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自
殺
関
連
行
動
と
文
化

―
自
傷
と
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
文
化
精
神
医
学
的
考
察松

本 

俊
彦

は
じ
め
に

リ
ス
ト
カ
ッ
ト
な
ど
の
自
傷
と
は
、「
自
殺
の
意
図
な
し
に
、
故
意
に
自
ら
の
身
体
に
対
し
て
非
致
死
的
な
損
傷
を
加
え
る
行

為
」（Favazza, 1996

）
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
自
傷
は
自
殺
と
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
行
動
と
い
え
る
。
す
な
わ

ち
、
自
殺
が
、「
耐
え
が
た
い
、
逃
れ
ら
れ
な
い
、
果
て
し
な
く
続
く
苦
痛
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の
唯
一
の
「
脱
出
口
」
と

し
て
の
意
味
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
自
傷
行
為
に
は
、
怒
り
や
恥
辱
感
と
い
っ
た
強
烈
な
感
情
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
混
乱
を

鎮
め
、
意
識
状
態
を
再
統
合
す
る
機
能
、「
正
気
へ
の
再
入
場
口
」（Favazza, 1996

）
と
い
う
べ
き
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
歴
史
的
に
は
様
々
な
研
究
者
が
様
々
な
定
義
を
用
い
て
自
傷
を
論
じ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
個
々
の
定
義
の
妥
当
性
は
と

も
か
く
、
そ
れ
ら
の
定
義
を
す
べ
て
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
自
傷
が
カ
バ
ー
す
る
領
域
は
、
正
真
正
銘
の
自
殺
行
動
か
ら
、
抜
毛
や

爪
噛
み
、
あ
る
い
は
ニ
キ
ビ
つ
ぶ
し
ま
で
、
実
に
広
い
範
囲
に
お
よ
ん
で
い
る
。

第
二
部

　
各
論
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そ
も
そ
も
自
傷
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
た
と
え
ば
コ
ル
セ
ッ
ト
や
纏
足
、
あ
る
い
は
、
一
部
の
部
族
に
見
ら
れ
る
鼻
輪
、

は
た
ま
た
、
割
礼
や
反
社
会
的
集
団
が
皮
膚
に
彫
り
込
む
タ
ト
ゥ
ー
な
ど
は
、
自
傷
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
　「
文
化
と
は
ま
ず
は

自
然
の
加
工
で
あ
り
、
人
為
を
第
二
の
自
然
に
変
換
す
る
こ
と
」
と
い
う
鷲
田
（1995

）
の
言
葉
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
人
類

の
歴
史
を
概
観
す
れ
ば
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
制
度
を
守
る
た
め
の
、
も
し
く
は
、
制
度
を
破
壊
す
る
た
め
の
身
体
加
工
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
自
傷
と
は
本
質
的
に
異
な
る
行
為
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

筆
者
は
決
し
て
、「
自
傷
は
文
化
だ
」
な
ど
と
い
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
と
も
す
れ
ば
境
界
性
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障

害
と
の
関
連
で
援
助
者
を
悩
ま
す
病
的
な
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
が
ち
な
自
傷
で
は
あ
る
が
、
そ
の
文
化
的
側
面
を
知
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
傷
臨
床
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
、
と
つ
ね
づ
ね
考
え
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
文
化
精
神

医
学
的
な
観
点
か
ら
自
傷
と
そ
の
臨
床
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
と
思
う
。

ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
自
傷

最
近
十
数
年
の
う
ち
に
我
々
は
、
街
を
行
く
若
者
た
ち
が
し
て
い
る
身
体
ピ
ア
ス
や
タ
ト
ゥ
ー
と
い
っ
た
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
（body m
odification: 

身
体
改
造
）
に
驚
か
な
く
な
っ
た
。
確
か
に
現
象
面
だ
け
見
れ
ば
、
ピ
ア
ス
や
タ
ト
ゥ
ー

は
、
近
年
に
な
っ
て
思
春
期
・
青
年
期
の
精
神
科
臨
床
現
場
で
増
加
し
た
自
傷
と
共
通
す
る
特
徴
も
備
え
て
い
る
。
だ
が
、
い
ま

や
舌
先
を
裂
く
「
ス
プ
リ
ッ
ト
タ
ン
」
と
い
う
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
題
材
と
し
た
小
説
（
金
原, 2003

）
が
話
題

と
な
り
、
普
通
の
女
性
ま
で
も
が
「
後
戻
り
で
き
な
い
身
体
を
求
め
て
」、
タ
ト
ゥ
ー
を
入
れ
た
い
と
望
む
時
代
で
あ
る
（
山
下, 

2006

）。
い
ま
や
若
者
に
と
っ
て
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
自
己
表
現
の
あ
り
方
の
問
題
に
す
ぎ

な
い
よ
う
に
思
え
る
。

ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
眉
を
ひ
そ
め
る
保
守
的
な
者
で
さ
え
、
こ
う
し
た
時
代
の
影
響
と
無
縁
で
は
な
い
。
今
で
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は
若
い
女
性
の
大
半

―
男
性
の
ピ
ア
ス
も
珍
し
く
な
い
が

―
が
耳
に
ピ
ア
ス
の
穴
を
開
け
て
い
る
こ
と
が
、
何
よ
り
の
証
拠

で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
〇
年
く
ら
い
前
に
は
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
と
い
え
ば
ク
リ
ッ
プ
式
や
ネ
ジ
式
が
主
流
で
あ
り
、
ピ
ア
ス
式
は
少

数
派
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
耳
に
穴
を
開
け
る
な
ど
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
「
親
か
ら
も
ら
っ
た
身
体
に
穴
を
開
け
る
な
ん

て
」「
不
良
の
は
じ
ま
り
」
な
ど
と
非
難
さ
れ
、
状
況
に
よ
っ
て
は
自
傷
と
と
ら
れ
か
ね
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
眉
、
鼻
、

唇
に
ピ
ア
ス
を
つ
け
よ
う
も
の
な
ら
、
周
囲
は
恐
れ
お
の
の
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
精
神
科
受
診
を
勧
め
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
自
傷
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
文
化
依
存
的
な
問
題
な
の
で
あ
る
。W

alsh

（2005

）
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
の
米
国
で
は
、
タ
ト
ゥ
ー
や
身
体
ピ
ア
ス
を
「
自
傷
」
と
考
え
る
者
は
80
～
90
％
に
の

ぼ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
は
わ
ず
か
5
～
10
％
へ
と
激
減
し
た
と
い
う
。W

alsh

とR
osen

（1988

）
は
、
ボ
デ
ィ
モ

デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
正
常
か
ら
明
ら
か
な
精
神
病
ま
で
の
連
続
的
な
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
と
捉
え
、
四
つ
の
類
型
を
提
唱
し
て
い

る
（
表
1
）。
彼
ら
は
そ
の
な
か
で
、
Ⅲ
型
（
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
典
型
と
す
る
、
気
分
を
変
え
る
た
め
の
習
慣
的
で
非
致
死
的
な

自
傷
）
と
Ⅳ
型
（
幻
覚
・
妄
想
に
も
と
づ
く
重
篤
で
致
死
的
な
自
傷
）
だ
け
を
、
い
わ
ゆ
る
「
自
傷
」
と
捉
え
た
。
こ
の
分
類
に

し
た
が
え
ば
、
今
日
流
行
し
て
い
る
身
体
ピ
ア
ス
や
タ
ト
ゥ
ー
、
さ
ら
に
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
焼
印
に
よ
る
火
傷
の
瘢
痕
を
用

い
て
模
様
を
描
く
）
や
ス
カ
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
ケ
ロ
イ
ド
化
・
肥
厚
化
し
た
切
創
の
瘢
痕
に
よ
っ
て
模
様
を
描
く
）
で
す
ら
、

自
傷
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
そ
れ
で
も
筆
者
は
、
自
傷
と
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
境
界
は
曖
昧
で
あ
り
、
両
者
は
し
ば
し
ば
密
接
に
関

係
す
る
と
考
え
て
い
る
。
い
ま
か
ら
一
〇
年
以
上
昔
の
こ
と
で
あ
る
が
、
担
当
す
る
男
性
の
自
傷
患
者
が
過
量
服
薬
を
し
て
救
急

外
来
に
搬
送
さ
れ
、
や
む
な
く
解
毒
処
置
の
た
め
に
導
尿
を
試
み
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
意
識
の
な
い
彼
の
男
性
器
の
尖
端
に

は
直
径
三
セ
ン
チ
ほ
ど
の
ピ
ア
ス
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
を
発
見
し
、
筆
者
は
ひ
ど
く
狼
狽
し
た
経
験
が
あ
る
。

そ
こ
ま
で
極
端
で
な
い
に
し
て
も
、
自
傷
の
臨
床
に
お
い
て
は
、
耳
に
十
数
個
に
も
お
よ
ぶ
ピ
ア
ス

―
そ
れ
も
痛
み
に
敏
感



死生学・応用倫理研究 21 号

国際シンポジウム「東アジアの死生学へ」

170

表 1　ボディ・モディフィケーションのスペクトラムと類型（Walsh & Rosen, 1988）

類型 行動例
身体損傷の

程度
心理状態 社会的認容度

Ⅰ型

耳にピアスをする、爪を噛む、専門家

によって行われた小さなタトゥー、美

容形成手術

ごく表層～

軽度
良性

ほとんどすべての社

会的集団において

容認される。

Ⅱ型

パンク・ロックに影響された身体ピア

ス、19 世紀プロイセンの学生のあいだ

でみられたサーベルによる自傷、ポリ

ネシアやアフリカの部族で行われてい

る儀式的な自傷、船乗りやバイク乗り

のあいだでみられる大きなタトゥー

軽度～

中等度

良性～

興奮傾向

ある特殊なサブカル

チャーの内部におい

てのみ容認される。

Ⅲ型

手首や身体を切る、火のついた煙草

を自分に押しつける、自分で施したタ

トゥー、傷口を擦ったり開いたりする

軽度～

中等度

精神的

危機

一般的にはすべての

社会的集団において

容認されない。同じ

行動をとる少数の仲

間ないでは容認され

るかもしれない。

Ⅳ型
自己去勢、眼球摘出、四肢などの切

断
重症

精神病的、

代償不

すべての仲間、すべ

ての社会的集団に

おいて、全く容認さ

れない。

な
耳
介
軟
骨
部
に

―
を
つ
け
、
タ
ト
ゥ
ー
を
施

し
て
い
る
患
者
は
珍
し
く
な
い
。
し
ば
ら
く
自
傷

が
止
ま
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
ら
、
い
つ
の
ま

に
か
耳
介
の
ピ
ア
ス
の
数
が
増
え
て
い
た
り
、
タ

ト
ゥ
ー
を
施
し
て
い
た
り
す
る
患
者
が
い
る
。
こ

の
場
合
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
自

傷
と
等
価
の
行
為
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
し
た
患
者
に
と
っ
て
は
、
タ
ト
ゥ
ー
や
ス
カ
リ

フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
結
果
と

し
て
で
き
る
模
様
よ
り
も
、
身
体
を
彫
っ
た
り
切

り
刻
ん
だ
り
焼
い
た
り
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
方
が
重

要
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

文
化
と
し
て
の
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

近
年
の
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
隆
盛

は
、
一
九
七
〇
年
代
に
、
未
開
部
族
の
風
習
で
あ

る
身
体
ピ
ア
ス
に
関
心
を
抱
い
たJim

 W
ard

が
、

ア
メ
リ
カ
西
海
岸
で
身
体
ピ
ア
ス
専
用
の
ジ
ュ

エ
リ
ー
を
生
産
・
販
売
を
は
じ
め
た
と
こ
ろ
に
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端
を
発
し
て
い
る
。
だ
が
、
身
体
ピ
ア
ス
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
様
々
な
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
に
は
、Fakir 

M
usafar

の
功
績
が
大
き
い
。

M
usafar

は
、
未
開
民
族
が
行
っ
て
い
た
身
体
を
加
工
す
る
様
々
な
風
習
を
追
体
験
す
る
こ
と
で
、
現
代
人
が
失
っ
て
し
ま
っ

た
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
を
考
え
、
そ
れ
を
回
復
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
掲
げ
た
モ
ダ
ン
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
運
動
を
起
こ
し
、

様
々
な
身
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
セ
ル
フ
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
と
し
て
発
表
し
た
。Favazza

（1996

）
は
、
彼
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。「Fakir

の
こ
と
を
、
そ
の
驚
嘆
す
べ
き
写
真
の
被
写
体
と
し
て
知
っ
て
い
る
者

―
最
も
有
名
な
の
は
、
胸

に
突
き
通
さ
れ
た
二
つ
の
大
き
な
フ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
彼
が
ポ
プ
ラ
の
木
か
ら
つ
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
写
真
で
あ
る

―
な
ら
ば
、

彼
が
口
先
だ
け
の
人
間
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
は
ず
だ
。
彼
と
話
を
す
れ
ば
、
そ
の
傑
出
し
た
知
性
と
精
神
性
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
そ
の
優
れ
た
美
的
感
覚
は
、
彼
自
身
が
一
九
九
二
年
に
創
刊
し
た
『
ボ
デ
ィ
プ
レ
イ
・
ア
ン
ド
・
モ
ダ
ン
プ
リ
ミ

テ
ィ
ブ
・
ク
ウ
ォ
ー
タ
リ
ー
』
誌
の
芸
術
性
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
」、「Fakir

は
、
精
神
性
は
肉
体
の
拘
束
を
飼
い
慣
ら
す

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
と
い
う
普
遍
的
で
気
高
い
伝
統
に
従
っ
て
い
る
。
痛
み
を
克
服
し
て
身
体
を
変
形
さ
せ
る
こ
と
で
、

彼
は
、
光
あ
る
道
を
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
」。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
し
てM

usafar

を
紹
介
し
、
彼
に
自
著
の
最
終
章
を
執
筆
さ
せ
るFavazza

自
身
も
ま
た
、
勇
敢
に

し
て
独
創
的
な
研
究
者
で
あ
る
。
彼
は
、
文
化
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
の
自
傷
の
理
解
を
試
み
、
世
界
中
の
様
々
な
先
住
民
族
で

見
ら
れ
る
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
検
討
し
て
、『B

odies U
nder Siege

（
邦
題: 

自
傷
の
文
化
精
神
医
学
）』（1996

）

と
い
う
大
著
に
ま
と
め
て
い
る
（
表
2
）。
こ
の
一
連
の
研
究
で
彼
が
注
目
し
た
の
は
、
死
者
の
再
生
や
病
か
ら
の
回
復
を
祈
る

呪
術
と
し
て
、
身
体
を
傷
つ
け
変
形
さ
せ
る
こ
と
を
選
択
し
た
民
族
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
文
化
精
神
医
学
の
立
場

か
ら
自
傷
が
持
つ
治
療
的
効
果
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
、
人
類
が
行
っ
て
き
た
癒
し
と
再
生
の
祈
り
に
通
じ
る
行
為
で
あ
る
こ

と
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
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表 2　文化許容的な身体改造行為の例

身体改造
の種類

種族 部位・方法 意味

皮膚の
切開

アメリカ先住民族・平原イン
ディアン

肩や胸の皮膚切開 宗教的儀式（『太陽の踊り』）

中東諸国 男性器に対する割礼 宗教的儀式・通過儀礼

アフリカの一部の民族
女性器に対する割礼 （陰核、
陰核包皮、小陰唇、大陰唇
の切除、陰部封鎖）

女性の性欲・性感の低減？

身体の
切断

ニューギニア・ドゥグン・ダニ族

少女の指の切断

葬儀の生贄

アフリカ・ホッテントット族 婚約もしくは結婚の証

オーストラリア先住民族 婚約の証

北米インディアン・クロー族
自らの指を切断し、髪を切り
落とし、大量に出血するまで
身体を切り裂く

若い死者の喪に服するため

アメリカ先住民族・マンダン族 左手の人差し指と薬指を切断
宗教的儀式アメリカ先住民族・平原イン

ディアン
指を切断

タトゥー
（入れ墨）

ポリネシア・マオリ族 顔全体の入れ墨
個人の識別、社会的地位の標
識、戦闘時の敵の威嚇

パプアニューギニア・モトゥ族
少女の成長に伴って入れ墨の
領域を、腹部、胸部、背部、
臀部、脚、顔へと広げていく

女性の生殖能力の発達段階を
示す

パプアニューギニア・ロロ族 少女の乳房・臍への入れ墨
婚約もしくは結婚していること
を示す

ボルネオのカジャン族 手全体の入れ墨
男性の通過儀礼 ( 一人前の「首
狩り族」に成長した証 )

ス カ リ
フィケー
ション（瘢
痕成形）

アフリカ・バテケ族

胸部・上腕・腹部などの瘢痕
成形

美的な理由、社会的地位の標
識、呪術的医療行為としての目
的カメルーン・バンガ族

ナイジェリア・ティブ族
美的な理由、領土の権利、結
婚相手の適合性、土地の利用、
個人の権利を示す

南米・グヤキ族 背中全体の瘢痕成形
男性の通過儀礼（女性たちを惹
き付ける魅力を備え、狩りにお
ける知識が十分になった）

パプアニューギニア・カゴロ
族

身体の大部分にわたるワニ様
皮膚の瘢痕成形

男性性と強さの誇示

ピアッシ
ング

ボルネオ先住民族
男性器の亀頭部分を左右に貫
通するピアス

性交時の能力を高める

アフリカの一部の先住民族
動物の骨や角などを鼻中隔に
貫通させるピアス

男性性と強さの誇示

アラスカ・エスキモー
口唇周囲や頬に、竹や木、動
物の骨を棒状・筒状にしたも
のをはめ込むピアス

美的な理由？

身体成形 タイ・カレン族
多数の首輪をつけて首を長く
伸張させる

村からの逃亡防止と美的な理
由？

Favazza, A.R. (1996) の記述をもとに、筆者が作成した。



松本俊彦

自殺関連行動と文化

173

Favazza

は
、
ア
フ
リ
カ
の
先
住
民
族
に
お
け
る
儀
式
的
ス
カ
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
自
傷
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
類
推

し
て
い
る
。「
瘢
痕
化
し
た
組
織
が
あ
る
こ
と
は
、
傷
が
癒
え
た
と
い
う
生
理
学
的
な
証
拠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
傷
行
為

に
も
、
そ
の
瘢
痕
組
織
の
形
成
が
心
理
的
な
癒
し
を
象
徴
す
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」。
さ
ら
に
、
彼
は
こ
う
結
論
す
る

の
で
あ
る
。「
あ
る
種
の
文
化
的
集
団
に
お
い
て
、
儀
式
的
な
自
傷
が
治
療
的
目
的
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
な
ら
、
同
様

の
こ
と
は
、
精
神
障
害
を
抱
え
る
人
に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
　K

arl M
enninger

（1938

）
が
主
張

し
た
、『
あ
る
種
の
自
傷
は
自
殺
を
回
避
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
』
と
い
う
考
え
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
西
欧
文
化
に
お
い
て
も
、

瀉
血
が
神
聖
な
治
療
行
為
と
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
」。

現
代
の
若
者
に
お
け
る
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
治
療
的
な
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
耽
る
者
は
、
多
少

な
り
と
も
何
ら
か
の
癒
や
さ
れ
る
べ
き
苦
痛
を
抱
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
実
際
、Favazza

は
、
多
数
の
ピ
ア

ス
と
タ
ト
ゥ
ー
を
自
分
の
身
体
に
施
し
て
い
る
者
は
、
多
く
の
精
神
医
学
的
問
題
を
抱
え
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
指
摘
は
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
た
ん
に
若
者
の
流
行
と
捉
え
る
見
解
を
牽
制
す
る
発
言
で
あ
る
。
同
様

の
立
場
か
ら
、
香
山
（2002

）
は
、「
ピ
ア
ッ
シ
ン
グ
や
タ
ト
ゥ
ー
は
自
己
改
造
の
表
れ
だ
と
考
え
る
人
が
い
る
。
し
か
し
、
私

は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
リ
ス
ト
カ
ッ
タ
ー
た
ち
が
死
ぬ
た
め
で
は
な
く
、
そ
の
瞬
間
に
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
た

め
に
腕
や
手
首
を
傷
つ
け
る
よ
う
に
、
身
体
の
あ
ち
こ
ち
に
穴
を
穿
ち
、
墨
を
流
し
込
む
若
者
た
ち
は
、
そ
う
す
る
こ
と
で
そ
の

部
位
を
中
心
と
し
た
自
己
感
覚
や
リ
ア
ル
な
身
体
感
覚
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
多
く

の
研
究
が
、
自
傷
に
よ
る
痛
み
が
解
離
状
態
か
ら
の
回
復
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
も
同
じ
機
能
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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解
離
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
心
理
学
的
背
景
に
言
及
し
た
研
究
は
少
数

な
が
ら
も
確
か
に
存
在
す
る
。C

arroll

ら
（2002

）
は
、
女
子
高
校
生
を
対
象
と
し
た
調
査
か
ら
、
身
体
ピ
ア
ス
や
タ
ト
ゥ
ー

の
程
度
が
怒
り
特
性
尺
度
の
得
点
と
強
い
正
の
相
関
を
示
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
、D

rew

ら
（2000

）
は
、
大
学

生
を
対
象
と
し
た
調
査
に
よ
っ
て
、
タ
ト
ゥ
ー
の
有
無
に
よ
る
心
理
的
特
性
の
相
違
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、

タ
ト
ゥ
ー
の
あ
る
学
生
は
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
冒
険
心
に
富
み
、
創
造
的
で
、
芸
術
的
な
才
能
が
あ
り
、
自
分
を
危
険
な
状
況

に
身
を
さ
ら
す
傾
向
が
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
男
女
別
で
は
、
タ
ト
ゥ
ー
の
あ
る
男
子
学
生
は
性

的
パ
ー
ト
ナ
ー
の
数
が
多
く
、
逮
捕
歴
の
あ
る
者
や
身
体
ピ
ア
ス
を
し
て
い
る
者
も
多
く
認
め
ら
れ
、
一
方
、
タ
ト
ゥ
ー
の
あ
る

女
子
学
生
で
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
他
に
も
違
法
薬
物
経
験
者
が
多
く
、
万
引
き
経
験
の
あ
る
者
や
耳
以
外
の
身
体
部
位
に
ピ
ア
ス

を
し
て
い
る
者
も
多
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
知
見
は
、
一
般
の
青
年
に
お
け
る
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
新
奇
希
求
性
も
し
く
は
反
社
会
的
な
行
動
特
性
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
た
だ
ち
に
特
定
の
精
神
病
理
を

示
唆
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
一
般
の
青
年
期
女
性
に
見
ら
れ
る
耳
た
ぶ
の
ピ
ア
ス
で
さ
え
も
、
実
は
自
傷
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
我
々
の
研
究
（
山
口
と
松
本, 2005

）
で
は
、
女
子
高
校
生
の
14
・
3
％
に
自
分
の
皮
膚
を
刃
物
で
切
る
と
い
う
自
傷
の
経

験
が
見
ら
れ
、
そ
う
し
た
自
傷
経
験
者
で
は
、
高
率
な
飲
酒
経
験
と
と
も
に
、
耳
に
ピ
ア
ス
の
穴
を
開
け
た
経
験
を
持
つ
者
が
有

意
に
多
か
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
一
見
す
る
と
、
ピ
ア
ス
の
穴
を
開
け
る
こ
と
が
自
傷
の
リ
ス
ク
要
因
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
が
、
自
傷
経
験
者
の
自
傷
開
始
年
齢
の
平
均
が
12
・
6
歳
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
最
初
に
ピ
ア
ス
を
し
た
年
齢
の
平
均
は

15
・
1
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ピ
ア
ス
が
自
傷
の
発
症
を
促
進
す
る
の
で
は
な
く
、
自
傷
経
験

者
は
、
ピ
ア
ス
の
よ
う
な
身
体
侵
襲
に
対
す
る
抵
抗
感
が
乏
し
い
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
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サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
集
団
に
お
け
る
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

古
く
か
ら
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
反
社
会
的
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
の
親
和
性
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
き

た
。
多
く
の
政
府
機
関
が
、
刑
務
所
に
服
役
し
た
犯
罪
者
た
ち
へ
の
烙
印
と
し
て
タ
ト
ゥ
ー
が
用
い
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
あ
る

時
期
か
ら
ア
ウ
ト
ロ
ー
を
自
認
す
る
者
は
自
ら
の
進
ん
で
そ
の
烙
印
を
身
体
に
焼
き
付
け
た
。
そ
こ
に
は
、
権
威
へ
の
反
抗
、
強

さ
や
攻
撃
性
の
誇
示
、
さ
ら
に
は
反
社
会
的
集
団
の
結
束
と
い
っ
た
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
犯
罪
者
の
タ
ト
ゥ
ー
へ
の
嗜
好

が
一
種
の
「
先
祖
返
り
的
な
原
始
的
行
動
特
性
」
と
解
さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
と
い
う
。

一
方
、
わ
が
国
で
「
ヤ
ク
ザ
」
と
通
称
さ
れ
る
集
団
に
お
い
て
は
、
タ
ト
ゥ
ー
（「
刺
青
」）
の
他
に
、「
指
詰
め
」
や
「
玉
入

れ
（
女
性
に
与
え
る
性
感
を
高
め
る
た
め
に
、
ペ
ニ
ス
の
皮
下
に
小
球
を
挿
入
す
る
）」
と
い
っ
た
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
。
特
に
後
者
は
、
女
性
を
搾
取
す
る
寄
生
的
生
活
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
も
反
社
会
的
な
生

き
方
と
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
の
密
接
な
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
国
内
外
を
問
わ
ず
、
女
性
の
タ

ト
ゥ
ー
は
娼
婦

―
わ
が
国
で
は
芸
妓
な
ど

―
で
広
く
見
ら
れ
た
歴
史
が
あ
る
。

非
行
少
年
に
お
い
て
も
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
広
く
見
ら
れ
る
行
動
で
あ
る
。
筆
者
が
調
査
で
赴
く
少
年
鑑
別
所

や
少
年
院
で
出
会
う
少
年
た
ち
の
な
か
に
は
、
前
腕
な
ど
に
恋
人
や
親
友
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
彫
っ
て
い
る
者
が
少
な
く
な
い
。
養

育
者
と
の
希
薄
な
関
係
を
補
う
よ
う
に
恋
人
や
親
友
と
の
関
係
に
強
烈
に
の
め
り
込
み
、
そ
の
絆
を
信
じ
る
こ
と
を
自
ら
に
言
い

き
か
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
彼
ら
は
恋
人
や
親
友
の
さ
さ
い
な
背
信
行
為
に
過
敏
で
あ
り
、
裏
切
っ
た
恋

人
や
親
友
に
対
す
る
怒
り
は
激
烈
で
あ
る
。
そ
う
し
た
非
行
少
年
た
ち
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
は
、
八
〇
年
代
後
半
の
人
気
漫
画

『
ホ
ッ
ト
ロ
ー
ド
』（
紬
た
く, 1987

）
で
も
描
か
れ
て
い
る
（
図
1
）。

「
イ
ニ
シ
ャ
ル
彫
り
」
に
関
し
て
は
興
味
深
い
研
究
が
あ
る
。R

oss

とM
cK

ay

（1979

）
は
、
カ
ナ
ダ
の
女
子
少
年
院
の
調
査

か
ら
、
被
収
容
者
の
86
％
が
自
分
の
皮
膚
に
何
か
を
彫
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
平
均
回
数
は
少
女
一
人
当
た
り
8
・
9
回
に
も
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イ
ニ
シ
ャ
ル
彫
り
と
同
種
の
も
の
と
し
て
は
、
八
〇
年
代
に
お
け
る
わ
が
国
の
非
行
少
年
の
あ
い
だ
で
流
行
し
た
、「
根
性
焼

き
（
皮
膚
に
火
の
つ
い
た
煙
草
を
押
し
つ
け
る
行
為
）」
が
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
し
ば
し
ば
有
機
溶
剤
酩
酊
下
の
痛
覚
が
鈍
麻

し
た
状
態
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
根
性
焼
き
は
、
そ
の
痛
行
為
自
体
が
、
一
種
の
通
過
儀
礼
と
し
て
非
行
集
団
の
結
束
を
高
め
、

そ
の
火
傷
の
痕
は
、
集
団
へ
の
帰
属
の
証
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。

し
か
し
、
根
性
焼
き
を
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
文
脈
だ
け
で
理
解
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
我
々
（M

atsum
oto et al., 2005a

）

は
、
少
年
鑑
別
所
入
所
少
年
を
対
象
と
し
て
、「
刃
物
で
切
る
と
い
う
自
傷
だ
け
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
（
自
傷
群
）」
と
「
根
性

焼
き
だ
け
を
し
た
こ
と
が
あ
る
者
（
根
性
焼
き
群
）」
を
比
較
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
抑
う
つ
傾
向
、
解
離
傾
向
、
違

図 1　イニシャル彫り（紡木たく作『ホットロード』、集英社、1987より）

お
よ
び
、
さ
ら
に
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
71
％
が
皮
膚
に
同
性
の
親
友
の
イ
ニ
シ
ャ

ル
を
彫
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
親

友
へ
の
愛
情
の
証
と
し
て
、
親
友
に
対
す
る
怒
り
や
嫉
妬
の
表
現
と
し
て
、
あ
る

い
は
、
親
友
の
関
心
を
自
分
に
向
け
る
方
法
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
全
く
何
も

彫
っ
た
こ
と
の
な
い
少
女
よ
り
も
、
一
回
だ
け
彫
っ
た
こ
と
の
あ
る
少
女
の
方

が
、
心
理
的
に
健
康
な
特
徴
が
多
く
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
知
見
か
ら
、

R
oss

とM
cK

ay

は
以
下
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
。「
彫
る
行
為
は
、
少
女
た
ち

の
独
立
、
自
律
、
個
人
の
自
由
を
表
現
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
青
年
期

に
お
け
る
独
立
を
勝
ち
と
り
、
自
分
た
ち
の
自
由
を
侵
害
す
る
大
人
に
抵
抗
す
る

方
法
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
周
囲
の
環
境
を
操
作
す
る
の
に
き
わ
め
て
有
効
な
方

法
で
も
あ
っ
た
…
…
彫
る
行
為
は
、
少
女
た
ち
に
自
分
自
身
の
人
生
と
環
境
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
」。
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法
薬
物
使
用
、
被
虐
待
歴
、
自
殺
傾
向
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
自
傷
群
に
お
い
て
著
明
な
精
神
病
理
が
認
め
ら
れ
た
。
一
方
、

根
性
焼
き
群
で
は
、
上
述
の
項
目
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
の
行
為
を
し
た
こ
と
の
な
い
者
（
対
照
群
）
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い

水
準
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
傷
と
根
性
焼
き
の
両
方
を
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
で
は
、
上
述
の
項
目
に
関
し
て
自
傷
群
を
は
る

か
に
凌
ぐ
重
篤
な
精
神
病
理
を
呈
し
た
だ
け
で
な
く
、
突
き
刺
す
、
壁
を
殴
る
、
壁
に
頭
を
ぶ
つ
け
る
、
皮
膚
を
掻
き
む
し
る
な

ど
、
多
様
な
自
傷
様
式
を
呈
し
て
お
り
、
同
時
に
、
タ
ト
ゥ
ー
や
ボ
デ
ィ
ピ
ア
ス
が
き
わ
め
て
高
率
に
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
自
傷
が
随
伴
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
は
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
多
岐
に
わ
た
る
自
傷
の
一
環
で

あ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

精
神
科
臨
床
に
お
け
る
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

そ
れ
で
は
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
精
神
医
学
が
治
療
対
象
と
す
べ
き
、
新
ら
た
な
臨
床
症
候
群
な
の
で
あ
ろ

う
か
？
　
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
てW

alsh

（2005

）
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
自
身

は
、
こ
う
し
た
人
た
ち
は
ボ
デ
ィ
ア
ー
ト
や
身
体
改
造
と
い
う
未
開
拓
な
領
域
で
一
風
変
わ
っ
た
冒
険
を
し
て
い
る
の
だ
と
考
え

る
よ
う
に
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
、
我
々
が
彼
ら
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
も
少
な
く
な
か
ろ
う
と
も
思
う
。
彼
ら
は
、
身
体
を
そ

の
限
界
に
ま
で
追
い
込
み
、
古
く
か
ら
あ
る
心
身
二
元
論
の
ジ
レ
ン
マ
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
人
も
到
達
で
き
な
い
深

い
洞
察
を
手
に
入
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
身
体
改
造
の
限
界
に
挑
む
人
た
ち
が
心
理
学
的
治
療
の
場
に

登
場
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
の
抱
え
て
い
る
問
題
が
相
談
室
を
訪
れ
る
こ
と
で
解
決
す
る

と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
心
理
療
法
家
に
関
心
を
持
つ
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
挑
戦
し
て
く
る
こ
と
も
な
い
」。

と
は
い
え
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
原
則
論
で
あ
る
。
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
他
に
何
ら
か
の
自
己
破
壊
的
な
行

動
が
併
発
し
て
い
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
介
入
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
自
己
破
壊
的
行
動
に
は
、
自
傷
行
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為
、
摂
食
障
害
、
物
質
乱
用
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
暴
自
棄
的
な
暴
力
や
性
非
行
の
よ
う
な
危
険
行
動risk-taking 

behavior

が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
者
は
、
専
門
家
に
依
頼
せ
ず
に
自
分
の
手
で
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、

当
然
な
が
ら
感
染
に
対
す
る
配
慮
も
乏
し
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
者
の
多
く
は
、
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
結
果
と
し
て
身
体
に
で
き
る
模
様
よ
り
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
身
体
的
疼
痛
を
求
め
て
い
る
。
習
慣
性
自
傷
者
で

は
、
自
傷
直
後
に
脳
内
で
内
因
性
オ
ピ
オ
イ
ド
（
脳
内
モ
ル
ヒ
ネ
様
物
質
）
の
エ
ン
ケ
フ
ァ
リ
ン
分
泌
が
促
さ
れ
る
と
い
う
指
摘

が
あ
り
（C

oid, 1983

）、
自
傷
に
よ
る
「
身
体
の
痛
み
」
が
「
心
の
痛
み
」
に
対
す
る
鎮
痛
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
れ
と
同
質
の
効
果
を
求
め
て
タ
ト
ゥ
ー
や
ピ
ア
ッ
シ
ン
グ
に
お
よ
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
自
傷
の
臨
床
に
お
い
て
は
た
え
ず
患
者
の
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
一
定
の
注
意
を
払
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
一
般
に
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
う
自
傷
患
者
は
、
自
傷
の
方
法
が
多
岐
に
わ
た
り
、
し
か
も
解

離
症
状
や
違
法
薬
物
使
用
を
認
め
る
者
も
多
く
、
自
殺
企
図
の
ハ
イ
リ
ス
ク
群
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（M

atsum
oto et al., 

2005a; 2005b

）。

と
り
わ
け
治
療
状
況
に
過
剰
適
応
し
や
す
い
患
者

―
比
較
的
早
い
段
階
で
あ
っ
さ
り
と
自
傷
を
手
放
す
患
者
な
ど

―
ほ
ど
、

経
過
中
に
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
自
傷
に
は
、
怒
り
、
恥
の
感
覚
、
あ
る
い
は

孤
立
感
と
い
っ
た
不
快
感
情
に
対
処
し
、
解
離
状
態
か
ら
回
復
を
可
能
と
す
る
機
能
が
あ
る
が
、
自
傷
を
止
め
た
だ
け
で
は
、
そ

う
し
た
不
快
感
情
や
解
離
症
状
が
消
失
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
過
剰
適
応
的
な
患
者
は
と
も
す
れ
ば
リ

ス
ト
カ
ッ
ト
を
止
め
よ
う
と
す
る
痩
せ
我
慢
的
な
努
力
か
ら
、
目
立
ち
に
く
い
別
の
自
傷

―
壁
や
物
（
時
に
は
自
分
自
身
）
を

殴
る
、
爪
で
手
掌
を
傷
つ
け
る

―
を
使
っ
て
、
密
か
に
不
快
感
情
に
対
処
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
同
じ
文
脈
で
、
一
見
、
文
化

許
容
的
な
様
式
の
ボ
デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
耳
の
ピ
ア
ス
も
含
め
た
ボ

デ
ィ
モ
デ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
慎
重
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
な
け
れ
ば
、
治
療
者
は
標
的
行
動
と
精
神
状
態
の
つ
な
が
り
を
知
る



松本俊彦

自殺関連行動と文化

179

た
め
の
「
導
き
の
糸
」
を
見
失
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
タ
ト
ゥ
ー
（
あ
る
い
は
、
身
体
ピ
ア
ス
）
を
入
れ
た
ら
自
傷
が
止
ま
っ
た
」
と
い
う
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
短
期
的
に
は
自
傷
が
止
ま
る
こ
と
の
方
が
多
い
。
し
か
し
大
抵
は
、
し
ば
ら
く
す
る
と
自
傷
は
再
発
し
て

し
ま
う
。
一
般
に
「
自
傷
的
」
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
た
置
換
ス
キ
ル
は
一
時
的
に
は
有
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
長
期
的
に
は

自
傷
促
進
的
・
誘
発
的
な
刺
激
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
例
外
は
あ
る
。
筆
者
の
臨
床
経
験

で
は
、
タ
ト
ゥ
ー
と
い
う
、
親
世
代
が
眉
を
ひ
そ
め
る
永
久
的
刻
印
づ
け
を
施
す
こ
と
で
、
過
干
渉
か
つ
支
配
的
な
養
育
者
か
ら

の
心
理
的
自
立
を
実
現
し
、
長
期
的
な
寛
解
を
手
に
入
れ
た
患
者
が
い
た
。

「
痛
み
」
嗜
癖
の
果
て
に
あ
る
も
の

自
傷
が
持
つ
「
心
の
痛
み
」
に
対
す
る
「
鎮
痛
効
果
」
は
、
麻
薬
と
同
様
、
耐
性
を
生
じ
や
す
い
と
い
う
性
質
が
あ
り
、
繰
り

返
す
過
程
で
自
傷
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
所
詮
は
一
時
し
の
ぎ
の
対
処
で
あ
る
。
た
と
え
自
傷
に

よ
っ
て
困
難
な
一
瞬
を
生
き
延
び
た
と
し
て
も
、
現
実
的
な
困
難
は
依
然
と
し
て
困
難
な
ま
ま
で
あ
る
。
事
実
、
一
〇
代
に
お
け

る
非
致
死
的
自
傷
の
挿
話
は
、
一
〇
年
後
の
自
殺
死
亡
の
リ
ス
ク
を
数
百
倍
高
め
る
と
い
う
報
告
が
あ
る
（O

w
ens et al., 2002

）。

思
い
出
す
の
は
、
一
人
の
女
性
患
者
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
は
筆
者
に
こ
う
語
っ
て
い
た
。「
父
は
い
わ
ゆ
る
仕
事
人
間
で
ほ

と
ん
ど
家
に
お
ら
ず
、
母
は
新
興
宗
教
に
熱
中
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、
学
校
で
の
い
じ
め
の
こ
と
も
話
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、

小
学
校
五
年
の
と
き
に
『
も
う
死
の
う
』
と
思
っ
て
初
め
て
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
死
に
は
し
な
か
っ
た
け
ど
、

気
持
ち
は
す
ご
く
楽
に
な
っ
た
。
誰
も
私
を
助
け
て
く
れ
な
い
け
ど
、『
こ
れ
』
さ
え
あ
れ
ば
生
き
て
い
け
る
と
思
っ
た
」。
要
す

る
に
、
人
は
裏
切
る
が
自
傷
は
決
し
て
裏
切
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
初
、
左
の
前
腕
や
上
腕
に
限
ら
れ
て
い
た
彼
女
の
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
は
、
次
第
に
右
上
肢
や
大
腿
部
、
腹
部
、
両
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下
肢
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。
同
じ
左
の
前
腕
ば
か
り
切
っ
て
い
る
と
、「
新
鮮
な
身
体
の
痛
み
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
、「
心
の
痛
み
」
に
対
す
る
鎮
痛
効
果
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。「
切
る
」
と
い
う
刺
激
で
も
物
足
ら
な

く
な
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
強
い
「
鎮
痛
効
果
」
を
求
め
て
、「
コ
ン
パ
ス
や
ホ
チ
キ
ス
で
皮
膚
に
針
を
突
き
刺
す
」
な
ど
の
自
傷

に
お
よ
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
ピ
ア
ッ
シ
ン
グ
も
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
ピ
ア
ッ
シ
ン
グ
は
耳
介
の
軟
骨
部
分
か
ら
は
じ
ま
り
、
口
唇
、

舌
、
乳
首
、
性
器
…
…
。
彼
女
は
ま
さ
し
く
「
痛
み
」
嗜
癖
の
様
相
を
呈
し
、
た
え
ず
新
鮮
な
痛
み
を
求
め
て
、
自
ら
の
身
体
を

彷
徨
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
彼
女
は
浴
室
で
死
亡
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
た
。
自
殺
な
の
か
事
故
な
の
か
不
明
で
あ
っ
た
が
、
過

量
服
薬
の
状
態
で
溺
水
し
た
の
で
あ
る
。
実
家
か
ら
駆
け
つ
け
た
母
親
は
、
警
察
の
遺
体
安
置
室
で
全
裸
の
遺
体
に
対
面
し
た
と

き
の
衝
撃
を
、
筆
者
に
こ
う
語
っ
た
。「
変
な
話
で
す
が
、
至
る
と
こ
ろ
傷
だ
ら
け
の
あ
の
子
の
身
体
は
、
ま
る
で
怨
霊
を
追
い

払
う
た
め
に
体
中
隈
な
く
経
文
を
書
き
込
ん
だ
と
い
う
、『
耳
な
し
芳
一
』
の
身
体
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
あ

の
子
は
、
つ
ら
い
毎
日
を
何
と
か
生
き
延
び
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
…
…
」。

お
わ
り
に

―
自
傷
の
傷
痕
が
意
味
す
る
も
の

最
後
に
、
自
傷
患
者
の
治
療
過
程
で
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
一
定
期
間
自
傷
が
止
ま
っ
て
い
る
患

者
が
、「
腕
の
傷
痕
を
消
し
た
い
。
よ
い
形
成
外
科
医
を
紹
介
し
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
訴
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
悪

い
兆
候
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
、
基
本
的
信
頼
感
の
毀
損
か
ら
、「
自
傷
さ
え
あ
れ
ば
誰
の
助
け
も
い
ら
な
い
」「
他
の
誰

で
も
な
い
、
自
分
の
身
体
な
の
だ
か
ら
か
ま
わ
な
い
」
と
思
い
込
ん
で
、
他
者
へ
の
直
接
的
な
感
情
表
出
を
諦
め
て
い
た
患
者
が
、

そ
の
自
傷
肯
定
的
な
価
値
観
を
手
放
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
発
言
だ
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
合
、
筆
者
は
傷
痕
を
消
す
こ
と
に
婉
曲
に
反
対
す
る
こ
と
が
多
い
。
と
い
う
の
も
、
傷
痕
を
消
す
努
力

を
は
じ
め
た
患
者
は
、
な
ぜ
か
そ
の
後
ま
も
な
く
自
傷
が
再
発
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
再
発
の
理
由
は
、
自
分
の
過
去

を
切
り
捨
て
て
性
急
に
社
会
復
帰
（
半
袖
の
制
服
を
着
る
仕
事
に
就
く
こ
と
が
多
い
）
を
試
み
る
な
か
で
対
人
葛
藤
に
巻
き
込
ま

れ
た
り
、
あ
る
い
は
、「
ど
う
せ
ま
た
切
る
か
ら
手
術
は
し
な
い
」
と
い
う
に
べ
も
な
い
形
成
外
科
医
の
言
葉
に
傷
つ
い
た
こ
と

で
あ
っ
た
り
も
し
た
が
、
実
は
、
理
由
が
不
明
で
あ
る
場
合
の
方
が
は
る
か
に
多
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
経
験
か
ら
、
筆
者
も
ま
たFavazza

と
同
じ
よ
う
に
、
自
傷
の
傷
痕
に
は
「
瘢
痕
組
織
の
形
成
が
心
理
的
な
癒
し

を
象
徴
す
る
」
機
能
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
傷
に
は
「
心
の
痛
み
」
を
抑
え
る
機
能
が

あ
る
が
、
そ
の
結
果
で
あ
る
傷
痕
そ
の
も
の
に
も
、
ス
カ
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
瘢
痕
模
様
と
同
じ
治
癒
的
な
効
果
が
あ
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、「
傷
痕
を
見
る
と
安
心
す
る
。
で
も
、
傷
が
治
っ
て
消
え
て
く
る

と
、
ま
た
切
り
た
く
な
る
」
と
語
る
自
傷
患
者
は
少
な
く
な
い
。
傷
痕
に
は
、
祈
り
や
呪
術
と
同
じ
よ
う
に
、
癒
し
と
再
生
を
象

徴
す
る
「
お
守
り
」
の
役
割
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

自
傷
者
の
不
安
定
な
対
人
関
係
や
葛
藤
処
理
の
あ
り
方
を
要
約
し
た
表
現
と
し
て
、「cut aw

ay

（「
切
り
捨
て
る
」）」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
（C

onterio &
 Lader, 1998

）。
自
傷
の
治
療
は
、
問
題
行
動
の
消
失
で
は
な
く
、
新
し
い
生
き
方
の
確
立

―
嗜
癖

臨
床
に
な
ら
っ
て
こ
れ
を
リ
カ
バ
リ
ー
と
い
い
か
え
て
も
い
い
だ
ろ
う

―
を
目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

自
傷
患
者
は
、
苦
し
か
っ
た
疾
風
怒
濤
の
過
去
を
否
定
し
て
「
切
り
捨
て
る
」
の
で
は
な
く
、
過
去
を
統
合
し
つ
つ
、
時
間
を
か

け
て
他
者
と
の
親
密
な
関
係
を
築
く
こ
と
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
自
傷
の
傷
痕
は
、「
疾
風
怒
濤
を
生
き
延
び

た
戦
士
の
証
」
と
し
て
保
全
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
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