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［特集］

心の病気の
理解と対応
生涯を通じておよそ4人に１人が罹るとされる心の病気。
その多くは思春期や青年期に発症することが明らかになっています。
また、それらは非常に身近でありながら、誤解や偏見などの多い疾患でもあります。
近年、効果的な治療薬などの登場によって、
心の病気の症状をコントロールすることが可能になってきました。
そこで今号では、早期発見や早期治療につなげるために
知っておくべき心の病気の特徴や対応について、
東京都立松沢病院院長の水野雅文先生に解説していただきます。

２
０
１
８（
平
成
30
）
年
７
月
に
、
約

10
年
ぶ
り
に
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領

が
改
訂
さ
れ
、
２
０
２
２
年
４
月
か
ら
高

等
学
校
の
教
科
保
健
体
育
に
、新
た
に「
精

神
疾
患
の
予
防
と
回
復
」
の
項
目
が
盛
り

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

教
科
書
に
う
つ
病
、
統
合
失
調
症
、
不

安
症
、
摂
食
障
害
の
精
神
疾
患
名
や
、
そ

の
症
状
、
対
処
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
は
、

実
に
40
年
ぶ
り
に
な
り
ま
す
。

高
等
学
校
と
い
う
公
教
育
の
場
に
お
い

て
、
精
神
保
健
を
等
し
く
学
習
す
る
機
会

が
求
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
少
子
高
齢
化

や
疾
病
構
造
の
変
化
に
よ
る
現
代
的
な
健

康
課
題
と
し
て
、
精
神
保
健
に
注
目
が
集

ま
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

精
神
疾
患
の
多
く
が
思
春
期
や
青
年
期

前
期
ま
で
の
若
年
に
お
い
て
発
症
す
る
こ

と
は
、
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
若
年
者
の
自
殺
が
い

ま
だ
減
少
し
な
い
こ
と
や
、
そ
の
背
景
に

精
神
保
健
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
存
在
が

う
か
が
わ
れ
る
こ
と
な
ど
、
精
神
疾
患
は

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
大
き
な
健
康
課

題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
精
神
疾
患
、
精
神

科
医
療
を
め
ぐ
る
数
多
の
課
題
は
、
現
代

社
会
に
生
き
る
人
々
の
文
化
的
で
健
康
的

な
生
活
の
維
持
と
生
存
に
関
わ
る
、
極
め

な
症
状
へ
と
発
展
す
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
症
状
を「
よ
く
あ
る
こ
と
」
と

し
て
見
過
ご
さ
ず
、
改
善
す
べ
き
こ
と
と

し
て
、
生
活
リ
ズ
ム
や
生
活
環
境
の
改
善

等
に
配
慮
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
適
切
に

対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

一
方
で
、
前
述
の
よ
う
に
誰
に
で
も
生

じ
る
も
の
で
も
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て

が
病
的
な
も
の
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
健
康

な
悩
み
や
不
安
、
憂ゆ

う

鬱う
つ

な
気
分
と
、
病
的

な
精
神
症
状
を
区
別
す
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
く
、
思
春
期
に
あ
り
が
ち
な
心
の
動

き
な
の
か
、
場
面
や
状
況
に
則
し
た
心
の

動
き
な
の
か
、
イ
ベ
ン
ト
に
対
し
て
年
齢

思
春
期
は
、
心
身
と
も
に
成
人
に
向
け

る
い
は
脆
弱
性
と
、
生
育
・
生
活
環
境
に

お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ト
レ
ス
と
の
相
互

関
係
が
発
症
を
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
精
神
疾
患
は
、
不
安
、
抑
う
つ

気
分
、
不
眠
な
ど
一
般
的
な
症
状
で
始
ま

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
思

春
期
で
あ
れ
大
人
で
あ
れ
、
よ
く
あ
り
が

ち
な
症
状
で
す
。
そ
の
ま
ま
対
処
せ
ず
に

い
る
と
、
次
第
に
個
々
の
疾
患
の
特
徴
的

て
重
要
な
健
康
課
題
で
す
。
社
会
生
活
に

お
け
る
健
康
の
意
義
や
社
会
の
課
題
と
し

て
の
精
神
保
健
を
考
え
る
時
、
差
別
や
偏

見
の
解
消
に
向
け
た
社
会
づ
く
り
に
お
け

る
意
義
も
大
き
い
で
し
ょ
う
。
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（医学）。イタリア国立パドヴァ大学客員教授、慶應義
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若
者
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メ
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の
実
際

２
思
春
期
に
は
じ
ま
る
病
気

１
は
じ
め
に

図2

図１

精神疾患を診断された年齢

て
発
達
す
る
時
期
で
す
。
生
物
学

的
に
も
極
め
て
不
安
定
な
時
期
に

あ
り
、
心
の
発
達
を
支
え
る
脳
神

経
系
が
大
き
く
成
長
を
遂
げ
る
時

期
で
も
あ
り
ま
す
。
思
春
期
は
人

生
の
発
達
段
階
と
し
て
も
新
た
な

刺
激
に
富
ん
で
い
る
と
と
も
に
、

社
会
関
係
が
拡
大
し
、
ま
た
将
来

へ
の
希
望
や
重
圧
が
交
錯
す
る
な

ど
、
心
的
環
境
変
化
の
活
発
な
時

期
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

思
春
期
の
心
の
健
康
を
考
え
る

際
に
、
精
神
疾
患
へ
の
理
解
を
外

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
う
つ
病

や
統
合
失
調
症
の
よ
う
な
多
く
の

精
神
疾
患
は
思
春
期
か
ら
青
年
期

に
か
け
て
好
発
し
ま
す（
図
１
）。

こ
れ
ら
の
精
神
疾
患
の
好
発
年
齢

は
15
歳
か
ら
30
歳
く
ら
い
ま
で
と

さ
れ
、
生
涯
の
う
ち
に
精
神
疾
患

に
罹
る
人
の
う
ち
75
％
が
25
歳
未

満
で
発
病
し
て
い
る
と
い
う
報
告

も
あ
り
ま
す（
図
２
）。

精
神
疾
患
を
発
症
す
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
つ
い
て
は
未
解
明
な
部
分

が
多
い
の
で
す
が
、
精
神
疾
患
は

脳
機
能
の
障
害
で
あ
り
、
体
質
あ
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精
神
疾
患
は
、
自
ら
は
病
気
と
気
づ
き

に
く
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
未
治

療
、
未
受
診
の
問
題
に
加
え
て
、
受
診
に

ま
つ
わ
る
も
う
一
つ
の
課
題
は
治
療
開
始

の
遅
れ
で
す
。

明
ら
か
に
精
神
に
変
調
を
来
し
て
も
、

な
か
な
か
専
門
家
を
受
診
し
な
い
。
そ
の

長
き
に
わ
た
る
治
療
の
ロ
ス
タ
イ
ム
が
疾

患
の
経
過
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
、

専
門
家
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

受
診
の
機
会
を
失
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

こ
の
数
値
に
比
べ
る
と
、
前
述
の
わ
が
国

の
約
４
２
０
万
人
と
い
う
患
者
数
は
、
ま

だ
低
め
の
数
値
で
す
。

日
本
の
よ
う
な
医
療
先
進
国
に
あ
っ
て

も
、
精
神
疾
患
に
罹
患
し
な
が
ら
実
際
に

は
受
診
し
て
い
な
い
人
が
多
数
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
優
れ
た
治
療
の
開
発
に
よ

り
回
復
の
可
能
性
が
高
ま
る
中
、
残
念
な

状
況
に
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

に
ふ
さ
わ
し
い
反
応
の
大
き
さ
や
内
容
で

あ
る
の
か
な
ど
、
精
神
科
医
が
み
て
も
鑑

別
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

大
切
な
こ
と
は
、
日
頃
か
ら
そ
の
人
の

性
格
や
特
性
と
い
っ
た「
そ
の
人
ら
し
さ
」

を
よ
く
知
っ
て
お
き
、
そ
の
人
ら
し
さ
と

違
っ
た
こ
と
が
出
て
き
た
場
合
に
注
意
す

る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
か
り
つ
け
医

の
先
生
が
、
普
段
の
そ
の
人
ら
し
さ
を
把

握
し
て
、
い
つ
も
と
の
違
い
に
気
づ
い
て

あ
げ
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
点
は
親
御
さ
ん
の
役
割
や
教
諭
の

役
割
も
大
事
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の

人
ら
し
さ
と
は
ど
う
い
う
状
態
な
の
か
に

注
目
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

と
で
す
。

実
際
に
統
合
失
調
症
の
場
合
に
は
、
半

数
以
上
の
人
が
受
診
ま
で
に
半
年
以
上
を

要
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
一
般
に

は
そ
も
そ
も
精
神
保
健
、
あ
る
い
は
精
神

疾
患
に
関
し
て
知
識
や
情
報
を
得
る
機
会

が
な
か
っ
た
の
で
、
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
近
年
の
わ
が
国
で
は
、
特
に
大

都
市
周
辺
に
お
い
て
精
神
科
や
心
療
内
科

を
標
榜
す
る
診
療
所
は
増
加
し
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
不
安
・
不
眠
・
抑
う
つ

等
の
一
般
的
な
精
神
症
状
の
た
め
に
何
ら

か
の
精
神
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
人

の
割
合
は
、
諸
外
国
の
中
で
非
常
に
低
位

に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す（
図
４
）。

受
診
が
遅
れ
る
原
因
と
し
て
は
、「
ス

テ
ィ
グ
マ
」
の
影
響
が
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
ス
テ
ィ
グ
マ
は
、
日
本
語
の「
差
別
」

や「
偏
見
」
な
ど
に
近
い
英
語
で
、
個
人

の
持
つ
特
徴
や
疾
病
な
ど
に
対
す
る
否
定

的
な
意
味
づ
け
の
こ
と
で
す
。

精
神
疾
患
に
な
る
人
は
心
が
弱
い
人
、

特
殊
な
人
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
も
ス
テ

ィ
グ
マ
の
一
種
で
す
。
こ
の
た
め
、
自
分

だ
け
は
大
丈
夫
と
い
う
思
い
込
み
か
ら
自

身
の
精
神
的
な
不
調
に
気
づ
か
な
か
っ
た

り
、
あ
る
い
は
気
づ
い
て
い
て
も
、
相
談

し
た
り
受
診
す
る
と
、
周
囲
か
ら
弱
い
人

間
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
差
別
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
受
診
し

な
い
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
思
い
は
他
者
へ
の
思
い
に
も

通
じ
、
精
神
疾
患
か
ら
回
復
し
た
人
々
、

あ
る
い
は
精
神
障
害
が
あ
り
な
が
ら
も
社

会
生
活
を
営
む
人
々
へ
の
偏
見
に
通
じ
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
解
消
、
早

期
の
受
診
、
よ
り
軽
症
な
う
ち
か
ら
の
治

療
や
支
援
が
、
回
復
を
促
進
す
る
上
で
重

要
な
点
と
な
る
の
で
す
。

精
神
疾
患
は
早
期
に
治
療
を
開
始
す
れ

ば
十
分
に
回
復
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

身
体
疾
患
と
同
じ
く
早
期
発
見
・
早
期
治

療
が
大
事
で
あ
り
、
一
人
ひ
と
り
が
基
本

的
な
正
し
い
知
識（
疾
患
名
、
症
状
、
治

療
方
法
、
回
復
可
能
性
、
受
診
や
相
談
窓

口
等
）
を
持
つ
こ
と
、
珍
し
い
疾
患
で
は

な
く
誰
で
も
罹
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

認
識
を
持
つ
こ
と
、
罹
っ
た
可
能
性
に
気

づ
き
正
し
い
対
応（
誰
か
に
相
談
し
た
り

援
助
を
求
め
る
等
）
を
取
れ
る
こ
と
が
、

そ
の
後
の
回
復
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な

こ
と
で
す
。

10
代
の
若
者
の
死
因
を
み
る
と
、
第
１

位
が
事
故
に
よ
る
不
慮
の
死
で
あ
る
こ
と

は
世
界
共
通
で
す
。

表
１
は
Ｇ
７
各
国
の
死
因
順
位
を
示
し

て
い
ま
す
。
主
要
７
カ
国
で
15
～
34
歳
ま

で
の
若
者
の
死
因
１
位
が
自
殺
で
あ
る
国

は
日
本
の
み
で
す
。

２
０
１
７
年
に
は
、
10
～
39
歳
ま
で
の

死
因
の
１
位
が
自
殺
で
し
た（
表
２
）。
む

ろ
ん
、
自
殺
に
至
る
原
因
は
精
神
疾
患
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
自
殺
に
至

る
前
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
心
身
の
不
調

が
現
れ
ま
す
。

う
つ
病
、
統
合
失

調
症
、
不
安
症
な
ど

の
精
神
疾
患
に
よ
る

通
院
者
は
増
加
の
一

途
で
あ
り（
図
３
）、

直
近
の
厚
生
労
働
省

の
患
者
調
査
デ
ー
タ

で
は
精
神
疾
患
を
有

す
る
患
者
は
お
よ
そ

４
２
０
万
人
と
さ
れ
、

糖
尿
病
や
高
血
圧
な

ど
の
生
活
習
慣
に
よ

る
疾
患
よ
り
も
増
大

し
て
い
ま
す
。

世
界
保
健
機
関

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
ま
と

め
に
よ
れ
ば
、
生
涯

の
う
ち
４
人
に
１
人

は
何
ら
か
の
精
神
疾

患
に
罹
患
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
３
人
に
２
人
は

精神疾患を有する総患者数の推移
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419.3日本 フランス ドイツ カナダ アメリカ イギリス イタリア

2013 2011 2013 2011 2012 2013 2012

1位 自殺 事故 事故 事故 事故 事故 事故

２位 事故 自殺 自殺 自殺 自殺 自殺 悪性新生物

３位 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 悪性新生物 殺人 悪性新生物 自殺

主要７カ国の死因の上位３位（15〜34歳）表１　

日本における年齢階級別死因（2017）表2　

年齢階級
死因

1位 2位 3位

10 〜 14 自殺 悪性新生物 事故

15 〜 19 自殺 事故 悪性新生物

20 〜 24 自殺 事故 悪性新生物

25 〜 29 自殺 事故 悪性新生物

30 〜 34 自殺 事故 悪性新生物

35 〜 39 自殺 悪性新生物 事故

40 〜 44 悪性新生物 自殺 事故

45 〜 49 悪性新生物 自殺 心循環障害

50 〜 54 悪性新生物 心循環障害 自殺

55 〜 59 悪性新生物 心循環障害 脳血管障害

60 〜 64 悪性新生物 心循環障害 脳血管障害

４ 

精
神
疾
患
は

あ
り
ふ
れ
た
病
気

図３　

［特集］心の病気の理解と対応

ベ
ル
ギ
ー

精
神
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
割
合

不安、抑うつなどのコモンメンタルディスオーダー
における精神保健サービスの利用割合

Nishi et al., 2019 
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い
こ
と
が
多
く
、
体
脂
肪
の
減
少
に
よ
り

女
性
ホ
ル
モ
ン
が
減
少
、
骨
粗
鬆
症
な
ど

が
進
行
し
、
身
長
の
伸
び
が
止
ま
る
こ
と

も
あ
る
。
精
神
症
状
と
し
て
は
肥
満
恐
怖

が
あ
り
、
過
活
動
や
運
動
強
迫
が
特
徴
で

あ
る
。

神
経
性
過
食
症
で
は
過
食
と
、
過
食
を

止
め
ら
れ
な
い「
失
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
感
」

が
伴
う
。
夜
中
に
過
食
を
す
る
た
め
生
活

リ
ズ
ム
が
乱
れ
る
。
過
食
後
に
は
自
己
誘

発
性
嘔
吐
、
下
剤
使
用
、
絶
食
、
過
剰
な

運
動
な
ど
の
代
償
行
動
を
行
う
。

治
療
は
、
神
経
性
や
せ
症
で
は
栄
養
回

復
と
低
い
自
己
評
価
へ
の
働
き
か
け
の
よ

う
な
心
理
面
の
治
療
、
神
経
性
過
食
症
で

は
病
気
の
理
解
、
生
活
の
規
則
化
と
症
状

の
記
録
な
ど
に
よ
る
食
行
動
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
家
族
関
係
の
改
善

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
支
援
が
必
要

な
場
合
も
あ
る
。◇ 

◇ 

◇

こ
の
他
、
思
春
期
に
お
い
て
背
景
に
精

神
疾
患
の
存
在
を
考
慮
す
べ
き
行
動
と
し

て
、
い
く
つ
か
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
り

ま
す
。

意
図
的
に
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
や
大
量
服
薬

な
ど
自
分
の
身
体
を
傷
つ
け
る
行
為
の
こ

と
で
、
抑
う
つ
気
分
や
不
安
状
態
と
の
関

連
が
強
い
。
自
殺
を
口
に
さ
れ
る
と
、
言

わ
れ
た
側
は
非
常
に
戸
惑
う
が
、
聞
き
流

学
齢
期
に
お
い
て
は
、
精
神
保
健
領
域

も
教
育
現
場
に
お
け
る
対
応
が
な
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
親
や
教
師
よ
り
も
友
人
に

相
談
し
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
情

報
を
得
た
り
し
が
ち
で
す
。
周
囲
の
大
人

が
知
ら
な
い
う
ち
に
時
間
が
過
ぎ
て
い
く

前
に
、
保
健
体
育
教
諭
、
学
級
担
任
、
養

護
教
諭
や
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
相

談
を
持
ち
か
け
や
す
い
環
境
づ
く
り
が
重

要
で
す
。

生
徒
か
ら
相
談
を
受
け
た
際
に
は
、
ま

ず
は
話
を
傾
聴
し
、
不
安
を
受
け
止
め
る

こ
と
が
第
一
歩
で
す
。
精
神
疾
患
が
疑
わ

れ
る
時
に
は
、
養
護
教
諭
や
学
校
医
を
介

し
地
域
の
精
神
科
専
門
医
に
つ
な
げ
る
の

が
よ
い
で
し
ょ
う
。
思
春
期
の
心
性
に
配

慮
し
た
診
療
を
得
意
と
す
る
精
神
科
医
の

所
在
は
、
保
健
所
、
保
健
セ
ン
タ
ー
な
ど

に
情
報
が
あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
こ
れ
ら

社
会
資
源
と
教
育
機
関
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
築
い
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

な
お
筆
者
ら
が
作
製
し
た「
こ
こ
ろ
の

健
康
教
室
サ
ニ
タ
」（
図
5
）に
お
い
て
は
、

代
表
的
な
精
神
疾
患
に
つ
い
て
ア
ニ
メ
で

紹
介
し
た
り
、
当
事
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
掲
載
し
た
り
、
ま
た
精
神
疾
患
の
予
防

と
回
復
に
関
す
る
高
等
学
校
で
の
授
業
例

な
ど
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

病
を
発
症
し
た
場
合
に
は
回
復
し
づ
ら
い

の
で
、
早
期
に
お
け
る
適
切
な
対
処
が
必

要
で
あ
る
。

原
因
と
し
て
は
、
個
人
の
人
格
と
日
常

生
活
上
の
心
配
事
や
対
人
関
係
上
の
ス
ト

レ
ス
な
ど
環
境
側
の
要
因
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
り
不
安
が
生
じ
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま

な
症
状
と
な
っ
て
生
じ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

近
年
で
は
生
物
学
的
な
研
究
の
進
歩
に
よ

り
、
関
連
す
る
脳
の
部
位
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
治
療
は
認
知
行
動
療
法
な
ど
の
精

神
療
法
に
加
え
、
薬
物
療
法
も
適
宜
併
用

さ
れ
る
。
不
安
は
健
常
な
心
の
動
き
で
あ

る
一
方
で
、
統
合
失
調
症
な
ど
他
の
精
神

疾
患
の
前
駆
症
状
や
併
存
症
状
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
た
め
注
意
を
要
す
る
。

①
神
経
性
や
せ
症
②
神
経
性
過
食
症
③

過
食
性
障
害
―
―
が
あ
る
。
食
行
動
や
身

体
症
状
は
異
な
る
が
、
心
理
面
で
は
共
通

す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
か
つ
て
は
思
春
期

や
せ
症
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
10
代

の
女
性
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
小
学
生
で

の
発
症
や
成
人
期
に
発
症
す
る
例
も
あ
る
。

女
性
の
生
涯
有
病
率
は
神
経
性
や
せ
症

０
・
９
％
、
神
経
性
過
食
症
１
・
５
％
、

過
食
性
障
害
３
・
５
％
と
い
う
報
告
が
あ

る
。神

経
性
や
せ
症
の
特
徴
は
著
し
い
低
体

重
で
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
17
あ
る
い
は
18
前
後
で
月

経
不
順
が
み
ら
れ
る
。
本
人
は
自
覚
が
な

ア
ル
コ
ー
ル
や
ニ
コ
チ
ン
は
、
20
歳
以

上
で
あ
れ
ば
使
用
は
合
法
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
強
力
な
精
神
・
身
体
依
存
を
来
す

物
質
で
あ
る
。
習
慣
的
な
使
用
に
よ
り
依

存
が
形
成
さ
れ
、
や
が
て
離
脱
し
に
く
く

な
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
は
中
枢
神
経（
脳
）

毒
性
を
有
し
、
未
成
年
者
の
飲
酒
は
厳
に

禁
じ
る
べ
き
で
あ
る
。　

若
年
者
の
喫
煙
行
動
は
、
大
麻
を
は
じ

め
と
す
る
不
法
薬
物
の
使
用
に
発
展
す
る

恐
れ
も
あ
る
。
大
麻
は
依
存
性
が
な
い
、

リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
て
か
ら
だ
や
心
に
よ
い

な
ど
誤
解
も
多
い
が
、
わ
が
国
で
は
大
麻

取
締
法
に
よ
り
所
持
も
使
用
も
禁
じ
ら
れ

て
い
る
。

精
神
疾
患
を
め
ぐ
る
全
体
的
な
理
解
と

し
て
は
、
①
精
神
疾
患
に
罹
患
す
る
こ
と

は
誰
に
も
起
こ
り
得
る
と
い
う
認
識
②
精

神
疾
患
の
発
症
に
は
睡
眠
な
ど
の
生
活
習

慣
が
影
響
す
る
こ
と
③
精
神
疾
患
や
心
の

不
調
を
疑
っ
た
ら（
そ
の
子
ら
し
か
ら
ぬ

行
動
が
あ
っ
た
り
、
久
々
に
登
校
す
る
日

に
来
な
か
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
）
早
め

に
誰
か
に
相
談
す
る
こ
と
―
―
を
生
徒
も

周
囲
の
大
人
も
理
解
し
行
動
で
き
る
こ
と

が
目
標
で
す
。

最
近
で
は
精
神
疾
患
に
関
す
る
情
報
も

多
く
あ
り
ま
す
の
で
、こ
こ
で
は
思
春
期
、

青
年
期
の
若
者
が
注
意
す
る
べ
き
精
神
疾

患
の
特
徴
を
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
ま
す
。

気
分
障
害
、
感
情
障
害
な
ど
と
呼
ば
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
う
つ
病
で
は
、
①
抑
う

つ
気
分
、
興
味
や
喜
び
の
喪
失
、
自
責
感

と
い
っ
た
感
情
の
障
害
②
意
欲
や
行
動
の

低
下
、
自
信
の
喪
失
や
自
己
評
価
の
低
下

③
頭
が
回
転
し
な
い
、
思
考
制
止
な
ど
の

思
考
の
障
害
④
易
疲
労
性
、
食
欲
低
下
や

睡
眠
障
害
な
ど
の
身
体
症
状
―
―
が
あ
り
、

時
に
は
企
死
念
慮
や
症
状
の
日
内
変
動
も

認
め
ら
れ
る
。

原
因
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
神
経
学

的
に
は
モ
ノ
ア
ミ
ン
仮
説
、
視
床
下
部
―

脳
下
垂
体
―
副
腎
系
仮
説
、
神
経
細
胞
新

生
仮
説
な
ど
が
あ
る
。
治
療
は
休
養
、
精

神
療
法
、薬
物
療
法
な
ど
が
中
心
に
な
る
。

精
神
医
学
で
は
一
連
の
持
続
す
る
病
気

の
期
間
を
エ
ピ
ソ
ー
ド（
病
相
）
と
呼
ぶ

た
め
、
一
連
の
う
つ
状
態
を「
う
つ
病
エ

ピ
ソ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

一
方
、
気
分
が
高
揚
し
活
動
性
が
亢
進

し
た
状
態
を「
躁
病
エ
ピ
ソ
ー
ド
」と
い
う
。

う
つ
病
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
み
の
も
の
は
う
つ

さ
ず
真
剣
に
耳
を
傾
け
、
受
け
止
め
る
姿

勢
を
示
す
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
ま
た
そ

う
し
た
児
童
生
徒
に
関
し
て
１
人
で
抱
え

込
ま
ず
、
父
母
な
ら
び
に
養
護
教
諭
、
ス

ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
学
校
医（
精
神

科
医
）
な
ど
と
連
携
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
使
用
を
続
け
る
こ

と
で
昼
夜
逆
転
す
る
、
成
績
が
著
し
く
下

が
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起
き
て
い

病
、
躁
病
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
両
者
を
繰
り
返

す
も
の
を
躁
う
つ
病
と
呼
ん
で
区
別
さ
れ
、

処
方
内
容
も
異
な
る
。

10
代
後
半
か
ら
20
代
前
半
で
発
症
し
、

知
覚
、
思
考
、
感
情
、
対
人
関
係
な
ど
に

障
害
を
来
す
脳
の
疾
患
で
あ
る
。
生
涯
発

症
危
険
率
は
約
１
％
弱
で
あ
り
、
１
２
０

人
に
１
人
が
罹
患
す
る
。

発
症
原
因
の
定
説
は
な
い
が
、
幻
聴
な

ど
の
幻
覚
、
妄
想
、
自
我
障
害
な
ど
の
陽

性
症
状
に
は
ド
ー
パ
ミ
ン
遮
断
薬
と
い
う

薬
物
が
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
脳
内
の

ド
ー
パ
ミ
ン
過
剰
仮
説
が
あ
る
。
最
近
の

研
究
で
は
大
脳
の
わ
ず
か
な
萎
縮
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
感
情
鈍
麻
、
意
欲
の
低
下

な
ど
の
陰
性
症
状
、
記
憶
や
注
意
、
遂
行

機
能
な
ど
の
認
知
機
能
の
軽
度
の
低
下
が

特
徴
で
あ
る
。
未
治
療
で
は
急
性
の
精
神

病
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繰
り
返
し
、
慢
性
に
経

過
す
る
こ
と
が
あ
る
。

パ
ニ
ッ
ク
症
、
全
般
不
安
症
、
社
交
不

安
症
、
分
離
不
安
症
、
恐
怖
症
な
ど
が
含

ま
れ
、
精
神
疾
患
の
中
で
は
最
も
多
い
。

人
前
で
の
緊
張
を
特
徴
と
す
る
社
交
不
安

症
、
動
物
や
高
所
へ
の
恐
怖
症
、
突
然
の

動
悸
を
中
心
と
す
る
パ
ニ
ッ
ク
症
は
10
代

で
好
発
し
、
回
復
に
時
間
が
か
か
る
こ
と

も
あ
る
。
不
安
症
が
先
行
し
、
後
に
う
つ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
が
や
め
ら
れ

ず
、
使
用
で
き
な
い
状
況
が
続
く
と
イ
ラ

イ
ラ
し
て
落
ち
着
か
な
く
な
る
な
ど
精
神

的
に
依
存
し
て
し
ま
う
状
態
の
こ
と
を
い

う
。
２
０
１
３
年
の
調
査
で
は
、
日
本
で

は
成
人
で
お
よ
そ
４
２
１
万
人
、
13
～
18

歳
で
お
よ
そ
52
万
人
と
推
計
さ
れ
、
思
春

期
、
青
年
期
の
年
代
で
特
に
依
存
傾
向
が

高
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
依
存
状
態

が
長
引
く
と
深
刻
な
引
き
こ
も
り
に
至
る

こ
と
が
あ
る
た
め
、
速
や
か
な
治
療
が
必

要
で
あ
る
。
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