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一

は
じ
め
に

　

本
論
は
「
中
村
古
峡
、
変
態
心
理
小
説
の
蹉
跌
―
大
正
期
〈
狂
気
〉
文
学
再
考

の
た
め
の
一
視
点
（
一
）」（『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集　

文
学
部
篇
』
四
八　

二
〇
二
三
・

三
）
の
後
篇
に
あ
た
る
。
具
体
的
な
議
論
に
入
る
前
に
、
前
篇
で
の
議
論
を
ま
と

め
、
問
題
の
所
在
と
本
論
の
目
論
見
を
確
認
し
て
お
き
た
い
１
。

　

前
篇
で
は
、〈
狂
気
〉
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
古
峡
の
小
説
草
稿
二
本
が
、
師
事

し
て
い
た
夏
目
漱
石
か
ら
酷
評
さ
れ
た
一
件
に
着
目
し
、
①
「
彼
の
〈
狂
気
〉
文

学
が
、
こ
の
時
代
の
文
壇
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
」、
②
「
大

き
な
挫
折
や
転
身
を
経
て
も
な
お
〈
狂
気
〉
文
学
を
書
き
続
け
た
古
峡
だ
が
、
あ

え
て
文
学
と
い
う
枠
組
み
を
通
じ
て
〈
狂
気
〉
を
語
る
こ
と
に
は
い
か
な
る
意
味

が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
二
つ
の
問
い
を
掲
げ
て
考
察
を
進
め
た
。

　

レ
オ
ニ
ー
ド
・
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
『
思
想
』（
一
九
〇
二
）
を
は
じ
め
と
す
る
、

同
時
代
に
規
範
視
さ
れ
た
〈
狂
気
〉
文
学
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
文
壇
の
反
応
を
分

析
し
た
結
果
み
え
て
き
た
の
は
、〝
筋
の
通
ら
な
い
〈
狂
気
〉
表
象
へ
の
忌
避
〞

と
で
も
呼
ぶ
べ
き
批
評
の
志
向
で
あ
っ
た
。
正
常
の
範
疇
に
収
ま
り
切
ら
な
い

〈
狂
気
〉
と
い
う
精
神
を
描
こ
う
と
す
る
以
上
、
筋
が
通
ら
な
い
唐
突
さ
や
飛
躍

は
あ
っ
て
然
る
べ
き
な
の
だ
が
、
当
時
の
批
評
を
み
る
限
り
、
そ
う
し
た
唐
突
さ

や
飛
躍
は
、
最
終
的
に
作
品
の
明
晰
な
主
題
や
〈
思
想
〉
に
収
斂
さ
れ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
評
価
に
値
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

古
峡
は
自
身
の
作
品
で
、〈
狂
気
〉
に
陥
っ
た
個
人
の
常
軌
を
逸
し
た
感
覚
・

思
考
の
過
程
を
な
ぞ
る
よ
う
に
描
き
出
そ
う
と
試
み
て
い
た
。〈
狂
気
〉
そ
れ
自

体
を
描
く
こ
と
に
特
化
し
た
と
も
い
え
る
の
だ
が
、
こ
の
時
代
の
〈
狂
気
〉
文
学

に
求
め
ら
れ
た
枠
組
み
か
ら
は
、
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
た
と
い
え
る
。
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二

　

漱
石
も
ま
た
無
意
識
的
に
せ
よ
、〈
狂
気
〉
文
学
を
め
ぐ
る
当
時
の
枠
組
み
を

前
提
に
古
峡
の
草
稿
を
読
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
結
果
、
そ
こ
に
収
斂
し
き

れ
な
い
古
峡
の
〈
狂
気
〉
表
象
は
、
彼
の
目
に
は
非
「
小
説
」
的
、
非
「
芸
術
」

的
な
表
現
と
し
か
映
ら
ず
、
そ
れ
が
酷
評
に
繋
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
推
察
さ
れ

る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、〈
狂
気
〉
自
体
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

別
に
小
説
と
い
う
形
式
に
こ
だ
わ
る
必
要
も
な
い
。
事
実
、
古
峡
は
次
第
に
文
学

を
離
れ
、
一
九
一
七
年
に
は
日
本
精
神
医
学
会
を
設
立
し
て
、
機
関
月
刊
誌
『
変

態
心
理
』
を
創
刊
。
以
降
は
、
変
態
心
理
学
研
究
の
一
環
と
し
て
〈
狂
気
〉
を
書

き
記
す
方
向
へ
と
歩
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
論
で
は
こ
れ
ら
前
篇
の
議
論
を
踏
ま
え
、
残
さ
れ
た
②
「
大
き
な
挫
折
や
転

身
を
経
て
も
な
お
〈
狂
気
〉
文
学
を
書
き
続
け
た
古
峡
だ
が
、
あ
え
て
文
学
と
い

う
枠
組
み
を
通
じ
て
〈
狂
気
〉
を
語
る
こ
と
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
っ
た
の

か
」
と
い
う
問
題
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。
ま
た
同
時
に
、
作
者
・
読

者
・
批
評
家
と
い
っ
た
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
大
正

期
の
文
学
共
同
体
が
、〈
狂
気
〉
を
如
何
様
に
〈
消
費
〉
し
て
い
た
の
か
を
、
古

峡
の
〈
狂
気
〉
文
学
を
軸
と
し
つ
つ
描
き
出
し
て
み
た
い
。

　

そ
の
見
取
り
図
か
ら
は
、
当
時
の
文
学
共
同
体
が
抱
い
て
い
た
〈
狂
気
〉
観
の

無
意
識
的
な
偏
向
や
、
古
峡
の
〈
狂
気
〉
文
学
の
有
し
た
特
異
な
位
置
と
意
義
と

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

　

な
お
本
論
で
は
、〈
狂
気
〉
を
本
質
的
・
普
遍
的
な
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、

歴
史
的
・
文
化
的
な
文
脈
の
も
と
で
構
築
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
て
い
く
。
議

論
の
過
程
で
は
、
今
日
的
な
感
覚
か
ら
は
差
別
的
と
も
思
わ
れ
る
言
説
も
と
り
あ

げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
あ
く
ま
で
こ
の
時
代
の
〈
狂
気
〉
観
を
、
実
際
に
流
通
し

て
い
た
言
葉
を
通
じ
て
捉
え
て
い
く
た
め
で
あ
る
。

一　
『
変
態
心
理
の
人
々
』
に
お
け
る
改
変

　

結
局
、
漱
石
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
古
峡
の
草
稿
の
う
ち
の
一
本
が
世
に
出
た
の

は
、
一
九
一
八
年
一
月
号
の
『
変
態
心
理
』
誌
上
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
精

神
病
患
者
の
事
例
を
紹
介
し
た
記
事
「
二
狂
人
」
の
前
半
部
分
「
一
、
変
質
狂
」

と
し
て
で
あ
る
。
翌
年
に
は
、
彼
の
研
究
や
評
論
な
ど
が
ま
と
め
ら
れ
た
書
籍

『
変
態
心
理
の
研
究
』（
大
同
館
書
店　

一
九
一
九
）
に
「
仮
寝
の
後
」
と
タ
イ
ト
ル

が
変
更
さ
れ
た
上
で
再
録
も
さ
れ
た
が
、「
出
来
る
だ
け
事
実
に
忠
実
な
ら
ん
こ

と
を
努
め
た
」
こ
の
作
品
が
、
読
者
に
「
狂
気
の
由
つ
て
来
る
経
路
、
そ
の
恐
る

べ
き
こ
と
、
ま
た
如
何
に
し
て
こ
れ
を
予
防
す
べ
き
か
の
問
題
に
対
し
、
多
少
で

も
ヒ
ン
ト
を
与
ふ
る
こ
と
を
得
た
ら
、
余
の
望
み
は
足
り
る
」（「
序
」、
二
頁
）
と

語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
あ
く
ま
で
変
態
心
理
学
の
研
究
資
料
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
草
稿
の
辿
っ
た
文
学
作
品
か
ら
研
究
資
料

へ
と
い
う
紆
余
曲
折
に
は
、
文
学
者
か
ら
心
理
学
研
究
者
へ
と
い
う
古
峡
の
転
身

が
ま
さ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
本
作
に
は
、
後
に
さ
ら
な
る
位
置
付
け
の
変
更
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
）
に
被
災
し
た
古

峡
に
到
来
し
た
〈
創
作
熱
〉
の
再
燃
で
あ
っ
た
。
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中
村
古
峡
、
変
態
心
理
小
説
の
射
程
（
竹
内
瑞
穂
）

三

こ
の
小
説
﹇
＝
『
殻
』﹈
を
書
い
て
か
ら
後
、
私
は
自
分
の
仕
事
の
都
合
上
、

今
日
ま
で
全
く
創
作
に
筆
を
染
め
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
所
が

昨
年
の
大
地
震
後
、
私
は
ま
た
時
々
創
作
の
熱
に
襲
は
れ
る
や
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
解
熱
の
一
手
段
と
し
て
、
爰
に
先
づ
、
久
し
く
絶

版
に
な
つ
て
ゐ
た
上
、
更
に
右
の
震
災
で
そ
の
紙
型
ま
で
焼
か
れ
て
し
ま

つ
た
此
の
小
著
の
復
活
を
図
つ
た
次
第
で
す
。
今
後
追
々
に
新
作
に
も
手

を
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
ら
幸
福
だ
と
存
じ
ま
す
。
２

　

こ
の
改
版
『
殻
』
の
「
自
序
」
に
し
た
た
め
ら
れ
た
、
も
う
一
度
創
作
活
動
に

携
わ
り
た
い
と
い
う
古
峡
の
願
い
は
、
さ
ら
に
彼
の
短
編
を
集
め
た
『
変
態
心
理

の
人
々
』（
一
九
二
六
）
の
刊
行
に
繋
が
っ
て
い
く
。（
参
照
：
図
表
１
）

　

本
書
収
録
作
の
初
出
を
み
て
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
（
参
照
：
図
表
２
）、
そ
の

多
く
が
も
と
は
『
変
態
心
理
』
の
記
事
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
小
説
と
い
う

よ
り
も
実
録
や
評
論
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ

図表１. 広告
「変態心理の人々」

（『東京朝日新聞』
1926.7.19朝刊）1面

図表２. 中村古峡『変態心理の人々』（大阪屋号書店1926.6）収録作品一覧

題　　名 初　出　等 備　　　考

ある青年の遺書 書き下ろし。1926.4 執筆 執筆時期は、古峡日記（1926）より

田舎教師 『変態心理』1(4) 1918.1 初出は『変態心理』の記事「二狂人」の「二、早発痴
狂 」。 中 村 古 峡『 変 態 心 理 の 研 究 』( 大 同 館 書 店 
1919.11) にも掲載

二狂女 『変態心理』4(4) 1919.10

うたたねの後 『変態心理』1(4) 1918.1 初出は『変態心理』の記事「二狂人」の「一、変質狂」。
「仮寝の後」と題して、『変態心理の研究』( 前掲 ) にも
掲載

盗癖 『新潮』20(1) 1914.1 初出時タイトルは「甥」

正心邪心 書き下ろし。1926.4 執筆 執筆時期は、古峡日記（1926）より

見棄てられた魂 『変態心理』4(5)  1919.11 初出時タイトルは「花江ちやん」

上奏者 S 君 『変態心理』5(2)・(3)　1920.2・3 初出時タイトルは「狂人研究⑵ 上奏者 S 君−代表的な
一訴訟狂−」、「狂人研究⑶ 彼の入院前後−代表的な一
訴訟狂（続）−」

蕃地から 『中央公論』31(8) 1916.7
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四

る
３
。
だ
が
、『
変
態
心
理
の
人
々
』
の
広
告
が
、「
本
書
は
変
態
心
理
研
究
の
権

威
た
る
著
者
多
年
の
研
究
中
の
事
実
に
取
材
せ
ら
れ
た
創
作
数
編
」
を
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
と
紹
介
し
て
い
た
こ
と
の
意
味
は
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

重
要
な
の
は
、
当
初
は
異
な
っ
た
意
図
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
で
あ
ろ
う
い
く
つ
も

の
著
作
が
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
す
べ
て
が
「
創
作
」、
す
な
わ
ち
文
学
と
い
う

枠
内
に
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

実
際
、『
変
態
心
理
の
人
々
』
に
収
録
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
字
句
の
変
更
に

と
ど
ま
ら
な
い
様
々
な
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
。『
変
態
心
理
』（
四
（
四
）　

一
九

一
九
・
一
〇
）
を
初
出
と
す
る
『
二
狂
女
』
を
み
て
み
よ
う
。
初
出
版
の
冒
頭
に

は
「
此
の
一
篇
を
森
田
医
学
士
に
呈
す
」（
四
〇
七
頁
）、
末
尾
に
「
こ
の
材
料
は

全
部
森
田
医
学
士
が
余
に
与
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
云
は
ば
合
作
と
も
云
ふ

べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
茲
に
事
実
を
附
記
し
て
同
学
士
に
謝
す
。
―
古
峡

生
」（
四
一
八
頁
）
と
の
付
記
が
み
ら
れ
る
。

　
「
森
田
医
学
士
」
と
は
、
日
本
精
神
医
学
会
の
活
動
を
通
じ
て
古
峡
と
親
交
を

深
め
て
い
た
森
田
正
馬
を
指
す
。
森
田
は
、
精
神
科
医
と
し
て
巣
鴨
病
院
、
根
岸

病
院
な
ど
で
働
き
、
の
ち
に
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学
教
授
と
な
っ
た
人
物
で
、
神

経
質
を
対
象
と
し
た
精
神
療
法
で
あ
る
森
田
療
法
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
古
峡
以
上
に
著
名
な
精
神
医
学
者
だ
っ
た
森
田
か
ら
材
料
を
提
供
さ
れ
た

「
合
作
」
で
あ
る
と
い
う
看
板
は
、
書
か
れ
た
内
容
を
権
威
づ
け
る
の
に
あ
つ
ら

え
向
き
だ
っ
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
収
録
版
で
は
こ
れ
ら
の
付
記
は
す
べ
て
削

除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

似
た
よ
う
な
改
変
は
『
上
奏
者
Ｓ
君
』
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
作
は
、

『
変
態
心
理
』
誌
上
で
不
定
期
連
載
さ
れ
た
「
狂
人
研
究
」
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
の

ひ
と
つ
で
、
初
出
時
（『
変
態
心
理
』
五
（
二
）、（
三
）　

一
九
二
〇
・
二
、
三
）
に
は

「
代
表
的
な
一
訴
訟
狂
」
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
収
録
版
で
は
削

除
。
本
文
で
も
、
Ｓ
君
が
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
た
後
に
付
さ
れ

た
「（
パ
ラ
ノ
イ
ア
と
は
ど
ん
な
精
神
病
で
あ
る
か
は
、
本
誌
昨
年
十
二
月
号
所

蔵
、
白
楊
生
の
『
大
本
教
徒
の
心
理
解
剖
』
中
、
第
三
節
『
大
本
教
徒
の
心
理
的

分
析
』
第
四
を
参
照
し
て
貰
ひ
た
い
。
又
幻
想
と
被
害
妄
想
が
何
を
意
味
す
る
か

は
、
本
誌
本
年
一
月
号
に
出
て
ゐ
る
余
の
『
狂
気
と
は
何
ぞ
』
を
参
照
せ
ら
れ
た

し
。）」
と
い
う
括
弧
書
き
が
す
べ
て
消
さ
れ
て
い
る
（
三
〇
一
頁
）
４
。

　

森
田
の
助
力
を
記
し
た
付
記
や
、
参
照
す
べ
き
研
究
を
示
し
た
括
弧
書
き
な
ど

は
、『
変
態
心
理
』
誌
上
の
議
論
を
知
悉
し
て
い
る
読
者
に
は
有
意
義
な
情
報

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
文
脈
を
共
有
し
な
い
ま
ま
単
行
本
の
み
を
手
に
取
っ
た
読

者
に
は
過
分
な
情
報
と
な
る
可
能
性
は
高
い
。
削
除
は
後
者
に
対
す
る
配
慮
と
も

考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
初
出
時
に
は
与
え
ら
れ
て
い
た
研
究
資
料

と
し
て
の
役
割
が
希
薄
化
さ
れ
、
文
学
作
品
に
い
っ
そ
う
接
近
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
間
違
い
な
い
。

　

古
峡
の
狙
い
通
り
『
変
態
心
理
の
人
々
』
所
収
作
を
文
学
作
品
と
し
て
読
み
進

め
る
の
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
改
変
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
具
体
的
に
は
も
た
ら
す

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
上
奏
者
Ｓ
君
』
を
例
に
検
討
を
進
め
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。
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五

二　
〈
狂
気
〉
の
経
験
を
分
か
ち
合
う
テ
ク
ス
ト

　
　
　
　
―
『
上
奏
者
Ｓ
君
』、『
見
棄
て
ら
れ
た
魂
』

　
『
上
奏
者
Ｓ
君
』
は
、
小
説
と
し
て
は
少
々
複
雑
な
構
成
を
有
し
て
い
る
。
前

半
は
主
人
公
・
杉
野
を
焦
点
人
物
と
す
る
三
人
称
小
説
の
形
式
を
と
る
が
、
後
半

か
ら
は
杉
野
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
上
奏
文
な
ど
が
複
数
引
用
さ
れ
、
ま
た
本
文
末

尾
に
は
入
院
当
時
に
彼
が
医
員
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
、
一
人
称
の
口
述
筆
記
が
載

せ
ら
れ
て
い
る
。

　

物
語
は
、
杉
野
が
優
秀
な
小
学
校
校
長
と
し
て
し
ば
し
ば
表
彰
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
さ
ら
に
「
熱
心
な
中
等
教
員
の
志
望
者
」
で
も
あ
り
、
熱
心
に
講
習
会
な
ど

に
も
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
語
り
手
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

る
。
だ
が
、「
此
の
勤
勉
な
校
長
が
、
明
治
三
十
九
年
六
月
に
な
つ
て
俄
然
休
職

を
命
じ
ら
れ
」
て
し
ま
う
。

　

　

あ
る
日
彼
は
平
素
の
如
く
何
心
な
く
登
校
し
て
見
る
と
、
机
上
に
一
封

の
書
状
が
載
つ
て
ゐ
た
。﹇
中
略
﹈
彼
は
其
の
日
午
後
の
授
業
を
休
ん
で
役

場
へ
行
つ
て
見
る
と
、
思
ひ
も
か
け
ぬ
辞
職
勧
告
の
一
件
で
あ
る
。
／
「
一

体
何
故
に
僕
は
辞
職
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
か
。」 

彼
は
驚
き
の
あ

ま
り
、
少
し
せ
き
込
ん
で
斯
う
尋
ね
た
。
顔
色
は
真
蒼
に
な
つ
て
ゐ
た
。
／

「
理
由
は
私
に
は
分
ら
な
い
。
し
か
し
郡
役
所
か
ら
の
達
示
だ
か
ら
」
と
、

白
髪
頭
の
村
長
は
い
や
に
落
ち
つ
い
て
ゐ
た
。（
一
九
三
頁
）

　

　

さ
ら
に
彼
は
役
所
の
役
人
に
付
き
添
わ
れ
て
隣
町
の
医
師
の
診
察
に
連
れ
て
い

か
れ
、「「
冗
談
も
い
ゝ
加
減
に
な
さ
い
」
と
云
つ
て
や
り
た
い
ほ
ど
の
愚
問
」
を

含
む
、
様
々
な
質
問
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
ま
る
で
毎
日
彼
が

教
へ
て
ゐ
る
小
学
校
の
生
徒
並
に
自
分
を
取
扱
は
れ
て
、
口
答
試
験
で
も
受
け
さ

せ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
」
を
感
じ
た
彼
の
答
弁
は
、「
自
然
逆
襲

的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
」
と
い
う
（
一
九
五
頁
）。
杉
野
に
し
て
み
れ
ば
、

理
由
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
日
常
生
活
が
突
如
崩
れ
落
ち
て
い
く
よ
う
な
感
覚
で
あ

ろ
う
。
不
可
解
で
あ
る
が
ゆ
え
に
恐
ろ
し
く
、
ま
た
憤
ろ
し
く
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
前
半
部
分
で
は
、
理
不
尽
な
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に

対
す
る
、
杉
野
の
と
ま
ど
い
や
憤
り
は
丁
寧
に
語
ら
れ
て
い
く
が
、
肝
心
の
「
な

ぜ
休
職
を
命
じ
ら
れ
た
の
か
？
」
と
い
う
謎
に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
は
っ
き
り

と
し
た
答
え
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
以
前
、
杉
野
が
同
僚
と
の
口
論
の
後
、

し
ば
ら
く
感
情
が
不
安
定
な
状
態
が
回
復
せ
ず
「
脳
病
院
」
で
の
治
療
を
受
け
た

こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
同
僚
に
毒
殺
さ
れ
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
大
袈
裟
に

語
る
様
子
な
ど
も
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
杉
野
が
ど
こ
か
病
的
な
部
分
を
抱
え
た

人
物
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
推
測
で
き
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
休
職
命
令
の
原
因
だ
と

ま
で
は
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
後
半
に
入
っ
て
く
る
と
、
杉
野
の
行
動
は
明
ら
か
に
〈
狂
気
〉
じ
み
て

く
る
。
議
員
へ
の
陳
情
、
県
知
事
・
村
長
ら
を
提
訴
、
さ
ら
に
は
天
皇
へ
の
上
奏

の
企
図
を
繰
り
返
す
と
い
っ
た
常
軌
を
逸
し
た
行
動
の
数
々
が
、
具
体
的
な
書
簡

や
上
奏
文
の
引
用
を
伴
い
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、「
以
上

の
記
録
を
一
見
さ
れ
た
読
者
は
、
こ
の
杉
野
が
パ
ラ
ノ
イ
ア
と
い
ふ
一
種
の
精
神
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病
に
罹
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
直
ち
に
看
破
さ
れ
る
に
相
違
な
い
と
思
ふ
」（
一
九
五
頁
）

と
い
う
遠
回
し
な
言
い
方
で
は
あ
る
も
の
の
、
語
り
手
に
よ
っ
て
杉
野
が
「
パ
ラ

ノ
イ
ア
」（
偏
執
病
、
妄
想
症
）
と
い
う
精
神
病
患
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
客
観
的

な
事
実
と
し
て
確
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

収
録
版
で
は
こ
の
よ
う
に
、
杉
野
の
主
観
に
寄
り
添
っ
た
前
半
と
、
そ
れ
を
相

対
化
し
て
い
く
後
半
と
い
う
物
語
の
断
層
が
目
立
つ
。
プ
ロ
ッ
ト
自
体
は
、『
変

態
心
理
』
の
記
事
と
し
て
出
た
初
出
版
と
同
じ
な
の
だ
が
、
収
録
版
と
初
出
版
と

で
は
読
み
手
に
与
え
る
印
象
は
大
き
く
異
な
っ
た
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
初
出
版
に
の
み
「
代
表
的
な
一
訴
訟
狂
」
と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い
た

か
ら
だ
。（
参
照
：
図
表
３
）

副
題
を
前
提
に
読
む
の

で
あ
れ
ば
、
タ
イ
ト
ル
に

あ
る
「
Ｓ
君
」
こ
と
杉
野

が
、「
訴
訟
狂
」
と
い
う

精
神
病
患
者
で
あ
る
と

い
う
〈
答
え
〉
が
あ
ら
か

じ
め
示
さ
れ
て
お
り
、
前

半
部
分
も
最
初
か
ら
病

が
も
た
ら
し
た
認
知
の

歪
み
を
描
い
た
話
と
し

て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
小
説
と
し
て
提
示
さ
れ
た
収
録
版
に
は
副
題
が
削
ら
れ
て
い
た
。

「
訴
訟
狂
」
と
い
う
サ
イ
ン
が
消
去
さ
れ
た
こ
と
で
、
物
語
構
造
上
、
読
者
は
主

人
公
・
杉
野
に
寄
り
添
う
語
り
手
の
語
り
に
誘
導
さ
れ
な
が
ら
、
彼
が
直
面
し
た

世
界
を
理
不
尽
さ
も
そ
の
ま
ま
に
追
体
験
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ

た
ま
か
ら
精
神
病
患
者
の
妄
想
だ
と
決
め
つ
け
て
読
む
時
と
は
、
明
ら
か
に
異
な

る
経
験
が
そ
こ
に
は
あ
る
は
ず
だ
。
精
神
病
患
者
の
記
録
か
ら
小
説
へ
と
ジ
ャ
ン

ル
を
移
行
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
、『
上
奏
者
Ｓ
君
』
は
、〈
狂
気
〉
を
分
析
す
る
た

め
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
そ
の
経
験
を
読
み
手
と
分
か
ち
合
う
た
め
の
テ
ク
ス
ト
へ

と
組
み
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

古
峡
本
人
が
ど
れ
だ
け
意
識
し
て
改
変
を
施
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
だ

が
、
収
録
版
に
み
ら
れ
た
志
向
は
、『
変
態
心
理
の
人
々
』
の
他
の
短
編
に
も
大

な
り
小
な
り
通
底
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
、『
見
棄
て
ら
れ
た
魂
』
を
み
て
お
き
た
い
。
本

作
は
『
変
態
心
理
』（
四
（
五
）　

一
九
一
九
・
一
一
）
に
「
花
江
ち
や
ん
」
と
し
て

掲
載
さ
れ
た
の
ち
、
本
書
に
収
録
。
そ
の
際
に
タ
イ
ト
ル
が
変
更
さ
れ
て
い
る

が
、
本
文
等
は
数
ヶ
所
字
句
の
訂
正
が
あ
る
程
度
で
、
筋
に
つ
い
て
は
特
に
手
は

加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
身
分
卑
し
く
な
い
家
庭
か
ら
来
た
一
三
歳
の
少
女
・
花
江

ち
ゃ
ん
に
は
、
入
院
後
誰
一
人
と
し
て
面
会
に
来
る
者
は
な
か
っ
た
。
人
見
知
り

も
せ
ず
誰
に
で
も
平
気
で
抱
か
れ
る
彼
女
は
、
看
護
婦
や
患
者
た
ち
に
持
て
囃
さ

れ
た
が
、
そ
の
振
る
舞
い
は
「
生
後
満
八
ヶ
月
位
の
程
度
」
だ
っ
た
。
彼
女
が

「
生
来
の
高
度
な
白
痴
で
あ
る
か
、
は
た
麻
痺
性
痴
呆
と
い
う
一
種
の
精
神
病
」

で
あ
る
か
は
「
死
後
其
の
脳
髄
の
解
剖
に
拠
る
の
外
は
、
ど
う
し
て
も
明
確
な
証

図表３. 中村古峡『上奏者Ｓ君』冒頭：
［右］初出版（『変態心理』5(2)）、［左］収録版（『変態心理の人々』）
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明
を
与
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」。
だ
が
、「
何
に
せ
よ
、
精
神
病
院
と
云
ふ
別
世

界
の
中
に
は
、
斯
う
云
ふ
哀
れ
な
子
供
も
ゐ
る
こ
と
を
、
忘
れ
な
い
で
ゐ
て
貰
ひ

た
い
」
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
で
物
語
は
閉
じ
ら
れ
て
い
く
（
一
八
六
―
一
八
七

頁
）。

　

語
り
手
の
変
態
心
理
学
／
精
神
医
学
的
な
知
に
基
づ
い
て
主
人
公
が
ま
な
ざ
さ

れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
み
て
き
た
『
上
奏
者
Ｓ
君
』
と
似
た
構
造
を

持
つ
。
た
だ
し
、「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
杉
野
と
は
異
な
り
、

本
作
の
場
合
は
花
江
ち
ゃ
ん
が
生
き
て
い
る
限
り
、
そ
の
症
状
が
何
に
由
来
す
る

か
は
「
明
確
な
証
明
を
与
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
さ
れ
る
。
当
時
の
精
神
医

療
で
は
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
も
い
る
わ
け
だ
が
、
語
り
手

の
主
眼
は
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
な
い
。
精
神
病
院
に
入
っ
た
後
は
誰
も
面
会
に
来

て
く
れ
な
い
花
江
ち
ゃ
ん
は
、
実
質
的
に
家
族
や
社
会
か
ら
捨
て
ら
れ
、
忘
却
さ

れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
女
の
病
院
内
で
の
生
活
を
、
語
り
手
は
淡
々
と

綴
っ
て
い
く
。

﹇
花
江
ち
ゃ
ん
は
﹈
総
て
に
表
情
の
欠
け
て
ゐ
る
こ
と
は
前
に
も
云
つ
た
。
所

が
極
め
て
稀
に
は
さ
も
嬉
し
さ
う
に
笑
ひ
を
漏
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
殊
に

其
れ
は
人
に
抱
か
れ
た
り
負
ぶ
さ
つ
た
り
し
た
時
に
主
と
し
て
現
れ
る
。
其

の
嬉
し
さ
が
高
じ
て
来
る
と
、
時
に
は
咽
喉
の
奥
で
変
な
音
声
を
発
し
な

が
ら
、
抱
か
れ
て
ゐ
る
人
の
顔
に
自
分
の
頬
や
鼻
先
を
擦
り
つ
け
て
来
て
、

や
ゝ
も
す
る
と
噛
み
付
き
さ
う
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
犬
猫
が
嬉
し
い
時

に
す
る
態
度
に
頗
る
髣
髴
し
て
ゐ
る
。（
一
八
五
頁
）

　　

現
代
の
倫
理
観
か
ら
す
れ
ば
、
患
者
を
「
犬
猫
」
に
喩
え
る
の
は
受
け
入
れ
難

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
過
度
に
美
化
す
る
こ
と
も
な
く
重
ね
ら

れ
て
い
く
日
常
の
記
述
が
、
彼
女
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
が
実
際
に
精
神
病
院
で

生
き
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、
我
々
読
者
に
想
起
さ
せ
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
る

こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。『
変
態
心
理
の
人
々
』
に
収
録
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
本

作
に
は
『
見
棄
て
ら
れ
た
魂
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
新
た
に
与
え
ら
れ
た
が
、
そ

の
変
更
も
ま
た
、
作
品
の
主
眼
を
明
確
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
収
録
版

は
新
し
い
タ
イ
ト
ル
も
含
め
、
全
体
と
し
て
精
神
病
院
で
生
き
て
い
た
子
ど
も
た

ち
を
「
忘
れ
な
い
で
ゐ
て
貰
ひ
た
い
」
と
い
う
語
り
手
の
願
い
に
適
っ
た
テ
ク
ス

ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

古
峡
の
創
作
、
な
か
で
も
研
究
が
進
ん
で
い
る
『
殻
』
に
つ
い
て
は
、
患
者
家

族
、
親
戚
や
近
隣
の
人
々
た
ち
と
の
関
係
、
そ
し
て
軍
隊
生
活
や
精
神
病
院
な
ど

と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
当
時
の
実
情
を
照
射
し
た
テ
ク
ス
ト
で

あ
る
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
５
。『
変
態
心
理
の
人
々
』
に
も
同
じ
よ
う
な
側

面
が
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
本
書
収
録
作
の
数
篇
は
、
も
う
一
歩
先
へ
と

踏
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
上
奏
者
Ｓ
君
』
が
、
患
者
が
直
面
す
る

理
不
尽
な
世
界
を
読
者
も
体
感
で
き
る
よ
う
、
語
り
が
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

あ
る
い
は
『
見
棄
て
ら
れ
た
魂
』
が
、
社
会
か
ら
見
棄
て
ら
れ
忘
却
さ
れ
た
子
供

た
ち
が
精
神
病
院
に
実
在
す
る
の
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
物
語
に
な
っ
て
い
た
こ

と
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
文
学
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
て
、〈
狂
気
〉
と
向
か

い
合
っ
た
人
々
―
患
者
本
人
の
み
な
ら
ず
、
家
族
や
医
療
者
ら
ま
で
を
含
む
―
の
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個
々
の
経
験
と
記
憶
を
読
者
た
ち
と
分
か
ち
合
う
と
い
う
方
法
が
、
積
極
的
に
試

み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
だ
。

三　
初
心
へ
の
回
帰

　

こ
こ
で
ひ
と
つ
思
い
出
し
て
お
き
た
い
の
が
、古
峡
の
文
学
へ
の
回
帰
が
『
殻
』

の
改
版
刊
行
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
改
版
に
あ
た
っ
て
『
殻
』
を

読
み
直
し
た
古
峡
は
、「
今
見
る
と
一
層
不
満
な
点
が
多
く
て
殆
ど
閉
口
」
し
た

ら
し
い
の
だ
が
６
、
彼
の
回
帰
に
向
け
て
の
最
初
の
一
歩
が
『
殻
』
の
再
読
に

あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
『
殻
』
に
は
、
変
態
心
理
学
者
と

し
て
活
躍
し
て
い
た
当
時
の
古
峡
が
読
ん
だ
な
ら
ば
、
鋭
い
自
己
批
判
と
し
て
受

け
止
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

病
状
の
悪
化
か
ら
弟
・
為
雄
が
入
院
し
窮
乏
を
極
め
た
稔
は
、
知
人
か
ら
紹
介

状
を
も
ら
い
、
藁
に
も
す
が
る
気
持
ち
で
「
現
時
日
本
に
於
け
る
斯
学
界
の
泰

斗
」
と
さ
れ
た
帝
国
精
神
病
院
の
院
長
の
元
を
訪
ね
て
い
く
。

　

　
「
一
体
弟
御
の
病
気
は
、
ど
う
云
ふ
風
に
お
悪
い
の
で
す
。」
／
其
時
博

士
は
斯
う
云
つ
て
尋
ね
た
。
お
よ
そ
心
に
思
ひ
あ
る
も
の
は
、
其
れ
を
語

つ
た
だ
け
で
も
多
少
の
慰
藉
は
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
稔
も
我
知
ら
ず

つ
い
為
雄
の
病
歴
を
語
り
始
め
た
。
け
れ
ど
も
博
士
の
此
の
質
問
が
、
稔

の
境
遇
を
憐
む
心
か
ら
出
た
と
云
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
新
し
い
研
究
の
資
料

を
繹
ね
る
態
度
に
基
い
た
と
云
ふ
こ
と
に
心
付
い
た
時
、
彼
は
急
に
激
し

い
悔
恨
と
屈
辱
と
を
覚
え
て
、
中
途
で
ぴ
た
り
と
口
を
結
ん
だ
。﹇
中
略
﹈
今

彼
の
胸
に
は
、
現
実
の
傷い

た
み痍
が
余
り
に
鋭
か
つ
た
。
火
は
刻
々
に
彼
の
心

髄
を
焦
き
つ
ゝ
あ
る
。
と
て
も
科
学
者
が
其
材
料
を
取
扱
ふ
時
の
や
う
な
、

冷
か
な
る
感
想
を
容
れ
る
余
地
が
な
か
つ
た
。
７

　　

こ
こ
で
は
稔
の
揺
れ
る
心
の
内
を
通
じ
て
、
博
士
が
患
者
を
科
学
者
の
立
場
か

ら
一
方
的
に
「
材
料
」
視
す
る
こ
と
へ
の
強
い
嫌
悪
感
や
、
患
者
と
と
も
に
苦
し

み
抜
い
て
い
る
家
族
の
境
遇
に
対
し
て
全
く
無
関
心
で
い
る
こ
と
へ
の
違
和
感
が

描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　

確
か
に
、
博
士
の
「
科
学
者
」
と
し
て
の
振
る
舞
い
は
、
結
局
誰
ひ
と
り
と
し

て
「
慰
謝
」
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
だ
が
、
変
態
心
理
学
者
と
い
う
「
科

学
者
」
と
な
っ
た
再
読
時
の
古
峡
は
、
果
た
し
て
稔
や
過
去
の
自
分
の
懸
念
に
、

十
分
に
応
答
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
主
幹
を
務
め
た
『
変
態
心
理
』
誌
の
記

事
や
何
冊
も
の
啓
蒙
書
に
お
い
て
、
彼
が
熱
心
に
書
き
綴
っ
て
き
た
の
は
、〈
狂

人
〉
を
心
理
学
的
・
精
神
医
学
的
に
分
析
し
た
記
録
の
数
々
で
あ
る
。

　

変
態
心
理
学
者
と
し
て
の
古
峡
の
名
を
一
躍
世
に
広
め
た
、
彼
の
大
本
教
批
判

を
み
て
み
よ
う
。
古
峡
は
大
本
教
を
、「
一
宗
教
性
妄
想
患
者
」
に
す
ぎ
な
い
教

祖
の
「
半
ば
自
動
的
な
濫
書
」
で
あ
る
「
お
筆
先
」
に
集
ま
っ
た
「
パ
ラ
ノ
イ

ア
、
妄
想
性
痴
呆
、
迷
信
者
、
山
師
連
等
の
集
団
」
で
あ
り
、「
何
れ
に
し
て
も
、

其
の
変
態
心
理
の
所
有
者
た
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
」
と
断
言
し
、
ひ
る
が
え
っ

て
「
余
の
一
文
は
、
彼
等
大
本
教
信
者
の
精
神
診
断
に
於
て
、
正
に
一
検
診
器
を

提
供
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
８
。
当
時
「
大
正
十
年
立
替
え
説
」
の
よ
う
な
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九

終
末
論
を
宣
伝
し
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
大
本
教
を
叩
く
こ
と
は
、
古
峡
に

と
っ
て
変
態
心
理
学
と
い
う
新
興
の
学
問
領
域
を
宣
伝
す
る
ま
た
と
な
い
好
機

だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
変
態
心
理
学
に
基
づ
い
た
〈
科
学
〉
的
な
診
断
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
抱
え
る
苦
悩
か
ら
ど
う
に
か
救
わ
れ
た
い
と
大
本
教
に
集
っ
た
人
々
を
、

本
当
の
意
味
で
助
け
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
古
峡
が
文
学
へ
の
回
帰
の
一
環
と
し
て
ま

と
め
た
『
変
態
心
理
の
人
々
』
の
「
創
作
」
群
が
、〈
狂
気
〉
と
向
か
い
合
っ
た

個
々
人
の
記
憶
に
焦
点
を
当
て
て
い
た
こ
と
の
、
古
峡
自
身
に
と
っ
て
の
意
義
が

み
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
心
理
学
研
究
者
と
し
て
積
み
重
ね
て
き
た
仕
事
に
お
い

て
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
部
分
を
、
も
う
一
度
自
ら
の
手
で
掬
い
上
げ
よ
う

と
す
る
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
の
自
分
が
『
殻
』
の
一
場

面
と
し
て
書
き
込
ん
だ
の
は
、〈
狂
気
〉
と
向
か
い
合
う
家
族
の
苦
悶
を
誰
か
に

理
解
し
て
欲
し
い
、
知
っ
て
欲
し
い
と
い
う
切
実
な
想
い
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

そ
れ
は
、
科
学
的
な
観
点
か
ら
一
般
化
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
〈
私
〉
が

被
っ
て
い
る
個
人
的
な
も
の
と
し
て
、
で
あ
る
。
大
き
な
挫
折
や
転
身
を
経
て
も

な
お
、
古
峡
が
〈
狂
気
〉
文
学
を
描
き
続
け
た
の
は
、
そ
れ
が
彼
の
初
心
を
貫
く

た
め
に
不
可
欠
な
役
割
を
担
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

お
わ
り
に
― 

古
峡
の
〈
狂
気
〉
文
学
の
位
置
付
け

　　

近
代
は
、
日
本
の
〈
狂
気
〉
観
が
大
き
な
転
換
を
迎
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。

「
狐
憑
き
」
と
い
っ
た
概
念
に
代
表
さ
れ
る
前
近
代
ま
で
の
宗
教
性
を
帯
び
た
認

識
は
〈
迷
信
〉
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
、
心
理
学
・
精
神
医
学
・
精
神
分
析
学
と

い
っ
た
西
洋
の
心
を
め
ぐ
る
諸
学
の
知
見
に
基
づ
い
た
〈
狂
気
〉
観
こ
そ
が
、
科

学
的
で
正
し
い
認
識
と
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、〈
狂
気
〉
を
め
ぐ
る
近
代
的
観
念
が
日
本
の
実
社
会
に
根
を
下
ろ
し

て
い
く
過
程
で
は
、
多
様
な
受
容
の
さ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
が

必
要
だ
ろ
う
。「〈
狂
気
〉
と
は
本
来
あ
る
べ
き
状
態
の
精
神
か
ら
の
逸
脱
や
病
気

で
あ
っ
て
、
ま
ず
は
治
療
を
施
す
必
要
が
あ
る
」。「
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
な
ら
ば

危
険
を
防
ぐ
た
め
に
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
く
べ
き
で
あ
り
、
加
え
て
今
後
の

対
応
た
め
に
も
っ
と
よ
く
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
変
態
心
理
学
や
精

神
医
学
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
発
想
の
も
と
、
精
神
病
患
者
は
公
的
に
治
療
・
監

護
・
研
究
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

も
う
少
し
市
井
の
人
々
の
感
覚
に
寄
せ
た
見
方
で
い
え
ば
、
科
学
的
な
ま
な
ざ

し
に
よ
っ
て
以
前
の
霊
性
を
剝
ぎ
取
ら
れ
た
〈
狂
人
〉
は
、
恐
る
べ
き
存
在
で
あ

る
と
同
時
に
、
そ
れ
ゆ
え
に
興
味
深
い
〈
見
世
物
〉
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
っ

た
。
明
治
期
以
降
、
新
聞
・
雑
誌
で
定
番
の
企
画
と
な
っ
て
い
く
精
神
病
院
参
観

記
な
ど
は
、
そ
の
典
型
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
９
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
輻
輳
的
な
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
て
い
く
近
代
日
本
の
〈
狂

気
〉
観
の
な
か
で
、
文
学
は
ど
の
よ
う
に
〈
狂
気
〉
を
描
い
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
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う
か
。
大
正
期
に
限
っ
て
も
〈
狂
人
〉
が
登
場
す
る
作
品
は
相
当
な
数
が
挙
げ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
検
討
す
る
だ
け
の
余
力
も
な
い
。

た
だ
、
本
論
前
篇
（「
中
村
古
峡
、
変
態
心
理
小
説
の
蹉
跌
―
大
正
期
〈
狂
気
〉
文
学
再
考

の
た
め
の
一
視
点
（
一
）」）
で
と
り
あ
げ
た
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
の
『
思
想
』
が
、
一

時
期
〈
狂
気
〉
文
学
の
模
範
と
目
さ
れ
て
い
た
事
例
を
み
る
限
り
、
近
代
文
学
の

〈
狂
気
〉
と
は
、
通
常
の
視
点
か
ら
で
は
う
ま
く
像
を
結
ば
な
い
よ
う
な
近
代
人

の
思
想
や
近
代
社
会
が
抱
え
る
諸
問
題
を
、
鮮
明
な
像
に
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
〈
レ
ン
ズ
〉
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
裏
を
返
せ
ば
、

〈
狂
気
〉
文
学
と
は
近
代
人
の
思
想
や
近
代
社
会
が
抱
え
る
問
題
を
描
き
出
し
て

く
れ
る
も
の
だ
と
い
う
、
暗
黙
の
了
解
が
成
立
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら

こ
そ
漱
石
は
、〈
狂
人
〉
の
体
感
し
た
内
面
世
界
を
執
拗
に
追
う
だ
け
で
、〈
思

想
〉
的
な
像
を
何
一
つ
結
ば
な
い
よ
う
に
み
え
た
古
峡
の
草
稿
を
、
小
説
ら
し
い

感
じ
が
乏
し
い
と
切
っ
て
捨
て
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
明
治
期
に
み
ら
れ
た
〈
狂
気
〉
文
学
を
め
ぐ
る
暗
黙
の
了
解

は
、
の
ち
の
文
壇
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
例

え
ば
芥
川
龍
之
介
な
ど
は
、
そ
れ
を
最
も
洗
練
さ
れ
た
か
た
ち
で
発
展
さ
せ
た
作

家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
大
正
中
期
以
降
、
芥
川
は
〈
狂
気
〉
が
物
語
の
な
か
で

大
き
な
役
割
を
担
う
作
品
を
繰
り
返
し
描
い
て
お
り
、『
二
つ
の
手
紙
』（
一
九
一

七
）、『
疑
惑
』（
一
九
一
九
）、『
奇
怪
な
再
会
』（
一
九
二
一
）、『
河
童
』、『
歯
車
』

（
と
も
に
一
九
二
七
）
と
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
10
。
こ
れ
ら
の
芥
川
の
〈
狂
気
〉

文
学
に
つ
い
て
も
、「
精
神
病
者
第
二
十
三
号
の
歪
ん
だ
感
覚
が
如
何
に
鋭
く
も

『
人
間
』
を
凝
視
」
し
て
い
る
点
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
『
河
童
』
の
同
時
代

評
11
な
ど
を
み
る
限
り
、
や
は
り
先
に
挙
げ
た
評
価
軸
が
、
作
者
・
芥
川
の
み
な

ら
ず
、
読
者
や
批
評
家
の
あ
い
だ
で
も
広
く
機
能
し
続
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
、『
河
童
』
を
「〈
健
常
者
〉
と
そ
の
社
会
が
本
質
的
に
抱
え
込

む
欺
瞞
・
矛
盾
」
と
「
時
代
の
多
く
の
人
々
が
共
有
し
て
い
た
は
ず
の
不
安
」
と

を
表
出
さ
せ
る
〈
狂
人
の
一
人
称
語
り
〉
を
戦
略
的
に
活
用
し
た
作
品
と
し
て
高

く
評
価
す
る
小
林
洋
介
の
よ
う
な
現
代
の
批
評
な
ど
に
も
12
、
脈
々
と
引
き
継
が

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

古
峡
の
〈
狂
気
〉
文
学
も
、
執
筆
さ
れ
た
時
期
と
し
て
は
芥
川
の
そ
れ
ら
作
品

と
ほ
ぼ
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
峡
が
こ
だ
わ
り
続
け
た
の
は
、〈
狂

気
〉
を
め
ぐ
る
個
人
的
な
体
験
や
記
憶
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
同
時
代
の
〈
狂

気
〉
観
や
〈
狂
気
〉
文
学
の
方
向
性
と
重
な
り
合
う
部
分
は
あ
り
つ
つ
も
、
や
は

り
そ
れ
は
微
妙
に
ず
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
治
療
・
監
護
・
研
究
の
対
象
や

材
料
と
い
う
枠
組
み
で
は
う
ま
く
捉
え
き
れ
ず
、
ま
た
近
代
人
の
思
想
や
近
代
社

会
が
抱
え
る
問
題
を
描
き
出
す
た
め
の
〈
レ
ン
ズ
〉
と
し
て
の
普
遍
性
を
持
つ
ま

で
に
至
ら
な
い
。
だ
が
、
個
々
人
の
目
の
前
に
確
か
に
あ
る
〈
狂
気
〉。
そ
う
し

た
私
的
と
も
い
え
る
〈
狂
気
〉
の
体
験
や
記
憶
こ
そ
が
、
古
峡
が
掬
い
上
げ
よ
う

と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
古
峡
の
描
く
私
的
な
〈
狂
気
〉
が
、
古
峡
自
身
が

体
験
し
た
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
だ
。『
変
態
心
理
の
人
々
』
収

録
作
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
私
小
説
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
『
殻
』
で
さ
え
も
、
実

は
古
峡
が
投
影
さ
れ
た
主
人
公
・
稔
の
体
験
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
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（
竹
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一
一

い
。
物
語
の
中
盤
、
稔
の
「
長
い
、
惨
ま
し
い
追
想
」
の
な
か
で
は
、
弟
・
為
雄

の
〈
狂
気
〉
の
た
め
に
振
り
回
さ
れ
疲
弊
し
て
い
く
故
郷
の
母
親
た
ち
家
族
の
経

験
が
描
か
れ
る
が
、
作
品
全
体
の
二
割
を
超
え
る
分
量
が
そ
こ
に
割
か
れ
て
い

る
13
。
こ
こ
に
も
ま
た
、〈
狂
気
〉体
験
の
個
別
性
に
ど
う
し
て
も
こ
だ
わ
っ
て
し
ま

う
、
古
峡
の
〈
狂
気
〉
文
学
の
特
質
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

記
憶
の
物
語
化
の
問
題
を
考
察
し
た
岡
真
理
は
、
他
者
の
記
憶
が
、「
リ
ア
ル
」

な
再
現
や
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
強
調
な
ど
を
通
じ
て
、「〈
出
来
事
〉
を
鉄
条

網
の
な
か
の
出
来
事
と
し
て
囲
い
込
み
、
私
た
ち
と
は
い
っ
さ
い
関
係
の
な
い
出

来
事
と
し
て
安
心
す
る
た
め
の
物
語
」
と
し
て
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
注
意

を
促
す
14
。
古
峡
の
〈
狂
気
〉
文
学
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
安
心
す
る
た
め
の

物
語
」
に
転
じ
か
ね
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。『
上
奏
者
Ｓ
君
』

で
み
ら
れ
る
、
語
り
手
か
ら
主
人
公
・
杉
野
に
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
と
い
う
診
断
名

が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
結
末
は
、
彼
が
繰
り
返
し
た
不
可
解
な
行
動
の
背
後
に

あ
っ
た
原
因
を
明
示
す
る
と
と
も
に
、〈
正
常
〉
な
我
々
と
は
隔
絶
し
た
〈
狂
人
〉

の
範
疇
に
彼
を
囲
い
込
む
。
結
果
と
し
て
、
杉
野
の
経
験
は
「
私
た
ち
と
は
い
っ

さ
い
関
係
の
な
い
出
来
事
」
と
し
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
は
大
い
に
あ

る
。

　

だ
が
、
本
論
で
す
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
小
説
に
改
変
さ
れ
た
収
録
版

で
は
、
杉
野
に
寄
り
添
う
語
り
手
の
語
り
に
よ
っ
て
、
読
者
は
少
な
く
と
も
前
半

の
あ
い
だ
は
、
彼
が
直
面
し
た
世
界
を
理
不
尽
さ
も
そ
の
ま
ま
に
追
体
験
さ
せ
ら

れ
る
。
た
と
え
、
読
み
進
め
た
先
で
杉
野
が
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
読
者
は
そ
こ
ま
で
に
体
験
さ
せ
ら
れ
た
感
覚
を
「
私
た
ち

と
は
い
っ
さ
い
関
係
の
な
い
出
来
事
」
と
し
て
完
全
に
抹
消
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
我
々
読
者
の
な
か
で
、
す
ん
な
り
と
は
霧
散

せ
ず
、
残
響
し
続
け
る
は
ず
だ
。

　

ま
た
、
古
峡
の
他
の
〈
狂
気
〉
文
学
、
た
と
え
ば
『
殻
』
や
『
見
棄
て
ら
れ
た

魂
』
に
お
い
て
も
、「
安
心
す
る
た
め
の
物
語
」
に
は
容
易
に
回
収
し
き
れ
な
い

要
素
が
見
受
け
ら
れ
る
。『
殻
』
で
は
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
統
合
失
調
症
と

み
ら
れ
る
症
状
に
苦
し
む
弟
と
そ
の
対
応
に
四
苦
八
苦
す
る
家
族
の
姿
が
描
か
れ

15
、『
見
棄
て
ら
れ
た
魂
』
で
は
治
療
の
見
込
み
が
立
た
な
い
知
的
障
害
児
が
、

家
族
・
社
会
か
ら
遺
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
実
情
が
、
そ
の
日
常
を
通
し
て
描

き
出
さ
れ
る
。
両
作
品
に
は
と
も
に
、
当
時
の
精
神
医
学
・
心
理
学
の
知
識
で
は

解
決
で
き
な
い
、
い
い
か
え
れ
ば
囲
い
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
〈
狂
気
〉
を
め
ぐ

る
「
現
実
の
傷い

た
み痍
」
の
数
々
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

古
峡
の
文
学
は
、
同
時
代
の
文
壇
に
お
い
て
は
「
小
説
ら
し
い
感
じ
が
乏
し

い
」、
文
学
未
満
の
作
品
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
は
彼
な
り
に
、〈
文
学
だ

か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
こ
と
〉
の
い
く
つ
か
を
掘
り
当
て
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
大
正
期
文
学
が
〈
狂
気
〉
と
向
か
い
合
う
な
か
で
生
み
出
し
た
も
の
を
考
察

し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
古
峡
の
文
学
も
ま
た
こ
の
時
代
の
一
つ
の
達
成
と
し

て
、
外
す
こ
と
の
で
き
な
い
位
置
を
占
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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付
記
お
よ
び
謝
辞

・
本
論
は
、
日
本
比
較
文
学
会
第
五
二
回
中
部
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
異
常
心
理

の
比
較
文
学
」（
二
〇
二
二
年
五
月
七
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
）
の
パ
ネ
ル
発
表
「
文

学
者
・
中
村
古
峡
の
蹉
跌
―
大
正
期
文
学
の
〈
狂
気
〉
表
象
か
ら
の
逸
脱
」
で

報
告
し
た
内
容
の
一
部
に
、
追
加
・
修
正
を
加
え
て
論
文
化
し
た
も
の
で
あ

る
。

・
本
論
引
用
で
は
、
旧
漢
字
は
適
宜
新
漢
字
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
本
文
の
ま
ま

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
特
記
が
な
い
限
り
、
引
用
文
中
の
﹇　

﹈
内
の
記
述
は

引
用
者
に
よ
る
注
で
あ
る
。

・
史
料
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
（
医
）
グ
リ
ー
ン
エ
ミ
ネ
ン
ス 

中
村
古
峡

記
念
病
院
に
感
謝
す
る
。

・
本
発
表
の
一
部
は
、JSPS

科
研
費JP19H
01234

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
。

注

１ 

以
下
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
必
要
に
応
じ
て
前
篇
の
論
文
中
の
文
章
を
引
用
し

て
い
る
。

２ 

中
村
古
峡
「
自
序
」（『
殻
』
方
丈
社　

一
九
二
四
）
一
四
頁

３
『
変
態
心
理
の
人
々
』
を
と
り
あ
げ
た
小
林
洋
介
『〈
狂
気
〉
と
〈
無
意
識
〉

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』（
笠
間
書
院　

二
〇
一
三
）
で
も
、「
一
部
は
事
実
に
取
材
し

な
が
ら
も
小
説
と
し
て
の
構
成
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
他
の

一
部
は
著
者
自
身
が
小
説
と
し
て
執
筆
し
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
」
で
あ
り
、

「
古
峡
が
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
九
つ
の
テ
ク
ス
ト
す
べ
て
を
本
当
に
〈
小
説
〉

と
し
て
書
い
た
の
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
九
七
頁
）。

４ 

当
該
記
事
に
は
、「「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
と
は
、「
精
神
病
者
の
中
で
最
も
常
人
と

区
別
し
難
」
く
、「
自
分
は
病
気
だ
と
云
ふ
自
覚
が
最
初
か
ら
全
く
存
在
し
な

い
」
が
、「
堅
忍
不
抜
な
る
執
着
心
」
を
持
つ
こ
と
。
そ
し
て
「
例
え
ば
訴
訟

狂
の
如
き
も
の
は
此
の
最
適
例
」
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
（
白
楊

生
「
大
本
教
徒
の
心
理
解
剖
」『
変
態
心
理
』
四
（
六
）　

一
九
一
九
・
一
二　

五
七
〇
頁
）。
ま
た
、
Ｓ
君
に
つ
い
て
語
り
手
は
「
例
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
の
著
名

な
る
一
患
者
」
と
位
置
付
け
て
い
る
が
、
Ｓ
君
の
モ
デ
ル
と
み
ら
れ
る
人
物

（
訴
訟
の
相
手
、
本
人
の
職
業
・
出
身
地
が
一
致
）
は
、
数
年
前
の
新
聞
記
事

で
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
（「
春
の
精
神
病
者
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
三
・
三
・

一
三　

朝
刊　

五
面
）、
そ
れ
を
知
る
読
者
な
ど
は
、
本
作
を
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。
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一
三

５ 
竹
盛
天
雄
「
解
説
・
解
題
」（『
編
年
体
大
正
文
学
全
集
』
２　

ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
〇
二
）、
佐
々
木
亜
紀
子
「
変
態
す
る
人
・
中
村
古
峡
―
結
節
点
と
し
て

の
『
殻
』」（『〈
変
態
〉
二
十
面
相
』
六
花
出
版　

二
〇
一
六
）

６ 

中
村
前
掲
文
（
一
九
二
四
）
一
四
頁

７ 

中
村
古
峡
『
殻
』（
春
陽
堂　

一
九
一
三
）
二
六
九
―
二
七
一
頁

８ 

中
村
古
峡
『
大
本
教
の
解
剖 : 

学
理
的
厳
正
批
判 

増
補
８
版
』（
日
本
精
神
医

学
会　

一
九
二
〇
）
六
二
、
六
五
頁
。
初
出
は
、
同
「
大
本
教
の
迷
信
を
論

ず
」（『
変
態
心
理
』
四
（
一
）
一
九
一
九
・
七
）

９ 

柴
市
郎
（「〈
狂
気
〉
を
め
ぐ
る
言
説
―
〈
精
神
病
者
監
護
法
〉
の
時
代
」（『
メ

デ
ィ
ア
・
表
象
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
小
沢
書
店 

一
九
九
七
）

10 

芥
川
龍
之
介
の
〈
狂
気
〉
小
説
に
つ
い
て
は
、
近
年
に
限
っ
て
も
、
一
柳
廣

孝
『
無
意
識
と
い
う
物
語
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
一
四
）、
副
田
賢
二

「〈
狂
気
〉
を
め
ぐ
る
欲
動
と
「
女
性
」
表
象
―
一
九
二
〇
年
代
の
芥
川
テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
〈
狂
気
〉
表
象
に
つ
い
て
」（『
藝
文
研
究
』
一
〇
九
（
一
）　

二

〇
一
五
・
一
二
）、
小
谷
瑛
輔
「
芥
川
龍
之
介
と
「
狂
気
」
の
時
代
」（『
世
界

文
学
』
一
二
七　

二
〇
一
八
）
な
ど
が
作
品
の
個
別
具
体
的
な
分
析
を
進
め
な

が
ら
、
確
と
し
た
研
究
を
積
み
重
ね
て
い
る
。

11 

庄
野
義
信
「
三
月
号
雑
誌
創
作
欄
一
瞥
」（『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
二
七
・

三
・
一
四
朝
刊　

六
面
）

12 

小
林
前
掲
書　

一
四
四
頁

13 

中
村
前
掲
書
（
一
九
一
三
）
一
一
七
―
二
〇
六
頁

14 

岡
真
理
『
記
憶
／
物
語
』（
岩
波
書
店　

二
〇
〇
〇
）
四
〇
頁

15 

病
跡
学
の
観
点
か
ら
『
殻
』
を
と
り
あ
げ
た
、
新
田
篤
・
新
宮
一
成
「
中
村

古
峡
「
殻
」
に
お
け
る
統
合
失
調
症
の
描
写
と
エ
ピ-

パ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
」

（
日
本
病
跡
学
雑
誌
（
八
一
）　

二
〇
一
一
・
六
）
で
は
、
弟
の
症
状
を
統
合
失

調
症
と
し
て
解
釈
し
、
そ
れ
が
古
峡
の
執
筆
活
動
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
て

い
る
。
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