
ま
え
が
きラ

カ
ン
派
に
と
っ
て
現
代
と
は
な
に
か
？

1

コ
カ
・
コ
ー
ラ
を
享
楽
せ
よ
！

一
九
七
五
年
の
あ
る
日
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
は
ア
メ
リ
カ
に
向
か
う
飛
行
機
の
な
か
で
彼
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
の
英
訳
者

ア
ラ
ン
・
シ
ェ
リ
ダ
ン
と
﹁
享
楽

jo
u
issa
n
ce﹂
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
を
ど
の
よ
う
に
訳
す
べ
き
か
に
つ
い
て
話
し
合
っ

て
い
た
︒﹁
享
楽
﹂
に
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ

e
n
jo
y
﹂
と
い
う
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
を
提
案
す
る
シ
ェ
リ
ダ
ン
に
対
し
て
︑
ラ

カ
ン
は
な
か
な
か
首
を
縦
に
振
ら
な
い
︒
そ
し
て
飛
行
機
が
着
陸
し
︑
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
・
コ
カ
・
コ
ー
ラ
﹂
と
書
か
れ
た

看
板
が
目
に
入
る
と
︑
彼
は
す
ぐ
さ
ま
﹁
駄
目
だ
︑
エ
ン
ジ
ョ
イ
で
は
な
い
﹂
と
断
言
し
た
の
だ
と
い
う
︵
S
a
p
e
r
1
9
9
7
,

p
.1
0
7︶
︒

ラ
カ
ン
は
な
ぜ
︑﹁
享
楽
﹂
を
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
と
訳
す
こ
と
を
拒
絶
し
た
の
だ
ろ
う
か
？

彼
の
理
論
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
者
は
︑
こ
の
問
い
に
対
し
て
い
と
も
容
易
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
享
楽

と
は
︑
人
間
が
安
定
し
た
象
徴
シ
ス
テ
ム
︵
＝
象
徴
界
︶
の
な
か
に
参
入
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
失
わ
れ
た
も
の
で
あ
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る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
享
楽
す
る
こ
と
︵
あ
る
い
は
︑
失
わ
れ
た
は
ず
の
享
楽
が
回
帰
し
て
く
る
こ
と
︶
は
象
徴
シ
ス
テ
ム
が
不
安

定
化
さ
れ
る
こ
と
と
同
義
で
あ
り
︑
端
的
に
言
っ
て
︑
享
楽
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
て
い
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
渇
き

を
癒
し
︑
生
を
持
続
さ
せ
︑
む
し
ろ
シ
ス
テ
ム
の
安
定
化
に
貢
献
す
る
と
い
う
点
で
健
康
的
な
意
味
を
含
み
も
つ
﹁
エ
ン

ジ
ョ
イ
﹂
は
︑
享
楽
と
は
程
遠
い
も
の
な
の
で
あ
る
︒

実
際
ラ
カ
ン
は
︑
一
九
六
六
年
に
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
批
評
言
語
と
人
文
科
学
﹂
に
参
加

し
た
際
に
も
︑﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
・
コ
カ
・
コ
ー
ラ
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
言
及
し
な
が
ら
︑
自
ら
の
も
ち
い
る
﹁
享
楽
﹂

の
語
が
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
が
︑
そ
の
際
に
彼
が
依
拠
し
て
い
た
の
も
ま

た
︑
こ
の
よ
う
な
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
っ
た
享
楽
概
念
で
あ
っ
た
︒
人
間
は
│
│
少
な
く
と
も
︑
象
徴
界
の
シ
ス
テ
ム

の
な
か
に
参
入
し
た
人
間
は
│
│
基
本
的
に
享
楽
を
避
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
も
し
人
間
に
と
っ
て
享
楽
が
あ
ら

わ
れ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︿
法
﹀
に
対
す
る
侵
犯
と
な
る
ほ
か
は
な
い
︒
ラ
カ
ン
は
そ
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
る

︵
L
a
ca
n
1
9
7
2︶
︒

一
九
五
九
-
六
〇
年
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
第
七
巻
﹃
精
神
分
析
の
倫
理
﹄
に
お
い
て
頂
点
に
達
す
る
こ
の
よ
う
な
享
楽
概
念

は
︑
後
に
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
に
よ
っ
て
﹁
不
可
能
な
享
楽

jo
u
issa
n
ce
im
p
o
ssib
le﹂
と
し
て
定
式
化
さ

れ
た
︒
ミ
レ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
﹁
不
可
能
な
享
楽
﹂
と
は
︑
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
︿
法
﹀
に
対
し
て
侵

犯
を
行
い
︑
自
ら
の
死
と
引
き
換
え
に
は
じ
め
て
接
近
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
侵
犯
を
行
う
者
は
︑

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
の
英
雄
的
か
つ
悲
劇
的
な
姿
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︵
M
ille
r
1
9
9
9
(

)
︶
︒

1

だ
が
︑
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
︵
2
0
0
7
,
2
0
0
9︶
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ラ
カ
ン
の
﹁
享

楽
﹂
が
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
現
代
的
な
視
点
か
ら
見
た

場
合
︑
晩
年
の
ラ
カ
ン
理
論
は
︑︿
法
﹀︵
や
社
会
︶
が
個
々
人
の
享
楽
を
殺﹅

す﹅

の
で
は
な
く
生﹅

か﹅

し﹅

︑
む
し
ろ
享
楽
を
手﹅

懐﹅

け﹅

て﹅

い﹅

く﹅

た
め
の
�
猾
な
手
段
を
捉
え
よ
う
と
す
る
方
向
に
展
開
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
実
際
︑

コ
カ
・
コ
ー
ラ
は
︑
そ
れ
が
渇
き
を
癒
す
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
人
々
に
さ
ら
な
る
渇
き
を
も
た
ら
し
︑
永
遠
に
コ
カ
・
コ

ー
ラ
を
消
費

エ
ン
ジ
ヨ
イ

し
つ
づ
け
る
こ
と
を
要
請
す
る
と
い
う
点
で
︑
享
楽
を
生
か
し
な
が
ら
消
費
を
つ
づ
け
さ
せ
る
﹁
享
楽
の

制

御

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

﹂
と
で
も
い
う
べ
き
新
し
い
支
配
の
体
制
の
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
の
だ
︒
事
実
ラ
カ
ン
は
︑
セ

ミ
ネ
ー
ル
第
十
七
巻
﹃
精
神
分
析
の
裏
面
﹄
の
な
か
で
︑︿
法
﹀
に
対
す
る
侵
犯
と
い
う
考
え
方
そ
れ
自
体
を
価
値
下
げ

し
て
も
い
る
︵
S
1
7
,
2
3︶
︒

こ
う
し
て
﹁
享
楽
﹂
は
︑
死
を
 
し
た
革
命
に
も
似
た
甘﹅

美﹅

な﹅

破﹅

滅﹅

に
彩
ら
れ
た
﹁
不
可
能
な
も
の
﹂
と
し
て
の
そ
れ

か
ら
︑
消
費
社
会
に
お
け
る
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂︑
つ
ま
り
は
制
御
の
可
能
な
も
の
と
し
て
の
そ
れ
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
に

な
る
︒
本
書
で
取
り
扱
う
﹁
剰
余
享
楽
﹂
や
﹁
資
本
主
義
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
﹂
と
い
っ
た
七
〇
年
代
の
ラ
カ
ン
の
概
念
は
︑

こ
の
よ
う
な
現
象
を
把
握
す
る
た
め
に
も
っ
と
も
有
効
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒

お
そ
ら
く
ラ
カ
ン
は
︑
当
時
︵
七
〇
年
代
中
盤
︶
に
お
け
る
﹁
現
代
﹂
が
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
の
社
会
︑

す
な
わ
ち
﹁
享
楽
社
会

so
cie
ty
o
f
e
n
jo
y
m
e
n
t
(

)
﹂
と
し
て
の
様
相
を
呈
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
も
︑
そ
れ

2

以
前
に
口
述
な
い
し
筆
記
さ
れ
た
﹃
精
神
分
析
の
四
基
本
概
念
﹄
︵
一
九
六
四
年
︶
や
﹃
エ
ク
リ
﹄
︵
一
九
六
六
年
︶
に
お
け

る
﹁
享
楽
﹂
と
い
う
術
語
に
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
と
い
う
訳
語
を
あ
て
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
│
│
こ
れ
が
︑
﹁
エ
ン
ジ
ョ

イ
・
コ
カ
・
コ
ー
ラ
﹂
の
拒
絶
の
顛
末
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
私
た
ち
は
七
〇
年
代
の
ラ
カ
ン
理
論
と
︑
そ
れ
ま
で
の
彼
の
理
論
と
の
あ
い
だ
に
断
絶
を
認
め
︑
晩
年
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(

)

こ
の
よ
う
な
享
楽
概
念
は
︑
﹁
快

p
la
isir﹂
は
緊
張
を
低
下
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
享
楽
﹂
は
緊
張
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

1

る
一
九
七
一
年
一
一
月
四
日
の
セ
ミ
ネ
ー
ル
に
お
け
る
簡
潔
な
定
義
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
︵
L
a
ca
n
2
0
1
1
a
,
p
.2
9︶︒

(

)

ト
ッ
ド
・
マ
ガ
ウ
ア
ン
︵
2
0
0
3
︶
の
術
語
を
借
用
し
た
︒

2



の
ラ
カ
ン
の
享
楽
概
念
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
概
念
の
更
新
作
業
は
︑

精
神
分
析
理
論
が
現
代
の
理
論
や
臨
床
︑
そ
し
て
政
治
や
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
ち
う
る
の
か
を

再
検
討
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
︒

か
つ
て
精
神
分
析
が
政
治
や
社
会
に
つ
い
て
語
る
際
に
も
ち
い
て
き
た
語
彙
は
手
垢
の
つ
い
た
誤
解
に
塗
れ
︑
も
は
や

大
幅
な
改
訂
な
し
に
は
そ
の
価
値
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
す
べ
て
の
女
性
は

﹁
ペ
ニ
ス
羨
望
﹂
を
も
つ
と
述
べ
た
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
は
︑
家
父
長
制
と
フ
ァ
ル
ス
中
心
主
義
を
維
持
せ
ん
と

す
る
保
守
的
な
い
し
守
旧
的
な
勢
力
の
ひ
と
つ
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
︒
竹
村
和
子
︵
2
0
0
5︶
が

指
摘
す
る
よ
う
に
︑
フ
ロ
イ
ト
の
生
き
た
時
代
は
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
女
性
参
政
権
が
獲
得
さ
れ
︑
家
父
長
制
的
な
家
族

形
態
が
き
わ
め
て
多
様
な
家
族
形
態
の
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
へ
と
移
行
し
て
い
く
最
中
で
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
フ

ロ
イ
ト
は
女
性
運
動
の
拡
大
に
対
し
て
男
女
の
解
剖
学
的
差
異
を
運
命
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
よ
っ
て
抵
抗
し
よ
う
と

し
た
﹁
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
﹂
勢
力
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
と
す
ら
言
え
る
の
で
あ
る
︒
ラ
カ
ン
の
言
い
方
を
借
り
る
な
ら
︑

フ
ロ
イ
ト
は
﹁︿
父
﹀
を
救
う
﹂
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︵
S
2
0
,
9
9︶
︒
す
な
わ
ち
︑
フ
ロ
イ
ト
理

論
は
︑
い
わ
ば
︿
父
﹀
が
確
固
た
る
︿
父
﹀
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
想
定
︑
す
べ
て
を
包
摂
す
る
︿
父
﹀
が
存
在
し
て

ほ
し
い
︑
と
い
う
願
望
に
支
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
︒

ラ
カ
ン
の
理
論
も
ま
た
︑
同
様
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
︒
有
名
な
﹁
父
の
名

le
N
o
m
-
d
u
-
P
è
re
﹂

は
い
ざ
知
ら
ず
︑﹁
女
性
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
﹂
と
い
う
定
式
は
︑
そ
れ
が
否
応
な
し
に
喚
起
す
る
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ

ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
の
女
性
+
視
的
な
記
述
│
│
﹁
女
性
で
あ
る
と
は
存
在
し
な
い
こ
と
実
存
し
な
い
こ
と
︑
す
な
わ
ち
無
で

あ
る
こ
と
で
あ
る
﹂︑﹁
女
性
は
︑
主
体
と
し
て
の
男
性
や
子
供
に
よ
っ
て
客
体
と
さ
れ
て
は
じ
め
て
存
在
で
き
る
﹂
│
│

と
無
関
係
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
？
︵
ヴ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー

1
9
8
0
,
p
p
.3
1
8
,
3
2
4︶

も
ち
ろ
ん
︑
フ
ロ
イ
ト
や
ラ
カ
ン
の
理
論
を
単
な
る
﹁
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
﹂
に
位
置
づ
け
て
満
足
し
て
し
ま
う
の
は
驚

く
べ
き
皮
相
な
読
み
の
結
果
で
し
か
な
い
︒
私
た
ち
は
︑
そ
の
よ
う
な
馬
鹿
げ
た
読
解
か
ら
︑
彼
ら
を
い
く
ら
で
も
弁
護

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
﹂
的
な
読
解
を
︑
せ
い
ぜ
い
性
別
化
の
式

の
﹁
男
性
側
﹂
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
圏
内
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
相
対
化
し
︑
そ
こ
に
﹁
女
性
側
﹂
の
ロ
ジ
ッ
ク
を

対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
│
│
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
必
要
な
作
業
で
あ
る
︒
だ
が
︑
重
要
な
の
は
フ
ロ
イ
ト
や
ラ
カ
ン

の
理
論
を
弁
護
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
が
現
代
に
つ
い
て
何
を
言
い
う
る
の
か
を
示
す
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

﹁
象
徴
界
の
衰
退
﹂
と
﹁
露
出
﹂
︑
そ
し
て
﹁
統
計
学
的
超
自
我
﹂
の
時
代
と
し
て
の
現
代

こ
こ
で
︑
論
述
の
焦
点
を
日
本
の
文
脈
に
移
行
さ
せ
て
お
こ
う
︒

か
つ
て
︑
日
本
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
﹁
現
代
思
想
﹂
と
呼
ば
れ
る
言
論
空
間
の
な
か
で
︑
ラ
カ
ン
理
論
が
﹁
現
代
﹂
と

の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
た
機
会
は
何
度
か
確
認
で
き
る
が
︑
特
筆
す
べ
き
ピ
ー
ク
は
お
そ
ら
く
二
つ
し
か
な
い
︵
そ
し
て
︑

本
書
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
全
体
は
こ
の
二
つ
の
仕
事
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
︶
︒
ひ
と
つ
は
︑
東
浩
紀
と
斎
藤
環

の
あ
い
だ
で
﹁
象
徴
界
の
衰
退
﹂
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
た
一
九
九
八
～
二
〇
〇
三
年
で
あ
り
︑
も
う
ひ
と
つ
は
立
木

康
介
が
﹁
露
出
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
現
代
の
症
状
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
変
化
を
論
じ
た
二
〇
一
〇
～
二
〇
一
三
年
で

あ
る
︒

ま
ず
︑
東
と
斎
藤
に
よ
る
﹁
象
徴
界
の
衰
退
﹂
問
題
を
お
さ
ら
い
し
て
お
こ
う
︒
東
浩
紀
︵
2
0
1
1︶
は
︑
社
会
全
体
を

ま
と
め
あ
げ
る
﹁
大
き
な
物
語
﹂
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
現
代
︵
九
〇
年
代
︶
で
は
︑
個
人
は
各
々
が
﹁
小
さ
な
物
語
﹂

に
対
し
て
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
向
け
︑
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
﹁
小
さ
な
物
語
﹂
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
論
じ
︑
ジ
ジ
ェ
ク
に
依
拠
し
な
が
ら
こ
れ
を
﹁
象
徴
界
の
機
能
不
全
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
失
墜
﹂
な
い
し
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﹁
衰
退
﹂
と
診
断
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
斎
藤
環
︵
2
0
0
7︶
は
︑
象
徴
界
と
は
そ
も
そ
も
衰
退
や
失
墜
を
云
々
で
き
る
よ

う
な
実
体
で
は
な
く
︑
ま
た
象
徴
界
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
と
す
れ
ば
︑
人
は
み
な
精
神
病
に
な
っ
て
し
ま
う
が
︑
実
際

は
そ
う
な
っ
て
お
ら
ず
︑
ゆ
え
に
象
徴
界
の
衰
退
は
認
め
ら
れ
な
い
と
反
論
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

今
日
的
な
視
点
か
ら
み
る
と
︑
こ
の
論
争
で
は
明
ら
か
に
東
の
側
に
分
が
あ
っ
た
︒
す
ぐ
後
に
確
認
す
る
よ
う
に
︑
ラ

カ
ン
理
論
│
│
少
な
く
と
も
︑﹁
精
神
分
析
の
ラ
カ
ン
的
時
代
﹂
に
お
け
る
そ
れ
│
│
は
︑
象
徴
界
を
統
御
す
る
︿
父
の

名
﹀
︵
＝
︿
他
者
﹀
の
︿
他
者
﹀︶
は
か
つ
て
の
よ
う
な
か
た
ち
で
は
存
在
せ
ず
︑
象
徴
界
は
確
実
な
根
拠
を
欠
い
て
い
る

と
い
う
認
識
か
ら
出
発
し
て
い
た
︒
象
徴
界
が
あ
た
か
も
確
実
な
根
拠
に
支
え
ら
れ
た
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
か
の

よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
は
︑
み
な
が
︵
＝
神
経
症
者
が
︶
不
在
で
あ
る
︿
父
﹀
の
存
在
を
信﹅

じ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

が
ゆ
え
に
ほ
か

な
ら
な
い
︒﹁
理
想
の
父
親
像
と
は
神
経
症
者
の
空
想
︵
幻
想
︶
fa
n
ta
sm
e
﹂
︵
E
8
2
4︶
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
七
〇
年

代
以
降
に
明
確
な
か
た
ち
を
と
り
は
じ
め
た
統
合
失
調
症
の
軽
症
化
が
︑
一
方
で
は
統
合
失
調
症
と
い
う
病
理
が
社
会
の

な
か
に
薄
め
ら
れ
︑
瀰
漫
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
い
き
︑
他
方
で
は
﹁
普
通
精
神
病

p
sy
ch
o
se
o
rd
in
a
ire﹂

︵
第
一
章
参
照
︶
と
い
う
新
た
な
精
神
病
的
な
病
態
へ
の
注
目
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
︑
現
代
に
お
け
る
象
徴
界
の
機
能

不
全
を
は
っ
き
り
と
示
す
事
例
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

実
際
︑﹁
普
通
精
神
病
﹂
と
い
う
概
念
を
生
み
出
し
た
張
本
人
で
あ
る
ミ
レ
ー
ル
も
ま
た
︑
同
様
に
象
徴
界
の
衰
退
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
︒

﹁
象
徴
秩
序
は
過
去
に
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
﹂
│
│
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
︑
過
去
に
は
ど
う
で
あ
っ
て
︑

こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
を
話
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？

ミ
レ
ー
ル
：
象
徴
秩
序
の
偏
向
は
︑
精
神
分
析
の
格
言
︵
公
理
︶
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
諸
々
の
変
化
が
︑
い
た
る
と
こ

ろ
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
︒
今
日
的
に
も
︑
家
族
に
つ
い
て
の
別
の
観
念
が
あ
り
ま
す
し
︑
別
の
実
践
︑
別
の
概
念
が

あ
る
の
で
す
︒
今
日
の
世
界
は
︑
新
し
い
世
界
な
の
で
す
︒
父
の
機
能
は
︑
以
前
に
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
︒
こ
の
変
化
は
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
口
火
を
切
ら
れ
ま
し
た
︒
革
命
の
と
き
に
︑
私
た
ち
は
王
の
首
を
切

っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
︒
産
業
革
命
は
ま
た
別
の
屈
折
点
と
な
り
ま
し
た
︒
産
業
革
命
は
︑

資
本
主
義
の
力
を
感
じ
さ
せ
る
契
機
と
な
り
︑
そ
の
効
果
は
マ
ル
ク
ス
が
非
常
に
よ
く
記
述
し
て
い
ま
す
︒
確
固
と
し

た
安
定
し
て
い
る
も
の
を
︑
消
し
去
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
時
点
か
ら
︑
父
は
も
は
や
社
会
的
名
声
の
保
有
者
と

し
て
も
︑
往
年
の
立
法
者
と
し
て
も
現
れ
て
い
ま
せ
ん
︒
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
条
件
の
平
等
と
い
う

観
念
と
と
も
に
︑
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
由
来
す
る
家
父
長
制
が
衰
退
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
小
説
で
も
︑
バ
ル
ザ
ッ

ク
は
父
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
九
世
紀
の
さ
な
か
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
︒
︵
M
ille
r
2
0
1
3
b
︶

現
代
に
お
け
る
象
徴
秩
序
は
︑
か
つ
て
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒
い
や
︑
フ
ロ
イ
ト
の
時
代
か
ら
す
で
に
︑
そ
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
彼
は
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
︑
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ク
ス
に
お
け
る
︿
父
﹀
の
よ
う
な
象

徴
秩
序
を
統
御
す
る
第
三
項
が
機
能
す
る
こ
と
が
期﹅

待﹅

さ
れ
て
い
た
時
代
を
﹁
精
神
分
析
の
フ
ロ
イ
ト
的
時
代
﹂
と
呼
び
︑

も
は
や
そ
れ
が
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
白
化
し
︑︿
父
﹀
が
複
数
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
時
代

を
﹁
精
神
分
析
の
ラ
カ
ン
的
時
代
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︵
M
ille
r
1
9
9
7
a︶
︒

し
か
し
︑
こ
の
議
論
の
よ
う
に
象
徴
秩
序
や
︿
父
﹀
の
あ
り
よ
う
に
注
目
す
る
だ
け
で
は
︑
現
代
│
│
す
な
わ
ち
﹁
享

楽
社
会
﹂
│
│
の
特
徴
の
全
容
は
見
え
て
こ
な
い
︒
そ
こ
で
私
た
ち
は
︑
立
木
に
よ
る
﹁
露
出
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
照

す
る
必
要
が
あ
る
︒

﹁
露
出
﹂
と
は
︑﹁
象
徴
界
の
機
能
不
全
﹂
の
時
代
の
さ
ら
に
先
に
あ
る
ラ
カ
ン
理
論
に
お
け
る
享
楽
の
あ
り
よ
う
を
示
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す
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
︒
つ
ま
り
現
代
で
は
︑
も
は
や
象
徴
界
の
論
理
や
不
在
の
︿
父
﹀
の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
そ
れ
自

体
が
不
要
と
な
り
︑
そ
の
代
わ
り
に
享
楽
の
﹁
露
出
﹂
と
獰
猛
な
超
自
我
の
命
令
が
支
配
す
る
時
代
が
到
来
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒

詳
し
く
説
明
し
よ
う
︒
フ
ロ
イ
ト
は
︑
人
間
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
欲
望
や
症
状
は
︑
幼
児
期
の
性
欲
が
イ
ン
セ
ス

ト
︵
近
親
相
姦
︶
の
タ
ブ
ー
に
よ
っ
て
断
念
さ
れ
た
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
欠﹅

如﹅

を
通
じ
て
成
立
す
る
と
考
え
て
い

た
︒
つ
ま
り
︑
欲
望
や
症
状
を
含
む
広
義
の
性
生
活
は
︑
文
明
が
私
た
ち
に
強
い
る
欠
如
の
関
数
と
し
て
生
じ
る
の
で
あ

る
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
欠
如
の
論
理
は
︑
現
代
で
は
無
効
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
立
木
︵
2
0
1
3︶
に
よ
れ
ば
︑
欠
如
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
代
わ
り
に
現
代
に
登
場
し
た
の
は
︑
享
楽
の
﹁
露
出
﹂
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑

い
ま
や
誰
も
が
︑
手
軽
な
Ｓ
Ｎ
Ｓ
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
自
ら
の
心
情
を
吐
露
し
︑
隠
し
て
お
く
べ
き
内
密
な
事
柄
を
い
と

も
簡
単
に
外
部
に
露
出
さ
せ
て
い
る
︒
そ
れ
と
並
行
し
て
︑
耳
に
は
イ
ヤ
ホ
ン
を
︑
目
に
は
Ｖ
Ｒ
ゴ
ー
グ
ル
を
︑
口
に
は

お
し
ゃ
ぶ
り
を
つ
け
て
︑
お
気
に
入
り
の
対
象
を
つ
ね
に
享
受
し
つ
づ
け
る
よ
う
な
︑
﹁
何
が
何
で
も
享
楽
す
る
﹂
主
体

の
あ
り
方
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒
む
ろ
ん
︑
そ
の
享
楽
は
﹁
不
可
能
な
享
楽
﹂
と
は
違
う
も
の
で
あ
り
︑
む
し

ろ
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
と
し
て
の
享
楽
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
彼
ら
現
代
の
主
体
は
︑
近
代
の
文
明
に
お
い
て
前
提
と
な
っ
て
い

た
よ
う
な
享
楽
の
喪
失
を
認
め
ず
︑
そ
れ
ゆ
え
欠
如
を
感
じ
と
る
こ
と
が
な
い
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑
現
代
に
お
い
て
は

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
そ
れ
自
体
が
退
化
し
つ
つ
あ
り
︑﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
の
享
楽
が
世
界
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
蔓
延
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
は
︑
ひ
と
は
症
状
や
文
化
を
究
極
的
に
決
定
づ
け
る
象
徴
界
の
法
に
従
う
必
要
が
な
い
︒

す
る
と
︑
一
切
の
禁
止
を
知
ら
な
い
︑
自
体
愛
的
な
享
楽
人
間
が
こ
の
世
を
自
由
に
謳
歌
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
？

そ
う
単
純
に
は
事
は
進
ま
な
い
︒
か
つ
て
の
よ
う
な
象
徴
界
の
︿
法
﹀
が
無
効
化
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
で
も

社
会
は
秩
序
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
際
に
︑︿
父
の
名
﹀
の
代
わ
り
に
秩
序
維
持
装
置
と
し
て
働
く
の
が
︑

獰
猛
な
超
自
我
で
あ
り
︑
そ
の
現
実
的
ア
ヴ
ァ
タ
ー
と
し
て
の
統
計
学
的
管
理
で
あ
る
︒

精
神
分
析
家
マ
リ
ー
＝
エ
レ
ー
ヌ
・
ブ
ル
ー
ス
︵
2
0
0
9︶
が
七
〇
年
代
の
ラ
カ
ン
を
参
照
し
な
が
ら
﹁
統
計
学
的
超
自

我

su
rm
o
i
sta
tistiq
u
e﹂
と
呼
ん
だ
そ
の
新
し
い
装
置
の
比
喩
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
︑
た
と
え
ば
現
代
の
労
働
環
境
に
は

っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
か
つ
て
存
在
し
た
終
身
雇
用
制
度
は
︑
一
方
で
は
過
剰
な
労
働
を
労
働
者
に
強
い

る
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
他
方
で
は
労
働
者
を
社
会
の
な
か
に
包
摂
し
︑
そ
の
生
存
と
再
生
産
を
保
証
す
る
機
能
を
ま
が
り

な
り
に
も
果
た
し
て
い
た
︒
終
身
雇
用
制
度
が
生
み
出
す
﹁
今
は
辛
く
て
も
頑
張
れ
ば
報
い
が
あ
る
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
社

会
的
包
摂
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
︑
い
わ
ば
︿
父﹅

﹀
＝
資﹅

本﹅

家﹅

へ﹅

の﹅

信﹅

頼﹅

に
支
え
ら
れ
た
家
父
長
制
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で

あ
り
︑
そ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
こ
そ
が
労
働
者
を
さ
ら
な
る
労
働
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
こ
の
体
制
に
お
い
て
は
︑
包
摂
か
ら
の
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
は
︑
い
わ
ば
﹁
不
幸
な
例
外
﹂
で
あ
っ
た
︒
他
方
︑
終

身
雇
用
制
度
の
崩
壊
以
後
︑
企
業
は
労
働
者
を
包
摂
し
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
現
代
の
い
わ
ゆ
る
﹁
終
わ
ら
な
い
シ
ュ
ー
カ

ツ
﹂
体
制
に
お
い
て
は
︑
新
卒
一
括
採
用
は
終
身
雇
用
を
意
味
せ
ず
︑
採
用
は
単
な
る
﹁
予
選
通
過
﹂
で
し
か
な
い
︵
今

野

2
0
1
2︶
︒
新
卒
労
働
者
は
︑
採
用
後
も
絶
え
ざ
る
評
価
に
晒
さ
れ
つ
づ
け
︑
統
計
学
的
な
基
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た

最
低
ラ
イ
ン
を
越
え
る
評
価
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
︑
す
ぐ
さ
ま
企
業
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
は
︑︿
父
﹀
＝
資
本
家
へ
の
信
頼
と
そ
れ
が
生
み
出
す
包
摂
は
も
は
や
機
能
す
る
必
要
が
な
く
︑
数
値
目
標
と

﹁
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
﹂
の
名
の
下
に
設
定
さ
れ
た
禁
止
事
項
の
羅
列
が
排
除
の
脅
し
の
も
と
に
労
働
者
を
取
り
囲
み
さ

え
す
れ
ば
︑
秩
序
は
維
持
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
現
代
と
は
︑
い
わ
ば
存
在
し
な
い
︿
父
﹀
へ
の
信
頼
を
前
提
と
し
た

包
摂
の
シ
ス
テ
ム
を
ご
破
産
に
し
︑
全﹅

員﹅

を﹅

日﹅

常﹅

的﹅

な﹅

排﹅

除﹅

の﹅

シ﹅

ス﹅

テ﹅

ム﹅

の﹅

な﹅

か﹅

に﹅

位﹅

置﹅

づ﹅

け﹅

る﹅

時﹅

代﹅

に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

か
つ
て
ジ
ョ
ッ
ク
・
ヤ
ン
グ
︵
1
9
9
9︶
が
﹁
排
除
型
社
会
﹂
と
名
付
け
た
現
代
の
姿
は
︑
ラ
カ
ン
理
論
︑
と
り
わ
け
後
期
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の
そ
れ
の
な
か
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
︑﹁
不
可
能
な
享
楽
﹂
は
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
に
な
り
︑
︿
父
﹀
は
デ
ー
タ
の
番
人
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
︒
現

代
の
私
た
ち
は
︑
後
者
に
よ
る
徹
底
的
な
制
御
の
も
と
で
︑
前
者
の
﹁
エ
ン
ジ
ョ
イ
﹂
と
し
て
の
享
楽
の
過
剰
な
強
制

│
│
﹁
享
楽
せ
よ
！

Jo
u
is!﹂
と
い
う
超
自
我
の
命
令
│
│
に
よ
っ
て
︑
そ
し
て
︑
そ
の
結
果
と
し
て
消
費
さ
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
が
も
た
ら
す
依
存
症
的
な
享
楽
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
な
が
ら
︑
徐
々
に
窒
息
さ
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

だ
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
？

本
書
の
構
成

2

こ
の
よ
う
な
現
状
認
識
の
も
と
で
︑
私
た
ち
は
次
の
三
つ
の
水
準
に
お
い
て
︑
後
期
︵
お
よ
そ
七
〇
年
代
以
降
の
︶
ラ

カ
ン
理
論
と
そ
こ
か
ら
発
展
し
た
現
代
ラ
カ
ン
派
(

)
の
理
論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
︒

3

第
Ⅰ
部
で
は
︑﹁
享
楽
﹂
に
注
目
し
な
が
ら
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
の
﹁
理
論
﹂
を
振
り
返
る
︒
ま
ず
︑
第
一
章
で
は
現

代
ラ
カ
ン
派
に
至
る
ま
で
の
理
論
を
整
理
し
︑
第
二
章
で
は
セ
ミ
ネ
ー
ル
第
一
七
巻
﹃
精
神
分
析
の
裏
面
﹄
に
お
け
る

﹁
四
つ
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
﹂
の
議
論
を
紹
介
し
︑
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
現
代
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
﹁
資
本
主
義
の

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
﹂
を
論
じ
る
︒
第
三
章
で
は
︑
セ
ミ
ネ
ー
ル
第
二
〇
巻
﹃
ア
ン
コ
ー
ル
﹄
を
中
心
と
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

論
を
参
照
し
な
が
ら
︑
性
別
化
の
式
に
お
け
る
﹁
男
性
側
の
式
﹂
と
﹁
女
性
側
の
式
﹂
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
こ
う
し
て
読

者
は
︑
ラ
カ
ン
の
晩
年
か
ら
現
代
ラ
カ
ン
派
に
お
け
る
主
要
な
ト
ピ
ッ
ク
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

第
Ⅱ
部
で
は
︑
精
神
分
析
と
関
連
す
る
﹁
臨
床
﹂
に
お
け
る
現
代
的
な
諸
問
題
を
論
じ
る
︒
第
四
章
で
は
︑
精
神
分
析

と
操
作
的
診
断
︵
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︶
を
も
ち
い
る
現
代
の
精
神
医
学
と
の
対
立
を
︑
第
五
︑
六
︑
七
章
で
は
︑
フ
ラ
ン
ス
と
日
本

の
両
方
で
近
年
話
題
に
な
っ
た
病
態
で
あ
る
う﹅

つ﹅

病﹅

や
恥
︑
自
閉
症
を
取
り
上
げ
る
︒
操
作
的
診
断
は
︑
精
神
分
析
的
な

﹁
主
体
﹂
の
問
題
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
あ
り
方
は
︑
欠
如
を
す
べ
て
埋
め
て
し
ま
う
こ

と
に
よ
っ
て
旧
来
的
な
享
楽
を
窒
息
死
さ
せ
よ
う
と
す
る
現
代
の
範
例
的
な
モ
デ
ル
と
な
り
う
る
︒
現
代
的
な
う
つ
病
は

資
本
主
義
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
よ
っ
て
欠
如
を
︑
そ
し
て
欲
望
を
枯
渇
さ
せ
ら
れ
た
現
代
人
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
恥
論
は
︑
享
楽
の
﹁
露
出
﹂
と
も
共
通
す
る
︑
み
せ
び
ら
か
し
的
な
享
楽
が
全
面
化
し
た
享
楽
社
会
の
あ
り
方

を
照
射
す
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
自
閉
症
は
︑
現
代
に
お
け
る
精
神
分
析
と
︵
認
知
︶
行
動
療
法
の
対
立
を
よ
り
明
確
に

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
だ
ろ
う
︒

第
Ⅲ
部
で
は
︑﹁
ラ
カ
ン
左
派
﹂
的
な
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
現
代
の
﹁
政
治
﹂
的
な
事
象
を
論
じ
る
︒
第
八
章

で
は
︑
古
典
的
な
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
現
代
の
レ
イ
シ
ズ
ム
が
ま
さ
に
享
楽
の
病
理
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
︒
第
九
章
で
は
︑﹁
統
計
的
超
自
我
﹂
の
時
代
に
お
い
て
想
像
界
の
病
理
が
い
ま
だ
消
失
し
て
い
な
い
こ

と
を
論
じ
︑
第
一
〇
章
で
は
︑
ラ
カ
ン
の
影
響
を
う
け
た
政
治
理
論
を
参
照
し
つ
つ
︑
そ
れ
ら
に
対
す
る
抵
抗
の
可
能
性

を
論
じ
る
︒
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(

)

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
カ
ン
派
は
い
く
つ
も
の
団
体
に
分
裂
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
す
べ
て
を
俯
瞰
的
に
論
じ
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
て

3

い
る
︒
本
書
で
﹁
現
代
ラ
カ
ン
派
﹂
と
名
指
す
の
は
︑
フ
ロ
イ
ト
の
大
義
派

E
co
le
d
e
la
C
a
u
se
fre
u
d
ie
n
n
e︑
特
に
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ア

ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
と
そ
の
周
辺
の
論
者
の
議
論
の
み
で
あ
る
︒


