

あ
り
、
不
快
を
避
け
気
を
紛
ら
わ
せ
る
た
め
の
薬
物
使
用
が
か
え
っ
て
苦
し
み
を
招
き
、（
離
脱
症
状
の
苦
し
み
、
事
故
や
失
敗
、
対

人
関
係
の
信
用
喪
失
な
ど
の
）
苦
が
作
り
出
さ
れ
る
悪
循
環
に
陥
る
。
そ
こ
か
ら
の
回
復
の
仏
教
的
な
道
を
ノ
ア
は
説
く
。
苦
の
存
在
、

苦
の
原
因
、
苦
を
滅
ぼ
し
た
状
態
が
あ
る
こ
と
、
苦
を
滅
す
八
つ
の
道
、
と
い
う
四
諦
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
八
つ
の
道
と
は
八
正
道

（Eightfold Paths
）
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し
て
、
依
存
症
の
原
因
で
も
あ
り
症
状
で
も
あ
る
意
志
や
行
動
や
対
人
関
係
の
問
題
を
、
読

者
自
身
の
実
体
験
と
つ
き
あ
わ
せ
る
こ
と
を
勧
め
な
が
ら
、
四
諦
八
正
道
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
問
題
を
説
明
し
て
い
く
。

　

第
二
部
は
八
人
の
体
験
談
で
あ
る
。
Ａ
Ａ
の
有
神
論
的
な
語
彙
に
な
じ
め
な
か
っ
た
女
性
、
チ
ッ
ク
症
で
対
人
関
係
に
悩
ん
で
薬
物

に
依
存
し
た
男
性
、
恋
人
が
ひ
き
逃
げ
事
故
死
し
た
辛
さ
か
ら
薬
物
使
用
が
習
慣
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
男
性
、
統
合
失
調
症
の
母
に
育

て
ら
れ
摂
食
障
害
に
苦
し
ん
だ
女
性
、
同
性
愛
者
ゆ
え
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
性
規
範
を
受
容
で
き
ず
Ａ
Ａ
に
は
け
っ
し
て
な
じ
め
な
か

っ
た
男
性
、
祖
父
母
に
育
て
ら
れ
た
が
親
に
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
思
い
か
ら
大
切
な
人
を
攻
撃
し
て
し
ま
う
性
格
に
苦
し
ん
だ
男
性
、

原
理
主
義
的
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
家
庭
に
育
っ
た
が
家
族
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
苦
し
ん
で
薬
物
に
依
存
し
た
女
性
、
友
人
の
父
か
ら
性

的
虐
待
を
受
け
て
い
た
女
性
な
ど
が
紆
余
曲
折
の
「
回
復
」
体
験
を
語
る
。
薬
物
依
存
は
、
一
つ
の
薬
物
を
や
め
て
も
別
の
薬
物
へ
の

依
存
が
は
じ
ま
っ
た
り
、
怪
我
や
病
気
で
処
方
さ
れ
た
痛
み
止
め
の
薬
か
ら
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
い
う
異
常
な
状
態
が
生
じ
た
り
し

て
苦
し
め
ら
れ
る
の
だ
がＭ
、
体
験
談
で
語
ら
れ
る
の
は
薬
物
の
薬
理
作
用
で
は
な
く
感
情
の
取
り
扱
い
に
留
意
す
る
こ
と
で
原
因
が
解

き
ほ
ぐ
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
事
例
の
大
半
は
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
愛
好
者
で
は
な
い
。『
帰
依
と
回
復
』
の
対
象
に
は
パ

ン
ク
ロ
ッ
ク
愛
好
者
さ
え
も
含
ま
れ
る
が
、
パ
ン
ク
で
あ
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
ノ
ア
の
生
き
方
だ
。

　

付
録
と
し
て
、「
帰
依
と
回
復
」
方
式
の
集
会
の
充
実
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
巻
末
に
あ
る
。
集
会
の
開
会
、
司
会
者
あ
い
さ
つ
、「
帰
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依
と
回
復
」
集
会
の
趣
旨
、
二
〇
分
の
瞑
想
、
各
種
瞑
想
を
誘
導
す
る
た
め
の
シ
ナ
リ
オ
、
テ
キ
ス
ト
『
帰
依
と
回
復
』
な
ど
の
朗

読
、
体
験
談
の
わ
か
ち
あ
い
、
守
秘
義
務
の
確
認
、
運
営
の
た
め
の
献
金
の
依
頼
、
閉
会
、
と
い
う
流
れ
を
、
慣
れ
て
い
な
い
メ
ン
バ

ー
で
も
読
み
上
げ
る
だ
け
で
で
き
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
の
経
験
が
活
か
さ
れ
て
い
る
が
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
だ
け
で
瞑
想
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
複
数
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、
徹
底
し
て
い
る
。

　

集
会
は
以
下
の
よ
う
に
始
め
ら
れ
る
。
毎
回
、「
帰
依
と
回
復
」
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
あ
り
方
や
目
的
を
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

よ
う
こ
そ
今
週
の
「
帰
依
と
回
復
」
グ
ル
ー
プ
に
お
い
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ど
ん
な
人
で
も
歓
迎
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

依
存
症
か
ら
回
復
す
る
た
め
、
仏
教
か
ら
学
ん
だ
方
法
論
を
提
供
す
る
こ
と
に
、
私
た
ち
は
主
た
る
目
的
を
置
い
て
い
ま
す
。

…
…
あ
な
た
ご
自
身
が
こ
れ
ら
の
真
理
（
諦
）
を
調
べ
実
践
し
て
み
て
、
ご
自
身
の
回
復
の
過
程
に
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
お
確

か
め
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

　

…
…
回
復
を
支
え
る
た
め
の
グ
ル
ー
プ
で
す
か
ら
、
あ
な
た
ご
自
身
の
霊
的
成
長
や
回
復
に
は
ご
自
身
の
努
力
が
欠
か
せ
な
い

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
、
あ
な
た
に
代
わ
っ
て
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
〔
誰
か
が
〕
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

携
帯
電
話
な
ど
の
電
源
を
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
「
帰
依
と
回
復
」
は
、
依
存
症
が
私
た
ち
の
生
活
や
愛
す
る
人
々
の
生
活
に
も
た
ら
し
た
痛
み
や
苦
し
み
を
癒
や
す
た
め
に
、

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
、
慈
悲
、
許
し
、
寛
大
さ
の
実
践
を
活
か
そ
う
と
す
る
人
々
の
集
ま
り
で
す
。
私
た
ち
が
歩
む
道
は
、
帰
依

に
よ
る
回
復
の
四
諦
（
四
つ
の
真
理
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

帰
依
に
よ
る
回
復
の
四
諦
と
は
、
依
存
症
か
ら
回
復
で
き
る
よ
う
に
仏
教
の
導
き
を
求
め
る
道
で
す
。
…
…
し
っ
か
り
と
取
り

組
ん
だ
な
ら
ば
、
依
存
症
の
苦
し
み
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
が
仏
教
に
は
で
き
る
と
、
私
た
ち
は
信
じ
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て
い
ま
す
。

　

共
同
体
を
作
る
た
め
、
そ
し
て
お
互
い
に
知
り
合
う
た
め
に
、
こ
の
集
ま
り
で
は
毎
週
最
初
に
自
己
紹
介
か
ら
始
め
ま
す
。
お

名
前
以
外
の
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
司
会
の
私
の
名
前
は
×
×
で
すＮ
。

　

Ａ
Ａ
の
「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
グ
ル
ー
プ
運
動
と
い
う
、
グ
ル
ー
プ
で
の
告
白
を
重
ん
じ
た
キ
リ
ス
ト
教

運
動
か
ら
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
るＯ
。『
帰
依
と
回
復
』
で
展
開
す
る
依
存
症
理
解
は
、
こ
の
「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
を
も
と
に
し

つ
つ
も
仏
教
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
た
と
え
ば
、
仏
法
僧
（
信
仰
・
尊
崇
の
対
象
で
あ
り
モ
デ
ル
、
原
理
・
方
法
論
、
共
同

体
）
と
い
う
三
宝
へ
の
帰
依
（refuge

）
に
な
ぞ
ら
え
て
、
ノ
ア
は
、
回
復
の
三
宝
と
は
「
回
復
の
力
（potential of our ow

n recovery

）

（
と
い
う
智
慧
を
体
現
す
る
可
能
性
）＝
仏
」「
回
復
の
四
諦
八
正
道
＝
法
」「
回
復
す
る
依
存
症
者
た
ち
の
共
同
体
＝
僧
団
」
で
あ
る
と

す
る
。
こ
の
三
つ
を
依
り
所
（refuge
）
と
す
る
の
が
「
帰
依
と
回
復
（refuge recovery

）」
で
あ
る
と
す
る
の
だ
。
あ
る
依
存
症
者
に

「
仏
教
徒
に
な
る
必
要
は
な
い
。
ブ
ッ
ダ
に
な
れ
」
と
ノ
ア
は
伝
え
るＰ
。
こ
の
「
回
復
の
力
と
い
う
智
慧
を
体
現
し
て
み
せ
よ
」
と
い

う
励
ま
し
は
仏
教
的
な
依
り
所
を
も
つ
こ
と
に
も
通
じ
る
が
、
こ
れ
と
、
仏
教
と
い
う
信
仰
を
持
つ
こ
と
と
は
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
、
彼
は
考
え
て
い
る
の
だ
。

　

そ
れ
で
は
、
彼
は
四
諦
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
。

　

一
切
の
も
の
は
無
常
で
あ
る
。
周
辺
の
世
界
も
、
大
切
な
所
有
物
も
、
大
切
な
人
々
も
、
自
分
自
身
も
、
変
化
を
免
れ
な
い
。
こ
の

よ
う
な
変
化
に
直
面
す
る
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
痛
み
（pain

）
を
と
も
な
う
。
本
来
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
変
化
の
痛
み
を
な
ん

と
か
避
け
よ
う
と
し
た
り
感
じ
な
い
よ
う
に
し
た
り
す
る
た
め
に
、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
を
す
る
。
セ
ッ
ク
ス
や
美
食
や
大
食
な

ど
の
慰
み
ご
と
や
、
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
の
使
用
に
耽
溺
す
る
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
耽
溺
に
人
間
は
依
存
す
る
。
そ
し
て
、
耽
溺
は



（228）　16

痛
み
や
変
化
と
い
う
問
題
を
棚
上
げ
す
る
態
度
で
も
あ
る
の
で
、
い
つ
か
は
問
題
に
対
処
す
る
か
ふ
た
た
び
自
分
を
麻
痺
さ
せ
る
か
を

選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
異
常
な
、
ま
た
苦
し
い
状
態
に
「
気
づ
く
」
た
め
に
、
現
状
を
観
察
す
る
「
棚
卸
し
」
の
実
行
と
、
心
身
の
状
態
を
観

察
す
る
瞑
想
を
、
ノ
ア
は
勧
め
る
。
棚
卸
し
と
は
、
商
店
が
経
理
記
録
と
在
庫
と
が
一
致
す
る
か
を
つ
き
あ
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
店
舗

の
運
営
状
況
の
健
全
性
を
確
認
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
一
人
の
人
間
と
し
て
望
む
あ
り
方
と
実
際
の
行
動
と
が
か
み
合
っ
て
い
る
か

の
確
認
で
あ
る
。
倫
理
的
な
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
る
。「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
で
用
い
ら
れ
た
棚
卸
し
は
、
依
存
の
種
類
ご

と
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ノ
ア
が
四
諦
に
も
と
づ
い
て
提
案
す
る
棚
卸
し
は
二
段
階
で
、
苦
（
依
存
）
を
そ
れ
と

し
て
認
識
す
る
第
一
諦
（
苦
諦
）
の
棚
卸
し
と
、
苦
（
依
存
）
の
原
因
を
掘
り
下
げ
る
第
二
諦
（
苦
集
諦
）
の
棚
卸
し
と
の
二
度
を
重

ね
て
い
る
。
依
存
の
存
在
は
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
否
認
さ
れ
る
か
ら
、
二
度
重
ね
る
の
で
あ
る
。

　
　

第
一
諦
（
苦
諦
）
に
よ
る
棚
卸
し

　

苦
は
、
も
っ
と
ほ
し
い
と
い
う
渇
望
が
生
み
だ
す
ス
ト
レ
ス
で
す
。
あ
な
た
の
依
存
症
が
生
み
だ
し
た
ス
ト
レ
ス
を
列
挙
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
毎
日
毎
日
、
瞬
間
瞬
間
に
、
依
存
は
ど
ん
な
か
た
ち
で
現
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

満
足
を
感
じ
ら
れ
る
ま
で
十
分
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
苦
で
す
。
満
足
で
き
な
い
こ
と
で
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に

苦
し
み
ま
す
か
。

　

依
存
し
て
い
る
も
の
を
得
る
た
め
に
盗
み
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
苦
で
す
。
…
…
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
隠
す
た
め
に
う
そ
を

つ
く
こ
と
が
苦
で
す
。
…
…
自
分
の
行
動
を
恥
じ
る
こ
と
は
苦
で
す
。
…
…
自
分
は
無
価
値
だ
と
感
じ
る
こ
と
は
苦
で
す
。
…
…

自
分
の
行
動
の
結
果
を
怖
れ
て
生
き
る
こ
と
は
苦
で
す
。
…
…
怒
り
や
嫌
悪
を
覚
え
る
こ
と
は
苦
で
す
…
…
他
の
人
を
傷
つ
け
る



「回復」のことばとしての仏教

17　（229）

こ
と
は
苦
で
す
。
…
…
自
分
自
身
を
傷
つ
け
る
こ
と
は
苦
で
す
。
…
…
「
私
は
○
○
を
得
る
ま
で
は
幸
せ
に
な
れ
な
い
」
と
い
う

考
え
は
苦
で
す
。
…
…
依
存
症
に
よ
っ
て
窮
屈
で
悲
惨
な
状
態
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
は
苦
で
す
。
…
…
貪
瞋
痴
（greed, hatred, 

delusion

）
の
あ
ら
ゆ
る
現
れ
が
苦
で
す
。

　

依
存
症
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
あ
る
い
は
誰
か
他
の
人
の
み
を
危
険
な
目
に
遭
わ
せ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
列
挙
し
て
く
だ
さ
い
。

…
…
依
存
に
さ
ら
に
火
を
注
ぐ
よ
う
な
悲
嘆
や
ト
ラ
ウ
マ
が
あ
な
た
の
人
生
に
あ
っ
た
な
ら
、
列
挙
し
て
く
だ
さ
い
。
…
…
依
存

に
関
連
し
て
あ
な
た
が
苦
を
経
験
し
た
り
、
苦
を
も
た
ら
し
た
り
し
た
こ
と
が
他
に
あ
り
ま
す
か
。
漏
ら
さ
ず
す
べ
て
列
挙
し
て

く
だ
さ
い
。

　

依
存
が
引
き
起
こ
す
苦
か
ら
解
放
さ
れ
た
ら
、
人
生
は
ど
ん
な
ふ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
寛
大
な
気
持
ち
で
、
希
望
を
も
っ

て
、
具
体
的
に
思
い
描
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

五
年
後
、
自
分
は
ど
こ
に
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
十
年
後
は
？　

二
十
年
後
は
い
か
が
で
し
ょ
う
？Ｑ

　

列
挙
さ
れ
た
苦
は
、
日
本
人
が
一
般
に
仏
教
の
苦
と
し
て
想
像
す
る
事
柄
よ
り
も
小
さ
い
、
些
細
と
い
え
る
、
日
常
的
な
不
満
足
や

不
快
の
体
験
を
含
む
。
怨
み
、
ね
た
み
、
劣
等
感
や
優
越
感
、
現
実
離
れ
し
た
願
望
や
孤
独
感
な
ど
の
、
適
切
に
取
り
扱
え
な
か
っ
た

感
情
の
置
き
所
の
な
さ
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
こ
れ
ら
を
や
わ
ら
げ
て
く
れ
る
依
存
性
物
質
が
そ
ば
に
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
苦
は
日

常
的
な
不
満
や
不
快
に
収
ま
ら
な
く
な
る
。
依
存
症
者
が
、
薬
物
を
買
う
た
め
に
盗
み
を
し
た
り
、
薬
物
を
使
用
し
て
暴
力
や
器
物
破

壊
そ
の
他
の
犯
罪
行
為
に
及
ん
だ
り
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
と
き
、
小
さ
な
不
快
は
反
復
さ
れ
る
苦
し
み
に
膨
ら
む
。
罪
責
感
な
ど
に

苛
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
依
存
症
者
は
薬
物
を
重
ね
て
使
用
す
る
。
重
ね
て
の
使
用
が
、
彼
ら
に
新
た
な
後
悔
を
も
た
ら
す
。

そ
の
後
悔
を
避
け
る
た
め
、
や
わ
ら
げ
る
た
め
、
別
の
感
覚
で
打
ち
消
す
た
め
に
、
さ
ら
に
薬
物
が
使
用
さ
れ
る
。
ノ
ア
は
、
こ
の
よ
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う
な
循
環
す
る
苦
し
み
の
内
容
を
、
紙
に
書
き
出
し
て
確
認
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。
棚
卸
し
で
あ
る
。

　

一
方
、
苦
の
原
因
と
な
る
で
き
ご
と
を
考
え
る
第
二
諦
（
苦
集
諦
）
に
つ
い
て
も
、
彼
は
棚
卸
し
を
考
え
る
。

　
　

第
二
諦
（
苦
集
諦
）
に
よ
る
棚
卸
し

　

あ
な
た
に
と
っ
て
も
っ
と
も
つ
ら
い
記
憶
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
何
が
起
こ
っ
た
か
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
心
に
留
め
続
け
て

い
た
か
、
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
依
存
は
そ
の
記
憶
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
ま
し
た
か
、
ま
た
依
存
は
そ
の
経
験
に
影
響
さ

れ
た
も
の
で
す
か
。

　

あ
な
た
が
秘
密
に
し
て
い
る
こ
と
、
絶
対
に
人
に
は
言
わ
な
い
と
誓
っ
た
経
験
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
。
そ
れ
ら
を
解
放
し
て
や

る
と
き
で
す
。
あ
な
た
の
回
復
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
自
宅
で
の
暴
力
や
虐
待
で
し
た
か
。
そ
こ
に
い
て
ど
ん
な
感
じ
で
し
た
か
。
…
…
ど
ん
な
か
た
ち
で
も
、
親
に
捨
て
置

か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
…
…
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
問
題
の
あ
る
性
的
経
験
は
あ
り
ま
し
た
か
。
…
…
家
族
の
中
で
ア
ル
コ

ー
ル
依
存
や
そ
の
他
の
依
存
歴
を
持
っ
た
人
は
い
ま
す
か
。
…
…
現
実
か
ら
逃
げ
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
。
…
…

感
情
の
痛
み
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
た
り
避
け
た
り
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
身
体
を
痛
め
つ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
そ
れ
は

ど
の
よ
う
に
？　

身
体
に
切
り
つ
け
る
？　

喧
嘩
を
す
る
？　

激
し
い
運
動
？
…
…Ｒ
。

　

こ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
な
か
に
は
、
ノ
ア
た
ち
が
依
存
症
の
原
因
や
症
状
と
認
識
し
て
い
る
事
柄
が
並
ぶ
。
暴
力
や
虐
待
、
貧
困
、
性

的
虐
待
な
ど
の
ト
ラ
ウ
マ
的
な
で
き
ご
と
が
過
去
に
な
か
っ
た
か
を
確
か
め
て
も
ら
う
。
苦
し
い
記
憶
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
は

否
認
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
忘
却
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
苦
し
い
記
憶
に
直
面
し
な
い
た
め
、
薬
物
や
他
の
慰
み
ご
と

の
快
感
や
麻
痺
、
時
に
は
別
の
痛
み
さ
え
も
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
快
楽
を
求
め
て

0

0

0

0

0

0

薬
物
に
依
存
す
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る
の
で
は
な
く

0

0

0

0

、
耐
え
が
た
い
ト
ラ
ウ
マ
的
な
記
憶
や
人
間
関
係
の
緊
張
や
不
安
や
何
ら
か
の
失
敗
が
も
た
ら
す
苦
痛
や
不
快
を
避
け

0

0

0

0

0

0

0

0

る
た
め

0

0

0

に
、
あ
る
い
は
成
功
の
興
奮
の
中
で
落
ち
着
き
を
得
る
た
め
に
、
薬
物
に
よ
る
麻
痺
や
激
し
く
極
端
な
行
動
に
よ
る
苦
痛
や
不

安
の
圧
倒
と
い
う
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
は
快
で
は
な
く
、
苦
痛
の
麻
痺
あ
る
い
は
相
殺
で
あ
る
。

　

こ
の
悪
循
環
に
対
し
て
、
ノ
ア
が
挙
げ
る
八
正
道
の
説
明
は
具
体
的
で
、
読
者
の
感
情
経
験
の
中
の
苦
の
要
素
を
微
に
入
り
細
に
わ

た
っ
て
確
認
し
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
彼
の
経
験
を
踏
ま
え
た
仏
教
的
な
解
釈
が
加
え
ら
れ
て
い
く
。

　
　

回
復
の
八
正
道

（
一
） 

正
見
（U

nderstanding
）
…
…
万
物
が
因
果
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
知
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
…
…
人
生
が

無
常
で
あ
り
（im

perm
anent

）
不
満
足
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
（unsatisfactory

）
他
人
と
深
く
関
わ
り
合
う
こ
と
が
避
け
ら
れ

な
い
（im

personal

）
性
質
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
洞
察
を
得
ま
す
。
ゆ
る
し
は
可
能
で
あ
り
、
必
要
な
も
の
で
す
。

（
二
） 

正
思
惟
（Intention

）
…
…
貪
（greed
）
と
瞋
（hatred

）
と
癡
（delusion

）
と
を
断
ち
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
痛
み
に
慈
悲
を
も
っ

て
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
快
楽
に
執
着
し
な
い
で
味
わ
う
態
度
（nonattached appreciation

）
を
持
て
る
よ
う
、
心
を
鍛
え
ま
す
。

…
…
正
直
で
謙
虚
で
あ
る
よ
う
取
り
組
み
、
ま
た
（
一
貫
し
た
行
動
規
範
を
保
て
る
）
高
潔
さ
（integrity

）
を
も
っ
た
生
き
方

を
し
ま
す
。

（
三
） 

正
語
（Com

m
unication/com

m
unity

）
…
…
賢
明
な
意
思
疎
通
と
、
仲
間
の
〔
回
復
へ
の
〕
道
を
助
け
る
場
所
と
し
て
の
共
同

体
を
依
り
所
（refuge

）
と
し
ま
す
。
正
直
で
賢
明
で
注
意
深
い
意
思
疎
通
に
取
り
組
み
、
共
同
体
に
も
助
け
を
仰
ぎ
、
他
の
仲

間
が
〔
回
復
の
〕
過
程
を
導
い
て
く
れ
る
よ
う
に
心
を
開
き
ま
す
。
困
難
を
経
験
す
る
と
き
も
成
功
を
経
験
す
る
と
き
も
、
心
を

開
き
、
誠
実
で
、
謙
虚
で
あ
る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。



（232）　20

（
四
） 

正
業
（A

ction/engagem
ent

）
…
…
行
為
を
清
ら
か
な
も
の
と
し
、
害
を
生
み
だ
す
よ
う
な
行
動
を
手
放
し
ま
す
。
回
復
と
自

由
に
至
る
た
め
に
最
低
限
必
要
な
の
は
、
暴
力
と
不
正
直
と
性
的
乱
交
と
薬
物
使
用
と
を
断
つ
こ
と
で
す
。
慈
悲
、
執
着
し
な
い

で
味
わ
う
こ
と
、
寛
大
さ
、
親
切
、
正
直
、
高
潔
、
そ
し
て
奉
仕
は
、
私
た
ち
を
導
く
原
理
で
す
。

（
五
） 
正
命
（Livelihood/service

）
…
…
で
き
る
と
き
は
い
つ
で
も
他
人
の
た
め
に
奉
仕
し
て
、
よ
い
変
化
を
生
み
出
せ
る
よ
う
に
、

私
た
ち
の
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
資
源
を
用
い
ま
す
。
害
を
生
み
だ
さ
な
い
よ
う
な
仕
事
に
よ
っ
て
生
計
と
生
活
を
確
か
な
も
の

と
し
ま
す
。

（
六
） 

正
精
進
（Effort/energy

）
…
…
瞑
想
、
ヨ
ガ
、
体
操
、
賢
明
な
行
為
、
親
切
、
ゆ
る
し
、
寛
大
さ
、
慈
悲
、
他
人
を
ほ
め
る

こ
と
（appreciation

）、
そ
し
て
一
瞬
一
瞬
の
感
情
や
情
動
や
考
え
や
感
覚
に
気
づ
く
こ
と
で
、
日
々
の
生
活
を
律
し
て
い
く
こ

と
に
取
り
組
み
ま
す
。
与
え
ら
れ
た
環
境
で
適
切
な
瞑
想
や
行
為
と
は
何
か
が
わ
か
る
よ
う
な
賢
明
な
あ
り
方
（skillful m

eans

）

（
＝
方
便
）
を
、
努
力
と
注
力
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。

（
七
） 

正
念
（M

indfulness/m
editation

）
…
…
き
ち
ん
と
し
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
（
正
念
）
瞑
想
に
取
り
組
ん
で
智
慧
を
深
め
ま

す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
依
存
の
苦
し
み
を
生
み
だ
す
根
本
原
因
や
根
本
条
件
を
あ
か
ら
さ
ま
に
観
、
癒
や
す
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
、
今
こ
の
時
に
気
づ
く
よ
う
に
取
り
組
み
ま
す
。
現
在
を
依
り
所
と
し
ま
す
。

（
八
） 

正
定
（Concentration/m

editation

）
…
…
心
の
焦
点
を
呼
吸
や
言
葉
な
ど
一
つ
の
も
の
に
あ
て
る
力
を
培
い
、
心
を
鍛
え
て
、

私
た
ち
が
目
覚
め
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
慈
悲
や
共
感
や
ゆ
る
し
の
よ
う
な
よ
い
性
質
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
に
取
り
組
み
ま

す
。
誘
惑
や
渇
望
を
前
に
し
た
と
き
、
賢
明
で
な
い
行
為
に
陥
っ
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
、
定
（
集
中
す
る
瞑
想
）
を
用
い
ま
すＳ
。

ノ
ア
の
八
正
道
理
解
は
、
依
存
症
や
反
社
会
的
行
為
に
苦
し
ん
だ
彼
自
身
の
実
体
験
に
根
ざ
し
て
お
り
、
豊
富
な
事
例
を
通
し
て
、
読
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者
自
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
経
験
を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
依
存
的
行
為
へ
の
逃
避
を
せ
ぬ
よ
う
言
明
し
、
仲
間
と
助
け
合
っ
て

「
回
復
」
す
る
と
い
う
前
提
を
確
認
す
る
。
正
念
と
正
定
の
二
つ
の
瞑
想
を
も
っ
て
、
依
存
を
抱
え
る
心
の
現
状
観
察
と
、
誘
惑
に
屈

し
な
い
（
誘
惑
に
近
寄
ら
な
い
）
心
の
鍛
錬
と
を
課
す
。
怒
り
や
ね
た
み
な
ど
の
感
情
に
対
し
て
、
ま
た
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
他
人

と
の
関
係
、
自
分
自
身
と
の
関
係
に
対
し
て
「
許
す
」
こ
と
が
、
適
切
に
ふ
る
ま
う
こ
と
（skillful m

eans

）（
方
便
）
に
通
じ
る
と
い

う
。
彼
の
仏
教
の
語
り
方
は
、「
回
復
」
を
目
指
す
運
動
に
共
通
す
る
、
体
験
的
で
心
理
学
的
な
語
り
で
あ
る
。

「
回
復
」
の
こ
と
ば
と
し
て
の
仏
教

　

ノ
ア
は
「
自
分
は
モ
ン
ク
（
僧
侶
）
で
は
な
く
パ
ン
ク
」
と
い
っ
て
、
薬
物
使
用
は
や
め
つ
つ
、
パ
ン
ク
音
楽
や
文
化
に
対
す
る
嗜

好
を
捨
て
な
い
で
い
よ
う
と
決
め
た
。
こ
の
こ
と
の
是
非
は
、
仏
教
的
な
是
非
と
あ
わ
せ
、
実
際
に
そ
れ
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
で

確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
パ
ン
ク
的
な
生
き
方
を
は
じ
め
と
し
て
、
彼
の
あ
り
方
は
い
く
つ
か
の
点
で
、
仏
教
徒
ら
し
い
と
一
般
的

に
考
え
ら
れ
て
い
る
す
が
た
と
は
ズ
レ
て
い
る
。
仏
教
の
戒
を
厳
密
に
解
釈
す
る
な
ら
、
上
座
仏
教
の
僧
の
よ
う
に
歌
舞
音
曲
を
も
控

え
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
パ
ン
ク
的
な
生
き
方
を
保
ち
つ
つ
薬
物
や
反
社
会
的
行
為
か
ら
は
離
れ
て
い
る
状
態
が
保
ち
続
け
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
パ
ン
ク
的
な
生
き
方
を
保
ち
つ
つ
仏
教
的
な
生
き
方
も
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
、
も
し
意
義
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
（
彼
に
と
っ
て
の
「
回
復
」）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

コ
ー
ヒ
ー
や
ア
ル
コ
ー
ル
を
合
法
と
し
そ
の
他
の
薬
物
を
非
合
法
と
す
る
線
引
き
は
文
化
に
よ
っ
て
異
な
り
、
ま
た
時
代
に
よ
っ
て

も
変
わ
っ
て
い
る
。
米
国
の
宗
教
史
を
研
究
す
る
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ラ
ー
は
、
聖
餐
式
の
ぶ
ど
う
酒
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
ル
コ
ー

ル
や
薬
物
を
用
い
て
神
秘
体
験
や
美
的
な
文
化
体
験
や
共
同
性
を
創
出
す
る
儀
礼
も
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
事
例
を
指
摘
す
る
。
実
例
と
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し
て
、
現
在
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
み
な
ら
ず
コ
ー
ヒ
ー
を
も
禁
じ
る
よ
う
な
宗
教
運
動
が
か
つ
て
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い

た
こ
と
な
ど
の
例
を
多
く
取
り
上
げ
、
禁
酒
運
動
と
は
逆
の
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
こ
め
ら
れ
た
恵
み
を
愛
で
る
宗
教
的
価
値
観
を
も
確
認

す
るＴ
。
ま
た
仏
教
学
者
で
あ
り
瞑
想
教
師
で
も
あ
る
ダ
グ
ラ
ス
・
オ
ス
ト
は
、
相
当
数
の
米
国
の
仏
教
徒
が
、
瞑
想
を
代
替
あ
る
い
は

支
援
す
る
も
の
と
し
て
向
精
神
薬
を
試
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
数
少
な
い
統
計
調
査
と
実
践
者
へ
の
面
接
で
、
自
称
「
す

で
に
卒
業
」
し
た
者
も
含
め
、「
依
存
に
至
ら
な
い
程
度
」
の
向
精
神
薬
の
使
用
が
一
定
数
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
るＵ
。
こ
う
み

る
と
、
か
つ
て
の
禁
酒
（tem

perance

）
運
動
の
よ
う
な
、
社
会
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
を
完
全
に
消
滅
さ
せ
る
理
想
は
、
非
現
実

的
だ
け
で
な
く
、
基
準
が
恣
意
的
で
も
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
が
存
在
す
る
社
会
の
中
で
断
酒
（sobriety

）
を
保
ち
、
よ
く
生
き

る
、
と
い
う
「
回
復
」
の
実
践
を
す
る
に
は
、
パ
ン
ク
で
な
く
て
も
、
困
難
が
多
い
。

　

も
う
一
つ
の
困
難
は
、「
回
復
」
が
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
こ
と
だ
。「
回
復
」
は
「
誘
惑
に
は
も
う
ま
け
な
い
決
意
」
と
い
う

よ
う
な
静
的
な
状
態
で
は
な
く
、
日
々
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
に
揺
す
ぶ
ら
れ
る
中
で
の
、
動
的
な
平
衡
状
態
で
、
と
ら
え
に
く
い
。

「
回
復
」
は
、
日
々
の
心
が
け
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
「
無
常
（im

perm
anent

）」
な
も
の
で
も
あ
る
。
薬
物
な
し
に
日
常
生
活
を
過
ご

し
続
け
て
い
る
こ
と
で
そ
の
人
が
「
回
復
」
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
再
飲
酒
や
薬
物
再
使
用
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と

き
に
そ
の
人
が
本
当
に
は
「
回
復
」
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
示
唆
さ
れ
る
（
そ
の
人
の
「
回
復
」
が
失
わ
れ
た
、
と
い
う
言
い
方
で

は
な
く
）。

　

し
た
が
っ
て
、「
回
復
」
を
保
ち
つ
つ
パ
ン
ク
的
な
生
き
方
も
捨
て
な
い
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
簡
単
で
は
な
い
も
の
を
さ
ら
に

難
し
く
す
る
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
ノ
ア
が
「
パ
ン
ク
的
な
仏
教
」
あ
る
い
は
「
仏
教
的
な
パ
ン
ク
」
を
構
想

す
る
こ
と
が
意
味
を
も
つ
の
だ
と
も
い
え
る
。「
回
復
」
の
姿
は
、「
回
復
」
し
て
い
る
人
の
姿
を
み
る
こ
と
を
通
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
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語
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
。「
回
復
」
を
語
る
こ
と
ば
は
、「
回
復
」
し
て
い
る
モ
デ
ル
の
実
際
の
あ
り
よ
う
…
…
日
々

直
面
す
る
困
難
や
よ
ろ
こ
び
ご
と
、「
回
復
」
し
て
い
て
も
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
じ
る
感
情
の
波
の
実
際
、
日
常
生
活
の
中
で
誘
惑
を

や
り
過
ご
す
工
夫
、
感
情
の
波
の
影
響
を
減
じ
る
コ
ツ
…
…
感
情
の
取
り
扱
い
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
感
情
に
つ
い
て
の
詳
細
が
詰
ま

っ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。「
回
復
」
し
て
い
る
人
は
特
別
意
志
が
強
い
わ
け
で
は
な
く
、
道
徳
的
に
立
派
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

よ
う
な
人
が
、
仏
教
的
な
「
回
復
」
観
を
依
り
所
と
し
な
が
ら
、
仏
教
的
な
語
彙
を
も
っ
て
「
回
復
」
の
実
際
、
日
々
の
感
情
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
語
る
。
四
諦
八
正
道
は
、
苦
と
そ
の
反
復
、
反
復
の
停
止
の
方
法
論
で
あ
る
が
、
依
存
症
を
か
か
え
な
が
ら
生
き
る
人

の
日
常
を
描
写
す
る
こ
と
ば
を
提
供
し
て
い
る
。
ノ
ア
は
要
所
要
所
でskillful

と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
依
存
症
か
ら
の
仏
教
的

な
「
回
復
」
の
文
脈
で
は
、
こ
の
語
の
含
意
に
は
、
状
況
を
的
確
に
見
る
智
慧
、
慎
重
に
判
断
す
る
賢
明
さ
、
小
さ
な
問
題
は
許
せ
る

寛
容
さ
、
困
難
に
適
切
な
対
応
が
で
き
る
こ
と
、「
回
復
」
を
維
持
で
き
る
こ
と
、
等
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
仏
教
語
の
「
方
便

（U
paya

）」
を
さ
すskillful m
eans

に
か
け
た
こ
と
ば
と
も
思
わ
れ
る
が
、
彼
の
人
生
の
中
で
た
び
た
びunskillful

で
あ
っ
た
こ

と
を
反
省
し
つ
つ
ふ
り
か
え
る
こ
と
ば
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
仏
教
語
の
「
方
便
」
の
と
お
り
、
他
の
人
に
適
切
な
生
き
方
を
提
案

で
き
る
ス
キ
ル
を
さ
し
て
も
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
り
わ
け
、
ノ
ア
は
薬
物
依
存
症
か
ら
の
回
復
者
で
あ
る
。
反
社
会
的
な
行
動
を
重
ね
て
い
た
自
分
の
不
安
や
怒
り
や
悲
し
み
や
罪

責
感
を
、
不
良
少
年
の
こ
と
ば
で
、
パ
ン
ク
の
こ
と
ば
で
、
心
理
学
や
「
十
二
の
ス
テ
ッ
プ
」
の
こ
と
ば
で
、
そ
し
て
四
諦
八
正
道
の

こ
と
ば
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
ノ
ア
が
釈
迦
をSid
と
よ
ん
で
い
る
の
は
、
パ
ン
ク
ロ
ッ
ク
史
の
重
要
人
物
に
重
ね

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
よ
り
先
を
歩
い
て
い
る
「
回
復
」
の
語
り
手
と
し
て
、（
十
二
ス
テ
ッ
プ
系
の
グ
ル
ー
プ
で
よ
く
お
こ
な

わ
れ
る
よ
う
に
）
先
を
行
く
仲
間
と
し
て
の
親
し
み
を
こ
め
て
受
容
し
て
い
る
し
る
し
と
感
じ
ら
れ
る
。
仏
教
か
ら
依
存
症
を
論
じ
る
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な
ら
唯
識
や
熏
習
に
つ
い
て
言
及
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
し
、
瞑
想
的
実
践
に
力
点
を
置
き
す
ぎ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
よ
う
な
人
物
が
「
回
復
」
の
表
現
や
説
明
の
た
め
に
仏
教
の
こ
と
ば
を
語
る
こ
と
は
、
刑
事
施
設
の
中
に
も
仏
教

の
こ
と
ば
を
有
効
に
伝
え
る
。
仏
教
が
苦
を
ど
う
と
ら
え
得
て
ど
う
関
わ
り
う
る
の
か
、
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。

注（
1
）  Sam

 Littlefair W
allace, “Georgia Buddhist Jam

pa Paw
o executed, ” Lion
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Buddhism as a Language for Recovery
A Dharma Punk Program for Substance Addiction

KASAI Kenta

Addiction is a dysfunction of the eating habit, and a disease of lifestyle, in-
terpersonal relationships, and responsibility as a human being. A Buddhist 
approach for addiction recovery is discussed. Noah Levine, a Buddhist 
meditation teacher in the United States, has learned a “twelve steps” pro-
gram to recover from addiction, and has used Buddhist meditation to re-
cover from his own juvenile delinquency and addiction. He has integrated 
both practices and has developed a project to support youth who also  
suffer from those addictions and delinquency. He defines addiction as the 
action to avoid human difficulties and alleviate the pain (drug abuse) with-
out serious confrontation and observance. He also maintains addiction as 
dukkha (suffering as understood in Buddhism) and suggests refuge in the 
three treasures (Buddhahood as awareness of reality; Dharma as twelve 
steps, the four noble truths and the eightfold path; Sangha as a mutual 
support community) as a path to recovery. He finds common radical views 
to question the default value system both in Buddhism and punk rock 
music, of which he is a fan.


