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は
じ
め
に
　
　

　
精
神
医
療
の
歴
史
を
考
え
る
と
き
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の

『
狂
気
の
歴
史
』
は
い
ま
な
お
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
著
作
で

あ
る
（
１
）
。
彼
の
議
論
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
証
面
で
多
く
の
批
判

を
受
け
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
医
療
の
歴
史
に
関

す
る
文
献
で
は
い
ま
な
お
言
及
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、『
狂
気
の
歴
史
』

が
い
ま
だ
参
照
す
べ
き
思
索
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主

張
は
さ
し
あ
た
り
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
一
七
―
一
八

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
展
開
さ
れ
た
啓
蒙
主
義
は
、
人
間
の
理
性
を

強
調
す
る
一
方
、
狂
気
を
非
理
性
の
代
表
格
と
位
置
づ
け
、
両
者
の

間
に
明
確
な
文
化
的
境
界
線
を
引
き
、
後
者
を
精
神
病
院
と
い
う
治

療
と
矯
正
の
た
め
の
空
間
に
閉
じ
込
め
、
精
神
科
医
と
い
う
専
門
職

の
管
理
下
に
置
い
た
。
こ
こ
に
近
代
的
な
精
神
医
療
の
歴
史
が
始
ま

る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
少
な
く
と
も
一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
熱
狂

的
に
支
持
さ
れ
た
が
（
２
）

、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
次
第
に
批
判
の
対

象
と
な
っ
た
。フ
ー
コ
ー
の
議
論
を
批
判
し
た
代
表
的
な
歴
史
家
は
、

二
〇
世
紀
後
半
の
指
導
的
な
医
学
史
家
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
で
あ
る
（
３
）
。

彼
は
、
フ
ー
コ
ー
が
「
事
実
」( fact)

に
関
し
て
「
性
急
で
ル
ー
ズ
」

　
論
文

　
正
気
と
狂
気
の
あ
い
だ
　

　
　
　
―
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病
院
火
災
事
件
（
一
九
〇
三
年
）
の
表
象
を
め
ぐ
っ
て

高
　
林
　
陽
　
展

キ
ー
ワ
ー
ド

　
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
　
ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
　
精
神
医
療
史
　
狂
気
表
象
　
精
神
病
院
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で
あ
り
、
対
象
と
な
っ
た
事
例
を
歴
史
的
に
ど

こ
か
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
と
ら
え
、
変
化
の
前
提
を
十
分
に
は
検
討
し

よ
う
と
し
な
い
と
評
し
た
（
４
）

。
と
く
に
、
阿
呆
船( ship of fools)

や

大
監
禁( great confinem

ent)

と
い
っ
た
『
狂
気
の
歴
史
』
に
描

か
れ
た
議
論
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い

と
主
張
し
た
（
５
）
。
ポ
ー
タ
ー
以
後
に
登
場
し
た
フ
ー
コ
ー
に
批
判
的
な

歴
史
学
的
研
究
の
多
く
は
、
精
神
病
院
の
病
院
史
料
や
救
貧
行
政
の

史
料
な
ど
を
用
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
近
代
的
な
精
神
医
療
の

勃
興
が
、
医
療
を
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
消
費
す
る
文
化
、
治
安
判
事
の

地
方
行
政
や
救
貧
行
政
の
あ
り
方
、
地
方
経
済
や
移
民
な
ど
の
社
会

経
済
的
な
要
因
が
複
合
的
に
作
用
し
た
結
果
だ
と
実
証
的
に
明
ら
か

に
し
た
（
６
）

。

　
ポ
ー
タ
ー
ら
の
批
判
は
、
主
と
し
て
精
神
病
院
の
成
立
と
そ
こ
へ

の
精
神
病
者
の
収
容
を
め
ぐ
る
問
題
に
向
け
ら
れ
た
。
一
方
で
、
狂

気
の
文
化
的
形
象
を
め
ぐ
る
フ
ー
コ
ー
の
議
論
に
対
し
て
は
、
さ
し

た
る
批
判
は
行
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
文
化
面
の
議
論
に
つ
い

て
、
フ
ー
コ
ー
は
比
較
的
肯
定
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

フ
ー
コ
ー
派
と
ポ
ー
タ
ー
派
が
二
項
対
立
的
に
存
在
し
て
い
る
わ
け

だ
が
、そ
の
対
立
軸
は
い
さ
さ
か
ず
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
フ
ー
コ
ー
受
容
の
あ
り
方
は
今
な
お
精
神
医
療
史
を
め

ぐ
る
研
究
動
向
の
重
要
な
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
次
節
で
詳
し
く
説
明
し
た
い
。

　
本
稿
の
課
題
は
、
狂
気
表
象
に
関
す
る
研
究
動
向
を
精
査
し
た

う
え
で
、
実
証
的
な
事
例
の
検
討
か
ら
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
英
国

に
お
け
る
狂
気
表
象
の
特
質
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
事
例
は
、

一
九
〇
三
年
一
月
二
七
日
、
ロ
ン
ド
ン
北
部
の
公
立
精
神
病
院
コ
ル

ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病
院( Colney H

atch Asylum
)

で
起
こ
っ

た
火
災
事
件
に
関
す
る
表
象
で
あ
る
。
こ
の
火
災
事
件
は
同
病
院
の

仮
設
病
棟
で
起
こ
り
、
五
一
名
の
命
を
奪
っ
た
、
公
共
施
設
の
火
災

と
し
て
は
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
死
傷
者
が
出
た
事
件
で
あ
る
。
英
国

の
メ
デ
ィ
ア
は
こ
の
事
件
に
つ
い
て
報
道
合
戦
を
繰
り
広
げ
、
結
果

と
し
て
、
数
百
点
に
及
ぶ
記
事
が
約
一
月
の
間
に
世
に
送
り
出
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
精
神
病
院
や
精
神
疾
患
を
め
ぐ
る
表
象
の
量
と
し
て

は
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
規
模
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
用
い
る
史
料
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
と
、
取
り
あ
げ

る
新
聞
や
雑
誌
の
多
く
は
、
ロ
ン
ド
ン
首
都
史
料
館( London 

M
etropolitan Archive)

所
蔵
の
ロ
ン
ド
ン
州
議
会
文
書
に
収
め

ら
れ
た
プ
レ
ス
・
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
つ
ま
り
精
神
医
療
行
政
当
局
に

よ
る
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
集
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
７
）
。
こ
の

切
り
抜
き
集
は
、
精
神
医
療
に
関
す
る
諸
報
道
を
精
神
医
療
行
政
当

局
が
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
な
い
し
バ
イ
ア

ス
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
集
め
ら
れ
た
記
事
の
約
三
分
の
一
は
、

『
ラ
ン
セ
ッ
ト
』( The Lancet)

や
『
英
国
医
学
雑
誌
』( B

ritish 
M

edical Journal)

と
い
っ
た
医
学
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
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あ
り
、
必
ず
し
も
社
会
一
般
か
ら
見
た
狂
気
表
象
の
問
題
を
取
り

扱
っ
て
い
な
い
。
次
に
、
そ
の
他
の
一
般
紙
の
記
事
の
多
く
は
、
コ

ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
の
報
道
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
は
ロ
ン

ド
ン
州
議
会
側
の
発
表
を
短
報
と
し
て
掲
載
す
る
も
の
で
あ
り
、
火

災
事
件
の
報
道
を
安
易
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の

点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
を
報
道
す
る
記
事

に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
右
記
切
り
抜
き
集
は
、
火
災
が
発
生

し
た
一
九
〇
三
年
一
月
二
七
日
か
ら
お
よ
そ
一
カ
月
の
間
に
刊
行
さ

れ
た
大
衆
向
け
の
朝
刊
紙
と
夕
刊
紙
の
記
事
約
二
五
〇
点
を
収
録
し

て
い
る
。
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
各

紙
の
政
治
的
な
傾
向
は
、
保
守
主
義
、
自
由
主
義
、
あ
る
い
は
い
ず

れ
か
ら
も
独
立
な
ど
と
評
さ
れ
て
お
り
、
政
治
的
な
党
派
性
は
見
ら

れ
な
い
（
８
）
。
つ
ま
り
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
性
や
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン

ト
性
が
比
較
的
要
求
さ
れ
る
、
首
都
ロ
ン
ド
ン
の
大
衆
紙
に
よ
る
表

象
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
、こ
の
火
災
報
道
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
る
。

付
け
加
え
て
お
く
と
、
記
事
の
収
集
に
際
し
て
の
方
針
は
示
さ
れ
て

お
ら
ず
、
外
部
に
公
表
・
報
告
す
る
目
的
を
も
た
な
い
内
部
資
料
で

あ
り
、
右
記
の
バ
イ
ア
ス
は
収
集
者
側
の
意
図
に
よ
る
も
の
と
は
言

い
難
い
（
９
）

。以
上
の
点
を
考
慮
し
、本
稿
で
は
、「
一
九
世
紀
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
オ
ン
ラ
イ
ン
」( N

ineteenth Century Collection)

や
「
英

国
刊
行
物
オ
ン
ラ
イ
ン
」( British Periodicals)

な
ど
の
一
次
史

料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
用
い
、
想
定
さ
れ
る
バ
イ
ア
ス
の
補
正
を
可
能

な
限
り
試
み
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

一
　
狂
気
の
他
者
化
を
め
ぐ
っ
て

　
狂
気
の
表
象
に
関
す
る
研
究
を
概
観
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
ま
一

度
『
狂
気
の
歴
史
』
の
議
論
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
フ
ー
コ
ー
が

言
う
に
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
啓
蒙
主
義
の
も
と
で
正
気
と
狂

気
が
理
念
と
し
て
分
割
さ
れ
、
両
者
の
文
化
的
な
距
離
は
著
し
く
拡

大
し
た
。
狂
気
は
、
正
気
の
知
と
理
性
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
る
対
象

と
な
り
、精
神
病
院
と
い
う
空
間
に
留
め
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
狂
気
は
他
者
化
さ
れ
た）
（1
（

。

こ
の
議
論
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
狂
気
表
象
の
議
論
の

基
調
を
な
す
も
の
と
な
っ
た
。

　
フ
ー
コ
ー
は
、
狂
気
の
他
者
化
が
単
な
る
疎
外
に
は
と
ど
ま

ら
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。『
狂
気
の
歴
史
』
第
三
部
第
三

章
「
自
由
の
適
切
な
利
用
」
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
は
、
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
根
本
的
な
変
化
と
は
、
狂
気
で
な
い
こ
と
の
意
識

( consciousness of not being m
ad)

を
も
た
ら
し
た
こ
と
だ
と

論
じ
て
い
る）
（（
（

。
啓
蒙
主
義
の
も
と
で
正
気
と
狂
気
が
理
念
的
に
分
け

ら
れ
る
と
き
、正
気
は
狂
気
を
文
化
的
に
遠
ざ
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
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正
気
自
身
の
中
に
狂
気
性
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。そ
れ
に
よ
り
、

正
気
の
側
に
身
を
置
く
者
た
ち
は
安
寧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
そ
の
結
果
、
日
常
的
に
不
断
に
、
正
気
の
者
た
ち
は
正
気
ら
し

い
理
性
的
な
ふ
る
ま
い
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
論
理
的
か
つ

数
量
的
な
判
断
が
で
き
る
こ
と
か
ら
困
難
を
抱
え
る
隣
人
を
助
け
る

こ
と
ま
で
、
狂
人
が
で
き
な
い
こ
と
を
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　
こ
こ
に
は
、ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
が
言
う
と
こ
ろ
の「
啓

蒙
の
弁
証
法
」
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
。
啓
蒙
の
弁
証
法
と
は
、
啓

蒙
主
義
の
も
と
で
人
間
の
理
性
が
絶
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一

方
で
は
非
合
理
的
な
思
考
か
ら
は
自
由
に
な
る
の
だ
が
、
他
方
で
は

非
合
理
性
を
追
放
し
た
の
ち
の
人
間
は
す
べ
て
合
理
的
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
ず
、
合
理
性
と
い
う
規
範
に
従
順
に
従
っ
た
振
る
舞
い
や
行

動
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
啓
蒙
主
義
が
抱
え
る
循

環
的
な
局
面
を
表
現
し
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
つ
い
て
、

フ
ー
コ
ー
に
批
判
的
な
ポ
ー
タ
ー
は
、
意
図
的
に
偏
っ
た( w

ilfully 
lopsided)

見
方
で
あ
る
と
か）
（1
（

、
歴
史
的
に
見
れ
ば
戯
言
だ
と
ば
っ

さ
り
切
り
捨
て
た）
（1
（

。
彼
と
し
て
は
、
近
世
史
の
実
証
ベ
ー
ス
で
は
啓

蒙
の
弁
証
法
は
見
ら
れ
な
い
現
象
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

過
去
の
研
究
で
は
十
分
な
実
証
的
検
討
が
加
え
ら
れ
た
と
は
言
い
難

く
、
本
稿
で
実
証
的
な
検
討
を
加
え
る
意
義
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

　
フ
ー
コ
ー
に
な
ら
っ
た
「
狂
気
の
他
者
化
」
論
は
多
く
の
研
究
者

に
受
容
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、ア
メ
リ
カ
の
医
学
史
家
サ
ン
ダ
ー
・

ギ
ル
マ
ン
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
を
参
照
し
つ
つ
狂
気
表
象
を

分
析
し
て
い
る）
（1
（

。
ギ
ル
マ
ン
に
よ
る
と
、
西
洋
世
界
で
は
虚
脱
へ
の

恐
れ
、
衰
弱
の
感
覚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
病
が
表
象
さ
れ
、

そ
の
恐
怖
を
飼
い
馴
ら
す
た
め
に
、
自
己
の
外
部
に
そ
の
恐
怖
の
位

置
を
定
位
さ
せ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
外
在
化

あ
る
い
は
他
者
化
さ
れ
た
恐
怖
表
象
は
も
ち
ろ
ん
自
然
発
生
的
な
も

の
で
は
な
く
、
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
特
定
の
社
会
集
団

や
人
口
グ
ル
ー
プ
に
割
り
当
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

彼
の
ユ
ダ
ヤ
人
表
象
に
関
す
る
研
究
で
は
、
い
か
に
し
て
ユ
ダ
ヤ
人

た
ち
が
病
の
表
象
と
結
び
付
け
ら
れ
、
す
な
わ
ち
西
洋
世
界
に
お
い

て
他
者
と
し
て
疎
外
さ
れ
て
き
た
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る）
（1
（

。

　
こ
の
よ
う
な
ギ
ル
マ
ン
の
議
論
に
対
し
て
は
一
定
の
批
判
が
あ
る

も
の
の）
（1
（

、
い
ま
な
お
重
要
な
研
究
と
し
て
多
く
の
研
究
者
に
参
照
さ

れ
続
け
て
い
る）
（1
（

。
そ
れ
は
、
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
の
『
隠
喩
と
し

て
の
病
』
な
ど
、
多
く
の
文
化
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
病
の
表
象
が

社
会
的
疎
外
の
効
果
を
も
つ
も
の
だ
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

り
、
歴
史
学
に
お
い
て
も
そ
の
議
論
を
支
え
る
実
証
例
が
積
み
重
ね

ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る）
（1
（

。
病
と
そ
れ
に
か
か
っ
た
者
が
人
間
を
襲

う
怪
物
な
い
し
侵
略
者
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
近
代
西
洋
世
界

の
文
化
的
な
パ
タ
ー
ン
の
ひ
と
つ
だ
と
い
う
見
方
は
確
立
さ
れ
た
も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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狂
気
の
他
者
化
は
、
社
会
史
に
近
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
研
究
に

お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
精
神
医
学
史
家
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ア
ン

ド
リ
ュ
ー
ス
は
、
一
九
九
八
年
の
論
考
で
、
一
九
世
紀
グ
ラ
ス
ゴ

ウ
の
ガ
ー
ト
ナ
ヴ
ァ
ル
精
神
病
院
の
臨
床
記
録
を
用
い
て
、
精
神

病
者
の
主
体
性
の
問
題
を
探
求
し
た）
（1
（

。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
見
解

は
、
一
九
世
紀
が
進
む
に
つ
れ
て
精
神
疾
患
に
関
す
る
器
質
論
的
な

解
釈
が
力
を
増
し
て
ゆ
き
、
臨
床
記
録
も
臨
床
医
学
的
ま
な
ざ
し
の

色
合
い
を
濃
く
し
て
ゆ
く
、
つ
ま
り
病
者
が
客
体
化
し
て
ゆ
く
こ
と

で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
初
頭
の
臨
床
記
録
に
は
、
患
者

が
医
者
の
質
問
に
答
え
る
様
子
や
友
人
が
面
会
に
来
た
際
の
様
子
な

ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
、
一
九
世
紀
後
半
に
生
物
学
的
な

志
向
を
も
つ
精
神
科
医
が
院
長
と
し
て
着
任
す
る
と
、
患
者
や
そ
の

家
族
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
は
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
1（
（

。
患

者
よ
り
も
医
学
の
枠
組
み
が
重
要
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

フ
ー
コ
ー
に
近
い
議
論
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
一
九
世
紀
英
国
の
精
神
病
院
に
お
い
て
入
院
患
者
が
そ
の
主
体
性

を
は
く
奪
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
は
、
臨
床
記
録
に
収
め
ら
れ
た

患
者
の
手
記
や
手
紙
の
問
題
か
ら
も
傍
証
で
き
る
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー

ス
は
、
患
者
の
手
記
や
手
紙
が
臨
床
記
録
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
第
一
義
的
に
は
患
者
の
狂
気
を
証
明
す
る
と
い
う
医
学
的
な
目

的
の
た
め
だ
と
論
じ
た）
11
（

。
手
記
や
手
紙
は
、
そ
こ
に
非
合
理
的
な
内

容
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
狂
気
の
証
拠
と
し
て
臨
床
記
録
の

な
か
に
収
め
ら
れ
、
精
神
病
者
を
精
神
病
院
に
と
ど
め
る
た
め
の
法

的
な
証
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
は
、
患
者

の
手
記
や
手
紙
が
精
神
病
院
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
地
域
名
望
家
層

を
歓
待
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る）
11
（

。
こ
こ

に
は
、正
気
の
側
に
あ
る
者
た
ち
に
狂
気
と
い
う
他
者
を
理
解
さ
せ
、

そ
の
分
割
を
強
化
す
る
と
い
う
フ
ー
コ
ー
に
準
じ
る
洞
察
が
認
め
ら

れ
る
。

　
一
方
、
こ
う
し
た
議
論
に
対
す
る
批
判
も
存
在
す
る
。
旗
振
り
役

は
ポ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
彼
は
狂
気
の
他
者
化
だ
け

で
は
な
く
、
病
者
そ
の
も
の
の
主
体
性
を
否
定
的
に
み
る
フ
ー
コ
ー

派
の
研
究
を
総
じ
て
否
定
し
た
。
フ
ー
コ
ー
は『
臨
床
医
学
の
誕
生
』

で
、
一
九
世
紀
初
頭
の
パ
リ
の
病
院
に
お
い
て
臨
床
診
断
の
際
に
病

者
の
愁
訴
で
は
な
く
そ
の
身
体
に
直
接
原
因
を
聴
く
手
法
が
開
発
さ

れ
た
こ
と
を
強
調
し
、そ
れ
を
「
臨
床
医
学
の
ま
な
ざ
し
」( clinical 

gaze)

と
名
付
け
た）
11
（

。
こ
の
議
論
は
、
Ｅ
・
Ｈ
・
ア
ッ
カ
ー
ク
ネ
ヒ
ト
、

メ
ア
リ
ー
・
フ
ィ
セ
ー
ル
、
ニ
コ
ラ
ス
・
ジ
ュ
ー
ソ
ン
、
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

ア
ー
ム
ス
ト
ラ
ン
グ
ら
、
多
く
の
医
学
史
家
や
医
療
社
会
学
者
た
ち

に
支
持
さ
れ
た）
11
（

。
ポ
ー
タ
ー
は
、
臨
床
医
学
の
ま
な
ざ
し
を
「
非
歴

史
的
」( ahistorical)

で
遡
行
的
な
社
会
学
の
産
物
と
論
じ
た）
11
（

。
本

質
的
に
近
世
史
家
で
あ
る
ポ
ー
タ
ー
は
、
近
世
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

お
い
て
は
フ
ー
コ
ー
が
言
う
よ
う
な
医
学
の
専
横
的
な
支
配
は
な
い

こ
と
を
実
証
的
に
学
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
フ
ー
コ
ー
に
批
判
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的
だ
っ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
医
学
史
家
の
フ
ロ
ー
リ
ン
・
コ
ン

ド
ロ
ウ
は
、
ポ
ー
タ
ー
が
伝
統
的
な
医
師
中
心
の
医
学
史
を
病
者
の

視
点
を
用
い
る
こ
と
で
医
学
の
社
会
史
と
し
て
再
編
し
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
を
、
彼
の
フ
ー
コ
ー
批
判
の
理
由
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

コ
ン
ド
ロ
ウ
に
従
え
ば
、
ポ
ー
タ
ー
は
、
病
者
の
声
は
医
学
史
を
書

き
直
す
う
え
で
、
す
な
わ
ち
医
学
史
研
究
を
発
展
さ
せ
る
う
え
で
欠

か
せ
な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
医
師
の
主
導
性
な

い
し
権
力
性
を
認
め
て
し
ま
っ
て
は
病
者
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
か
ら
医
学

史
を
語
り
な
お
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
反
フ
ー
コ
ー
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と）
11
（

。

　
コ
ン
ド
ロ
ウ
の
批
判
は
さ
て
お
き
、
実
証
的
な
立
場
か
ら
フ
ー

コ
ー
を
批
判
的
に
み
る
歴
史
家
は
ポ
ー
タ
ー
に
続
い
た
。
近
年
の
研

究
動
向
を
見
る
な
ら
ば
、
近
代
英
国
の
医
療
と
慈
善
を
研
究
し
て
き

た
歴
史
家
キ
ア
・
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
が
中
心
と
な
っ
た
「
オ
フ
・
シ
ッ

ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
呼
ば
れ
る
共
同
研
究
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ

う）
11
（

。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
カ
ー
デ
ィ
フ
大
学
を
中
心
と
し
て
、

南
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
文
学
的
・
歴
史
的
な
病
の
語
り
を
集
積
し
、

病
者
が
自
ら
の
病
を
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
病
者
の
ナ
ラ
テ
ィ

ブ
の
歴
史
的
意
義
を
検
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
集
め
ら

れ
た
語
り
の
実
証
を
通
じ
て
、
臨
床
医
学
の
ま
な
ざ
し
の
も
と
で
病

者
が
対
象
化
さ
れ
沈
黙
を
迫
ら
れ
た
と
い
う
の
は
実
証
的
に
は
妥
当

で
は
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
た）
11
（

。
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
が
扱
っ
た
病
の
ナ

ラ
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
、
医
学
と
の
遭
遇
の
局
面
は
病
者
に
よ
っ
て
柔

軟
に
理
解
さ
れ
、
ま
た
彼
ら
自
身
の
や
り
方
で
病
と
そ
の
経
験
は
意

味
付
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
病
者
と
医
学
と
の
遭
遇
は
「
交
渉
」

( negotiate)

さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る）
11
（

。
さ
ら
に
、
前
出
の

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ス
の
議
論
に
対
し
て
、
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
は
異
な
る
見

方
を
示
し
た
。
彼
は
、
患
者
の
手
記
や
手
紙
は
臨
床
医
学
の
ま
な
ざ

し
に
回
収
さ
れ
え
な
い
語
り
も
含
む
も
の
だ
っ
た
と
考
え
た）
1（
（

。
そ
れ

は
、
彼
が
調
査
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
最
も
重
要
な
精
神
病
院
で
あ

る
ベ
ス
レ
ム
精
神
病
院
（B

ethlem
 R
oyal H

ospital

）
の
臨
床
記

録
に
収
め
ら
れ
た
患
者
の
手
紙
に
、
患
者
が
自
身
を
「
神
が
選
び
し

も
の
」( the chosen of god)

と
か
「
完
全
な
る
人
間
」( perfect 

m
an)

と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
や
、
将
来
の
数
学
に
つ
い
て
の
空

想
的
な
話
、
あ
る
イ
タ
リ
ア
の
カ
フ
ェ
で
一
〇
〇
万
本
の
ワ
イ
ン
の

ボ
ト
ル
を
飲
ん
だ
話
な
ど
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
語
り
の
内
容
は
、
臨
床
医
学
の
ま
な
ざ
し
か
ら
逸
脱

す
る
性
格
を
持
つ
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る）
11
（

。

　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ベ
ス
レ
ム
精
神
病
院
の
臨
床
記
録
に
つ
い

て
研
究
し
た
医
学
史
家
鈴
木
晃
仁
の
一
九
九
九
年
の
論
考
に
言
及
し

て
お
き
た
い）
11
（

。
こ
の
論
文
は
、
一
九
世
紀
中
葉
の
ベ
ス
レ
ム
精
神
病

院
に
お
け
る
臨
床
記
録
作
成
と
保
持
の
状
況
を
検
討
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
一
八
五
二
年
ま
で
は
、
入
院
患
者
の
友
人
が
述
べ

る
精
神
病
の
原
因
に
つ
い
て
は
病
院
当
局
か
ら
目
立
っ
て
論
駁
さ
れ
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な
か
っ
た
が
、
こ
の
年
に
臨
床
記
録
の
保
管
が
原
則
化
さ
れ
る
と
、

医
師
は
患
者
か
ら
聞
い
た
内
容
を
も
っ
て
病
因
を
特
定
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
医
学
的
な
レ
ジ
ー
ム
の

強
化
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
慈
善
事
業
と
し
て
の
特
徴
や
ベ
ス
レ

ム
精
神
病
院
の
入
院
制
度
の
問
題
と
も
絡
ん
だ
問
題
な
の
だ
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
重
要
な
の
は
、
一
八
五
二
年
に
な
る
と
行
政
か
ら
の

圧
力
に
よ
っ
て
入
院
患
者
の
臨
床
記
録
の
管
理
が
義
務
付
け
ら
れ
、

入
院
患
者
の
情
報
が
医
師
に
よ
っ
て
確
実
に
定
期
的
に
集
積
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
鈴
木
は
、
臨
床
記
録
の
情
報
の
重
要
な
部
分
は
患
者

自
身
の
語
り
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
医
師
の
ま
な
ざ
し

は
さ
ほ
ど
一
方
向
的
な
も
の
で
は
な
い
と
結
論
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ー
タ
ー
に
な
ら
っ
た
患
者
論
を
支
持
す
る
歴
史

家
た
ち
は
、
精
神
病
者
の
主
体
性
を
一
定
程
度
認
め
よ
う
と
す
る
研

究
の
方
向
性
を
推
し
進
め
た
。
そ
れ
は
、二
〇
一
六
年
に
学
術
誌『
メ

デ
ィ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』に
掲
載
さ
れ
た
特
集
号「
患
者
論
的
転
回
：

ロ
イ
・
ポ
ー
タ
ー
と
精
神
医
学
の
物
語
」
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
そ

の
副
題
が
示
す
通
り
、
ポ
ー
タ
ー
的
な
患
者
論
を
今
後
の
精
神
医
学

史
研
究
で
進
め
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る）
11
（

。
こ
れ
に

従
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
派
の
議
論
は
極
端
で
例
外
的
な
事
例
を
も
と
に

し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
よ
り
日
常
的
か
つ
全
体
的
な
患
者
の
歴
史

を
志
向
す
る
こ
と
で
現
在
の
二
極
化
は
乗
り
越
え
う
る
と
い
う
。
ア

ン
ド
リ
ュ
ー
ス
の
研
究
は
管
見
の
限
り
で
は
極
端
な
事
例
を
扱
っ
て

い
る
と
は
言
い
難
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
病
者
の
主
体
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、一
方
の
極
に
フ
ー
コ
ー
、

も
う
一
方
の
極
に
ポ
ー
タ
ー
が
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
二
項
対
立
的
な
議
論
の
状
況
を
ふ
ま
え
る
と
、
本
稿
が

狂
気
表
象
を
め
ぐ
る
実
証
的
な
事
例
の
検
討
に
至
る
の
に
は
十
分
な

意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

二
　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
精
神
医
療
と
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病
院

　
本
題
の
火
災
事
件
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
精
神
医
療
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
一
九
世

紀
前
半
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
精
神
病
の
治
癒
に
つ
い
て
非
常
に

楽
観
的
な
見
通
し
が
医
学
的
か
つ
社
会
的
に
支
持
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
が
こ
の
時
期
の
精
神
病
院
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
を
後
押
し
し
た
。
精

神
病
は
、
家
庭
的
な
環
境
を
提
供
し
規
律
に
沿
っ
た
生
活
を
お
く
ら

せ
る
た
め
の
再
教
育
を
行
え
ば
治
癒
可
能
な
病
で
あ
り
、
そ
の
治
療

を
担
う
の
が
専
門
施
設
で
あ
る
精
神
病
院
だ
と
広
く
理
解
さ
れ
て
い

た）
11
（

。
し
か
し
実
際
に
は
、
精
神
病
院
で
の
治
癒
率
は
伸
び
悩
み
、
む

し
ろ
精
神
病
院
へ
の
入
院
患
者
数
は
増
え
続
け
た
。
一
八
五
九
年

に
は
約
三
万
五
〇
〇
〇
人
だ
っ
た
入
院
患
者
数
は
一
八
九
八
年
に

は
一
〇
万
人
を
突
破
し
、
大
規
模
精
神
病
院
で
は
一
か
所
あ
た
り

二
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
患
者
が
収
容
さ
れ
た）
11
（

。
そ
の
結
果
、
一
九
世
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紀
末
頃
に
精
神
病
院
へ
の
楽
観
論
は
悲
観
論
に
転
じ
た）
11
（

。
し
か
し
、

増
え
続
け
る
精
神
病
者
の
収
容
先
と
し
て
精
神
病
院
は
消
極
的
に
造

ら
れ
続
け
た
。

　
本
稿
が
取
り
上
げ
る
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病
院
は
、
楽
観
論

の
時
代
で
あ
る
一
八
五
八
年
に
ロ
ン
ド
ン
北
部
の
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ

チ
に
設
立
さ
れ
た）
11
（

。
当
時
の
設
立
母
体
は
ミ
ド
ル
セ
ク
ス
州
で
あ
る

が
、
事
実
上
の
設
置
者
は
州
の
治
安
判
事
で
あ
っ
た
。
コ
ル
ニ
ー
・

ハ
ッ
チ
精
神
病
院
は
当
初
、
楽
観
論
を
反
映
し
て
か
、
ピ
ク
チ
ャ
レ

ス
ク
な
外
観
を
誇
る
瀟
洒
な
施
設
と
し
て
建
造
さ
れ
た
。
し
か
し

そ
の
後
、
悲
観
論
へ
と
転
じ
、
ま
た
ロ
ン
ド
ン
州
議
会( London 

County Council)

へ
と
移
管
さ
れ
、
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
六
つ
の

公
立
精
神
病
院
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
一
九
世
紀
末
に
は
、
病
院
を
め

ぐ
る
状
況
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
っ
た）
11
（

。

　
た
と
え
ば
、
医
療
従
事
職
の
少
な
さ
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
―

二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
こ
の
病
院
の
入
院
患
者
数
は
二
〇
〇
〇

―
二
五
〇
〇
名
程
度
だ
っ
た
が
、
医
師
は
院
長
Ｗ
・
Ｊ
・
セ
ウ
ォ
ー

ド
（W

. J. Sew
ard

）
と
五
名
の
補
助
医
務
官( assistant 

m
edical officer)

だ
け
だ
っ
た）
11
（

。
ま
た
、
一
八
九
二
年
に
医
師
増

員
の
申
請
を
ロ
ン
ド
ン
州
議
会
に
対
し
て
行
う
も
、
財
政
上
の
問
題

か
ら
か
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
同
病
院
で
は
、

食
料
も
敷
地
内
で
生
産
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
た
。
牛
乳
、
食
肉
、

野
菜
、
卵
は
自
主
生
産
体
制
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
馬
八
頭
、
牝
牛

六
五
頭
、
牡
牛
二
頭
、
若
い
雌
牛
一
〇
頭
、
若
い
牡
牛
一
〇
頭
、
豚

三
九
七
頭
、
羊
六
〇
頭
、
鶏
五
五
〇
羽
、
フ
ェ
レ
ッ
ト
四
匹
が
飼
わ

れ
た）
1（
（

。
こ
れ
も
ま
た
、
州
財
政
を
背
景
と
し
た
施
策
だ
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病
院
の
社
会
的
な
評
価

は
非
常
に
低
か
っ
た
。
一
九
〇
三
年
、
あ
る
新
聞
記
者
は
、「
コ
ル

ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
は
近
年
に
お
い
て
は
一
世
紀
前
の
べ
ド
ラ
ム
と
同
義

語
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た）
11
（

。「
べ
ド
ラ
ム
」( Bedlam

)

と
は

一
二
世
紀
に
建
設
さ
れ
、
今
日
も
現
存
す
る
ベ
ス
レ
ム
精
神
病
院
を

指
す
俗
称
で
あ
り
、
狂
人
の
居
場
所
を
蔑
称
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
三
年
の
火
災
は
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
施
設
を
襲
っ
た
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
の
経
過

　
一
九
〇
三
年
一
月
二
七
日
の
早
朝
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病

院
を
火
の
手
が
襲
っ
た
。
出
火
元
は
、
母
屋
で
は
な
く
、
約
三
二
〇

人
の
女
性
患
者
を
臨
時
に
収
容
し
て
い
た
仮
設
病
棟
、
そ
の
リ
ネ
ン

を
保
管
す
る
部
屋
だ
と
さ
れ
る
。
出
火
が
確
認
さ
れ
た
の
は
午
前
五

時
三
〇
分
。
仮
設
病
棟
の
看
護
婦
が
火
の
手
を
発
見
し
、
す
ぐ
に
火

災
警
報
を
鳴
ら
し
た
。
火
災
警
報
が
鳴
ら
さ
れ
る
と
、
病
院
の
消
火

隊
が
た
だ
ち
に
到
着
し
た
。
し
か
し
火
は
燃
え
広
が
り
、
す
で
に
二

棟
分
を
飲
み
込
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
病
院
消
火
隊
だ
け
で
は
手
に
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負
え
ず
、
地
域
の
消
防
隊
が
駆
け
つ
け
た
。
た
だ
、
そ
こ
で
消
火
に

用
い
る
水
の
供
給
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
さ
ら
に
は
強

風
に
よ
り
火
の
手
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。消
防
隊
と
精
神
科
医
、

看
護
婦
、
看
護
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
絶
望
的
な
状
況
の
な
か
で
、

患
者
の
救
出
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
最
終
的

に
は
、
仮
設
病
棟
の
女
性
患
者
五
二
名
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
態
と

な
っ
た
。

　
こ
こ
に
描
か
れ
た
の
は
、
ど
の
報
道
に
も
共
通
す
る
事
件
の
経
緯

で
あ
る
。
精
神
医
療
行
政
当
局
に
よ
る
報
告
内
容
と
も
ほ
ぼ
合
致
す

る）
11
（

。
こ
の
火
災
事
件
は
一
般
大
衆
の
間
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き

起
こ
し
た
。
過
去
の
ロ
ン
ド
ン
で
起
き
た
火
災
事
件
に
比
す
る
と
、

犠
牲
者
数
は
相
当
多
か
っ
た）
11
（

。
そ
の
た
め
か
、
新
聞
各
紙
は
こ
の

火
災
事
件
を
と
り
あ
げ
、「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」( H

olocaust)

「
カ
タ

ス
ト
ロ
フ
」( Catastrophe)

と
い
っ
た
言
葉
で
扇
情
的
に
報
道
し

た）
11
（

。
　
報
道
が
過
熱
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
当
日
の
晩
に
は
、
ロ
ン
ド
ン

州
議
会
は
犠
牲
者
に
対
す
る
哀
悼
の
意
を
表
明
し
た
。
し
か
し
実
際

に
は
、
ロ
ン
ド
ン
州
議
会
の
関
心
は
失
わ
れ
た
生
命
に
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
火
災
事
件
に
際
し
て
ロ
ン
ド
ン
州
議
会
が
頭
を

悩
ま
せ
た
の
は
、
だ
れ
が
こ
の
事
件
の
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
っ
た
。
火
災
直
後
か
ら
新
聞
各
紙
は
、
責
任
問
題
を
こ
ぞ
っ

て
と
り
あ
げ
た
。
犯
人
捜
し
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る

舞
台
は
検
死
官
に
よ
る
審
判
だ
っ
た
。
一
月
三
〇
日
に
な
る
と
、
検

死
官
に
よ
っ
て
、
死
者
の
検
分
、
出
火
元
の
調
査
、
そ
し
て
精
神
病

院
関
係
者
の
聴
取
、
仮
設
病
棟
の
設
置
経
緯
に
つ
い
て
の
調
査
が
行

わ
れ
た）
11
（

。
こ
う
し
た
調
査
の
な
か
で
、
仮
設
病
棟
に
可
燃
性
の
建
材

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
、
犯
人
捜
し
は
白
熱
し
た
。
こ
の
事

実
が
火
災
の
深
刻
化
の
原
因
と
し
て
重
視
さ
れ
、
最
終
的
に
検
死
官

の
審
判
で
は
、
病
院
の
設
置
者
た
る
ロ
ン
ド
ン
州
議
会
、
精
神
病
院

の
全
国
的
な
行
政
監
察
を
担
う
狂
気
法
委
員( Com

m
issioners in 

Lunacy)

、
そ
し
て
そ
の
上
級
官
庁
た
る
内
務
省( H

om
e O

ffice)

が
不
適
切
な
建
材
や
工
法
を
認
可
し
な
け
れ
ば
火
災
は
深
刻
化
し
な

か
っ
た
と
批
判
さ
れ
た）
11
（

。
そ
の
結
果
、
仮
設
病
棟
の
廃
止
を
含
む

一
一
項
目
に
わ
た
る
対
策
指
示
が
狂
気
法
委
員
か
ら
各
精
神
病
院
に

対
し
て
出
さ
れ
、
精
神
病
院
で
の
防
災
に
非
常
に
大
き
な
注
意
が
向

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
11
（

。

四
　
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
と
狂
気
表
象
（
一
）

　
　「
哀
れ
な
生
き
物
」
と
化
す
精
神
病
者
た
ち

　
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
を
あ
つ
か
っ
た
新
聞
報
道
に
お
け

る
狂
気
の
描
か
れ
方
に
は
、い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
確
認
で
き
る
。

特
に
顕
著
な
の
は
、火
災
事
件
に
際
し
て
精
神
病
者
は
、（
一
）パ
ニ
ッ

ク
に
陥
り
、（
二
）
恐
怖
で
体
が
麻
痺
し
、（
三
）
あ
る
い
は
火
に
喜
ぶ
、
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（
四
）
哀
れ
な
生
き
物
と
化
す
、
と
い
う
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
順
に
確
認
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
狂
人
に
よ
る
火
災
へ
の
反
応
に
対
し
て
、「
パ
ニ
ッ
ク
に

襲
わ
れ
た
」( panic-stricken)

と
い
う
形
容
詞
が
ほ
と
ん
ど
決
ま
っ

て
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
報
道
で
あ
る
。

（
病
院
の
）
主
病
棟
に
い
た
患
者
た
ち
は
た
だ
ち
に
パ
ニ
ッ
ク

に
襲
わ
れ
、
主
病
棟
の
一
区
画
に
追
い
や
ら
れ
た
。
そ
こ
は
パ

ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
、
安
全
な
場
所
を
求
め
て
、
意
味
の
わ
か
ら

な
い
泣
き
声
を
発
し
、
金
切
り
声
で
叫
び
な
が
ら
、
廊
下
に

殺
到
す
る
避
難
者
た
ち
に
居
場
所
を
提
供
す
る
た
め
に
作
ら
れ

た
、
火
か
ら
最
も
遠
い
場
所
で
あ
っ
た）
11
（

。

　
こ
の
よ
う
な
「
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
た
」
患
者
た
ち
を
、
同
紙
を

は
じ
め
と
す
る
主
要
な
日
刊
紙
・
夕
刊
紙
は「
哀
れ
な
生
き
物
」（poor 

creatures

）
と
呼
ぶ
こ
と
も
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
グ
ロ
ー
ブ
』

( G
lobe)

紙
は
、「
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
た
状
態
に
あ
る
、
こ
の
哀

れ
な
生
き
物
た
ち
は
自
ら
を
助
け
る
た
め
の
力
を
効
果
的
に
発
揮
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る）
11
（

。

　
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
、
自
ら
の
力
で
火
事
現
場
か
ら
逃
げ
出
せ
な

い
「
哀
れ
な
生
き
物
」
と
形
容
さ
れ
た
患
者
た
ち
に
、
新
聞
各
紙

は
さ
ら
に
、「
恐
怖
で
麻
痺
す
る
」（paralyzed for fear

）
こ
と
、

救
助
者
を
妨
害
す
る
と
い
う
二
点
の
特
質
を
し
ば
し
ば
付
け
加
え

た
。

入
院
患
者
た
ち
の
精
神
状
態
は
彼
ら
の
安
全
に
と
っ
て
重
大
な

障
害
で
あ
っ
た
。
彼
ら
を
逃
が
そ
う
と
試
み
る
う
え
で
、
彼
ら

を
そ
の
気
に
さ
せ
る
こ
と
は
全
く
も
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。

〈
中
略
〉
彼
ら
の
振
る
舞
い
は
ひ
ど
く
痛
ま
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。
あ
る
者
は
絶
対
的
な
恐
怖
に
よ
っ
て
麻
痺
し
て
し
ま
い
、

そ
の
一
方
で
、あ
る
者
は
危
険
を
認
識
す
る
力
に
欠
け
て
お
り
、

火
災
を
愉
快
で
娯
楽
的
な
も
の
と
し
て
見
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
人
（
救
助
者
）
の
貢
献
心
と
忍
耐
が
続
く
限
り
、
病
院
の

看
護
人
（attendant

）
た
ち
は
こ
の
哀
れ
で
頭
の
お
か
し
い

生
き
物
た
ち
を
助
け
る
の
に
全
力
を
尽
く
し
た
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
厳
し
い
試
練
と
状
況
に
お
い
て
多
く
を
な
す
の
は
不
可

能
で
あ
っ
た
［
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
。
ま
た
波
線
は
筆

者
に
よ
る
強
調）
1（
（

］。

　
こ
の
記
事
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
筆
者
が
下
線
部
で
強
調
し

た
「
思
わ
れ
る
」( seem

ed)

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
事
件
当
日
の

別
の
記
事
で
も
、「
狂
人
の
殺
到
が
、
自
分
自
身
を
救
助
す
る
こ
と

に
あ
ま
り
に
も
無
力
で
あ
る
こ
と
に
突
然
打
ち
の
め
さ
れ
て
し
ま
っ

た
患
者
た
ち
の
な
か
で
特
に
、
燃
え
盛
る
建
物
の
中
で
起
こ
っ
た
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と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）
11
（

（
波
線
は
筆
者
に
よ
る
強
調
）。

こ
の
「
思
わ
れ
る
」
の
主
体
は
誰
か
。
そ
れ
は
、
第
一
義
的
に
は
こ

の
記
事
を
書
い
た
記
者
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
主
観
的
な

想
像
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
想
像
に
は
一
切
の

根
拠
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
根
拠
を
付
け
ず
と
も
読
者

は
理
解
し
、共
有
で
き
る
と
い
う
文
化
的
な
裏
打
ち
が
あ
っ
て
こ
そ
、

こ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
こ
こ
で
表
現

さ
れ
て
い
る
の
は
、
正
気
の
側
に
あ
る
者
に
「
思
わ
れ
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
観
察
者
と
被
観
察
者
、
正
気
と
狂
気
を
分
け
る
線
が

明
確
に
引
か
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
狂
気
は
他
者
と
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

　
正
気
と
狂
気
の
分
割
は
、
以
下
の
ロ
ン
ド
ン
州
議
会
関
係
者
の
発

言
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
関
係
者
は
、コ
ル
ニ
ー
・

ハ
ッ
チ
精
神
病
院
の
入
院
患
者
が
無
意
識
の
う
ち
に
救
助
者
を
妨
害

し
て
お
り
、「
明
ら
か
に
、
絶
望
的
な
恐
怖
に
襲
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、

彼
ら
が
通
常
有
し
て
い
る
、
ち
っ
ぽ
け
な
自
己
抑
制
の
能
力
を
完
全

に
失
っ
て
し
ま
っ
た
」、「
救
助
者
に
彼
ら
が
危
害
を
加
え
る
の
で
は

な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
」
と
取
材
に
対
し
て
述
べ
た）
11
（

。
こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
べ
き
は
「
通
常
」( ordinary)

で
あ
る
と
か
「
明
ら
か
に
」

( apparently)

と
い
っ
た
表
現
で
あ
る
。
前
者
は
正
常
と
異
常
の
境

界
を
明
示
し
、
後
者
は
正
気
の
側
に
と
っ
て
の
み
「
明
ら
か
」
で
あ

る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
狂
気
は
他
者
化
さ
れ
て
い
る
。

　
加
え
て
、コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
の
入
院
患
者
た
ち
に
は
、「（
火
災
に
）

悦
ぶ
躁
病
患
者
」（delighted m

aniacs

））
11
（

、
あ
る
い
は
「
恐
怖
の

代
わ
り
に
悦
び
を
明
ら
か
に
し
」（instead of displaying fear 

they evinced pleasure

）、
ほ
か
の
狂
人
た
ち
と
火
災
の
間
乱
闘

し）
11
（

、
自
ら
の
意
思
に
反
し
て
救
出
さ
れ
る
（saved against their 

w
ills

）、
な
ど
の
表
象
が
付
与
さ
れ
た）
11
（

。
こ
こ
で
も
ま
た
、
正
気
と

狂
気
の
距
離
を
遠
ざ
け
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
以
下
の
記
事
で
あ
る
。

そ
の
哀
れ
な
生
き
物
た
ち
は
ま
る
で
そ
れ
（
火
災
）
が
、
精

神
病
院
当
局
に
よ
っ
て
彼
ら
の
た
め
に
催
さ
れ
た
巨
大
な
花

火
の
打
ち
上
げ
で
あ
る
か
と
想
像
し
て
い
た
か
に
見
え
た

( appeared to im
agine)

。
彼
ら
は
手
を
打
ち
鳴
ら
し
、
声

高
々
に
叫
び
、
笑
い
、
手
を
伸
ば
し
て
近
づ
い
て
く
る
火
に
む

か
っ
て
殺
到
し
た）
11
（

　
こ
の
描
写
は
、
正
気
の
側
に
あ
る
読
者
に
対
し
て
「
狂
人
で
は
な

い
こ
と
の
意
識
」
を
持
た
せ
る
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
、こ
こ
で
も
「
見
え
た
」( appeared)

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
、

記
者
と
読
者
の
共
有
す
る
正
気
の
文
化
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
推

知
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
で
示
し
た
よ
う
に
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病
院
の
火
災
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報
道
に
お
い
て
、
狂
気
は
一
貫
し
て
正
気
か
ら
分
割
さ
れ
、
そ
の
分

割
は
も
っ
ぱ
ら
正
気
の
側
が
自
ら
の
理
性
を
確
認
す
る
た
め
に
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。こ
こ
ま
で
で
は
、フ
ー
コ
ー
が
言
う
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
狂
気
表
象
に
か
か
わ
る
特
徴
が
、
ギ
ル
マ
ン
が
言
う
他
者

化
さ
れ
た
狂
気
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五
　
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
と
狂
気
表
象
（
二
）

　
　
哀
れ
な
生
き
物
を
救
う
英
雄
た
ち

　
正
気
と
狂
気
の
境
界
線
は
、
新
聞
記
事
を
書
く
記
者
と
書
か
れ
た

狂
人
の
、
新
聞
記
事
を
読
む
読
者
と
そ
れ
に
描
か
れ
た
狂
人
と
の
間

に
だ
け
引
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件

の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
登
場
人
物
に
は
、
医
師
、
看
護
婦
、
看
護
人
、

消
防
士
た
ち
が
お
り
、
彼
ら
は
狂
人
で
は
な
い
。
彼
ら
に
は
、
事
件

の
絵
図
の
中
で
は
狂
人
た
ち
と
は
異
な
る
振
り
つ
け
が
必
要
で
あ
っ

た
。
入
院
患
者
た
ち
が
狂
人
と
し
て
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一

方
で
、
医
師
、
看
護
婦
、
看
護
人
、
消
防
士
た
ち
は
正
気
の
側
に
あ

る
者
と
し
て
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
精

神
病
院
の
看
護
婦
」( The asylum

 nurse)

と
題
さ
れ
た
以
下
の

記
事
で
あ
る
。

精
神
病
患
者
は
御
し
が
た
い
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
は
、
身
体

疾
患
の
患
者
が
我
々
に
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う
に
は
、
我
々
の

憐
憫
の
情
に
訴
え
か
け
は
し
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
精
神
病
の
患

者
た
ち
は
、う
つ
ろ
な
眼
を
し
た
患
者
、休
み
な
く
ギ
ョ
ロ
ギ
ョ

ロ
と
眼
を
動
か
す
患
者
、体
を
丸
め
て
う
ず
く
ま
る
う
つ
病
者
、

休
み
な
く
意
味
も
な
い
赤
ち
ゃ
ん
言
葉
を
話
す
成
人
患
者
、
野

蛮
で
騒
々
し
い
躁
病
患
者
で
あ
る）
11
（

。

　
こ
れ
は
、
看
護
婦
の
言
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
病
者

と
医
療
従
事
者
の
間
の
距
離
、
正
気
と
狂
気
の
境
界
線
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、
正
気
と
狂
気
を
分
別

し
、
後
者
を
他
者
化
す
る
表
象
の
生
成
は
、
た
だ
狂
気
を
遠
ざ
け
る

こ
と
だ
け
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
フ
ー
コ
ー
の
指
摘
で

あ
る
。
入
院
患
者
た
ち
が
非
合
理
的
に
ふ
る
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
ほ
か
の
者
た
ち
は
合
理
的
に
理
性
的
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
火
災
事
件
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
正
気
の
側
に
あ
る
者
た
ち
は
、

人
間
の
理
性
に
従
っ
て
英
雄
的
に
救
助
行
動
を
担
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
実
際
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
の
報
道
に
お
い
て
は
、
精

神
病
院
の
職
員
た
ち
の
英
雄
的
な
救
助
行
動
の
称
賛
が
狂
人
の
エ
キ

セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
行
動
の
描
写
と
対
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
強
調

さ
れ
た
の
は
、
男
性
（
ヒ
ー
ロ
ー
）
で
は
な
く
女
性
（
ヒ
ロ
イ
ン
）、

看
護
婦
た
ち
で
あ
っ
た
。
事
件
当
日
の
記
事
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
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史
苑
（
第
七
八
巻
第
一
号
）

記
述
が
あ
る
。

女
性
の
看
護
婦
た
ち
は
、
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
女
性
た
ち
を
救

う
勇
敢
な
努
力
（gallant efforts

）
に
つ
い
て
特
に
目
立
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
哀
れ
な
狂
っ
た
被
看
護
者
た
ち
に
対
す
る

彼
女
ら
の
献
身
ぶ
り
が
彼
女
ら
の
う
ち
の
一
名
、
も
し
く
は
二

名
の
命
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た）
11
（

。

　
こ
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
看
護
婦
の
武
勇
伝
を
描
写
す
る
際
の

典
型
的
な
形
容
詞
は
「
勇
敢
な
」（gallant

）
と
い
う
言
葉
で
あ
っ

た
。
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
た
の
は
、
正
気
と
狂
気
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

を
明
確
に
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
勇

敢
な
」
看
護
婦
の
逸
話
の
前
後
に
は
ほ
ぼ
必
ず
、
哀
れ
な
患
者
、
パ

ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
患
者
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る）
11
（

。

　
さ
ら
に
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
看
護
婦
で
す
ら
英
雄
的

な
行
動
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
精
神
病
院
の
看
護
婦

と
い
う
の
は
、
資
格
を
必
要
と
し
な
い
、
社
会
の
ほ
ぼ
最
下
層
に
位

置
し
た
職
種
だ
っ
た
。
筆
者
の
別
稿
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
公
立

精
神
病
院
の
看
護
婦
は
非
常
に
道
徳
心
が
低
く
離
職
率
も
高
い
と
、

少
な
く
と
も
精
神
病
院
の
運
営
者
側
か
ら
は
認
識
さ
れ
て
い
た）
1（
（

。
そ

の
た
め
、
院
内
の
彼
女
た
ち
の
行
動
に
対
し
て
は
、
度
々
懲
戒
処
分

が
な
さ
れ
る
な
ど
、
と
き
に
倫
理
的
な
矯
正
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ

の
よ
う
な
看
護
婦
た
ち
で
す
ら
、
火
災
事
件
に
際
し
て
は
英
雄
的
な

救
助
行
動
を
と
る
と
い
う
の
が
上
記
の
記
事
に
示
さ
れ
た
含
意
と
な

る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
看
護
婦
の
人
命
の
価
値
は
精
神
病
者
よ
り
も
重
い
と
い

う
こ
と
も
こ
の
記
事
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
精
神
科
医

の
学
会
誌
『
精
神
科
学
雑
誌
』（Journal of M

ental Science

）

で
も
、「（
五
一
名
の
）
生
命
を
損
失
し
た
と
い
う
重
大
な
事
態
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
火
災
が
さ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
り
が

た
く
思
う
べ
き
理
由
が
十
分
に
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ

火
災
が
深
刻
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
同
誌
は
、
精
神
病
院
の
職
員
の

生
命
が
失
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る）
11
（

。

　
看
護
婦
の
武
勇
伝
は
、
火
災
事
件
後
数
週
間
に
わ
た
っ
て
新
聞

各
紙
を
に
ぎ
わ
し
た
。
た
と
え
ば
、『
デ
イ
リ
ー
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
』

( D
aily E

xpress)

紙
は
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病
院
の
看
護

婦
エ
マ
・
ア
イ
リ
ン
グ
（E

m
m

a Ayling

）
を
と
り
あ
げ
、
彼
女

が
自
殺
願
望
の
あ
る
患
者
の
救
助
に
困
難
を
覚
え
た
こ
と
を
報
じ
て

い
る
。
ア
イ
リ
ン
グ
は
煙
に
眩
暈
を
感
じ
な
が
ら
も
、
救
助
に
抗
す

る
患
者
の
救
出
に
精
一
杯
の
力
を
尽
く
し
た
と
い
う
の
で
あ
る）
11
（

。

　『
モ
ー
ニ
ン
グ
・
リ
ー
ダ
ー
』( M

orning Leader)

紙
で
取
り

あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
ア
ダ
・
ウ
ー
ル
フ
ォ
ー
ド
（Ada W

oolford

）

と
い
う
仮
設
病
棟
担
当
の
看
護
婦
で
あ
る
。
同
紙
は
、
彼
女
を
「
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
感
じ
さ
せ
る
、
二
六
歳
く
ら
い
の
か
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わ
い
い
少
女
で
、
ま
る
で
判
事
の
よ
う
な
落
ち
着
き
の
あ
る
礼
儀
を

覚
え
て
い
る
」
と
描
写
し
、
そ
の
う
え
で
、
彼
女
が
い
か
に
し
て
抗

う
患
者
を
火
災
か
ら
救
出
し
た
の
か
を
述
べ
た
。
同
紙
が
引
用
し

た
「
私
は
彼
ら
（
患
者
）
を
で
き
る
だ
け
廊
下
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と

し
て
い
た
が
、
彼
ら
を
そ
こ
に
つ
れ
て
ゆ
く
の
と
同
じ
く
ら
い
に
素

早
く
、
彼
ら
は
戻
っ
て
い
っ
た
。
あ
る
患
者
に
い
た
っ
て
は
廊
下
と

反
対
側
に
あ
る
日
中
に
過
ご
す
た
め
の
部
屋
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
。
ど
の
よ
う
に
っ
て
？
知
ら
な
い
わ
よ
」
と
い
う
ウ
ー
ル
フ
ォ
ー

ド
の
発
言
は
、入
院
患
者
が
い
か
に
し
て
理
性
を
失
っ
て
い
た
の
か
、

逆
に
言
え
ば
ウ
ー
ル
フ
ォ
ー
ド
は
い
か
に
理
性
を
保
っ
て
い
た
の
か

を
示
し
て
い
る）
11
（

。
正
気
と
狂
気
の
境
界
線
は
、
よ
り
厳
密
に
は
、
医

療
従
事
者
と
入
院
患
者
の
間
に
も
引
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

六
　
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
と
狂
気
表
象
（
三
）

　
　
沈
黙
さ
せ
ら
れ
た
狂
人
た
ち

　
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
の
報
道
に
お
け
る
狂
気
表
象
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
入
院
患
者
た
ち
の
言
葉
が
ほ
と
ん

ど
登
場
し
な
い
点
で
あ
る
。
狂
気
を
正
気
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
が
報

道
の
背
後
に
あ
る
文
化
的
な
作
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
非

合
理
性
に
満
ち
た
狂
人
た
ち
の
言
葉
を
引
く
こ
と
は
十
分
に
考
え
得

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
入
院
患
者
た
ち
の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
出

て
こ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
火
災
事
件
の
現
場
に
い
た
わ
け
だ
が
、
新

聞
報
道
で
も
検
死
官
の
審
問
で
も
、
彼
ら
が
発
言
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。彼
ら
が
放
火
し
た
と
疑
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

彼
ら
は
、
正
気
の
世
界
で
の
罪
か
ら
免
罪
さ
れ
て
い
た
。

　
入
院
患
者
の
発
言
を
伝
え
る
数
少
な
い
記
事
と
し
て
、
事
件
翌
日

の
『
デ
イ
リ
ー
・
テ
レ
グ
ラ
フ
』( D

aily Telegraph)

紙
の
記
事

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
火
災
現
場
を
目
撃
し
た
近
隣
に
住
む
労
働
者

の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
フ
ェ
ア
ヒ
ル
ド( W

alter Fairhild)

の
証
言
が

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
が
病
院
に
駆
け
付
け

た
と
き
に
は
火
の
手
は
救
い
の
な
い
ほ
ど
に
広
が
っ
て
お
り
、
看
護

婦
た
ち
が
忙
し
く
患
者
の
移
動
を
進
め
て
い
た）
11
（

。
彼
は
病
棟
に
入
っ

て
患
者
た
ち
を
見
た
と
言
う
の
だ
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
患
者
に

混
乱
し
て
い
る
兆
候
は
な
く
、
叫
び
声
が
聞
こ
え
る
と
か
無
秩
序
さ

も
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
見
て
き
た
狂
気
表

象
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
は
外
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
近
く

に
火
の
手
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
患
者
た
ち
は
知
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
た
と
も
言
う
。
ま
た
、あ
る
女
性
患
者
は
彼
に
、「
え
え
、

私
は
平
気
で
す
。
い
っ
た
い
誰
が
こ
こ
で
あ
な
た
に
会
え
る
な
ん
て

夢
見
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る）
11
（

。
こ
こ
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
入
院
患
者
の
言
葉
は
明
ら
か
に
、
正
気
と
狂
気
を

切
り
離
す
方
向
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
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狂
人
た
ち
に
近
い
存
在
の
声
が
新
聞
に
登
場
し
た
事
例
と
し
て

は
、
元
患
者
の
投
書
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
趣
旨
は
狂
人
の
側
に

た
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。彼
は
、精
神
病
院
を「
狂
気
の
博
物
館
」

( m
useum

 of m
adness)

と
表
現
し
、
そ
こ
に
い
る
若
い
女
性
た

ち
は
腕
や
足
に
痣
を
つ
く
り
、
と
て
も
頻
繁
に
出
血
を
し
て
い
る
こ

と
、
患
者
た
ち
は
食
事
に
殺
到
す
る
こ
と
を
読
者
に
開
陳
し
た）
11
（

。
火

災
事
件
に
際
し
て
の
入
院
患
者
た
ち
の
非
理
性
的
な
行
動
を
指
摘
す

る
記
事
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は

狂
人
の
声
で
は
な
く
、
理
性
を
回
復
し
た
正
気
の
側
に
あ
る
者
の
声

で
あ
る
。
こ
の
投
稿
文
は
理
性
の
側
へ
と
戻
っ
た
か
ら
こ
そ
与
え
ら

れ
た
発
言
機
会
で
あ
り
、
む
し
ろ
狂
人
た
ち
は
依
然
と
し
て
沈
黙
さ

せ
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
節
の
こ
こ
ま
で
を
振
り
返
る
と
、
フ
ー
コ
ー
が
言
う
よ
う
に
、

狂
気
は
無
関
心
に
さ
ら
さ
れ
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
と
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ワ
デ
ィ
ン
ト
ン
が
言
う
よ
う

に
、
病
者
の
主
体
性
は
完
全
に
消
失
し
、
彼
ら
の
語
り
が
社
会
的
に

ま
っ
た
く
意
味
が
な
か
っ
た
と
は
言
う
こ
と
も
ま
た
、
行
き
過
ぎ
た

議
論
と
な
ろ
う
。
量
的
に
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
正
気
と
狂
気

の
距
離
を
決
し
て
遠
ざ
け
は
し
な
い
、
む
し
ろ
、
狂
気
を
い
つ
か
陥

り
う
る
こ
と
と
し
て
描
く
報
道
も
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
決
し
て
数
は
多
く
な
い
う
え
に
、
言
説
と
は
言
え
な
い
程

度
の
散
発
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件

の
報
道
に
は
精
神
病
院
の
一
日
を
追
っ
た
記
事
も
見
ら
れ
た
。
そ
こ

で
は
、
精
神
病
院
で
の
生
活
が
規
則
正
し
い
こ
と
や
病
院
側
の
シ
ス

テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
運
営
の
仕
組
み
が
紹
介
さ
れ
て
い
る）
11
（

。こ
こ
で
は
、

正
気
と
狂
気
の
距
離
を
遠
ざ
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
こ
の
火
災
で
の
五
一
名
の
犠
牲
者
に
つ
い
て
は
、
氏
名
・

年
齢
・
婚
姻
関
係
・
職
業
が
州
議
会
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
、
新
聞
各

紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
注
目
に
値
す
る

だ
ろ
う）
11
（

。
年
齢
を
ま
と
め
る
と
、
二
〇
歳
代
が
八
名
、
三
〇
歳
代
が

一
〇
名
、
四
〇
歳
代
が
一
四
名
、
五
〇
歳
代
が
一
一
名
、
六
〇
歳
代

が
五
名
、
七
〇
歳
代
が
一
名
で
あ
る
。
独
身
は
二
九
名
、
既
婚
が

一
四
名
、
未
亡
人
が
三
名
、
不
明
が
二
名
。
職
業
は
、
被
服
工
七
名
、

召
使
い
五
名
、
そ
の
他
製
造
工
二
名
、
掃
除
婦
五
名
、
洗
濯
婦
二
名
、

家
庭
教
師
二
名
、そ
の
他
四
名
、不
明
二
〇
名
（
専
業
主
婦
を
含
む
）。

以
上
か
ら
す
る
と
、
多
く
は
配
偶
者
や
子
な
ど
の
直
近
の
身
寄
り
が

な
い
独
身
者
が
多
く
、
典
型
的
な
低
賃
金
の
都
市
下
層
労
働
者
の
職

業
に
就
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
公
立
精
神
病
院
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
貧
民
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
る
者
が
多
い
。
こ
の
よ
う

な
犠
牲
者
に
関
す
る
情
報
を
読
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か

は
、
現
時
点
で
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
名
前
と
年
齢
と
職
業

が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
で
、
読
者
は
犠
牲
者
を
匿
名
の
狂
人
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
大
衆
紙
の
読
者
に
は
都
市
下
層
労
働
者
も
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含
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
独
身
女
性
や
寡
婦
の
貧
困
は
常

識
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
と
き
の
正
気
と
狂
気
の
境
界
線
は
非
常
に

ぼ
や
け
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

お
わ
り
に
か
え
て

　
こ
こ
ま
で
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件

に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
報
道
は
、
入
院
患
者
た
ち
に
対
し
て
「
パ
ニ
ッ

ク
に
陥
っ
た
」「
恐
怖
で
麻
痺
す
る
」「
哀
れ
な
生
き
物
た
ち
」
と
い
っ

た
否
定
的
な
表
象
を
付
与
す
る
一
方
で
、
精
神
病
院
で
働
く
職
員
た

ち
、
と
く
に
看
護
婦
た
ち
を
「
勇
敢
な
」
救
助
者
と
し
て
肯
定
的
に

描
い
た
。
そ
の
陰
で
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
精
神
病
院
の
入
院
患
者
た

ち
は
概
し
て
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
正
気
と
狂
気
の
分
割

は
、
常
に
非
常
な
明
瞭
さ
を
伴
っ
て
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と

き
に
、
将
来
の
自
分
に
起
こ
り
得
る
こ
と
と
し
て
も
描
か
れ
た
。
本

稿
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
要
約
を
踏
ま
え
て
、
い
く
つ
か
の
問
い
を
発
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
近
代
英
国
に
お
い
て
社
会
的
か
つ
文
化
的
な
分
割
を
経
験
し

た
の
は
精
神
病
者
た
ち
だ
け
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。「
パ

ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
」「
恐
怖
で
麻
痺
す
る
」「
哀
れ
な
生
き
物
た
ち
」

と
い
う
表
現
は
狂
気
を
め
ぐ
る
語
彙
だ
っ
た
の
か
。
他
の
火
災
報
道

で
は
犠
牲
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
問
い
を
検
討
し
、
近
代
英
国
に
お
け
る
狂
気
表
象
の
あ
り
方

を
よ
り
明
確
に
し
て
み
た
い
。

　
一
九
世
紀
英
国
に
お
け
る
火
災
事
件
報
道
を
み
て
ゆ
く
と
、「
パ

ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
」「
恐
怖
で
麻
痺
す
る
」「
哀
れ
な
生
き
物
た
ち
」

と
い
っ
た
否
定
的
な
表
現
が
付
与
さ
れ
た
の
は
、
精
神
病
者
だ
け
で

は
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
身
体
的
な

疾
病
患
者
、
労
働
者
階
級
、
児
童
、
外
国
人
の
存
在
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
場
所
、
た
と
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
の
ス
ラ
ム
及
び
貧
困
者
地
区
、

労
働
者
向
け
の
娯
楽
施
設
な
ど
で
起
こ
っ
た
火
災
の
報
道
で
目
立
っ

て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ロ
ン
ド
ン
北
部
の
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
パ
レ
ス
で
一
八
七
三
年
に
起
き
た
火
災
事
件
に
関

す
る
報
道
で
は
、
展
示
物
を
観
覧
に
来
た
労
働
者
階
級
の
訪
問
者
が

火
災
に
際
し
て
「
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
」( panic-stricken)

と
記

さ
れ
て
い
る）
11
（

。
出
火
の
原
因
は「
注
意
に
欠
け
る
配
管
工
」( careless 

plum
ber)

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
労
働
者
階
級
に
か
か
わ
る
火

災
事
件
の
例
と
し
て
は
ほ
か
に
も
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
グ
リ
ニ
ー
ス）
1（
（

、

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
の
紡
績
工
場）
11
（

、
ロ
ン
ド
ン
の
貧
民
地
区
ベ
ス
ナ

ル
・
グ
リ
ー
ン
、
ソ
ホ
と
い
っ
た
人
口
密
集
地
域
で
の
火
災
事
件
の

報
道
が
あ
る）
11
（

。
そ
こ
で
は
、
貧
し
い
人
々
が
「
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
」

( panic-stricken)

と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
他
方
で
、
火
災
事

件
の
報
道
に
お
い
て
勇
敢
に
振
る
舞
う
の
は
、
概
し
て
英
国
人
で
あ

る
こ
と
が
あ
る
。
想
像
に
難
く
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
興
味
深
い
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こ
と
に
、
勇
敢
な
救
助
者
が
登
場
す
る
の
は
、
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド

で
も
ベ
ス
ナ
ル
・
グ
リ
ー
ン
で
も
な
く
、
な
ぜ
か
ウ
ェ
ス
ト
・
エ
ン

ド
や
シ
テ
ィ
と
い
っ
た
上
中
流
階
級
の
土
地
で
あ
っ
た）
11
（

。

　
こ
う
し
た
火
災
事
件
の
表
象
一
般
の
問
題
か
ら
わ
か
る
の
は
、
階

級
や
国
籍
を
基
準
と
し
た
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
他
者
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
『
狂
気
の
歴
史
』
に
お
い

て
、
啓
蒙
主
義
の
も
と
で
非
理
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
割
り
当
て
ら
れ

た
の
は
狂
人
だ
け
で
な
く
、
貧
民
、
病
者
、
老
人
、
犯
罪
者
、
浮
浪
者
、

売
春
婦
も
含
む
も
の
だ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
示
唆
に
従
う
な

ら
ば
、
コ
ル
ニ
ー
・
ハ
ッ
チ
火
災
事
件
の
狂
気
表
象
は
、
単
に
正
気

と
狂
気
を
分
割
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
理
性
と
非
理
性
の
分
割

と
い
う
現
象
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
貧
し
い
地
域
に
勇
敢
な
英
雄
が
登
場
し
た
事
例
も
存
在
す
る

し
、
富
裕
層
の
犠
牲
者
が
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
た
事
例
も
あ
り
、
こ

こ
で
も
極
論
は
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
全
体
的

な
表
象
の
傾
向
と
し
て
は
、
本
稿
は
最
終
的
に
、
極
め
て
フ
ー
コ
ー

に
近
い
議
論
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
で
、
正
気
と
狂
気
の
分
割
、
理
性
と
非
理
性
の
分
割
は
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
こ
と
も
強
調
し

て
お
き
た
い
。
一
九
〇
三
年
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、
一
九
一
四
年
に

第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
、
英
国
だ
け
で
数
十
万
人
の
兵
士

が
戦
争
神
経
症
に
か
か
り
、
正
気
と
狂
気
の
二
分
法
は
容
易
に
は
機

能
し
な
く
な
っ
た
。
戦
争
神
経
症
の
多
発
に
よ
っ
て
、
英
国
社
会
は

そ
れ
ま
で
狂
気
に
も
精
神
病
院
に
も
無
縁
で
あ
っ
た
多
く
の
人
々
に

精
神
病
を
経
験
さ
せ
、
そ
の
距
離
を
大
き
く
縮
め
た）
11
（

。
ま
た
、
二
〇

世
紀
を
通
じ
て
精
神
医
学
は
、
そ
れ
ま
で
精
神
病
と
は
さ
れ
な
か
っ

た
様
々
な
適
応
障
害
を
精
神
病
の
体
系
に
組
み
込
み
、
精
神
病
を
人

口
の
多
く
に
と
っ
て
身
近
な
問
題
と
し
て
い
っ
た
。
正
気
と
狂
気
の

間
に
は
依
然
と
し
て
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。し
か
し
、

そ
れ
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
収
縮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
規
範

の
強
さ
、
ま
た
は
逆
に
そ
の
緩
さ
や
寛
容
性
を
測
る
指
標
と
な
る
の

だ
ろ
う
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
歴
史
学
的
な
実
証
作
業
は
、
結
論

と
し
て
ポ
ー
タ
ー
の
議
論
に
近
づ
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
の

議
論
に
近
づ
く
こ
と
も
あ
る
。
今
回
は
明
ら
か
に
後
者
で
あ
る
。
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Between Sanity and Insanity – Representations of madness in 
the Colney Hatch Asylum Fire, 1903 

TAKABAYASHI, Akinobu

This article explores cultural representations of madness in early 
twentieth-century England, with a particular focus on a fire incident 
that took place in the Colney Hatch Lunatic Asylum of London in 1903.  
It is still Michel Foucault to whom we should refer in thinking of cul-
tural representation of madness.  He argued that the Enlightenment 
defined the human reason as sublime and absolute in modern society, 
leaving the insane behind the cultural mainstream.  It created a clear 
cultural boundary between the reason and unreason, and led the lat-
ter to institutional confinement in lunatic asylums for treatment and 
correction under coercive directions of a medical profession of psychia-
trists.  Such a view, from the 1980s onward, came under criticism and 
revisionism, led by a leading historian of medicine Roy Porter.  Porter 
criticized Foucault, because of Foucault’s “loose” treatment of historical 
facts, particularly as to the “great confinement”, mass-scale confinement 
of the insane into lunatic asylums, that spread in seventeenth- and 
eighteenth-century Europe.  Even so, however, most historians and re-
searchers still refer to Foucault, particularly when they argue cultural 
representations of madness.  It is perhaps because they generally agree 
with Foucault in his argument of cultural separation of the sane and 
the insane which fits in well with a nature of the Age of Reason.  Hence, 
there are two divided views towards Foucault’s history of madness.  The 
aim of this paper is therefore to revisit and examine this dichotomy, 
by introducing a new case: cultural representations produced in sever-
al-hundred media reports of a fire incident at the Colney Hatch Lunatic 
Asylum on 27 January, 1903, which killed fifty-one female patients.  
Through these fire reports, this paper argues, English society repre-
sented the insane as culturally others, not a member of the sane com-
munity, by employing cultural vocabularies to make a clear distinction 
between the sane and insane.  


