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こ
の
論
考
が
取
り
扱
う
の
は
、「
ド
ラ
ッ
グ
」
の
使
用
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
依
存
症
と
い
う
病
が
、
社
会
的

逸
脱
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
日
、
多
く
の
先
進
国
に
お
い
て
薬
物
の
使
用
は
法
に

よ
る
規
制
を
受
け
、
ま
た
「
悪
徳
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
な
ぜ
犯
罪
か
と
問
わ
れ
れ
ば
明
確
な
回
答
を
見
出
す
こ
と
は

容
易
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
大
麻
の
事
例
だ
ろ
う
。
例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
は
現
在
、

ハ
ー
ム
・
リ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
大
麻
寛
容
政
策
を
採
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
自
ら
の
心
身
の
み
を
傷
つ
け
る
行

為
に
関
し
て
は
犯
罪
と
は
見
な
さ
な
い
と
い
う
基
本
的
態
度
が
あ
り
、
ま
た
大
麻
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
ド
ラ
ッ
グ
を
ハ
ー
ド
ド
ラ
ッ
グ

か
ら
区
別
し
政
府
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
で
、
裏
市
場
で
の
流
通
を
防
ぎ
全
体
と
し
て
の
被
害
を
最
小
に
食
い
止
め
る
と
い
う
意
図

が
あ
る
。
確
か
に
現
代
の
医
学
は
大
麻
に
よ
る
人
体
へ
の
大
き
な
被
害
を
確
認
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
他
の
（
覚
せ
い
剤
や
コ
カ
イ
ン
、

ヘ
ロ
イ
ン
の
よ
う
な
）
薬
物
と
同
列
に
危
険
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
考
え
て
み
れ
ば
奇
妙
な
こ
と
な
の
だ
が
、
多
く
の
先
進
国

の
法
律
で
は
大
麻
が
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
九

世
紀
の
半
ば
ま
で
「
ド
ラ
ッ
グ
」
は
存
在
せ
ず
、
阿
片
な
ど
の
物
質
は
む
し
ろ
優
れ
た
医
薬
品
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て

薬
物
依
存
者
た
ち
は
当
初
、
恐
ろ
し
い
病
に
見
舞
わ
れ
た
犠
牲
者
と
し
て
、
ま
た
毒
物
に
侵
さ
れ
た
「
い
た
わ
る
べ
き
病
者
」
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
薬
物
の
使
用
は
や
が
て
犯
罪
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
彼
ら
依
存
者
（
中
毒
者
）
た
ち
は
社
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会
的
逸
脱
者
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
薬
物
使
用
の
「
犯
罪
化
」
が
起
こ
る
プ
ロ
セ
ス
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
出
口
を
示
す
な
ら
、
ド

ラ
ッ
グ
あ
る
い
は
「
危
険
薬
物
」（dangerous drug

）
が
国
際
条
約
に
よ
っ
て
正
式
に
定
義
さ
れ
法
規
制
の
対
象
と
な
る
の
は
、
一
九

二
五
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
時
国
際
会
議
の
主
導
権
を
握
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
な
か
ん
ず
く
阿

片
系
の
薬
物
へ
の
耽
溺
が
悪
徳
と
見
な
さ
れ
た
背
景
に
は
、
明
ら
か
に
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
な
道
徳
意
識
が
存
在
し
て
い
た
。
つ
ま
り

こ
こ
で
、
薬
物
使
用
の
犯
罪
化
を
推
し
進
め
た
の
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
道
徳
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
が
、
こ
の
解

釈
を
す
べ
て
の
薬
物
の
事
例
へ
と
拡
大
し
一
般
化
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
で
は
な
い
。
ド
ラ
ッ
グ

に
関
す
る
危
険
視
は
、
実
際
に
は
そ
れ
よ
り
半
世
紀
以
上
前
よ
り
開
始
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
社
会
分
業
論
』
の
デ
ュ
ル
ケ
ム

が
「
我
々
は
犯
罪
だ
か
ら
そ
れ
を
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
我
々
が
非
難
す
る
か
ら
そ
れ
は
犯
罪
と
な
る
の
だ
」
と
看
破
し
て
い
た

通
り
、
人
々
に
よ
る
何
ら
か
の
事
象
に
対
す
る
非
難
の
視
線
は
、
そ
の
事
象
の
制
度
的
逸
脱
化
に
対
し
て
論
理
的
時
間
に
お
い
て
先

行
す
る
。
そ
し
て
、
薬
物
問
題
に
関
し
て
こ
う
し
た
非
難
の
視
線
が
強
く
現
れ
た
の
は
、
近
代
医
学
と
衛
生
学
を
発
達
さ
せ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
社
会
防
衛
」
の
意
識
の
強
か
っ
た
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
だ
っ
た
。
以
上
の
よ
う

な
理
由
に
よ
り
、
本
論
考
で
は
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ド
ラ
ッ
グ
の
事
例
を
中
心
的
に
取
り
扱
う
こ

と
に
し
た
い
。

　

今
日
の
我
々
が
「
ド
ラ
ッ
グ
」
と
呼
ぶ
諸
物
質
の
う
ち
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
す
で
に
存
在
し
た
も
の
は
、
阿
片
お
よ
び
阿
片

製
剤
（
シ
ド
ナ
ム
の
阿
片
チ
ン
キ
な
ど
）、
阿
片
か
ら
抽
出
さ
れ
る
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
で
あ
る
モ
ル
ヒ
ネ
、
そ
し
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ

ト
遠
征
に
よ
っ
て
欧
州
に
持
ち
帰
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
イ
ン
ド
大
麻
で
あ
る
。
世
紀
の
末
頃
に
な
っ
て
こ
の
リ
ス
ト
に
は
コ
カ
イ
ン

と
ヘ
ロ
イ
ン
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
の
半
ば
頃
ま
で
、
そ
れ
ら
の
物
質
は
危
険



4

薬
物
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
は
優
れ
た
鎮
痛
剤
と
し
て
、
医
療
へ
の
多
大
な
貢
献
を
期
待
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ

に
「
医
薬
品
か
ら
ド
ラ
ッ
グ
へ
」
と
い
う
認
識
論
的
な
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
い
か
に
し
て
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
分
析

に
あ
た
っ
て
ま
ず
は
恐
ら
く
、
薬
物
問
題
の
孕
む
三
つ
の
位
相
を
注
意
深
く
区
別
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

一
つ
目
は
、
廃
人
の
イ
メ
ー
ジ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
怠
惰
と
退
廃
」
の
問
題
系
で
あ
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
指
摘
し

て
い
た
よ
う
に
、
勤
勉
と
労
働
に
社
会
的
価
値
を
見
出
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
怠
惰
は
悪
徳
と
な
り
、
そ
れ
は
一
七
世
紀
に
は

大
監
禁
と
し
て
表
面
化
す
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
人
口
」
の
概
念
が
社
会
の
生
産
力
や
労
働
力
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
る
の

は
一
八
世
紀
重
農
主
義
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
毒
物
へ
の
奇
妙
な
愛
お
よ
び
薬
物
へ
の
耽
溺
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
働
け
る
の
に
働

か
な
い
」
タ
イ
プ
の
非
生
産
人
口
の
増
加
は
、
一
つ
の
大
き
な
社
会
問
題
と
し
て
、
つ
ま
り
社
会
へ
の
害
悪
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

二
つ
目
は
、「
狂
気
」（folie

）
す
な
わ
ち
精
神
疾
患
の
問
題
系
で
あ
る
。
あ
る
種
の
薬
物
は
幻
覚
を
生
じ
さ
せ
、
使
用
者
を
一
時

的
な
い
し
慢
性
的
な
精
神
疾
患
へ
と
誘
う
と
い
う
言
説
が
、
一
九
世
紀
精
神
医
学
か
ら
現
れ
る
。
こ
れ
は
、
狂
気
を
理
性
の
欠
如

（
非
理
性
）
と
見
な
す
古
典
主
義
期
の
狂
気
観
を
継
承
し
、
幻
覚
と
狂
気
と
を
ほ
ぼ
同
一
視
す
る
に
至
っ
た
一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン

ス
精
神
医
学
（
ア
リ
エ
ニ
ス
ム
）
に
端
を
発
し
て
い
る
の
だ
が
、
薬
物
は
こ
こ
で
「
人
間
精
神
に
有
害
な
物
質
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

（
当
時
の
）
科
学
的
手
続
き
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

三
つ
目
は
、「
犯
罪
」
の
問
題
系
で
あ
り
、
薬
物
依
存
者
に
付
与
さ
れ
た
危
険
人
物
（
潜
在
的
犯
罪
者
）
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
位

相
で
あ
る
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
ら
イ
タ
リ
ア
学
派
犯
罪
人
類
学
に
代
表
さ
れ
る
一
九
世
紀
後
半
の
新
派
刑
法
学
は
、
犯
罪
者
の
身
体

的
・
性
格
的
特
徴
に
着
目
し
つ
つ
、
危
険
度
な
い
し
反
社
会
性
の
大
小
と
い
う
新
た
な
識
別
の
指
標
を
提
示
し
て
く
る
。
つ
ま
り
そ

の
人
物
は
将
来
犯
罪
を
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
か
低
い
か
と
い
う
観
点
が
導
入
さ
れ
る
。
こ
こ
で
薬
物
依
存
者
は
、
薬
物
の
誘
惑
に
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抗
え
な
い
よ
う
な
意
志
の
弱
い
人
間
で
あ
り
、
反
社
会
性
の
高
い
人
物
で
あ
り
、
潜
在
的
に
犯
罪
者
と
な
る
可
能
性
を
持
っ
た
危
険

人
物
で
あ
る
と
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
三
つ
の
位
相
は
、
も
と
も
と
互
い
に
重
な
り
合
う
部
分
を
備
え
て
い
た
も
の
の
、
特
に
二
〇
世
紀
初
頭
に
毒
物
嗜
癖
（toxi-

com
anie

）
お
よ
び
危
険
薬
物
（dangerous drug

）
と
い
う
概
念
が
登
場
し
て
諸
々
の
薬
物
問
題
が
統
合
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
後
は
、
ド
ラ
ッ
グ
と
は
悪
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
強
化
に
相
乗
効
果
を
与
え
る
べ
く
積
極
的
に
混
同
さ
れ
て
い
っ
た
側
面
が
あ
る
。

こ
の
た
め
現
代
の
ド
ラ
ッ
グ
問
題
は
非
常
に
多
様
で
入
り
組
ん
だ
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
だ
が
、
絡
ま
り
合
っ
た
諸
系
譜
の
糸
を
一

本
ず
つ
に
分
離
し
て
丁
寧
に
見
て
い
く
た
め
に
は
、
歴
史
を
遡
り
、
ド
ラ
ッ
グ
統
合
以
前
の
事
例
に
当
た
る
の
が
明
快
か
つ
適
切
な

ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
。
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
、
第
一
の
位
相
は
一
九
世
紀
の
阿
片
の
ケ
ー
ス
に
、
第
二
の
位
相
は
大
麻
の
、
そ
し

て
第
三
の
位
相
は
モ
ル
ヒ
ネ
の
ケ
ー
ス
に
、
そ
れ
ぞ
れ
最
も
は
っ
き
り
と
観
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

各
位
相
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
問
題
は
、
さ
ら
に
個
人
レ
ベ
ル
と
集
合
的
レ
ベ
ル
と
い
う
二
つ
の
水
準
に
区
分
さ
れ
う
る
。
個
人

の
問
題
と
し
て
の
怠
惰
は
、
集
合
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
社
会
全
体
の
労
働
力
低
下
の
問
題
と
な
り
、
精
神
疾
患
と
潜
在
的
犯
罪
性

の
問
題
は
、
一
般
市
民
の
安
全
確
保
の
問
題
に
な
る
と
い
っ
た
具
合
に
。
そ
し
て
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
統
治
者
た
ち
は
、
特
に
後

者
の
集
合
的
か
つ
「
社
会
レ
ベ
ル
」
の
問
題
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
る
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
近
代
に
さ
し
か
か
っ
て
か
ら

の
西
欧
世
界
は
、
社
会
全
体
を
一
つ
の
大
き
な
生
命
体
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
有

名
な
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
一
六
世
紀
後
半
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
民
衆
│
│
王
の
手
足
で
あ
る
臣
民
た
ち
│
│
は
国
王
の
第
二
の
身

体
と
し
て
描
か
れ
る
。
一
七
世
紀
ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
挿
絵
に
現
れ
る
巨
人
は
、
小
さ
く
描
か
れ
た
多
数
の
人
々

か
ら
な
っ
て
い
る
。
一
八
世
紀
の
経
済
学
は
「
人
口
」
の
数
値
に
国
家
全
体
の
生
産
力
の
重
要
な
指
標
を
見
出
し
、
そ
の
後
一
九
世

紀
に
は
、（「
有
機
体
」
の
よ
う
な
）
個
人
の
身
体
と
の
類ア
ナ
ロ
ジ
ー比に
よ
っ
て
社
会
の
全
体
像
を
論
じ
る
よ
う
な
着
想
が
顔
を
出
す
。
社
会
と
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い
う
大
き
な
生
命
体
は
、
最
初
一
つ
の
政
治
的
虚
構
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
統
計
学
の
発
達
の
も
た
ら
す
数
値
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
受

肉
し
て
、
や
が
て
何
か
実
体
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
と
ら
れ
る
ま
で
に
な
る
。
フ
ー
コ
ー
の
指
摘
し
た
「
生
─
政

治
」（bio-politique

）、
そ
し
て
生
命
に
至
上
の
価
値
を
置
く
と
い
う
近
代
西
欧
的
な
価
値
観
や
態
度
は
、
個
人
と
社
会
と
い
う
二
つ

の
水
準
で
同
時
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

近
代
西
欧
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
個
人
の
健
康
の
他
に
、
社
会
と
い
う
集
合
的
生
命
の
健
康
状

態
が
気
に
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
（
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
時
折
猛
威
を
振
る
っ
た
）
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
と
い
っ

た
疫
病
や
、
梅
毒
の
よ
う
な
性
病
の
蔓
延
、
そ
し
て
特
に
都
市
部
に
お
い
て
増
加
し
た
失
業
者
の
群
れ
は
、
幅
広
い
意
味
で
「
社
会

病
理
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
は
ま
ず
も
っ
て
生
産
人
口
の
減
少
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
点
に
お
い
て
、

人
口
＝
労
働
力
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
社
会
体
に
弱
体
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
認
識
さ
れ
た
。
ペ
ス
ト
は
一
四
世
紀
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
人
口
の
約
三
分
の
一
を
死
滅
さ
せ
た
が
、
そ
う
し
た
疫
病
の
大
規
模
な
蔓
延
が
社
会
全
体
の
生
産
力
・
労
働
力
を

大
幅
に
減
じ
さ
せ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
一
九
世
紀
末
頃
の
時
期
に
、
本
来
は
個
人
レ
ベ
ル
で
の
病
で
あ
っ
た
は
ず
の
阿
片
中

毒
や
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
、
人
口
全
体
へ
と
拡
大
す
る
「
疫
病
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
語
ら
れ
始
め
る
。
そ
こ
で
懸
念
さ
れ
た
も
の
も
、

一
つ
に
は
同
様
に
怠
惰
の
伝
播
拡
大
に
よ
る
生
産
人
口
の
減
少
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
「
人
口
」
概
念
に
着
目
し
た
フ
ー
コ
ー
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
分
析
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
有
効
性
を
保
持
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
で
は
、
薬
物
依
存
は
ひ
と
え
に
生
産
人
口
の
量
的
な
減
少
を
も
た
ら
す
と
い
っ
た
理
由
で
、
社
会
へ
の
害
悪
と
見
な
さ

れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
人
口
統
計
学
と
手
を
結
ん
だ
一
九
世
紀
の
衛
生
学
は
、
出
生
率
、
死
亡
率
の
デ
ー
タ
に
細
心
の
注
意
を
払
い
つ
つ
、
人
口

増
加
に
貢
献
す
る
事
象
を
「
健
康
に
よ
い
も
の
」
と
し
て
徹
底
的
に
推
奨
し
た
。
特
に
世
紀
半
ば
以
降
、
パ
ス
ツ
ー
ル
や
コ
ッ
ホ
ら
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の
尽
力
に
よ
り
諸
々
の
疫
病
の
「
病
原
菌
」
が
発
見
さ
れ
る
と
、
市
民
た
ち
の
生
活
環
境
に
お
け
る
衛
生
状
態
の
管
理
は
火
急
の
政

治
的
課
題
と
な
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
衆
は
衛
生
に
さ
し
た
る
注
意
を
払
っ
て
お
ら
ず
、
狭
く

薄
暗
い
街
路
は
し
ば
し
ば
汚
物
と
動
物
の
死
骸
よ
り
生
じ
る
異
臭
に
包
ま
れ
て
い
た
。
農
民
た
ち
は
一
生
に
三
度
し
か
入
浴
せ
ず
、

都
市
住
民
は
常
に
ノ
ミ
や
シ
ラ
ミ
と
共
生
を
続
け
て
い
た1
＊

。
一
七
世
紀
フ
ラ
ン
ド
ル
の
化
学
者
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ヘ
ル
モ
ン
ト
は

「
ネ
ズ
ミ
の
作
り
方
」
と
称
さ
れ
た
有
名
な
実
験
を
行
い
、
小
麦
ま
み
れ
の
ぼ
ろ
布
や
汗
の
し
み
た
シ
ャ
ツ
に
牛
乳
や
油
を
染
み
込

ま
せ
、
壺
に
入
れ
て
倉
庫
に
し
ば
ら
く
放
置
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
は
や
が
て
ネ
ズ
ミ
に
変
化
す
る
と
述
べ
て
い
た2
＊

。
こ
う
し
た
状
況

を
劇
的
に
改
め
た
の
が
、
一
八
二
〇
年
代
に
急
速
な
発
達
を
遂
げ
る
衛
生
学
で
あ
り
、「
公
衆
衛
生
」
と
い
う
考
え
方
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
パ
リ
に
お
い
て
は
、
第
二
帝
政
期
の
オ
ス
マ
ン
男
爵
の
パ
リ
大
改
造
（
一
八
五
二
│
一
八
七
〇
）
に
よ
っ
て
具

現
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

加
え
て
、
こ
う
し
た
衛
生
政
策
の
傍
ら
で
、
一
九
世
紀
後
半
に
は
同
性
愛
、
小
児
性
愛
、
露
出
症
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
っ
た

多
数
の
性
的
倒
錯
が
、
新
た
に
精
神
疾
患
と
し
て
登
記
さ
れ
て
く
る
点
に
も
幾
ば
く
か
の
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
子
を
な

さ
な
い
行
為
や
対
象
へ
と
性
衝
動
を
向
か
わ
せ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
次
の
世
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
代
を
生
ま
ず
少
子
化
を
も
た
ら
す
も
の
、
す
な

わ
ち
人
口
の
「
再
生
産
」
に
貢
献
し
な
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
故
に
逸
脱
的
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
側
面
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
薬
物
依
存
の
逸
脱
化
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
人
口
の
量
的
な
増
減
に
の
み

問
題
の
所
在
が
あ
る
訳
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
薬
物
依
存
の
問
題
の
三
つ
の
位
相
の
う
ち
、

第
二
、
第
三
の
位
相
つ
ま
り
「
狂
気
」
と
「
犯
罪
」
の
問
題
系
は
、「
退
化
」
そ
し
て
「
危
険
人
物
」
と
い
っ
た
意
味
付
与
に
、
換

言
す
れ
ば
、
言
わ
ば
む
し
ろ
人
口
の
質
的
な
劣
化
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
薬
物
中
毒
や
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
と
い
っ
た

悪
癖
は
、
何
ら
か
の
遺
伝
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
子
孫
に
伝
播
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
同
様
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、「
犯
罪
は
遺
伝
す
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る
」
と
説
い
て
い
た
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
ら
イ
タ
リ
ア
学
派
犯
罪
人
類
学
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
中
毒
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
「
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
（
変
質
＝
退
化
）
の
病
」（m

aladie dégénérative

）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。

　

こ
う
し
た
認
識
の
様
式
が
出
現
す
る
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
当
時
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
と
、
主
に
産

業
革
命
の
も
た
ら
す
恩
恵
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
と
説
得
力
を
得
た
「
近
代
化
」
と
い
う
進
歩
発
展
の
神
話
で
あ
る
。
そ
し
て
、
或

る
事
象
が
引
き
起
こ
す
（
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
）「
子
孫
へ
の
悪
影
響
」
や
「
国
家
の
将
来
」
を
気
遣
う
よ
う
な
態
度
の
出
現
は
、

社
会
と
い
う
大
き
な
生
命
体
が
一
つ
の
統
治
上
の
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
機
能
し
始
め
た
こ
と
の
証
左
だ
っ
た
。
人
々
が
個
人
レ
ベ
ル
で

空
想
上
の
「
来
世
」
に
お
け
る
救
済
を
気
に
か
け
て
い
た
時
代
は
去
っ
て
、
む
し
ろ
集
合
的
生
命
と
し
て
の
社
会
の
将
来
的
保
全
の

た
め
に
大
き
な
労
力
が
費
や
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
う
社
会
と
は
無
論
、
完
成
期
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
国
民
国
家
と
い
う
「
想
像
の
共

同
体
」（
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
）
と
も
ほ
ぼ
外
縁
を
等
し
く
し
て
い
た
。
列
強
の
ひ
し
め
く
西
欧
世
界
に
お
い
て
「
強
い
国
家
」
を
作
り
保

持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
人
口
の
数
量
的
減
少
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
質
的
な
劣
化
は
是
非
と
も
回
避
さ
れ
る
べ
き
何
か
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

一
九
世
紀
後
半
よ
り
、
社
会
体
の
健
康
（
健
全
さ
）
が
政
治
的
要
件
と
な
る
の
は
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
政
治
に
対
し
て
科
学
（
と
り

わ
け
近
代
医
学
と
衛
生
学
）
の
言
説
が
影
響
力
を
強
め
て
い
く
の
は
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
人
口
概
念
を
中

心
軸
に
、
そ
の
量
的
減
少
と
質
的
劣
化
の
両
方
が
懸
案
事
項
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
時
、
予
測
推
論
上
の
将
来
に

お
い
て
社
会
の
発
展
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
諸
要
素
は
│
│
す
な
わ
ち
社
会
体
の
「
健
康
に
悪
い
」
諸
事
象
は
│
│
「
不
健
全
」
で
あ

る
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
反
社
会
的
」
で
あ
る
と
し
て
、
社
会
的
非
難
の
対
象
と
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
社
会
の
医
師
を
自

認
し
始
め
た
公
衆
衛
生
学
は
、
誰
も
が
健
全
で
幸
福
な
社
会
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
い
て
見
せ
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
お
い
て
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社ノ

ル

ム

会
規
範
は
、
い
ま
や
科
学
的
に
正
当
性
の
根
拠
を
保
証
さ
れ
た
医
学
的
言
説
と
結
合
し
、
両
者
は
あ
る
種
の
共
犯
関
係
に
入
る
。

そ
の
こ
と
は
当
然
の
帰
結
と
し
て
「
逸
脱
の
医
療
化
」（
コ
ン
ラ
ッ
ド
＆
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
）
を
も
た
ら
し
、
規
範
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
、

規
格
か
ら
外
れ
た
も
の
を
、「
病
理
的
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
ベ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
巧
妙
に
排
除
す
る
ル
ー
ト
を
形
成
せ
し
め
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
ド
ラ
ッ
グ
へ
の
耽
溺
が
危
険
視
さ
れ
た
の
は
、
何
も
そ
れ
が
個
人
の
心
身
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
か
ら
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
む
し
ろ
集
合
的
生
命
と
し
て
の
社
会
に
と
っ
て
の
危
険
で
あ
り
、
新
派
刑
法
学
が
計
測
を

試
み
て
い
た
よ
う
な
そ
の
人
物
の
「
危
険
度
」
だ
っ
た
。
薬
物
依
存
は
こ
の
よ
う
に
し
て
「
反
社
会
的
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
そ

し
て
ま
た
新
し
い
病
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＊　

＊　

＊

　

本
書
の
概
略
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
な
ら
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
1
章
は
、
阿
片
の
事
例
を
扱
い
つ
つ
も
、
一
九
世

紀
半
ば
頃
ま
で
の
麻
薬
前
史
お
よ
び
問
題
の
背
景
に
つ
い
て
総
論
的
に
示
す
役
目
を
担
う
。
阿
片
と
阿
片
製
剤
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

と
り
わ
け
阿
片
チ
ン
キ
は
、
効
果
の
高
い
医
薬
品
と
し
て
用
い
ら
れ
、
東
洋
の
万
能
薬
と
さ
え
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
人
々

は
、
こ
の
劇
薬
の
引
き
起
こ
す
副
作
用
に
つ
い
て
も
幾
ば
く
か
気
づ
き
始
め
て
い
る
。
以
下
し
ば
ら
く
各
論
に
移
り
、
ほ
ぼ
年
代
順

に
、
個
々
の
薬
物
の
辿
っ
た
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
る
。
大
麻
を
扱
う
第
2
章
で
我
々
は
、「
狂
気
を
引
き
起
こ
す
物
質
」
と
い
う
認

識
が
出
現
し
た
様
子
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
モ
ル
ヒ
ネ
の
た
め
に
割
か
れ
た
第
3
章
で
は
ド
ラ
ッ
グ
が
「
犯
罪
の
原
因
」
に
な
る

と
い
う
言
説
を
、
そ
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
の
事
例
を
取
り
扱
う
第
4
章
で
は
、
精
神
作
用
の
あ
る
物
質
が
一
種
の
「
伝
染
病
」
を
発
生

さ
せ
る
と
い
う
人
々
の
認
識
を
、
そ
れ
ぞ
れ
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
第
5
章
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
「
ド
ラ
ッ
グ
」
と
い
う
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統
合
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
出
現
し
た
の
は
い
か
に
し
て
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
、
総
合
的
な
分
析
の
た
め
に
あ
て
ら
れ
る
。

　

分
析
の
た
め
の
方
法
論
に
関
し
て
言
え
ば
、
本
書
は
ア
ナ
ー
ル
派
の
社
会
史
お
よ
び
心
性
史
の
研
究
、
加
え
て
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
の
系
譜
学
的
な
分
析
方
法
に
多
く
を
負
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
「
正
常
と
逸
脱
（
病
理
）」
に
関
す
る
人
々
の
認エ

ピ

ス

テ

ー

メ

識
論
的
枠
組
み

の
変
遷
に
大
き
な
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
言
葉
と
物
』、『
狂
気
の
歴
史
』、『
監
獄
の
誕
生
』
と
い
っ
た
フ
ー
コ
ー
の
輝

か
し
い
著
作
が
、
こ
の
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
た
だ
し
、
彼
の
方
法
論
は
そ
の
ま
ま
無
批

判
に
受
け
入
れ
ら
れ
踏
襲
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う3
＊

。
し
た
が
っ
て
本
書
は
、
薬
物
に
関
わ
る
言
説
研
究
と
そ
の
背
後
に
あ
る

社
会
構
造
の
分
析
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
か
と
い
っ
て
（
こ
の
種
の
研
究
に
は
時
折
見
ら
れ
る
よ
う
な
）
文
学
作
品
に
描
か
れ

た
表
象
の
解
釈
学
的
分
析
に
も
、
一
定
の
距
離
を
取
り
た
い
と
思
う
。

　

認
識
論
的
枠
組
み
の
変
化
、
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
変
化
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
制
度
の
変
化
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
本
研
究
が
最
も

参
考
に
し
た
の
は
、『
正
常
と
病
理
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
の
著
作
と
科
学
思
想
史
の
メ
ソ
ッ
ド
で

あ
る
。
そ
の
精
緻
な
分
析
方
法
は
若
き
日
の
フ
ー
コ
ー
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
ジ
ャ
ン
=
ピ
エ
ー
ル
・
ペ
テ
ー
ル
、
ジ
ャ
ク

リ
ー
ヌ
・
キ
ャ
ロ
ワ
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ヴ
ィ
ガ
レ
ロ
と
い
っ
た
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
・
哲
学
者
た
ち
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

ド
ラ
ッ
グ
と
い
う
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
先
行
研
究
に
話
を
移
す
と
、
現
代
の
そ
れ
に
関
し
て
は
医
学
や
文
学
の
領
域
で
多
く
の
蓄
積

が
あ
り
、
社
会
学
の
分
野
で
は
例
え
ば
佐
藤
哲
彦
の
精
力
的
な
研
究
が
あ
る
。
た
だ
、
一
九
世
紀
の
薬
物
を
対
象
に
し
た
も
の
は
極

端
に
数
が
絞
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
に
留
め
よ
う
。

　

ま
ず
一
九
世
紀
の
阿
片
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
と
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
が
『
逸
脱
と
医
療
化
』（
一
九
九
二
）
の
中
で
一
章
を
割
い

て
概
説
し
て
い
る
。
中
国
を
襲
っ
た
災
禍
と
阿
片
戦
争
、
そ
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
支
え
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
反
阿
片

の
運
動
と
、
そ
れ
が
国
際
条
約
へ
と
発
展
し
て
い
く
様
子
に
つ
い
て
描
か
れ
、
こ
れ
は
薬
物
依
存
の
逸
脱
化
が
起
こ
る
プ
ロ
セ
ス
の
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一
つ
の
側
面
を
見
事
に
切
り
取
っ
た
叙
述
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

英
国
の
阿
片
の
ケ
ー
ス
に
関
し
て
言
え
ば
、
歴
史
家
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ベ
リ
ッ
ジ
の
論
考
「
英
国
に
お
け
る
非
合
法
ド
ラ
ッ
グ
と

向
精
神
剤
│
│
不
明
瞭
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
歴
史
」（
一
九
九
八
）
が
あ
る
。
ベ
リ
ッ
ジ
に
よ
れ
ば
、
英
国
で
は
一
八
四
〇
年
代
以
降
、

労
働
者
階
級
に
お
け
る
阿
片
使
用
が
怠
惰
を
生
む
と
い
う
こ
と
で
、
社
会
的
な
懸
案
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
相
次
い
で

三
つ
の
法
案
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
（
一
八
六
八
年
の
薬
剤
法Pharm

acy A
ct

、
一
九
一
一
年
の
国
家
健
康
保
険
法N

ational H
ealth Insurance A

ct

、

お
よ
び
一
九
二
〇
年
の
危
険
薬
物
法D

angerous D
rug A

ct

）。
ベ
リ
ッ
ジ
の
視
点
は
権
力
論
の
時
期
の
フ
ー
コ
ー
に
近
い
。
彼
女
は
、
阿
片

の
入
手
に
医
師
の
処
方
箋
が
必
要
と
な
っ
て
い
く
当
時
の
規
制
強
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
、
医
学
と
国
家
権
力
と
の
結
託
や
関
係
強

化
を
見
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
社
会
学
者
ジ
ャ
ン
=
ジ
ャ
ッ
ク
・
イ
ヴ
ォ
レ
ル
は
、『
精
神
の
毒
物
│
│
一
九
世
紀
の
ド
ラ
ッ
グ
と
そ
の
中
毒
者
』（
一
九

九
二
）
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ラ
ッ
グ
、
と
り
わ
け
モ
ル
ヒ
ネ
の
事
例
を
扱
い
つ
つ
、
社
会
的
逸
脱
と
の
関
連
に
お
い
て
こ
れ

を
論
じ
て
い
る
。
危
険
な
薬
物
が
歴
史
に
登
場
す
る
時
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
イ
ヴ
ォ
レ
ル
に
よ
れ
ば
、
精
神
医
モ
レ

ル
の
提
示
し
た
「
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
（
変
質
）」
の
概
念
だ
っ
た
。
こ
の
教ド
ク
ト
リ
ン義は
後
に
精
神
科
医
の
マ
ニ
ャ
ン
と
ル
グ
ラ
ン
に

よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。
後
者
の
ル
グ
ラ
ン
は
ド
ラ
ッ
グ
を
「
知
性
の
毒
」
と
呼
ん
だ
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
の
ド

ラ
ッ
グ
は
、
狂
気
を
そ
し
て
社
会
病
理
を
引
き
起
こ
す
物
質
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
中
毒
者
た
ち
は
、「
デ
ジ
ェ
ネ
レ
」、
す
な
わ
ち

「
変
質
＝
退
化
し
た
も
の
」
と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
の
が
、
イ
ヴ
ォ
レ
ル
の
主
張
で
あ
る
。

モ
ル
ヒ
ネ
に
関
し
て
は
も
う
一
つ
、
法
医
学
上
の
問
題
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
、
オ
デ
ィ
ー
ル
・
ロ
ビ
オ
ラ
の
医
学
博
士
論
文

『
一
八
八
〇
│
一
八
八
五
年
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
│
│
法
医
学
の
側
面
』（
一
九
八
二
）
も
重
要
で
あ
る
。
一
八
一

〇
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
第
六
四
条
に
、
被
疑
者
が
犯
行
時
に
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
罪
を
問
わ
な
い
と
す
る
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有
名
な
条
文
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
一
八
八
〇
年
代
の
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
の
ケ
ー
ス
は
大
き
な
議
論
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
彼
ら
が
法
的
責
任
能
力
を
有
す
る
の
か
ど
う
か
を
裁
判
所
が
判
断
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
、
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
者
た
ち
は

「
半
─
責
任
能
力dem

i-responsable

」
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
い
う
の
だ
。
ロ
ビ
オ
ラ
が
指
摘
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
古
典
的
刑
法
学

の
限
界
例
に
つ
い
て
で
あ
り
、
実
際
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
の
被
疑
者
に
関
し
て
は
、
非
常
に
し
ば
し
ば
減
刑
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

　

本
書
は
、
以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
ベ
リ
ッ
ジ
の
論
考
は
問
題
に
明
確
な
枠
組
み
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ

う
。「
健
康
」
の
問
題
は
、
阿
片
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
さ
え
、
純
粋
に
医
学
的
な
問
題
で
は
な
く
同
時
に
社
会
的
な
問
題
で
も
あ
っ

た
。
ま
た
イ
ヴ
ォ
レ
ル
の
論
考
は
、
一
九
世
紀
当
時
の
ド
ラ
ッ
グ
に
と
っ
て
本
質
的
な
何
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
デ
ジ
ェ
ネ

レ
ッ
サ
ン
ス
」
の
問
題
と
不
可
分
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ド
ラ
ッ
グ
へ
の
危
険
視
が
精
神
医
学
の
分
野
で
起
こ
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
ロ
ビ
オ
ラ
に
よ
っ
て
こ
こ
へ
「
犯
罪
性
」
と
い
う
ジ
グ
ソ
ー
の
最
後
の
欠
片
が
与
え
ら
れ
た
時
に
、
我
々
は
よ
う
や
く
、

一
九
世
紀
末
の
ド
ラ
ッ
グ
を
取
り
巻
い
て
い
た
《
犯
罪
・
狂
気
・
病や
ま
い》

と
い
う
言
説
の
折
り
重
な
る
三
重
構
造
を
、
ぼ
ん
や
り
と
な

が
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
阿
片
と
ハ
シ
ッ
シ
ュ
は
輸
入
品
で
あ
り
、
そ
の
使
用
は
比
較
的
裕
福
な
階
級
に
限
ら
れ
た
。
ま

た
優
れ
た
鎮
痛
剤
だ
っ
た
モ
ル
ヒ
ネ
の
場
合
、
そ
の
最
初
に
し
て
最
大
の
犠
牲
者
は
医
師
た
ち
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た

薬
物
に
よ
る
被
害
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
や
エ
リ
ー
ト
層
に
の
み
も
た
ら
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
今
日
の
「
ド
ラ
ッ
グ
」
に
は
も
う

一
つ
系
譜
学
的
に
重
要
な
ル
ー
ツ
が
あ
り
、
そ
れ
は
ア
ル
コ
ー
ル
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
現
在
麻
薬
や
危
険
薬
物
と
呼

ば
れ
る
諸
物
質
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
ド
ラ
ッ
グ
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
形
成
さ
れ
る
時
に
、
そ
れ
は
非

常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る1
＊

。

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
明
ら
か
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
公
衆
衛
生
学
に
と
っ
て
最
大
の
懸
案
の
一
つ
だ
っ
た
。
そ
の
災
禍

は
下
層
階
級
を
中
心
に
し
て
全
人
口
を
覆
い
つ
く
し
、
一
つ
の
「
疫
病
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
階
級
は
阿
片

に
安
価
な
逸
楽
を
見
出
し
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
そ
の
役
目
を
担
っ
た
の
は
蒸オ
ー
・
ド
・
ヴ
ィ
ー

留
酒
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
章
が
取
り
扱

う
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
特
に
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
一
八
七
一
）
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
が
辿
っ
た
足
取

り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
1
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
る
問
題
が
個
人
の
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
何
か
し
ら
の
集
合
性
を
得
る
時
、
そ
れ

は
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
「
社
会
病
理
」
と
形
容
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
い
た
わ
る
べ
き
病
か
ら
非
難
す
べ
き
社
会

的
逸
脱
へ
と
転
じ
る
た
め
に
は
、
問
題
が
再
び
個
人
レ
ベ
ル
へ
と
折
り
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
問
題
の
原
因
は
個
人



第 4章　アルコール中毒と社会病理119

（
逸
脱
者
）
の
側
に
あ
る
と
い
う
発
想
の
転
換
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
は
非
難
す
べ
き
逸
脱
と
は
な
ら
な
い
。
本
章
で
は
こ

の
折
り
返
し
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
関
す
る
医
学
と
精
神
医
学
の
言
説
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。

1

新
し
い
疫
病

女
房
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
お
れ
は
自
由
だ
！

い
や
こ
れ
で
、
思
う
存
分
、
飲
め
る
と
い
う
も
の
。

（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
『
悪
の
華
』
よ
り
「
殺
人
者
の
葡
萄
酒
」、
阿
部
良
雄
訳
）

　

ま
ず
は
若
干
の
数
値
デ
ー
タ
か
ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
と
そ
の
中
毒
症
状
を
巡
る
大
ま
か
な
流
れ
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
一
九
世
紀

を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
量
は
は
っ
き
り
と
増
大
し
て
い
る
。
ラ
ン
ス
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八
六
五
年
当
時

の
ル
ー
ア
ン
で
は
一
年
に
五
〇
〇
万
リ
ッ
ト
ル
の
蒸
留
酒
、
林
檎
酒
、
葡
萄
酒
お
よ
び
ビ
ー
ル
が
、
ア
ミ
ア
ン
で
は
一
日
に
八
万
杯

の
蒸
留
酒
が
消
費
さ
れ
て
い
た
（Lancereaux 1865: 686

）。
ま
た
ア
ル
マ
ン
・
ユ
ッ
ソ
ン
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
一
八
二
〇
年
代
か
ら
一
八

五
〇
年
代
に
か
け
て
、
パ
リ
で
消
費
さ
れ
た
ス
ピ
リ
ッ
ツ
類
（
四
五
度
の
ア
ル
コ
ー
ル
）
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（ibid.: 686

）（
次
ペ
ー
ジ
表
）。

　

当
時
の
統
計
デ
ー
タ
を
信
頼
す
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
量
が
増
大
す
る
の
は
ま
ず
一
八
三
〇
年
代
、
次
に
一
八

五
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
一
八
三
〇
年
代
は
産
業
革
命
と
鉄
道
網
の
整
備
開
始
の
時
期
に
、
そ
し
て
と
り
わ
け
貧
し
い
労
働
者
階

級
に
お
い
て
飲
酒
の
習
慣
が
拡
大
し
た
時
期
に
相
当
し
て
い
る
。
よ
り
早
い
時
期
に
産
業
革
命
を
経
験
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
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一
九
世
紀
の
初
頭
に
は
、
工
業
都
市
の
労
働
者
た
ち
が
阿
片
の
丸
薬
に
安

価
な
逸
楽
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
同
様
の
こ
と
が
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
一
八
三
〇
年
代
に
ア
ル
コ
ー
ル
に
対
し
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
八
五
〇
年
代
の
変
化
は
よ
り
急
激
な
も
の
だ
っ
た
。（
精
神
医
バ

イ
ヤ
ル
ジ
ェ
の
甥
に
あ
た
る
）
リ
ュ
ジ
ェ
・
リ
ュ
ニ
エ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン

ス
北
部
地
方
で
の
一
八
四
九
年
と
一
八
六
九
年
の
デ
ー
タ
を
比
較
し
て
み

た
場
合
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
量
は
ほ
ぼ
二
倍
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
男
性

に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
精
神
病
（folie alcoolique

）
の
報
告
例
は
実
に
四
倍

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（Lunier 1872: 321

─58

）。
ま
た
別
の
デ
ー
タ
を
示

そ
う
。
リ
ヨ
ン
の
医
師
メ
イ
エ
は
、
一
八
三
〇
年
代
か
ら
一
九
世
紀
の
末

に
か
け
て
の
一
人
当
た
り
の
純
ア
ル
コ
ー
ル
年
間
消
費
量
を
計
算
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
八
三
一
年
に
そ
れ
は
一
・
一
二
リ
ッ
ト
ル
に
過

ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
八
四
〇
年
に
は
一
・
五
五
リ
ッ
ト
ル
、
一
八
五
〇
年

に
一
・
四
四
リ
ッ
ト
ル
と
微
妙
に
増
減
し
た
後
、
急
上
昇
に
転
じ
、
一
八

六
〇
年
に
二
・
二
七
リ
ッ
ト
ル
、
一
八
七
〇
年
に
二
・
三
二
リ
ッ
ト
ル
、
一
八
八
〇
年
に
三
・
六
四
リ
ッ
ト
ル
、
一
八
九
〇
年
に
は

四
・
三
五
リ
ッ
ト
ル
に
ま
で
到
達
し
て
い
た
（Sournia 1996

﹇1986

﹈: 101
）。

サ
ン
タ
ン
ト
ワ
ー
ヌ
医
院
の
医
師
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
=
ジ
ュ
ー
ル
・
ベ
ル
ジ
ェ
ロ
ン
は
、
こ
う
し
た
現
象
の
原
因
が
蒸
留
酒
の
生
産

増
加
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
た
。「
か
つ
て
は
ワ
イ
ン
や
林
檎
酒
、
ビ
ー
ル
が
、
人
々
の
必
要
に
応
じ
て
生
産
・
消
費

表　パリで消費されたスピリッツ類の消費量（1825─1854年）
（単位：リットル）

年 全体 1人当たりの平均消費量（／年）

1825─1830 690万 7,100  8万 9,600

1831─1835 723万 1,500  8万 7,400

1836─1840 915万 3,800 10万 1,500

1841─1845 1,107万 6,200 11万 1,400

1846─1850 1,162万 11万   300

1851─1854 1,500万 4,700 14万 2,500

注： 「1人当たりの平均消費量」は、パリの人口増加を考慮に入れ
つつ換算したもの

出典： Lancereaux, Étienne, l’article « Alcoolisme（pathologie）», Dic-
tionnaire encyclopédique des sciences médicales, Dechambre, Amédée
（dir.）, série 1, tome 2, Paris, Masson, 1865, p. 686.
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さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
…
…
蒸
留
酒
は
昔
は
稀
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
に
よ
る
酩
酊
が
大
き
な
問
題
を
引
き
起

こ
す
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
の
頻
度
に
お
い
て
も
、
そ
れ
に
続
く
結
果
に
お
い
て
も
、
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（Bergerons 1872: 

9

）。
確
か
に
、
当
時
の
産
業
技
術
レ
ベ
ル
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
大
型
の
蒸
留
機
械
の
発
明

は
、
強
い
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
工
場
生
産
と
低
価
格
化
を
可
能
に
し
た
。
そ
う
し
た
事
情
も
手
伝
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ス
ピ

リ
ッ
ツ
類
の
消
費
量
は
、
一
九
世
紀
半
ば
頃
に
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
増
加
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
一
八
七
〇
年
代
、
普
仏
戦
争
の
敗
戦
は
こ
の
傾
向
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
た
。
先
ほ
ど
の
ベ
ル
ジ
ェ
ロ
ン
は
、
一
八
七
一

年
一
二
月
五
日
、
医
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
次
の
よ
う
に
演
説
し
て
い
る
。

パ
リ
包
囲
戦
の
間
つ
い
に
、
ラ
イ
ン
軍
の
名
に
値
し
な
い
幾
人
か
の
屑
ど
も
と
、
武
装
蜂
起
し
た
パ
リ
市
民
の
一
部
が
、
ア

ル
コ
ー
ル
疫
病
（épidém

ie alcoolique

）
の
餌
食
と
な
っ
た
。
彼
ら
が
宿
命
的
に
行
き
着
く
先
は
、
恐
る
べ
き
急
性
お
よ
び
慢
性

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
発
作
で
あ
っ
て
、
誠
実
な
市
民
た
ち
は
こ
の
二
ヶ
月
の
間
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
残
念
な
が

ら
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
明
白
な
事
実
だ
。
し
か
し
も
う
一
つ
、
同
様
に
明
白
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
防
衛
戦
の
失
敗
に
お

い
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
恥
辱
に
お
い
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
は
二
次
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
が
、
我
々
の
不
幸
の
も
っ
と
一
般
的
で
よ
り
深
い
原
因
か
ら
発
生
し
た
、
み
す
ぼ
ら
し
い
釣
り
銭
の
よ
う
な
も
の

に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

（Bergeron 1872: 6

─7

）

パ
リ
包
囲
戦
の
最
中
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
宰
相
ビ
ス
マ
ル
ク
が
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
を
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
で
戴
冠
さ
せ
、
ド
イ
ツ
の
統

一
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
は
一
八
七
一
年
一
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
三
月
に
は
ド
イ
ツ
軍
が
パ
リ
入
城
を
果
た
し
、
古
都
は
陥
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落
す
る
。
抵
抗
を
続
け
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
も
激
し
い
市
街
戦
の
末
、
五
月
に
は
命
脈
を
断
た
れ
た
。
国
家
存
亡
の
危
機
の
経
験
は
、
フ

ラ
ン
ス
国
内
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
を
ま
す
ま
す
激
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
今
や
そ
れ
は
下
層
労
働
者
階
級
ば
か
り
で
は
な
く
、

す
べ
て
の
階
級
へ
と
飛
び
火
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
一
八
七
二
年
の
一
月
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
反
ア
ル
コ
ー
ル
乱
用
協
会
（A

ssociation française contre l’abus des bois-

sons alcooliques

）」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
程
な
く
し
て
「
フ
ラ
ン
ス
禁
酒
会
（SFT

: Société française de tem
pérance

）」
へ
と
改
名
さ
れ
る
。

ベ
ル
ジ
ェ
ロ
ン
、
リ
ュ
ニ
エ
ら
の
発
案
で
開
始
さ
れ
た
こ
の
フ
ラ
ン
ス
禁
酒
会
（
Ｓ
Ｆ
Ｔ
）
は
、
中
毒
患
者
の
断
酒
を
手
助
け
す
る

た
め
の
団
体
組
織
で
あ
り
、
そ
の
初
期
メ
ン
バ
ー
に
は
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
、
ル
イ
・
パ
ス
ツ
ー
ル
、
そ
し
て
パ
リ
大
改
造
の

オ
ス
マ
ン
男
爵
の
名
前
も
あ
っ
た
（Sournia 1996

﹇1986

﹈: 203

）。
結
果
と
し
て
こ
の
会
は
当
時
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
拡
大
に
そ
れ

ほ
ど
強
く
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
ア
ル
コ
ー
ル
乱
用
に
対
す
る
医
師
た
ち
の
問
題
意
識
は
、
そ
の
後
も

引
き
続
き
高
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
世
紀
に
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
量
が
急
増
す
る
と
い
う
現
象
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々
に
も
幅
広
く
見
ら
れ
る

し
、
ま
た
そ
の
主
要
な
原
因
は
、
一
般
的
に
は
産
業
構
造
の
変
化
と
都
市
へ
の
人
口
集
中
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
各
国
は
そ
れ

ぞ
れ
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
蔓
延
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
は
一
つ
特
殊
な
事
情
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
当
時
「
ア
サ
イ
ラ
ム
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
専
用
施
療
院
の
未
整
備
の
問
題
で
あ
る
。
一
八
九
四

年
の
夏
、
ク
レ
ル
モ
ン
フ
ェ
ラ
ン
で
フ
ラ
ン
ス
精
神
医
学
・
神
経
学
学
会
大
会
が
催
さ
れ
た
時
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
医
師
ル
イ
・
ラ
ダ

ム
は
開
会
宣
言
で
次
の
よ
う
に
切
り
出
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
治
療
に
は
、
何
よ
り
も
専
用
の
保
護
施
設
の
設
立
が
必
要
で
す
。
国
立
の
こ
う
し
た
保
養
所
は
、
今
の
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と
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
設
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
に
す
で
に
あ
り
ま
す
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
二
つ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
一
つ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
三
つ
、
オ
ラ

ン
ダ
に
一
つ
、
ド
イ
ツ
に
一
〇
ヶ
所
ほ
ど
、
そ
し
て
ス
イ
ス
に
四
つ
で
す
。
そ
う
し
た
保
養
所
で
の
心
理
療
法
の
基
本
方
針
は
、

ア
ル
コ
ー
ル
を
完
全
に
断
ち
、
労
働
さ
せ
、
規
律
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
…
…
彼
ら
を
、
ア
ル
コ
ー
ル
精

神
病
の
患
者
や
て
ん
か
ん
患
者
、
犯
罪
者
た
ち
と
一
緒
に
﹇
精
神
病
院
や
監
獄
で
﹈
扱
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
彼

ら
は
特
別
な
施
設
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。
同
様
に
、
た
と
え
治
療
不
能
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
が
無
い
よ
う
な

ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
暴
力
に
よ
っ
て
、
彼
ら
自
身
そ
し
て
社
会
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

も
、
彼
ら
は
拘
留
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
す2
＊

。

ラ
ダ
ム
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
グ
リ
ー
ジ
ン
ガ
ー
に
、
パ
リ
で
ラ
ゼ
ー
グ
に
師
事
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
医
学
部
に
ポ
ス
ト
を
得
た
神
経
学

者
・
精
神
科
医
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
彼
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
状
況
を
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
そ
し
て
新
世
界
の
国
々
と
見
比
べ
つ
つ
、

ど
こ
か
外
の
視
点
か
ら
眺
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
施
設
に
入
っ
た
ア
ル
コ
ー
ル
患
者
を
最
低
三
ヶ
月
か
ら
六
ヶ

月
は
留
め
て
お
く
。
完
全
な
断
酒
と
強
制
労
働
に
よ
っ
て
患
者
の
約
三
分
の
一
は
完
全
に
治
る
。
そ
し
て
ま
た
、
品
質
の
悪
い
偽
造

酒
の
販
売
を
法
律
で
禁
止
す
る
と
い
う
の
も
重
要
な
こ
と
だ
。
彼
の
話
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
医
師
た
ち
が
ア
サ
イ
ラ
ム
の
必
要
性
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
直
後
の
時
期
で
あ

る
。
一
八
七
二
年
一
月
二
九
日
の
心
理
医
学
学
会
の
定
例
会
議
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
施
設
が
フ
ラ
ン
ス
に
も
必
要
で
は
な
い
か
と

い
う
提
案
が
（
欠
席
し
た
リ
ュ
ニ
エ
の
原
稿
を
代
読
し
た
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ァ
ル
レ
議
長
か
ら
）
な
さ
れ
た
。
だ
が
議
論
は
す
ぐ
に
中
毒
患
者
の

強
制
入
院
の
可
否
の
話
と
な
り
、
公
衆
の
安
全
か
そ
れ
と
も
個
人
の
自
由
か
と
い
う
果
て
し
な
い
ル
ー
プ
へ
と
流
し
込
ま
れ
て
し
ま
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う3
＊

。
こ
れ
は
何
も
、
彼
ら
が
抽
象
的
な
議
論
を
好
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
背
景
に
は
ア
ン
グ
ロ
=
サ
ク
ソ
ン
風
の
自
由
主
義
の

台
頭
と
、（
精
神
病
患
者
の
強
制
的
な
閉
じ
込
め
を
一
部
認
可
し
て
い
た
）
一
八
三
八
年
六
月
三
〇
日
の
法
を
巡
る
問
題
が
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
第
二
帝
政
（
一
八
五
二
│
一
八
七
〇
）
の
末
期
よ
り
、
自
由
主
義
お
よ
び
人
権
保
護
の
見
地
か
ら
一
八
三
八
年
法
を
改
正
し
よ

う
と
い
う
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
当
時
の
精
神
科
医
た
ち
に
と
っ
て
、
強
制
入
院
は
非
常
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な

話
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
大
き
な
改
革
が
見
ら
れ
た
の
は
よ
う
や
く
一
九
世
紀
の
末
頃
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
九
〇

年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
医
師
や
政
治
家
た
ち
か
ら
な
る
視
察
団
を
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
派
遣
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
オ
ー
プ
ン
・

ド
ア
」
と
呼
ば
れ
る
開
放
型
保
護
施
設
が
存
在
し
た
。
精
神
科
医
マ
ラ
ン
ド
ン
・
ド
・
モ
ン
テ
ィ
エ
ル
は
、
建
築
構
造
の
問
題
も

あ
っ
て
、
こ
う
し
た
自
由
主
義
的
な
理
想
を
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
あ
る
現
行
施
設
で
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
の
は
難
し
い
と
嘆
き
つ
つ
も
、

そ
れ
は
「
全
く
絵
空
事
の
夢
と
い
う
訳
で
は
な
い
」
と
の
希
望
を
抱
い
て
い
る
（M

arandon de M
ontyel 1898: 507

─8

）。

　

一
八
九
四
年
に
マ
ラ
ン
ド
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
、
自
ら
の
病
院
に
七
四
病
床
を
備
え
た
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
専
用
の
病

棟
を
用
意
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
彼
は
ま
た
、
て
ん
か
ん
患
者
と
ア
ル
コ
ー
ル
患
者
の
た
め
の
施
設
を
オ
ー
プ
ン
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

（
開
か
れ
た
村
）
の
形
で
設
立
す
る
。
同
年
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
直
後
の
Ｓ
Ｆ
Ｔ
の
「
失
敗
」
を
受
け
て
、
マ
ニ
ャ
ン
と
セ
リ
ユ
、

ル
グ
ラ
ン
ら
は
「
フ
ラ
ン
ス
反
ア
ル
コ
ー
ル
連
合
（U

FA
: U

nion française anti-alcoolique

）」
を
立
ち
上
げ
、
さ
ら
に
一
八
九
九
年
に
は

ル
グ
ラ
ン
婦
人
が
パ
リ
の
サ
ン
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
通
り
四
三
番
地
に
「
禁
酒
レ
ス
ト
ラ
ン
」
を
開
く
（Pierre M

orel 1996: 152

）。
そ
こ
に

は
多
く
の
中
毒
患
者
た
ち
が
集
ま
り
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
た
と
い
う
。
ベ
ル
ジ
ェ
ロ
ン
ら
の
「
禁
酒
会
」（
Ｓ
Ｆ
Ｔ
）
が
主
に
学
者

や
知
識
人
や
医
師
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
比
し
て
、
こ
の
「
反
ア
ル
コ
ー
ル
連
合
」（
Ｕ
Ｆ
Ａ
）
は
よ
り
民
衆
的
な
協
会
だ
っ

た
。
ル
グ
ラ
ン
ら
は
会
費
を
抑
え
、
よ
り
貧
し
い
者
に
開
か
れ
た
協
会
を
目
指
し
て
い
た
（Sournia 1996

﹇1986

﹈: 204

）。
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た
だ
し
、
冷
静
か
つ
総
合
的
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
へ
の
対
策
は
、
公
的
機
関
と
私
的
団
体
の
い
ず
れ
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
っ
た
場
合
で
あ
れ
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
に
比
べ
て
あ
ま
り
高
い
効
果
を
上
げ
た
と
は
言
え
な
い
。
患
者
数
の
増
加
に
比
し
て
病
床
数
お
よ
び
保
護
施
設
の
不
足
は
深
刻
で

あ
っ
て
、
医
師
た
ち
は
専
用
の
施
設
の
必
要
性
を
繰
り
返
し
政
府
に
訴
え
続
け
て
い
た
。
実
を
言
え
ば
、
ラ
ダ
ム
が
鼓
舞
の
た
め
の

批
判
を
行
っ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
必
要
に
応
じ
彼
ら
を
「
ア
ル
コ
ー
ル
精
神
病
」
扱
い
と
し
て
精
神
病
院
に
収
監
し
て
い
た

と
い
う
実
状
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
例
を
示
す
な
ら
、
例
え
ば
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ヴ
ォ
ワ
ザ
ン
は
、
ビ
セ
ー
ト
ル
施
療
院
に
入
院

し
た
ア
ル
コ
ー
ル
患
者
の
数
が
、
一
八
五
六
年
に
は
年
間
九
九
人
だ
っ
た
の
が
一
八
六
〇
年
に
は
二
〇
七
人
に
増
え
て
お
り
、
数
年

の
間
に
倍
増
し
た
と
証
言
し
て
い
る
（Voisin 1864: 2

─3

）。

一
言
で
い
え
ば
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
拡
大
を
止
め
る
こ
と
が

で
き
ず
に
い
た
。
そ
の
販
売
や
流
通
そ
の
も
の
を
制
限
す
る
と
い
う
議
論
は
も
ち
ろ
ん
存
在
し
た
が
、
酒
税
の
上
昇
は
実
際
に
は
単

に
非
正
規
ル
ー
ト
で
の
消
費
を
増
や
す
だ
け
だ
っ
た
。
パ
リ
の
城
壁
の
す
ぐ
外
側
に
は
一
七
世
紀
中
葉
よ
り
ガ
ン
ゲ
ッ
ト

（gainguette

）
と
呼
ば
れ
る
安や
す
酒さ
か
場ば

が
い
く
つ
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
無
税
の
ワ
イ
ン
が
振
る
舞
わ
れ
た
。
パ
リ
市
内
に
一
歩
で
も
入
れ

ば
ワ
イ
ン
販
売
に
税
金
の
支
払
い
が
発
生
す
る
た
め
、
そ
れ
を
逃
れ
る
た
め
だ
っ
た
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
れ
ば
、
第
二
帝
政
期
頃
に

こ
の
質
の
悪
い
安
酒
は
「
関せ
き
の
酒
（vin de la barrière

）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
下
層
階
級
に
許
さ
れ
て
い
た
ほ
ぼ
唯
一
の
愉た
の
し

み
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
の
不
満
の
矛
先
を
政
府
に
向
け
さ
せ
な
い
た
め
の
安
全
弁
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人

た
ち
は
長
ら
く
考
え
て
い
た
（Sournia 1996

﹇1986

﹈: 63

─4; Benjam
in 2002

﹇1955
﹈: 34
─5
）。
大
革
命
の
後
、
復
古
王
政
、
帝
政
、
共
和
政

が
め
ま
ぐ
る
し
い
交
代
劇
を
見
せ
た
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
政
情
不
安
も
あ
っ
て
か
、
各
政
体
は
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
規
制
に
本
腰

を
入
れ
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
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2

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
医
療
化

と
き
に
、
医
学
の
領
域
で
は
「
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
」
と
い
う
概
念
の
出
現
時
期
は
意
外
に
遅
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
来
、
酒
は

神
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
度
を
過
ぎ
た
飲
酒
は
恥
で
あ
り
「
悪
徳
」
と
さ
れ
て
い
た
（C

onrad &
 Schneider 1992

＝

2003: 149

）。
フ
ラ
ン
ス
で
は
か
つ
て
、
過
度
の
飲
酒
は
「
飲
酒
癖
（ivrognerie

）」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
日
常
的
に
酒
に
溺
れ
て
仕
事

を
怠
け
た
り
周
囲
に
暴
力
を
振
る
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
道
徳
的
堕
落
の
一
つ
の
象
徴
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
酔
っ
ぱ
ら
い
」
が

「
病
」
と
し
て
再
解
釈
・
再
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
す
な
わ
ち
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
「
医
療
化
」
が
起
こ
る
の
は
、
実
に
一
九

世
紀
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
（
と
そ
の
乱
用
）
の
非
常
に
長
い
歴
史
を
考
え
る
と
、
医
学
が
そ
の
禁
断
症
状
に
さ
し

た
る
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
方
で
は
、
中
毒
者
が
か
つ
て
医
師
よ
り

は
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
か
ら
だ
っ
た
し
、
他
方
で
は
、
そ
の
症
状
が
単
な
る
激
し
い
熱
狂
や
神
経
熱
と
長
い
あ
い

だ
混
同
さ
れ
て
き
た
た
め
だ
っ
た
（R

ayer 1819: 7

）。

　

こ
の
頃
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
医
療
化
を
押
し
進
め
た
要
因
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
九
世
紀
半
ば
に
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
医
師
マ
グ
ヌ
ス
・
フ
ス
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
（alcoolism

e

）」
の
概
念
で
あ
る
。
フ
ス
は
長
期
間
に
わ

た
る
強
い
酒
類
の
摂
取
が
神
経
系
を
蝕
む
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
病
で
あ
る
と
い
う
研
究
を
発
表
し
、
そ
の
考
え
は
瞬

く
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
直
前
の
時
期
に
も
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
病
と
見
な
す
研
究
は
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。
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ア
ル
コ
ー
ル
の
禁
断
症
状
は
最
初
、
一
八
一
三
年
の
英
国
の
医
師
サ
ッ
ト
ン
に
よ
り
「
振し
ん
戦せ
ん
せ
ん
妄
（delirium

 trem
ens

）」
と
名
付

け
ら
れ
た
（R

ayer ibid.: 1

）。
こ
れ
は
突
然
の
断
酒
に
よ
る
離
脱
症
状
に
よ
り
、
手
足
の
激
し
い
震
え
や
意
識
障
害
が
現
れ
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
レ
イ
エ
ル
と
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
同
様
の
症
状
は
サ
ッ
ト
ン
よ
り
さ
ら
に
四
〇
年
ほ
ど
前
に
サ
ン
ダ
ー
ス
に

よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
（R

ayer ibid.: 71

）。
振
戦
せ
ん
妄
の
原
因
は
習
慣
的
な
飲
酒
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
は
、
こ
の

症
状
は
飲
酒
を
し
な
い
者
に
は
決
し
て
現
れ
ず
、
ま
た
安
価
で
品
質
の
悪
い
酒
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
述
べ
て
い

る
（Esquirol 1819; R

ayer ibid.: 73
）。

　

他
方
で
何
人
か
の
医
師
た
ち
は
、
普
段
全
く
ア
ル
コ
ー
ル
を
口
に
し
な
い
人
々
が
急
に
飲
酒
に
走
る
と
い
う
奇
妙
な
ケ
ー
ス
に
つ

い
て
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
一
八
一
七
年
の
モ
ス
ク
ワ
で
、
続
い
て
一
八
一
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
、
そ
し
て
や
や
遅
れ
て
一
八

二
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
見
出
さ
れ
、「
渇
酒
症
（dipsom

anie, Trunksucht

）」
の
名
を
贈
ら
れ
た
。
こ
の
病
は
ア
ル
コ
ー
ル
へ
の
抵
抗

し
難
い
欲
望
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
は
こ
れ
を
モ
ノ
マ
ニ
ー
（
何
か
一
つ
の
対
象
に
つ
い
て
の
み
の
狂
気
）
の
一
種

と
考
え
て
い
た
（Esquirol 1998

﹇1838

＝1820

﹈, tom
e I: 367

）。
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
を
扱
っ
た
前
章
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
述
べ
る
な
ら
ば
、

振
戦
せ
ん
妄
と
渇
酒
症
と
の
対
比
か
ら
は
、「
習
慣
」
と
「
抑
え
き
れ
な
い
欲
望
」
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
の
原
因
が
想
定
さ
れ
て

い
た
の
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
一
八
四
九
年
に
な
る
と
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
マ
グ
ヌ
ス
・
フ
ス
が
慢
性
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
に
つ
い
て
報
告
し
、
こ
の
新

し
い
概
念
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
巡
る
言
説
は
刷
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
本
質
は

（
手
足
の
震
え
や
意
識
の
障
害
で
は
な
く
）
そ
れ
が
引
き
起
こ
す
恐
ろ
し
い
禁
断
症
状
で
あ
る
と
さ
れ
、
今
や
そ
れ
は
悪
徳
で
は
な
く
病や
ま
いと

な
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
か
つ
て
「
飲
酒
癖
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
医
療
化
が
起
こ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
治

療
す
べ
き
／
治
療
可
能
な
「
病
」
と
し
て
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
そ
れ
は
医
師
の
手
へ
と
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
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い
く
。

　

一
九
世
紀
後
半
と
り
わ
け
一
八
七
〇
年
代
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
の
ア
ル
コ
ー
ル
消
費
量
が
増
大
し
大
き
な
社
会
問
題
と
し
て

浮
上
し
た
時
に
、
専
用
の
保
護
施
設
の
問
題
が
、
つ
ま
り
は
中
毒
患
者
た
ち
の
監
禁
と
治
療
の
問
題
が
頻
繁
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
も
、
上
記
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
こ
う
し
て
集
合
的
な
病
と
な
り
、「
社
会

病
理
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
状
況
は
さ
ほ
ど
変
化
し
な
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
後
、

反
ア
ル
コ
ー
ル
連
合
（
Ｕ
Ｆ
Ａ
）
の
設
立
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
ル
グ
ラ
ン
は
、
依
然
拡
大
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
倒
す
べ
き
「
敵
」

と
呼
び
、
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
の
よ
う
な
大
き
な
疫
病
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
と
、
強
い
口
調
で
語
っ
て
い
る
（Legrain 1922: 

172

）。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
あ
る
種
の
伝
染
病
の
比
喩
で
捉
え
る
と
い
う
発
想
な
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ

は
（
拡
大
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
）
人
か
ら
人
へ
と
伝
染
す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
八
七
一
年
の
ベ
ル
ジ
ェ
ロ
ン
が
「
ア
ル

コ
ー
ル
疫
病
」
の
語
を
用
い
た
時
、
そ
れ
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
二
〇
世
紀
の
初
頭
に
は
、
興

味
深
い
こ
と
に
こ
れ
に
は
幾
ば
く
か
の
「
科
学
的
根
拠
」
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
当
時
想
定
さ
れ
て
い
た
伝
染

の
経
路
を
、（
ａ
）
水
平
的
で
空
間
的
な
伝
播
と
、（
ｂ
）
垂
直
的
で
時
間
的
な
伝
播
の
二
つ
に
分
け
て
見
て
み
よ
う
。

ａ　

水
平
的
伝
播

　

ル
グ
ラ
ン
（
一
九
二
二
）
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
「
イ
ン
ク
の
し
み
の
よ
う
に
」（tache d’huile

）
空
間
的
に
周

囲
へ
と
拡
散
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
不
明
だ
っ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
ペ
ス
ト
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
他
の
疫
病
の
よ
う

に
、
病や
ま
いを
引
き
起
こ
す
病
原
菌
が
小
さ
な
昆
虫
や
ネ
ズ
ミ
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
染
伝
播
し
て
い
く
訳
で
は
な
い
。

む
し
ろ
飲
酒
す
る
と
い
う
個
人
的
な
振
る
舞
い
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
外
見
上
の
伝
播
に
関
し
て
援
用
さ
れ
た
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の
は
、「
模
倣4
＊

」
と
い
う
社
会
心
理
学
の
概
念
だ
っ
た
。

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
や
ド
イ
ツ
の
医
師
レ
ヴ
ィ
ン
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
患
者
や
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
者
に
見
ら
れ
る
「
自
発

的
中
毒
」（intoxication volontaire

）
に
着
目
し
、
と
り
わ
け
下
層
階
級
に
お
け
る
こ
う
し
た
自
己
破
壊
的
な
行
為
の
伝
染
傾
向
に
つ
い

て
指
摘
し
て
い
る
（Toulouse 1892: 121

─2

）。
一
九
世
紀
末
期
に
は
他
に
も
「
犯
罪
の
伝
播
」
に
関
す
る
懸
念
が
あ
り
、
例
え
ば
ポ
ー

ル
・
オ
ー
ブ
リ
ー
（
一
八
八
七
）
が
模
倣
殺
人
の
原
因
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
家
族
や
監
獄
か
ら
の
、
あ
る
い
は
公
開
処
刑
や
メ

デ
ィ
ア
か
ら
の
影
響
だ
っ
た
。
ポ
ー
ル
・
モ
ロ
ー
（
・
ド
・
ト
ゥ
ー
ル5
＊

）
も
、
新
聞
雑
誌
な
ど
の
犯
罪
報
道
が
同
様
の
手
口
の
犯
罪
を

生
む
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
敵
意
を
隠
さ
な
い
。
彼
は
、
殺
人
や
自
殺
の
よ
う
な
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

犯
罪
が
、
他
所
へ
伝
播
す
る
性
質
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
は
や
疑
い
の
余
地
は
無
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
真
に
一
つ

の
疫
病
、
す
な
わ
ち
不
特
定
多
数
の
人
に
襲
い
か
か
る
と
い
う
明
白
な
特
徴
を
備
え
た
病
理
的
現
象
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（Paul M
oreau 1889: 162

）。

ｂ　

垂
直
的
伝
播

　

当
時
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
親
か
ら
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
子
が
生
ま
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
垂
直
的
伝
播
に
お

い
て
問
題
と
な
る
の
は
病
の
世
代
間
連
鎖
で
あ
り
、「
遺
伝
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
ま
ず
、
血
統
と
血
の
表
象
が
依

然
と
し
て
力
を
持
っ
て
い
た
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
ド
ゥ
ロ
ベ
ル
、
ニ
ク
ル
ー
、
ト
リ
ブ
レ
、
マ
チ
ュ
ー
と
い
っ
た
医

師
た
ち
に
と
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
伝
染
は
血
液
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
彼
ら
が
言
う
に
は
、

新
生
児
は
最
初
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
の
悪
影
響
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
父
親
の
血
液
は
酒
を
運
ん
で
お
り
、
そ
の
内
臓

は
酒
浸
り
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
ま
た
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
母
親
の
胎
盤
お
よ
び
母
乳
を
通
じ
て
子
ど
も
に
注
が
れ
る
の
だ
と
（D

elobel 
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1916: 348

）。
子
ど
も
の
体
に
は
文
字
通
り
親
の
「
血
が
流
れ
て
い
る
」
と
信
じ
ら
れ
た
。
分
子
生
物
学
の
発
達
以
前
に
は
、
遺
伝
は

血
液
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
だ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
垂
直
的
な
伝
播
に
関
し
て
、
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
は
「
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
（
変
質
）」

の
ド
グ
マ
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
Ａ
・
モ
レ
ル
（
一
八
五
七
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
こ
の
概
念
は
、
一
八
八
〇
年

代
に
マ
ニ
ャ
ン
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
ま
た
彼
と
そ
の
弟
子
ル
グ
ラ
ン
に
よ
っ
て
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
文
脈
の
中
へ
と
組
み
込
ま

れ
る6
＊

。
マ
ニ
ャ
ン
ら
（
一
八
九
五
）
が
与
え
た
定
義
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

　

デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
と
は
、
直
近
の
世
代
と
比
較
し
て
心
的
・
身
体
的
な
耐
久
性
の
面
で
体
質
的
に
衰
え
て
お
り
、
生
存

の
遺
伝
的
競
争
に
お
け
る
生
物
学
的
条
件
を
不
完
全
に
し
か
実
現
し
な
い
よ
う
な
、
存
在
の
病
理
的
な
状
態
で
あ
る
。
恒
久
的

な
ス
テ
ィ
グ
マ
と
し
て
現
れ
る
こ
の
衰
弱
は
、
本
質
的
に
進
行
性
の
も
の
で
あ
る
。
例
外
的
に
併
発
性
の
再
生
が
起
こ
る
こ
と

は
あ
る
が
、
こ
れ
が
欠
け
て
い
れ
ば
遅
か
れ
早
か
れ
、
生
物
種
の
消
滅
と
い
う
結
果
を
招
く7
＊

。

デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
の
学
説
に
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
か
ら
の
色
濃
い
影
響
が
見
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
反
進
化
論
者
の
キ
ュ

ヴ
ィ
エ
が
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
関
係
で
そ
の
受
容
は
遅
れ
た
が
（C

onry 1974: 30

─2

）、
そ
れ
で
も
な
お
、
進
化
論
は
一
九
世
紀
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
教ド
グ
マ義
の
一
つ
だ
っ
た
。
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
に
は
こ
う
し
て
、
徹
頭
徹
尾
「
劣

化
・
劣
性
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
弱
さ
で
あ
り
、
個
体
と
し
て
の
劣
化
で
あ
り
、
進
化
に

対
す
る
退
化
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
ど
こ
か
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
自
然
選
択
、
な
い
し
他
の
個
体
と
の
生
存
競
争
に
お
け
る
敗
北

を
意
味
し
て
い
た
。
一
九
世
紀
の
末
頃
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
の
病
（m

aladie dégénérative

）
と
呼
ば
れ
る
よ
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う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
も
し
こ
の
病
が
全
人
類
に
拡
大
す
れ
ば
、
人
間
と
い
う
種
は
次
第
に
劣
化
し
て
生
物
間
闘
争
に
敗

れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
は
絶
滅
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
ま
で
を
含
ん
で
い
た
。
マ
ニ
ャ
ン
や
ル
グ
ラ
ン
が
反

ア
ル
コ
ー
ル
連
合
（
Ｕ
Ｆ
Ａ
）
を
設
立
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
撲
滅
運
動
の
旗
手
と
な
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
危
機
感
も
手
伝
っ
て

の
こ
と
だ
っ
た
が
、
要
す
る
に
、
こ
の
垂
直
的
伝
播
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
│
│
「
子
孫
た
ち
」

へ
の
影
響
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
、
共
時
的
な
周
囲
へ
の
拡
散
に
せ
よ
通
時
的
な
将
来
へ
の
影
響
に
せ
よ
、
そ
の
伝
染
可
能

性
を
科
学
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
集
合
的
な
病
と
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
個
人
レ
ベ
ル
で
の
病
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
国
家
そ
し
て
社
会
全
体
へ
の
害
悪
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
こ
う
し
て
撲
滅
す
べ
き

「
社
会
病
理
」
と
な
り
、
コ
レ
ラ
や
梅
毒
の
よ
う
な
疫
病
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

3　

原
因
と
し
て
の
「
意
志
の
弱
さ
」

　

次
に
、
こ
の
集
合
的
な
病
が
、
個
人
レ
ベ
ル
の
病
理
へ
と
折
り
返
さ
れ
て
ゆ
く
様
子
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
一
九

世
紀
中
葉
に
フ
ス
が
提
唱
し
た
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
の
概
念
が
医
師
た
ち
の
注
目
を
集
め
、
そ
れ
か
ら
半
世
紀
が
経
た
な
い
う
ち
に
ア

ル
コ
ー
ル
中
毒
は
一
つ
の
疫
病
と
ま
で
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
医
療
化
の
動
き
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
単
な

る
「
酔
っ
ぱ
ら
い
」
だ
っ
た
人
々
が
総
じ
て
「
い
た
わ
る
べ
き
病
人
」
へ
と
変
化
し
た
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
を
悪
徳
と
見
な
す
よ
う

な
旧
来
の
意
見
も
、
依
然
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
た
。
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フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
七
三
年
二
月
一
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
公
道
、
広
場
、
カ
フ
ェ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
キ
ャ
バ
レ
ー
と
い
っ
た

公
共
の
場
で
の
酩
酊
が
禁
じ
ら
れ
る
。
違
反
者
に
は
一
フ
ラ
ン
か
ら
五
フ
ラ
ン
の
罰
金
、
ま
た
再
犯
時
に
は
刑
法
四
七
四
条
が
適
用

さ
れ
、
三
日
以
上
の
収
監
が
課
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
よ
り
一
二
ヶ
月
以
内
に
再
犯
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
刑
法
四
八
三
条
の

適
用
に
よ
り
、
一
六
フ
ラ
ン
か
ら
三
〇
〇
フ
ラ
ン
の
罰
金
に
加
え
六
日
か
ら
一
ヶ
月
間
の
禁
錮
が
待
っ
て
い
た
。

　

公
衆
の
風
紀
風
俗
を
乱
す
こ
の
「
公
衆
の
面
前
で
の
酩
酊
（ivresse publique

）」
の
取
締
り
開
始
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
恥
や
悪

徳
、
モ
ラ
ル
の
欠
如
と
見
な
し
て
い
た
旧
来
の
態
度
に
、
単
に
法
的
追
認
が
与
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
こ
こ
に
は
、
一
八
三
八
年
法
の
時
と
同
様
、
医
師
た
ち
と
法
学
者
た
ち
の
意
見
の
対
立
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
。
前
者
は
中
毒
患

者
を
「
病
人
」
と
見
な
し
、
専
用
の
保
護
施
設
の
必
要
性
を
説
く
。
後
者
は
対
照
的
に
、
懲
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
罰
と
監
獄
こ
そ
が
「
風
紀
を
乱
す

者
」
の
更
生
へ
の
早
道
だ
と
見
て
い
る
。
第
1
章
の
阿
片
の
ケ
ー
ス
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
「
治
療
さ
れ
る
べ
き
患
者
」
と
「
非
難
さ

れ
る
べ
き
社
会
的
逸
脱
者
」
と
い
う
二
重
の
定
義
付
け
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
対
し
て
も
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
阿
片
の
場

合
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
が
、
実
際
に
我
が
身
に
降
り
掛
か
っ
た
甚
大
な
災
禍
だ
っ
た

と
い
う
点
だ
っ
た
。

そ
れ
は
さ
ら
に
愛
国
心
を
巡
る
言
説
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
阿
片
よ
り
も
ず
っ
と
容
易
に
、
社
会
的
逸
脱
の
側
面
を
強

調
さ
れ
て
い
っ
た
。
第
三
共
和
政
（
一
八
七
〇
│
一
九
四
〇
）
の
初
期
と
い
う
の
は
、
し
き
り
に
愛
国
心
が
称
揚
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、

例
え
ば
普
仏
戦
争
直
後
の
ア
ル
ザ
ス
地
方
を
描
い
た
児
童
文
学
「
最
後
の
授
業
」（
一
八
七
三
）
で
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
ー
デ
が

「
フ
ラ
ン
ス
語
は
世
界
で
最
も
美
し
い
言
語
だ
」
と
書
い
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と
だ
。
一
八
三
八
年
に
は
医
師
た
ち
が
一
応
の
勝
利

を
お
さ
め
た
格
好
に
な
っ
た
が
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
後
の
一
八
七
〇
年
代
と
い
う
時
代
の
空
気
は
、
む
し
ろ
法
学
者
た
ち
に
と
っ

て
有
利
に
働
い
た
。
こ
の
時
期
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
と
近
代
国
民
国
家
の
完
成
期
に
当

パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ス
ム
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た
っ
て
い
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
そ
こ
で
、
国
家
を
危
機
に
さ
ら
す
も
の
、
国
家
の
「
敵
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
味
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
一
九
世
紀
の
後
半
に
は
、
法
学
者
た
ち
と
医
師
た
ち
の
対
立
は
見
か
け
ほ
ど
深
刻
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
も

言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
社
会
へ
の
危
険
を
、
後
者
は
患
者
自
身
へ
の
危
険
を
主
に
問
題
視
す
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

（
監
獄
な
り
病
院
な
り
へ
と
）
中
毒
者
を
監
禁
・
隔
離
し
、
何
ら
か
の
然
る
べ
き
処
置
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
に
社
会
復
帰
を
目
指

さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
、
両
陣
営
は
意
見
の
一
致
を
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
生
じ
て
し
ま
っ
た
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒

で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
起
こ
る
で
あ
ろ
う
そ
れ
に
着
目
し
た
場
合
、
こ
の
対
立
は
ま
す
ま
す
薄
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　

当
時
、
刑
法
学
の
分
野
に
は
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
ら
イ
タ
リ
ア
学
派
の
犯
罪
人
類
学
が
、
犯
罪
者
の
身
体

的
・
心
理
的
性
質
に
着
目
し
た
新
派
刑
法
学
を
立
ち
上
げ
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
の
動
き
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し

て
、
一
体
ど
の
よ
う
な
人
物
が
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
陥
り
や
す
い
の
か
と
い
っ
た
医
学
的
研
究
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。
振
り
返
っ
て

み
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
前
半
頃
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
原
因
は
「
貧
困
」
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
下
層
労
働
者
た
ち
が
日
常
生
活

の
惨
め
さ
を
忘
れ
る
た
め
に
過
剰
飲
酒
し
、
そ
し
て
中
毒
に
陥
る
の
だ
と
。
し
か
し
ベ
ル
ジ
ェ
ロ
ン
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の

「
快
楽
に
対
す
る
病
的
な
ま
で
の
忍
耐
力
の
無
さ
」
は
、
一
八
七
〇
年
代
初
頭
に
は
す
で
に
上
流
・
中
産
階
級
ま
で
を
吞
み
込
み
、

す
な
わ
ち
全
階
級
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。「
要
す
る
に
、
酒
飲
み
が
何
よ
り
も
ま
ず
求
め
て
い
る
の
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
刺
激
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
そ
の
人
物
が
ど
の
社
会
階
級
に
属
し
て
い
よ
う
と
関
係
が
な
い
。
こ
の
刺
激
こ
そ
が
ア
ル
コ
ー
ル
へ
の
情
念
（passion

）

を
生
み
、
育
む
の
で
あ
る
。
多
か
れ
少
な
か
れ
重
苦
し
い
目
の
前
の
現
実
を
忘
れ
さ
せ
、
同
時
に
未
来
へ
の
盲
目
的
な
信
頼
を
抱
か

せ
て
く
れ
る
よ
う
な
夢
の
誘
惑
に
、
人
は
抗
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
」（Bergeron 1872: 36

─7

）。
こ
こ
で
は
も
う
、
飲
酒
の
原
因
が

貧
困
に
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
下
層
階
級
に
は
飲
酒
癖
が
あ
る
と
い
っ
た
古
い
タ
イ
プ
の
説
明
は
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
労
働
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者
階
級
と
い
う
の
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
を
蔓
延
さ
せ
る
土
壌
で
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
胚
芽
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　

病
因
論
あ
る
い
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
原
因
と
し
て
、
貧
困
の
次
に
白
羽
の
矢
を
立
て
ら
れ
た
の
は
、「
個
人
差
」
だ
っ
た
。
法

学
者
た
ち
は
中
毒
者
た
ち
の
中
に
道
徳
心
の
欠
如
を
見
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
周
囲
に
及
ぶ
迷
惑
も
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
罰
せ
ら

れ
る
べ
き
罪
と
し
て
法
制
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
他
方
で
、
医
学
は
ま
ず
「
体
質
」（idiosyncrasie

）
の
違
い
を
疑
っ
て
か
か
っ
た
。
体

格
や
身
長
、
と
り
わ
け
体
重
の
大
小
が
薬
剤
の
適
切
な
投
与
量
を
左
右
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
薬
剤
師
た
ち
は
膨
大
な
経
験
的
知
識

を
蓄
積
し
て
い
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
四
体
液
説
の
よ
う
な
古
い
理
論
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
あ
る
薬
が
こ
の
患
者
に
は
よ
く
効
く
が

別
の
患
者
に
は
効
果
を
上
げ
な
い
と
い
っ
た
実
践
を
通
じ
て
、
体
質
に
個
人
差
が
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
に
対

し
て
も
、
そ
の
分
解
速
度
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
や
、
全
く
酒
の
飲
め
ぬ
者
（
下
戸sobre

）
が
存
在
す
る
こ
と
は
経
験
則
か
ら

知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
ら
の
限
度
を
超
え
て
飲
み
続
け
、
公
衆
の
面
前
で
前
後
不
覚
と
な
る
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返

し
行
う
者
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
「
個
人
的
な
体
質
の
違
い
」
の
み
か
ら
説
明
す
る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ベ
ル

ジ
ェ
ロ
ン
は
、
そ
れ
を
「
病
的
な
ま
で
の
忍
耐
力
の
無
さ
」
と
形
容
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

普
仏
戦
争
後
の
ベ
ル
ジ
ェ
ロ
ン
の
報
告
か
ら
三
ヶ
月
ほ
ど
経
っ
た
一
八
七
二
年
二
月
二
六
日
、
リ
ュ
ニ
エ
は
心
理
医
学
学
会
の
定

例
会
で
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。
彼
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
の
中
に
は
さ
し
た
る
不
都
合
も
な
く
回
復
す
る
者
と
、
逆

に
宿
命
的
な
ま
で
に
そ
の
衝
動
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
と
て
も
退
院
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
が
い
る
と
述
べ
、
後
者
の
「
著
し
く

危
険
な
性
格
」
に
注
意
を
促
し
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
先
ほ
ど
の
個
人
差
の
問
題
は
、
身
体
的
な
「
体
質
」
か
ら
心
理
的
な
「
性

格
」（caractère

）
へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
酒
に
溺
れ
る
か
ど
う
か
は
個
々
人
の
性
格
の
問
題
だ
と
い
う
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
一
九
世
紀
前
半
の
階
級
の
言
説
に
よ
る
説
明
に
比
べ
れ
ば
幾
ば
く
か
の
前
進
だ
っ
た
も
の
の
、
ま
た
同
時
に
後
退
の
一
歩
で
も

あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
個
人
の
資
質
に
中
毒
の
原
因
を
求
め
る
こ
の
方
法
は
、（
医
療
化
さ
れ
る
以
前
の
）「
飲
酒
癖
」
の
概
念
と
よ
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り
親
和
性
の
高
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
へ
の
耽
溺
は
恥
で
あ
り
不
道
徳
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
飲
酒
す
る
本

人
に
咎
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
こ
こ
で
再
び
顔
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
動
き
は
ま
た
、
公
衆
の
安
全
と
社
会
の
秩
序
を
守
る
と

い
う
共
和
主
義
の
法
学
者
た
ち
の
主
張
へ
の
接
近
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
一
八
七
〇
年
代
初
頭
に
は
す
で
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
蔓
延
を
前
に
法
学
者
と
医
師
た
ち
が
足
並
み
を
揃
え
始
め
て

い
た
が
、
そ
れ
よ
り
一
〇
年
ほ
ど
後
に
現
れ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ラ
ゼ
ー
グ
の
分
析
は
、
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
な
も
の
だ
っ
た
。
彼
は
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
の
原
因
が
当
人
の
「
意
志
の
弱
さ
」
に
あ
る
と
喝
破
す
る
。「
渇
酒
症
と
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
」（
一
八
八
二
）
の
中
で
彼

は
、
遺
伝
的
な
欠
陥
等
に
よ
り
飲
酒
へ
の
抵
抗
不
能
な
衝
動
が
発
生
す
る
も
の
が
渇デ
ィ
プ
ソ
マ
ニ
ー

酒
症
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
る
飲
酒
そ
の
も

の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
が
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
だ
と
し
て
、
ま
ず
両
者
を
厳
密
に
切
り
離
し
た
。
こ
の
分
離
は
、
ア
ル
コ
ー

リ
ス
ム
が
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
異
常
で
あ
り
、
遺
伝
的
要
因
や
精
神
疾
患
の
関
与
は
薄
い
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
た
が
、
こ
こ
か

ら
ラ
ゼ
ー
グ
は
、
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
に
お
け
る
飲
酒
へ
の
欲
望
は
「
意
志
の
力
に
よ
っ
て
抵
抗
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
導
き

出
す
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
重
要
な
逆
転
だ
っ
た
。
例
え
ば
世
紀
初
頭
の
エ
ス
キ
ロ
ー
ル
が
殺
人
モ
ノ
マ
ニ
ー
に
つ
い
て
記
述
す
る
時
、
こ
の
疾
患
に

お
け
る
殺
人
へ
の
衝
動
は
抵
抗
不
能
（irresistible

）
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
前
の
章
で
扱
っ
た
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
の
ケ
ー

ス
で
も
、
レ
ヴ
ィ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
禁
断
症
状
と
し
て
現
れ
る
モ
ル
ヒ
ネ
摂
取
へ
の
情
念
を
、
抑
え
ら
れ
な
い
も
の
と
定
義
し
て
い

た
。
そ
れ
ら
の
情パ
ッ
シ
ョ
ン念は
抵
抗
不
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
彼
ら
は
病
者
で
あ
り
被
害
者
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
ラ
ゼ
ー
グ
は
つ
い

に
こ
の
前
提
を
転
覆
さ
せ
、
そ
う
し
た
衝
動
が
、
強
い
意
志
の
力
（volonté

）
に
よ
っ
て
克
服
可
能
で
あ
る
と
再
定
義
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
考
え
方
は
当
時
、
そ
れ
ほ
ど
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
語
ら

れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
に
関
し
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
異
な
る
時
期
に
書
か
れ
た
次
の
二
つ
の
記
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述
は
、
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
に
関
し
て
医
師
た
ち
の
着
眼
点
が
推
移
し
て
い
く
様
子
を
は
っ
き
り
と
我
々
に
示
し
て
く
れ
る
点
で
、
極
め

て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

　

体
が
強
か
ろ
う
と
弱
か
ろ
う
と
、
病
理
的
な
原
因
か
何
か
で
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
し
か
も
そ
れ
を
自
由
に
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
す
べ
て
の
個
人
に
は
モ
ル
ヒ
ネ
へ
の
情
念
が
形
成
さ
れ
る
。
モ
ル
ヒ
ネ
を
自
ら
注
射
す
る
よ
う
な

情
念

0

0

（passion

）
が
、
人
間
の
他
の
情
念

0

0

、
例
え
ば
煙
草
、
賭
け
事
、
儲
け
、
女
へ
の
情
念
と
い
っ
た
も
の
と
同
列
に
数
え
ら

れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

（Lew
instein 1878: 6

─7.

強
調
引
用
者
）

　

我
々
は
レ
ヴ
ィ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
体
が
強
か
ろ
う
と
弱
か
ろ
う
と
、
病
理
的
な
原
因

か
何
か
で
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
し
か
も
そ
れ
を
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
す
べ
て
の
個
人
に
は
モ

ル
ヒ
ネ
へ
の
情
念
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
。
モ
ル
ヒ
ネ
を
摂
取
す
る
習
慣

0

0

（habitude

）
が
、
他
の
堕
落
し
た
習
慣

0

0

0

0

0

0

、
例
え
ば
煙
草
、

賭
け
事
、
女
と
い
っ
た
も
の
と
同
列
に
数
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
（Lutaud et D

eering 1899: 53.

強
調
引
用
者
）

最
初
の
記
述
は
一
八
七
八
年
の
レ
ヴ
ィ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
も
の
で
、
次
は
一
八
九
九
年
に
リ
ュ
ト
ー
と
デ
ィ
リ
ン
グ
が
記
し
た
も
の

だ
。
後
者
は
前
者
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
さ
さ
や
か
な
（
し
か
し
な
が
ら
決
定
的
に
重
要
な
）
語
句
の
変

更
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
情パ
ッ
シ
ョ
ン念
」
が
「
習ア
ビ
チ
ュ
ー
ド慣
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
に
お
い
て
こ
う
し

た
転
回
が
起
こ
っ
た
の
は
一
八
八
〇
年
代
の
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
モ
テ
、
マ
ラ
ン
ド
ン
（
・
ド
・
モ
ン
テ
ィ
エ
ル
）、
ポ
ー
ル
・

ガ
ル
ニ
エ
、
ガ
ン
バ
イ
ユ
、
ベ
リ
オ
ン
、
ブ
ル
ア
ル
デ
ル
と
い
っ
た
医
師
た
ち
は
、
こ
の
「
習
慣
」
│
│
そ
れ
は
当
時
「
第
二
の
本
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性
」（une seconde nature

）
と
呼
ば
れ
た
│
│
と
い
う
表
現
を
好
ん
で
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　
「
情
念
」
は
抵
抗
不
能
で
あ
り
、
そ
れ
故
モ
ル
ヒ
ネ
患
者
の
情
状
酌
量
を
勝
ち
取
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
法
廷
の
言
説
に
登
場

す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
次
に
、
モ
ル
ヒ
ネ
や
ア
ル
コ
ー
ル
が
心
の
弱
さ
と
の
関
連
で

語
ら
れ
る
時
期
が
や
っ
て
く
る
。
誘
惑
に
負
け
な
い
強
い
心
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
悪
し
き
「
習
慣
」
と
契
約
を
結
ぶ

の
は
、
そ
の
当
人
の
弱
さ
に
問
題
が
あ
る
の
だ
と
い
う
言
説
が
、
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

先
に
紹
介
し
た
ラ
ゼ
ー
グ
（
一
八
八
二
）
は
、「
ア
ル
コ
ー
ル
化
可
能
者
」（les alcoolisables

）
と
い
う
奇
妙
な
造
語
を
用
い
て
、
ア
ル

コ
ー
ル
中
毒
に
陥
る
危
険
性
の
高
い
者
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。
彼
ら
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
快
楽
の
み
な
ら
ず
、
賭
け
事
な
ど

の
他
の
様
々
な
誘
惑
に
も
簡
単
に
屈
し
て
し
ま
う
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
持
ち
主
で
あ
り
、
友
人
か
ら
の
酒
の
誘
い
を
断
る
こ
と
も
で

き
ず
、
い
つ
の
間
に
か
酔
い
つ
ぶ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
要
す
る
に
「
弱
い
人
間
」（gens faibles

）
な
の
だ
と
（Lesègue 1882: 269

）。
彼

ら
は
怠
惰
で
意
志
が
弱
く
、
ま
た
知
能
も
低
い
と
言
う
時
、
ラ
ゼ
ー
グ
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
主
に
下
層
階
級
だ
っ
た
。
そ
の

証
左
に
彼
は
、
渇
酒
症
が
社
交
界
の
病
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
は
庶
民
の
そ
れ
だ
と
述
べ
て
い
る
（ibid.: 271

）。
こ

こ
に
は
病や
ま
いの
原
因
を
階
級
と
貧
困
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
古
い
タ
イ
プ
の
考
え
方
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な

が
ら
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
「
ア
ル
コ
ー
ル
化
可
能
者
」
の
観
念
が
示
し
て
い
た
の
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
と
い
う
病
の
本
質
を
、

意
志
薄
弱
と
い
う
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
障
害8
＊

と
し
て
読
み
返
そ
う
と
い
う
動
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
グ
ヌ
ス
・
フ
ス
は
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
の
原
因
を
、
単
に
飲
酒
の
習
慣
そ
の
も
の
と
見
な
し
て
い
た
。
一
八
七
二
年
の
ヴ
ィ
ヤ
ー

ル
も
、
中
毒
者
に
お
け
る
心
身
の
衰
弱
は
、
長
期
に
わ
た
る
物
質
の
乱
用
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
ラ

ゼ
ー
グ
は
、
そ
う
し
た
習
慣
的
摂
取
の
更
な
る
原
因
と
し
て
、
意
志
の
弱
さ
、
心
の
弱
さ
と
い
っ
た
も
の
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
こ

れ
は
逆
に
言
え
ば
、
意
志
の
強
い
人
間
で
あ
れ
ば
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
快
楽
と
い
う
誘
惑
を
退
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
も
含
意
し
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て
い
た
。
こ
う
し
た
「
意
志
の
力
」
は
、
治
療
学
上
の
重
要
性
を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
中
毒
患
者
に
断
酒
治

療
を
施
し
た
場
合
に
、
治
癒
の
最
後
の
拠
り
所
と
さ
れ
た
の
が
本
人
の
意
志
の
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ラ
ゼ
ー
グ
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
医
師
た
ち
と
法
学
者
た
ち
と
の
対
立
を
氷
解
さ
せ
、
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
の
蔓
延
と
い
う
敵
に

対
し
て
共
同
戦
線
を
張
ら
せ
る
だ
け
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
逸
脱
の
医
療
化
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
一
連
の
流

れ
を
眺
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
「
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
」
と
い
う
病
へ
の
非
難
が
、「
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
」
へ
の
非
難
に

す
り
替
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
、
見
落
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
一
八
七
〇
年
代
に
リ
ュ
ニ
エ
ら
が
フ
ラ
ン
ス
禁
酒
会

（
Ｓ
Ｆ
Ｔ
）
を
立
ち
上
げ
る
時
、
彼
ら
が
目
標
と
し
て
思
い
描
い
て
い
た
の
は
拡
大
す
る
病
の
撲
滅
で
あ
っ
て
、
中
毒
者
た
ち
の
社
会

的
排
除
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
の
末
に
マ
ニ
ャ
ン
や
ル
グ
ラ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
反
ア
ル
コ
ー
ル
連
合
（
Ｕ
Ｆ
Ａ
）
を
立

ち
上
げ
る
時
、
す
で
に
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
た
ち
は
、
社
会
に
と
っ
て
、
国
家
に
と
っ
て
、
そ
し
て
子
孫
た
ち
に
と
っ
て
、
危
険

な
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
医
師
た
ち
の
間
に
お
い
て
す
ら
も
、
排
除
す
べ
き
逸
脱
者
と
い
う
烙
印
を
は
っ
き
り
と
押
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

4

ス
テ
ィ
グ
マ

変
質
者
（Le dégénéré

）
は
原
則
と
し
て
責
任
を
持
た
な
い
。

だ
が
社
会
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
彼
に
は
責
任
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
有
害
だ
か
ら
だ
。

（
マ
ニ
ャ
ン
＆
ル
グ
ラ
ン
『
変
質
者
』）
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我
々
は
こ
こ
で
も
う
一
度
、「
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
（
変
質
）」
の
ド
グ
マ
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
言
説
こ
そ
が
、
一
九
世
紀
末
の
知
的
布
置
に
お
い
て
、
病
と
し
て
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
と
悪
徳
と
し
て
の
そ
れ
を
結

び
つ
け
る
接
合
面
を
な
し
て
い
た
か
ら
だ
。
あ
る
種
の
「
退
化
」
と
し
て
描
か
れ
た
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
は
、「
正
常
な
も
の
」

（le norm
al

）
が
衛
生
主
義
と
進
歩
思
想
に
支
え
ら
れ
つ
つ
擁
立
さ
れ
た
当
時
の
文
脈
の
中
で
は
、「
病
理
的
な
も
の
」（le pathologique

）

の
一
つ
の
典
型
だ
っ
た
。

ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
や
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
が
「
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
（
変
質
性
）
の
病
」
の
名
を
贈
ら
れ
た
の
に
引
き
続
い
て
、
や

が
て
そ
れ
ら
の
中
毒
患
者
た
ち
は
「
デ
ジ
ェ
ネ
レ
」（
変
質
を
被
っ
た
者
、
変
質
者
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
最
初
に
デ
ジ
ェ
ネ

レ
ッ
サ
ン
ス
概
念
を
提
示
し
た
モ
レ
ル
に
お
い
て
最
大
の
懸
案
だ
っ
た
の
は
、
種
と
し
て
の
人
類
が
退
化
頽
廃
し
て
し
ま
う
こ
と

だ
っ
た
の
だ
が
、
マ
ニ
ャ
ン
に
お
い
て
は
む
し
ろ
個
々
人
の
劣
化
変
性
の
方
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。「
変
質
者
」

と
い
う
概
念
は
そ
う
し
て
追
記
的
に
生
み
出
さ
れ
る
。

　

恐
ら
く
こ
こ
に
は
遺
伝
研
究
を
重
視
し
た
イ
タ
リ
ア
学
派
犯
罪
人
類
学
か
ら
の
強
い
影
響
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

『
犯
罪
人
』（
一
八
七
六
）
を
発
表
し
た
チ
ェ
ザ
ー
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
、
そ
し
て
そ
の
弟
子
の
フ
ェ
ッ
リ
、
ガ
ロ
フ
ァ
ロ
ら
は
、
犯

罪
は
遺
伝
す
る
と
い
う
「
生
来
的
犯
罪
者
」
説
を
唱
え
、
犯
罪
者
の
去
勢
ま
で
を
主
張
し
た
。
彼
ら
は
ま
た
犯
罪
行
為
研
究
を
離
れ

て
「
犯
罪
者
」
の
性
質
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
多
く
の
犯
罪
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
身
体
的
特
徴
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
「
ス

テ
ィ
グ
マ
」
と
し
て
示
し
た
。
主
要
な
も
の
を
列
挙
す
れ
ば
、
ま
ず
身
体
的
特
徴
と
し
て
は
、
異
様
に
長
い
腕
、
中
指
と
同
じ
長
さ

の
人
差
し
指
、
ふ
く
ら
ん
だ
肉
付
き
の
よ
い
頰
、
異
様
に
近
い
（
離
れ
た
）
目
と
目
の
間
隔
、
大
き
な
歯
、
耳
た
ぶ
の
な
い
耳
、
突

起
し
た
頰
骨
、
曲
が
っ
た
鼻
、
多
す
ぎ
る
体
毛
、
突
き
出
て
い
る
あ
ご
、
大
き
い
唇
、
数
の
合
わ
な
い
あ
ば
ら
骨
、
風
変
わ
り
な
目
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の
色
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
行
動
的
特
徴
と
し
て
は
、
良
す
ぎ
る
視
力
、
標
準
以
下
の
聞
き
取
り
能
力
、
痛
み
に
鈍

感
で
あ
る
こ
と
、
道
徳
的
感
受
性
の
欠
如
、
残
虐
さ
、
復
讐
心
、
衝
動
性
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
好
き
、
入
れ
墨
好
み
、
な
ど
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
特
徴
を
備
え
た
人
物
は
犯
罪
に
走
る
可
能
性
が
極
め
て
高
ま
る
と
い
う
の
が
、
イ
タ
リ
ア
学
派
の
主
張
だ
っ
た
。
彼
ら
は

最
終
的
に
、
犯
罪
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
一
つ
の
病
的
な
ス
テ
ィ
グ
マ
な
の
だ
と
い
う
結
論
に
至
る
。
マ

ニ
ャ
ン
は
こ
う
し
た
主
張
を
概
ね
受
け
入
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
を
覚
え
て
い
た
。
彼
は
イ
タ

リ
ア
学
派
に
つ
い
て
言
及
し
た
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

確
か
に
、
変
質
者
が
し
ば
し
ば
犯
罪
者
と
重
な
り
あ
う
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
か
ら
犯
罪
と
変
質
状
態

の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
と
の
結
論
を
導
き
出
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
軽
犯
罪
に
手
を
付
け
な
い
変
質
者
も
か
な
り
の
数

に
の
ぼ
り
、
し
か
も
彼
ら
の
心
的
・
身
体
的
形
態
は
、
犯
罪
を
起
こ
す
変
質
者
、
再
犯
す
る
変
質
者
と
も
何
ら
変
わ
り
な
い
の

で
あ
る
。
…
…
つ
ま
り
、
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
と
犯
罪
性
と
を
混
同
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
。（M

agnan et Legrain 1895: 186

─7

）

誤
解
を
避
け
る
た
め
明
確
に
述
べ
て
お
き
た
い
の
だ
が
、
当
初
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、（
法

学
の
分
野
で
問
題
視
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
）
潜
在
的
な
犯
罪
性
で
は
な
い
。
マ
ニ
ャ
ン
や
ル
グ
ラ
ン
が
懸
念
し
て
い
た
の
は
、
変
質
が

個
々
人
の
退
廃
を
生
み
、
そ
し
て
そ
れ
が
結
果
と
し
て
将
来
の
国
家
の
退
廃
を
生
む
こ
と
だ
っ
た
。
弱
い
国
民
と
弱
い
国
家
は
、
繰

り
返
さ
れ
る
戦
争
と
い
う
当
時
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
中
で
、
そ
し
て
愛
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ス
ム

国
心
の
高
揚
と
い
う
時
代
意
識
の
中
で
、
決
し
て
歓
迎
さ
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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他
方
、
一
八
八
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
精
神
疾
患
の
分
類
表
を
書
き
改
め
る
動
き
が
起
こ
っ
た
時
、
マ
ニ
ャ
ン
は
そ
こ
に
遺
伝
性

の
「
変
質
性
精
神
障
害
」（folie des dégénérés

）
を
付
け
加
え
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
（M

agnan 1882, 1884

）。
よ
り
具
体
的
に
示
す
な

ら
、
一
八
九
五
年
に
マ
ニ
ャ
ン
ら
が
列
挙
し
た
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
の
症
候
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
疑
惑
狂
（folie 

du doute

）、
接
触
狂
（délire de toucher

）、
広ア
ゴ
ラ
フ
ォ
ビ
ア

場
恐
怖
、
閉ク
ラ
ス
ト
ロ
フ
ォ
ビ
ア

所
恐
怖
、
場
所
恐
怖
、
渇デ
ィ
プ
ソ
マ
ニ
ー

酒
症
、
渇シ
テ
ィ
オ
マ
ニ
ア

食
症
、
放ピ
ロ
マ
ニ
ア

火
癖
、
火ピ
ロ
フ
ォ
ビ
ア

恐
怖
、

窃ク
レ
プ
ト
フ
ォ
ビ
ア

盗
恐
怖
、
窃ク
レ
プ
ト
マ
ニ
ア

盗
症
、
乱オ
ニ
オ
マ
ニ
ア

買
癖
、
賭
博
癖
（m

anie du jeu

）、
殺
人
衝
動
（im

pulsion hom
icide

）、
自
殺
衝
動
（im

pulsion au suicide

）、

名オ
ノ
マ
ト
マ
ニ
ア

称
強
迫
、
数ア
リ
ス
モ
マ
ニ
ア

量
狂
、
おエ

コ

ラ

リ

ア

う
む
返
し
、
汚コ
プ
ロ
ラ
リ
ア

言
症
、
動ズ
ー
マ
ニ
ア

物
嗜
癖
、
性
的
倒
錯
（anom

alies, perversions, aberrations sexuelles

）、
意
志
欠
乏

（aboulie

）（C
f. M

agnan et Legrain 1895: 154
─8

）。
な
お
性
的
倒
錯
に
は
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
／
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
、
窃
視
症
、
露
出
症
、
同
性
愛
、

小
児
性
愛
、
被エ
ロ
ト
マ
ニ
ア

愛
妄
想
、
色
情
症
（
サ
チ
リ
ア
ジ
ス
／
ニ
ン
フ
ォ
マ
ニ
ア
）
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
一
九
世
紀
の
終
わ
り
の
三
〇
年
間
は
、

こ
う
し
た
「
普
通
で
は
な
い
」
行
動
傾
向
が
急
速
に
病
理
（
精
神
疾
患
）
と
し
て
登
記
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

と
き
に
、
こ
の
リ
ス
ト
の
中
に
「
渇デ
ィ
プ
ソ
マ
ニ
ー

酒
症
」
は
存
在
し
て
も
、「
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
」
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
マ

ニ
ャ
ン
が
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
を
遺
伝
性
の
原
因
で
起
こ
る
病
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
彼
は
、
一
度
獲
得
さ

れ
た
そ
れ
が
子
孫
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
て
い
た
。「
飢
饉
や
窮
乏
と
い
っ
た
集
合
的
要
因
、
不
健
全
な
仕
事
や
中
毒
（
ア
ル

コ
ー
リ
ス
ム
、
モ
ル
ヒ
ニ
ス
ム
等
）
と
い
っ
た
個
人
的
要
因
。
そ
れ
ら
は
も
う
、
た
だ
個
々
人
の
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
を
生
み
出
す
だ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
遺
伝
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
、
確
実
に
広
ま
り
つ
つ
悪
化
す
る
よ
う
な
一
連
の
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
の
最

初
の
一
歩
と
な
る
と
、
我
々
は
は
っ
き
り
理
解
し
て
い
る
」（ibid.: 84

）。
こ
う
し
て
ラ
マ
ル
ク
風
の
獲
得
形
質
の
遺
伝
を
認
め
る
こ

と
で
、
マ
ニ
ャ
ン
は
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
を
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
の
範
疇
へ
と
招
き
入
れ
る
。

　

今
や
我
々
は
、「
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
の
病
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
と
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
が
隣
り
合

い
、
ほ
ぼ
同
種
の
病
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
様
子
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
同
一
視
が
起
こ
っ
た
背
景
に
は
、
一
方
に
は
、

ト
ポ
フ
ォ
ビ
ア



142

ア
サ
イ
ラ
ム
不
在
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
双
方
の
患
者
が
（
ビ
セ
ー
ト
ル
な
ど
の
）
同
じ
精
神
病
院
へ
と
収
容

さ
れ
、
な
お
か
つ
（
そ
の
物
質
の
摂
取
を
断
つ
と
い
う
）
全
く
同
じ
治
療
法
で
処
遇
さ
れ
て
い
た
と
い
う
臨
床
実
践
上
の
事
情
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
他
方
に
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
二
つ
の
病
が
「
社
会
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
」
と
い
う
共
通
項
目
に
よ
っ
て
一

括
り
に
さ
れ
た
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
。
も
と
も
と
そ
れ
ら
に
想
定
さ
れ
て
い
た
「
危
険
」
は
異
な
っ
て
い
る
。
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
の

場
合
は
潜
在
的
犯
罪
性
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
場
合
は
子
孫
へ
の
悪
影
響
が
、
そ
れ
ぞ
れ
懸
案
と
な
っ
て
い
た
筈
だ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
そ
れ
ら
は
徐
々
に
溶
解
さ
せ
ら
れ
、
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
お
よ
び
「
社
会
へ
の
危
険
」
の
名
の
下
に
融
合
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　

結
局
、
病
そ
の
も
の
か
ら
病
者
へ
と
医
師
た
ち
の
視
線
が
向
け
変
え
ら
れ
た
時
、「
弱
さ
」
と
「
責
任
」
の
言
説
が
中
毒
患
者
た

ち
を
包
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
マ
ニ
ャ
ン
は
言
う
。
医
学
的
に
見
れ
ば
、
変
質
し
た
者
は
い
た
わ
る
べ
き
病
者
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
は
社
会
に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
、
故
に
彼
ら
は
、
自
ら
の
状
態
に
社
会
的
責
任
を
負
う
べ
き
な
の
だ
と
（ibid: 210

）。
こ
こ
に

浮
上
し
て
い
る
の
は
あ
る
種
の
自
己
責
任
論
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
せ
よ
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
に
せ
よ
、
そ
の
最
も
直
接
的
な
原

因
は
物
質
の
長
期
乱
用
と
い
う
客
観
的
事
実
だ
っ
た
。
だ
が
そ
の
背
景
に
、
ド
ラ
ッ
グ
の
快
楽
の
誘
惑
に
あ
っ
さ
り
負
け
て
し
ま
う

「
意
志
の
弱
さ
」
が
見
出
さ
れ
る
と
、
責
任
は
個
人
の
側
へ
と
転
嫁
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
ラ
ゼ
ー
グ
の
言
う
「
弱
い
人
間
」

（hom
m

e faible

）
は
、
彼
ら
は
衝
動
に
打
ち
勝
つ
べ
く
意
志
の
力
を
行
使
す
る
の
を
怠
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
強
い
意
志

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
う
し
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
持
ち
主
な
の
だ
と
い
う
推
論
を
経
て
定
義
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
の
拡
大
を
各
々
の
個
人
レ
ベ
ル
の
努
力
に
よ
っ
て
食
い
止
め
よ
う
と

い
う
発
想
の
出
現
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
人
一
人
が
節
制
す
れ
ば
こ
の
災
禍
は
止
み
、
未
来
に
お
け
る
蔓
延
を
予
防
す
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
個
々
人
の
意
志
の
力
に
期
待
す
る
態
度
が
現
れ
た
の
だ
っ
た
。
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フ
ー
コ
ー
が
ベ
ン
サ
ム
の
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
近
代
西
欧
型
の
主
体
は
自
分
で

自
ら
を
見
張
る
よ
う
に
規
律
訓
練
さ
れ
て
い
く
。
ラ
ゼ
ー
グ
や
マ
ニ
ャ
ン
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ア
ル
コ
ー
リ
ス
ム
に

お
け
る
個
人
へ
の
着
目
は
、
そ
う
し
た
事
態
と
パ
ラ
レ
ル
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
延
長
線
上
を
丁
寧
に
ト
レ
ー
ス
し
て
い
く
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
が
彼
の
第
二
次
局
所
論
で
「
超
自
我
」
の
概
念
を
提
示
す
る
の
は
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と

だ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
自
ら
を
見
張
る
役
目
を
担
う
道
徳
的
な
心
的
審
級
は
、
一
九
世
紀
の
末
頃
に
は
む
し
ろ
（「
エ
ス
」
に
対
抗
す

る
）
フ
ロ
イ
ト
の
「
自
我
」
の
位
置
に
置
か
れ
、「
意
志
」（volonté

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

こ
の
章
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
、
生
命
・
生
活
（la vie

）
に
関
す
る
責
任

の
よ
う
な
も
の
が
、
社
会
あ
る
い
は
個
人
の
側
に
、
新
た
に
出
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
パ
ト
リ
ス
・
ブ
ル
ド
レ
の
表

現
を
借
り
て
、
そ
れ
を
「
生
─
責
任
」（bio-responsabilité

）
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
そ
れ
は
初
め
、
公
衆
衛
生
の
分
野
で
確
認
さ
れ
た
。

一
九
世
紀
の
末
に
、
劣
悪
な
労
働
環
境
や
衛
生
状
態
に
関
し
て
、
労
働
者
た
ち
が
市
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
す
と
い
っ
た
事
態
が
頻

発
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
衛
生
的
（
健
康
的
）
に
暮
ら
し
、
働
く
権
利
を
主
張
し
始
め
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
責
任

の
所
在
は
行
政
側
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
医
学
と
衛
生
学
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
し
て
い
た
理
想
的
な
健
康
（
健
全
さ
）
の
イ
メ
ー
ジ
と
、

労
働
者
階
級
の
目
に
し
て
い
る
現
実
と
の
間
に
あ
ま
り
に
も
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
た
た
め
に
起
こ
る
。

　

こ
の
場
合
の
「
生
─
責
任
」
は
行
政
エ
リ
ー
ト
の
側
の
そ
れ
だ
っ
た
が
、
こ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
市
民
一
人
一
人
の
側
に
も
、

健
康
的
で
健
全
な
暮
ら
し
を
送
る
「
責
任
」
が
発
生
し
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
社
会
的
責
任
の
一
種
で
あ
り
、
マ

ニ
ャ
ン
や
ル
グ
ラ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
「
人
と
し
て
の
責
任
」（responsabilité hum

aine
）
な
の
だ
が
、
手
短
か
に
言
え
ば
そ
れ
は
、
不
健

康
（
不
健
全
）
を
避
け
、
自
ら
の
健
康
は
自
ら
で
管
理
す
べ
し
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
八
八
〇
年
代
後
半
以
降
の

「
習
慣
」
概
念
の
重
視
に
く
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
か
つ
て
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の
根
本
命
題
は
抵



144

抗
不
能
な
情パ
ッ
シ
ョ
ン念に
あ
っ
た
が
、
個
人
の
自
己
管
理
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、
そ
れ
は
生
活
習
慣
の
問
題
へ
と
変
化
し

て
い
た
。
健
康
に
良
い
習
慣
と
悪
い
習
慣
が
対
置
さ
れ
て
列
挙
さ
れ
、
後
者
は
時
に
退
化
の
徴
候
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
こ

で
も
や
は
り
、
当
人
お
よ
び
社
会
に
と
っ
て
有
害
な
悪
し
き
習
慣
と
契
約
し
て
し
ま
う
こ
と
に
、
換
言
す
れ
ば
心
の
弱
さ
と
個
人
の

責
任
に
、
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

健
康
で
あ
る
こ
と
が
社
会
的
価
値
を
持
ち
、
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
重
に
、
将
来
に
お
け
る
国
家
の
た
め
で

あ
り
、
子
孫
た
ち
に
遺
伝
的
悪
影
響
を
残
さ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
公
衆
衛
生
学
が
未
来
へ
の
進
歩
発
展
と
い
う
光
に
満
ち
た
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
強
調
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
デ
ジ
ェ
ネ
レ
ッ
サ
ン
ス
の
ド
グ
マ
は
退
化
や
劣
化
と
い
っ
た
闇
の
側
面
を
描
く
も
の
だ
っ
た
。

い
ず
れ
も
未
来
を
指
向
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
は
表
裏
一
体
な
の
だ
が
、「
生
─
責
任
」
は
こ
う
し
た
ど
こ
か
（
天
国
と

地
獄
に
も
似
た
）
強
制
的
な
二
者
択
一
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
撲
滅
す
べ
き
疫
病
で
あ
っ
た
は
ず
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
、
こ
の

よ
う
に
し
て
（
将
来
の
）
社
会
へ
の
危
険
を
指
摘
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
、
中
毒
者
個
人
の
責
任
を
問
わ
れ
る
形
で
、
非
難
さ
れ
る
べ

き
社
会
的
逸
脱
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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