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修
士
論
文
梗
概
（
二
〇
一
四
年
度
修
了
生
）

 

臨
床
心
理
学
専
攻
　
　
三
名

人
間
共
生
専
攻
　
　
　
〇
名

は
じ
め
に

摂
食
障
害
（eating disorders

：ED

）
と
い
う
病
気
は
、
そ

の
言
葉
が
意
味
す
る
内
容
「
食
物
を
と
る
こ
と
が
普
通
に
で
き
な

い
、
障
害
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
気
分
・
対
人
関

係
・
社
会
適
応
な
ど
そ
の
人
の
生
活
全
般
に
わ
た
り
問
題
が
生
じ

た
り
、あ
る
い
は
身
体
的
合
併
症
を
伴
う
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
り
、

「
人
生
障
害
」（
鈴
木
，2013

）
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
社
会
的
・
医
療
的
対
策
は
非
常
に

乏
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

摂
食
障
害
の
特
徴
と
治
療
の
工
夫

—

治
療
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
よ
り—

臨
床
心
理
学
専
攻
　
　
石
郷
岡
　
愛

ED

の
人
た
ち
の
心
を
蝕
む
も
の
は
一
体
何
か
。
そ
の
病
気
に

罹
る
こ
と
で
、
か
れ
ら
は
何
を
訴
え
た
い
の
か
。
ど
う
し
た
ら
か

れ
ら
の
援
助
に
な
れ
る
の
か
。
筆
者
に
は
そ
ん
な
問
い
が
生
ま

れ
た
。
本
研
究
で
は
、
ま
ずED

に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
、

ED

の
治
療
者
一
〇
人
を
対
象
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
す

る
。
そ
し
て
、ED

と
い
う
病
に
つ
い
て
の
病
理
構
造
の
理
解
を

深
め
、有
効
な
治
療
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章　
摂
食
障
害
と
は

第
一
節　
問
題
と
目
的

本
研
究
は
、ED

の
複
雑
な
病
理
性
を
理
解
し
、
そ
こ
に
潜
む

原
因
や
背
景
は
何
か
と
い
う
こ
と
と
、ED

に
ど
ん
な
ア
プ
ロ
ー

チ
が
有
効
な
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
節　
摂
食
障
害
の
概
念

ED

は
通
常
、
主
に
神
経
性
や
せ
症
（anorexia nervosa

：

AN

）
と
神
経
性
過
食
症
（bulim

ia nervosa

：BN

）
を
包
含

し
た
も
の
を
い
う
が
、
非
定
型
な
も
の
（Eating disorder not 

otherw
ise specified

：ED
N

O
S

）
ま
で
含
め
る
と
多
種
多
様

な
臨
床
症
状
を
示
す
。
二
〇
一
三
年
に
改
訂
さ
れ
たD

SM
-V

で

は
、ED

N
O

S

の
一
つ
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
、BN

の
う
ち

嘔
吐
や
下
剤
乱
用
な
ど
排
出
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
過
食

性
障
害
（binge eating disorder

：BED

）
と
し
て
独
立
さ
せ
、
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「
幼
児
期
ま
た
は
小
児
期
早
期
の
哺
育
」
も
含
め
た
、
食
行
動
障

害
お
よ
び
摂
食
障
害
群
（feeding and eating disorders

）

と
い
う
あ
ら
た
な
診
断
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
っ
た
（
和
田
・
福
居
，

2014
）。

ED
に
み
ら
れ
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
症
候
は
、
体
重
に
つ
い

て
の
過
度
の
こ
だ
わ
り
と
、
体
重
や
体
型
の
自
己
評
価
へ
の
過
剰

な
影
響
と
認
知
の
歪
み
で
あ
る
。
そ
し
て
や
せ
や
食
行
動
異
常
を

き
た
す
器
質
的
な
疾
患
を
認
め
な
い
病
態
で
あ
る
（
久
保
・
河
合
，

2010

）。AN

は
身
体
像
の
障
害
、
強
い
や
せ
願
望
や
肥
満
恐
怖

な
ど
の
た
め
不
食
や
摂
食
制
限
を
き
た
す
結
果
、
著
し
い
や
せ
と

種
々
の
精
神
身
体
症
状
を
生
じ
る
症
候
群
で
あ
る
。
一
方
、BN

は
体
重
が
正
常
範
囲
内
で
、
強
迫
的
に
多
量
の
食
物
を
摂
取
し
続

け
、
自
制
困
難
な
過
食
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
繰
り
返
し
て
は
、
嘔
吐

や
下
剤
の
乱
用
な
ら
び
に
極
端
な
摂
食
制
限
に
よ
り
体
重
増
加
を

防
ぐ
と
い
う
症
候
群
で
あ
る
。

第
三
節　
摂
食
障
害
の
歴
史

（
１
）AN

（
神
経
性
や
せ
症
）

一
六
八
九
年
、M

orton

の
報
告
、『
消
耗
病

（Phthisisiologia

）』
か
ら
始
ま
る
。
日
本
で
は
、
江
戸
時
代

の
香
川
修
徳
「
不
食
病
」
ま
た
は
「
神
仙
労
」（
大
塚
，1955

）

が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。
一
八
七
四
年
にG

ull

がanorexia 
nervosa

と
命
名
。
一
九
三
〇
年
代
ま
で
、AN

は
シ
モ
ン
ズ
病

と
混
同
さ
れ
て
い
た
。
一
九
四
〇
年
代
に
入
っ
て
両
者
は
明
確
に

区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
切
池
，2003

）、
一
九
七
〇
年
代
に

な
る
と
日
本
に
お
い
て
摂
食
障
害
が
問
題
に
な
り
始
め
た
。

（
２
）BN

（
神
経
性
過
食
症
）

一
九
五
〇
年
代
頃
か
ら
過
食
と
肥
満
症
と
の
関
連
で
研
究
が
始

ま
る
。
一
九
七
七
年
、 N

ogam
i

ら
が
、
過
食
し
て
は
嘔
吐
や
下

剤
を
使
う
患
者
群
を
、AN

の
一
表
現
型
と
考
え
ら
れ
る
と
指
摘

し
た
。
英
国Russell

（1979

）
がbulim

ia nervosa

と
命
名
。

1994

年
にD

SM
-V

の
診
断
基
準
でAN

とBN

が
明
確
に
区

別
さ
れ
た
（
切
池
，2010

）。

第
二
章　
調
査
方
法

摂
食
障
害
の
患
者
の
治
療
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
治
療
者

一
〇
名
（
臨
床
心
理
士
七
名
、
精
神
科
医
三
名
）
を
対
象
に
、
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。

第
一
節　
手
続
き

摂
食
障
害
の
特
徴
や
治
療
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
質
問
を
交
え

な
が
ら
一
人
ず
つ
半
構
造
化
面
接
の
形
で
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

実
施
期
間
：
二
〇
一
四
年
五
月
一
〇
日
～
八
月
二
七
日

時
間
：
六
〇
分
～
一
二
〇
分
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場
所
：
協
力
者
の
職
場
（
先
方
の
都
合
で
、
喫
茶
店
で
行
っ
た

場
合
も
あ
る
）

記
録
：
ヒ
ア
リ
ン
グ
内
容
をIC

レ
コ
ー
ダ
ー
に
て
録
音
し
、

逐
語
記
録
を
作
成
。

第
二
節　
質
問
内
容

・
年
齢
、
臨
床
歴
、
主
な
臨
床
現
場
、
摂
食
障
害
の
治
療
患
者

数
・
治
療
法
（
ア
プ
ロ
ー
チ
）

・
改
善
率
と
そ
の
理
由

・
摂
食
障
害
の
治
療
に
お
い
て
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
役
割

・
摂
食
障
害
の
治
療
の
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
難
し
さ
が
あ
る
か

・
摂
食
障
害
の
人
の
特
徴

・
考
え
ら
れ
る
病
因

・
時
代
に
伴
い
ど
う
い
う
病
態
の
変
化
が
あ
る
か

・
摂
食
障
害
の
治
療
に
あ
た
っ
て
の
今
後
の
課
題

第
三
章　
結
果
と
考
察

第
一
節　
摂
食
障
害
の
病
因
と
病
態
の
変
化

（
１
） 

社
会
的
・
文
化
的
要
因

ED

の
文
化
的
背
景
に
、
痩
せ
た
身
体
が
も
て
は
や
さ
れ
る
時

代
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
鈴
木
（2010

）
は
述
べ
て
お

り
、
ほ
と
ん
ど
の
協
力
者
も
そ
れ
を
認
め
た
。
発
展
途
上
国
に
は

少
な
く
、
欧
米
や
日
本
に
は
多
い
こ
と
と
、
日
本
は
終
戦
直
後
の

食
物
が
乏
し
か
っ
た
時
代
に
はED

は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
髙
宮
（2010

）
は
、ED

は
文
化
結
合
症
候
群
や
文
化

変
化
症
候
群
の
範
疇
に
入
る
と
述
べ
て
い
る
。
富
澤（2011

）は
、

昨
今
の
女
性
誌
を
例
に
「
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
ろ
。
し
か
し
痩

せ
て
い
ろ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
、「
文
化
の
圧
力
」

と
現
代
の
風
潮
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
協
力
者
の
語
り
か

ら
も
、
人
間
に
は
元
々
根
深
い
痩
せ
志
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

示
唆
さ
れ
た
。
他
に
も
、
時
代
に
伴
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様

性
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
男
女
限
ら
ず
考
え
ら
れ
る
こ

と
が
推
察
さ
れ
た
。

（
２
） 

環
境
的
要
因

環
境
的
要
因
で
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
多
く
が
家
庭
環
境
の
問
題

で
あ
る
。
す
べ
て
の
協
力
者
が
、ED

と
家
族
問
題
と
の
関
係
を

語
っ
た
。そ
の
な
か
で
も
母
子
関
係
を
指
摘
す
る
協
力
者
は
多
く
、

先
行
研
究
か
ら
も
乳
幼
児
期
の
食
事
場
面
は
重
要
な
意
味
を
持
つ

こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
親
が
子
ど
も
に
食
べ
物
を
食
べ

さ
せ
る
と
き
、
単
に
身
体
に
栄
養
を
与
え
る
と
い
う
生
理
的
な
意

味
だ
け
で
な
く
、
心
理
的
な
意
味
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
と
き
、
養
育
者
の
応
答
が
不
適
切
だ
と
、「
コ
ン
テ
イ
ナ
ー
―

コ
ン
テ
イ
ン
ド
」
関
係
の
失
敗
が
観
察
さ
れ
、
そ
れ
は
、
子
ど
も

の
内
在
化
の
過
程
を
困
難
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
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の
こ
と
は
、
分
離
の
感
覚
や
自
身
の
同
一
性
の
感
覚
を
獲
得
す
る

障
壁
と
な
る
。

母
親
だ
け
で
な
く
、
父
親
と
の
関
係
に
も
注
目
し
た
。
協
力
者

の
語
り
に
よ
る
と
、
近
年
で
は
放
任
す
る
父
よ
り
む
し
ろ
、
母
を

排
除
し
、
子
と
密
着
す
る
タ
イ
プ
の
父
親
が
少
な
く
な
い
こ
と
が

推
察
さ
れ
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
家
族
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
見
解
は
協
力
者
全
員

に
一
致
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
身
は
様
々
で
あ
り
、
事
例
ご
と
に

吟
味
す
る
必
要
性
が
示
唆
さ
れ
た
。

（
３
） 

個
人
的
要
因

協
力
者
の
語
り
か
ら
共
通
す
るED
の
特
徴
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

• 

真
面
目
で
優
等
生
な
い
い
子

• 

完
璧
主
義

• 

自
己
愛
的

• 

病
識
の
乏
し
さ

• 

自
信
が
な
い

• 

強
迫
的

• 

認
知
の
ゆ
が
み

• 

ス
ペ
ク
ト
ラ
ム

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
心
の
発
達
の
乳
児
期
の
痕
跡
か
ら
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
ら
に
は
幼
少
期
の
親
と
の
関
係
か
ら
来
る

強
烈
な
「
抑
う
つ
不
安
」
が
心
の
中
を
渦
巻
い
て
お
り
、
そ
れ
ま

で
は
表
面
上
う
ま
く
や
れ
て
い
た
の
が
、
思
春
期
に
な
っ
て
途
端

に
行
き
詰
ま
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
か
れ
ら
は
、
食
欲
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
り
、
何
と
か
自
分
を
保
と
う
と
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
心
的
苦
痛
を
感
じ
ず
に
す
み
（
倒
錯
的
）、
次
第

に
慢
性
化
し
（
嗜
癖
的
）、
痩
せ
て
い
る
自
己
の
理
想
化
へ
し
が

み
つ
く
（
自
己
愛
的
）。ED

の
中
核
病
理
は
自
己
愛
性
で
あ
る
。

近
年
で
は
特
に
、ED

の
症
状
を
あ
ら
わ
す
精
神
病
理
がED

と

し
て
診
断
さ
れ
が
ち
な
の
で
、
治
療
者
に
よ
り
慎
重
な
鑑
別
診
断

が
望
ま
れ
る
。

（
４
）　

病
態
の
変
化

協
力
者
の
語
り
か
ら
、
発
達
障
害
とED

と
の
関
連
性
が
近
年

注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
と
、ED

の
「
軽
症
化
」
が
病
態
の

変
化
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
食
物
が
気
晴
ら

し
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
り
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
面
が
あ
る
一

方
、
表
面
上
は
症
状
が
軽
く
て
も
、
根
深
い
心
の
病
が
自
他
共
に

隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
真
実
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
し

て
そ
の
「
軽
症
化
」
の
理
由
と
し
て
、
家
族
関
係
、
ひ
い
て
は
人

間
関
係
の
希
薄
化
が
指
摘
さ
れ
た
。ED

の
患
者
数
は
減
っ
て
い

る
よ
う
で
、
中
核
群
は
一
定
数
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
時
代
性

だ
け
で
な
い
病
理
が
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
節　
治
療
法

（
１
） 

摂
食
障
害
の
治
療
の
難
し
さ

協
力
者
全
員
がED

の
こ
と
を
、「
難
し
い
病
気
」
と
口
を
揃

え
た
。
何
が
難
し
い
か
と
い
う
意
見
は
様
々
だ
が
、
一
番
は
治
療

者
と
の
「
関
係
の
築
き
に
く
さ
」
で
あ
っ
た
。
治
療
に
対
す
る
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
低
さ
や
、
人
へ
の
不
信
感
の
高
さ
か
ら
、
治
療

者
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
に
困
難
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。（

２
） 

ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法

ED

に
有
効
な
治
療
法
は
、
長
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
わ
り
に
は

い
ま
だ
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
得
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
見
出
さ
れ

て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
（
鍋
田
，2013
）。
協
力
者
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
、
大
き
く
分
け
て
①
精
神
分
析
、
②
折
衷
法
、
③
そ
し

て
身
体
管
理
と
心
理
療
法
も
行
う
精
神
科
医
の
や
り
方
に
分
け
ら

れ
た
。

（
３
） 

協
力
体
制
で
の
治
療

ED

は
、
多
職
種
チ
ー
ム
に
よ
る
統
合
的
治
療
を
必
要
と
す
る

病
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
状
臨
床
心
理
士
の
位
置
づ
け
が
ま
だ

曖
昧
で
あ
り
、
臨
床
心
理
士
の
役
割
が
十
分
に
発
揮
で
き
て
い
な

い
。ま
ず
は
他
職
種
の
ス
タ
ッ
フ
に
も
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
に
、

双
方
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
、
協
力
者
の
語
り
か
ら
も
分

か
っ
た
。
ま
た
、「
家
族
は
治
療
の
た
め
の
も
っ
と
も
重
要
な
資

源
の
一
つ
で
あ
る
」
と
井
上
（2013

）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
家

族
と
の
連
携
も
治
療
に
は
欠
か
せ
な
い
。ED

の
治
療
に
は
、
一

対
一
よ
り
周
り
と
の
協
同
作
業
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

（
４
） 

治
療
者
と
し
て
の
在
り
方

ED

は
治
療
の
難
し
い
疾
患
だ
か
ら
こ
そ
、
治
療
者
は
回
避
す

る
こ
と
な
く
向
き
合
う
、
い
わ
ば
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
姿
勢
」

（
松
木
，2014

）
が
持
て
る
か
が
鍵
で
あ
る
と
言
え
る
。
協
力
者

は
ど
う
い
う
思
い
でED

の
人
と
対
峙
し
て
い
る
の
か
。
語
り
に

共
通
し
て
い
た
の
は
、
①
熱
意
と
根
気
を
持
っ
て
治
療
に
臨
む
こ

と
、
②
し
か
し
神
経
質
に
な
り
す
ぎ
な
い
こ
と
、
③
患
者
の
本
来

持
っ
て
い
る
力
の
可
能
性
を
信
じ
る
こ
と
、
こ
の
三
つ
だ
っ
た
。

ア
プ
ロ
ー
チ
は
違
え
ど
通
底
し
て
い
る
の
は
、「
治
療
者
と
の
信

頼
関
係
」
が
基
盤
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
た
。

第
三
節　
今
後
の
治
療
の
課
題

手
探
り
の
状
態
が
続
い
て
い
る
摂
食
障
害
の
治
療
に
お
い
て
、

今
後
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
協
力
者
に
語
っ
て
も
ら
っ
た
。

結
果
、
三
つ
の
観
点
か
ら
考
察
を
し
た
。
ま
ず
、「
親
の
立
場
に

な
っ
た
摂
食
障
害
患
者
」
へ
の
ケ
ア
を
ど
う
し
て
い
く
か
と
い
う

点
。
次
に「
治
療
者
が
不
足
し
て
い
る
現
状
」と
い
う
点
。
こ
れ
は
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
治
療
者
の
経
験
則
に
よ
る
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独
自
の
磨
か
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
両
方
必
要
で
あ
る
と
い
う
の

が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
最
後
に
、
そ
も
そ
も
食
べ
る
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
点
。
そ
う
問
い
直
す
こ
と
で
、
人
生

を
考
え
る
と
い
う
、
社
会
全
体
の
課
題
が
見
え
て
き
た
。

第
四
章　
ま
と
め

第
一
節　
総
合
考
察

ED

の
準
備
因
子
と
し
て
三
つ
の
要
因
を
考
察
し
て
き
た
が
、

松
木
（2008

）
が
強
調
す
る
よ
う
に
、ED

は
「
こ
こ
ろ
の
中
核

の
深
刻
な
ひ
ず
み
」
で
あ
り
、ED

の
本
質
は
、
心
理
的
な
要
因

に
こ
そ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
治
療
者
が
か

れ
ら
の
心
を
見
つ
め
て
い
く
、
や
が
て
は
患
者
が
自
分
で
自
分
を

見
つ
め
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
大
切
だ
と
考
え
る
。

幼
少
期
の
頃
、
親
に
「
抱
え
て
も
ら
う
」
体
験
を
十
分
に
し
て

こ
な
か
っ
たED

の
人
た
ち
は
、
治
療
者
と
の
間
で
そ
れ
を
再
体

験
す
る
、
言
わ
ば
「
育
て
な
お
し
」
を
す
る
こ
と
が
、
治
療
的
に

な
る
と
何
人
か
の
協
力
者
の
語
り
か
ら
も
考
え
ら
れ
た
。「
幸
せ

は
身
体
性
で
は
な
く
、
他
者
と
の
関
係
性
の
中
か
ら
し
か
や
っ
て

こ
な
い
」（
井
原
，2006

）
の
で
あ
る
。

第
二
節　
本
研
究
の
課
題

本
研
究
を
振
り
返
る
に
あ
た
っ
て
、
課
題
と
な
っ
た
点
が
二
つ

あ
る
。
一
つ
は
、BN

へ
の
焦
点
付
け
の
弱
さ
、
二
つ
目
は
、
男

性
のED

に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
ど
ち

ら
も
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
よ
り
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題

で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
研
究
を
通
し
て
筆
者
が
学
ん
だ
こ
と
は
、ED

へ
の
理
解
に

つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
経
験
を
積
ん

で
き
た
治
療
者
た
ち
の
臨
床
に
触
れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
よ
う

に
思
う
。
今
後
、
心
理
士
と
し
て
現
場
に
出
た
と
き
、
ヒ
ア
リ
ン

グ
で
得
ら
れ
た
数
々
の
心
に
留
ま
る
言
葉
を
思
い
出
し
て
患
者
の

人
た
ち
と
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
。
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第
一
章　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
と
社
交
不
安
と
の
関
連
に
つ
い

て
と
本
研
究
の
意
義

１　
社
交
不
安
の
疫
学

社
交
不
安
障
害
（social anxiety disoder

：
以
下SAD

と
す
る
）
は
，
社
交
恐
怖
（social phobia

）
と
も
呼
ば
れ
，

一
九
八
〇
年
に
米
国
精
神
医
学
会
に
よ
るD

SM
-III

に
お
い
て

診
断
基
準
が
示
さ
れ
て
以
降
，
欧
米
で
は
多
く
の
研
究
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
現
在
，D

SM
-V

に
お
い
て

SAD

は
「
社
交
不
安
症
／
社
交
不
安
障
害
（
社
交
恐
怖
）」
と

明
記
さ
れ
て
お
り
，
わ
が
国
に
お
い
て
は
，SAD

の
生
涯
有
病

率
三
～
一
三
％
（Am

erican Psychiatric Association
：

D
iagnostic and Statistical M

anual of M
ental 

D
isorders.Fourth Edition

，A
m

erican Psychiatric 
Association

，W
ashington

，D
.C.

，1994

）
に
基
づ
き
，

日
本
国
総
人
口
一
・
二
七
億
人
（
総
務
省
統
計
局
人
口
推
計
，
平

成
一
五
年
一
〇
月
一
日
分
）
よ
り
試
算
す
る
と
，
潜
在
的
な
患
者

数
は
三
〇
〇
万
人
以
上
に
も
の
ぼ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

２　
社
交
不
安
の
心
理
学
的
維
持
モ
デ
ル

近
年
，Beck

（1976

）
の
認
知
理
論
を
援
用
し
て
抑
う

つ
・
不
安
等
の
臨
床
像
を
把
握
す
る
試
み
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。SAD

症
状
の
代
表
的
な
心
理
学
的
維
持
モ
デ
ル
にClark 

&
 W

ells 

（1995

）
の
「SAD

の
認
知
モ
デ
ル
」
とRapee &

 
H

eim
berg 

（1997

）
の
「
社
交
恐
怖
に
お
け
る
不
安
の
認
知
行

動
モ
デ
ル
」
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
を
も
と
に
，SAD

の
心
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
や
，
心
理
学
的
介
入
に
つ
い
て

の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
モ
デ
ル
で
は
，
対

人
場
面
に
お
い
て
，
自
身
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
ス
キ
ー
マ
が
活
性
化

さ
れ
る
こ
と
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
自
動
思
考
が
生
起
す
る
た
め
，
対

人
場
面
そ
の
も
の
を
脅
威
と
認
知
し
，
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
自
己
イ

メ
ー
ジ
を
持
っ
た
り
，
他
者
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
受
け
る

こ
と
へ
の
懸
念
が
発
生
し
た
り
す
る
こ
と
が
不
安
を
生
じ
さ
せ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
，SAD

患
者
は
社
交
的
場
面
に

お
い
て
，
自
身
に
関
し
て
否
定
的
な
信
念
を
も
っ
て
お
り
，
ス
ト

レ
ス
を
感
じ
る
場
面
で
悪
い
こ
と
が
起
き
る
と
予
測
す
る
傾
向
に

あ
る
こ
と
がSAD

の
疾
患
の
維
持
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
え

る
。３　

ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
と
社
交
不
安

大
学
生
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
と
社
会
不
安
と

の
関
連

臨
床
心
理
学
専
攻
　
　
山
下
　
沙
織
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SAD

症
状
を
低
減
す
る
重
要
な
要
因
と
し
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス

キ
ル
が
注
目
さ
れ
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
に
関
す
る
研
究
が
多
数

報
告
さ
れ
て
い
る
（
相
川
・
藤
田
，2005

）。
相
川
・
佐
藤
・
佐
藤
・

高
山
（1993

）
は
「
社
会
的
ス
キ
ル
の
生
起
過
程
モ
デ
ル
」
を

提
唱
し
，「
社
会
的
ス
キ
ル
と
は
，
対
人
場
面
に
お
い
て
，
個
人

が
相
手
の
反
応
を
解
読
し
，
そ
れ
に
応
じ
て
対
人
目
標
と
対
人
反

応
を
決
定
し
，
感
情
を
統
制
し
た
う
え
で
対
人
反
応
を
実
行
す
る

ま
で
の
循
環
的
な
過
程
」
と
定
義
し
て
い
る
（
相
川
，2009

）。

ま
た
，
藤
本
・
大
坊
（2007
）
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
を
階
層

構
造
と
し
て
捉
え
た
「
ス
キ
ル
の
扇
」
を
提
唱
し
て
い
る
。

４　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
社
交
不
安

近
年
，
ス
キ
ル
研
究
の
実
践
的
応
用
で
あ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス

キ
ル
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（social skills training
：
以
下SST

と
す
る
）
の
取
り
組
み
が
，
学
校
教
育
場
面
を
中
心
に
積
極
的

に
行
わ
れ
て
い
る
（
渡
辺
・
山
本
，2003

）。
従
来
の
研
究
で

指
摘
さ
れ
て
き
た
社
会
的
ス
キ
ル
欠
損
仮
説
（Trow

er et al.
， 

1978

）
に
よ
る
と
，SAD

患
者
が
社
会
的
な
場
面
に
お
い
て
適

切
な
行
動
を
と
る
た
め
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
を
欠
い
て
い
る
た

め
に
，SAD

症
状
が
発
症
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
，

SST

は
，SST

の
対
象
者
を
精
神
医
学
領
域
の
患
者
と
し
た
「
治

療
法
」
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
，一
般
健
常
者
を
含
め
た
「
予

防
法
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
て
い
る
。

５　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
測
定

ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
の
概
念
の
明
確
化
やSST

の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
拡
大
に
伴
い
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
の
実
証
的
な
研
究
が
求

め
ら
れ
て
き
た
。
現
在
，
様
々
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
測
定
尺
度

が
存
在
し
て
い
る
が
，
方
法
の
簡
便
さ
か
ら
ス
キ
ル
測
定
に
は
自

己
報
告
尺
度
を
用
い
た
質
問
紙
法
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
自

己
報
告
尺
度
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
の
測
定
は
，
ソ
ー
シ
ャ

ル
ス
キ
ル
に
関
す
る
個
人
の
主
観
的
な
知
識
，
感
情
，
認
知
傾
向

を
測
定
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
が
，
自
己
の
も
つ
ソ
ー

シ
ャ
ル
ス
キ
ル
と
実
際
の
行
動
が
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
は

十
分
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
相
川
， 

2000a

）。ま
た
，自
己
評
定
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
測
定
は
，

社
会
的
な
望
ま
し
さ
，反
応
の
構
え
，無
関
心
な
ど
，態
度
に
よ
っ

て
大
き
く
左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
，
自
己
評
定
と
実
際
の
行

動
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
渡
辺
，

1996

）。

６　
本
研
究
の
目
的
と
意
義

本
研
究
で
は
第
一
に
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
とSAD

症
状
と

の
関
連
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
二
に
，
ソ
ー
シ
ャ

ル
ス
キ
ル
の
基
礎
ス
キ
ル
の
要
素
と
な
る
解
読
ス
キ
ル
に
注
目

し
，
解
読
ス
キ
ル
の
概
念
，
枠
組
み
を
明
確
に
す
る
た
め
社
会
的

技
能
尺
度
（Social Skills Inventory 

：SSI

）
の
解
読
ス
キ
ル
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測
定
項
目
の
構
成
概
念
の
見
直
し
を
行
う
。
第
三
に
自
己
報
告
尺

度
を
用
い
た
質
問
紙
法
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
測
定
の
限
界

か
ら
，
実
際
の
日
常
場
面
を
用
い
た
実
験
研
究
を
行
い
，
正
確
な

解
読
ス
キ
ル
を
測
定
し
た
う
え
で
，SAD

症
状
と
の
関
連
を
検

証
す
る
。

７　
本
研
究
の
構
成

本
研
究
は
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
本
章
で
は
，SAD

の
疫

学
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
の
概
念
に
つ
い
て
触
れ
，SAD

と
ソ
ー

シ
ャ
ル
ス
キ
ル
に
関
す
る
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
，
本
研
究
の
目

的
お
よ
び
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
，
研
究
１

で
既
存
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
尺
度
を
用
い
，SAD

症
状
と
の

関
連
に
つ
い
て
検
討
し
，
研
究
２
で
は
既
存
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ

ル
尺
度
，
な
か
で
も
解
読
ス
キ
ル
尺
度
を
整
理
し
，
研
究
３
で

SAD

症
状
と
の
関
連
を
再
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
，
実
験
法

に
よ
り
解
読
ス
キ
ル
を
測
定
し
，SAD

症
状
と
の
関
連
を
検
討

す
る
。
そ
し
て
，
第
四
章
で
は
，
本
研
究
の
一
連
を
通
じ
て
総
合

考
察
を
行
い
，
本
研
究
で
得
ら
れ
た
成
果
の
意
義
と
今
後
の
課
題

に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

第
二
章　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
と
社
交
不
安

　
研
究
１　
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
と
社
交
不
安
と
の
関
連

本
研
究
で
は
，
社
会
的
技
能
尺
度
（SSI

）：Social Skills 
Inventory (Riggio, 1986)

が
作
成
し
た
自
己
報
告
尺
度
の
日

本
語
版
（
榧
野
，1988

）
を
使
用
し
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
を

測
定
す
る
。SSI

の
六
つ
の
下
位
尺
度
を
「
記
号
化
ス
キ
ル
」「
解

読
ス
キ
ル
」「
統
制
ス
キ
ル
」
の
三
つ
に
分
類
し
，
ソ
ー
シ
ャ
ル

ス
キ
ル
とSAD

症
状
と
の
関
連
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
。
結
果
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
全
体
とSAD

症
状
と
の
関
連

が
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
の
根
源
と
さ
れ
て

い
る
解
読
ス
キ
ル
とSAD

症
状
と
の
関
連
に
関
し
て
は
，
解
読

ス
キ
ル
を
持
ち
備
え
て
い
る
者
ほ
ど
，SAD

症
状
が
高
ま
る
と

い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
は
，
従
来
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス

キ
ル
を
有
し
て
い
る
者
ほ
どSAD

症
状
が
低
減
さ
れ
る
と
い
う

結
果
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
，
な
か
で

も
解
読
ス
キ
ル
に
注
目
し
，SAD

症
状
と
の
関
連
を
詳
し
く
み

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

研
究
２　
既
存
の
解
読
ス
キ
ル
尺
度
の
整
理

解
読
ス
キ
ル
を
測
定
す
る
尺
度
の
項
目
構
成
の
見
直
し
を
行
う

た
め
に
，
研
究
１
で
用
い
たRiggio

（1986

）
が
作
成
し
た
自

己
報
告
尺
度
の
日
本
語
版
，
社
会
的
技
能
尺
度
（SSI

）（
榧
野
，

1988
）
の
う
ち
解
読
ス
キ
ル
を
測
定
し
て
い
る
下
位
尺
度 

“
情

緒
的
感
受
性
”
と
“
社
会
的
感
受
性
”
の
二
因
子
三
〇
項
目

を
整
理
し
，
項
目
の
内
容
の
妥
当
性
と
内
的
整
合
性
を
検
討
す
る
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こ
と
を
本
研
究
の
目
的
と
し
た
。
そ
の
結
果
，
“
情
緒
的
感
受

性
”
と
“
社
会
的
感
受
性
”
の
二
因
子
二
二
項
目
か
ら
成
る

解
読
ス
キ
ル
測
定
尺
度
が
作
成
さ
れ
た
。

研
究
３　
解
読
ス
キ
ル
と
社
交
不
安
と
の
関
連

研
究
２
で
作
成
さ
れ
た
解
読
ス
キ
ル
測
定
尺
度
を
用
い
て

SAD

症
状
と
の
関
連
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の

結
果
，
研
究
１
と
同
様
，
自
己
の
解
読
ス
キ
ル
が
高
い
者
ほ
ど
，

SAD

症
状
を
感
じ
や
す
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
研
究
１
と
同
様

の
結
果
が
得
ら
れ
，
こ
の
結
果
か
ら
，
否
定
的
な
認
知
を
活
性
化

さ
せ
る
ス
キ
ー
マ
や
判
断
，
解
釈
バ
イ
ア
ス
と
い
っ
た
認
知
的
側

面
と
ス
キ
ル
と
の
関
連
が
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
，
自
己
報
告
尺
度

を
用
い
た
質
問
紙
法
に
よ
る
ス
キ
ル
測
定
の
限
界
が
示
唆
さ
れ
，

正
確
な
解
読
ス
キ
ル
の
測
定
を
行
う
た
め
に
，
今
後
実
験
法
に
よ

り
ス
キ
ル
測
定
を
行
っ
た
う
え
でSAD

症
状
と
の
関
連
を
検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
章　
対
人
関
係
解
読
ス
キ
ル
と
社
交
不
安

研
究
４　
大
学
生
に
お
け
る
対
人
関
係
解
読
ス
キ
ル
と
社
交
不

安
と
の
関
連 

我
々
は
，
日
常
生
活
で
他
者
と
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
築
く
た
め
に
，
様
々
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
て

い
る
。他
者
と
の
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
自
己
認
知
，

他
者
認
知
を
繰
り
返
し
な
が
ら
ス
キ
ル
の
不
足
が
あ
れ
ば
そ
れ
を

補
い
，変
化
へ
の
対
応
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ソ
ー
シ
ャ

ル
ス
キ
ル
の
重
要
性
か
ら
，
表
出
，
お
よ
び
解
読
に
注
目
し
た

ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
を
測
定
す
る
尺
度
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
，

ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
そ
の
も
の
は
対
人
場
面
に
お
い
て
発
揮
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
，
正
確
な
ス
キ
ル
の
測
定
を
行
う
た
め
に
は
，
自

己
評
定
や
認
知
的
な
側
面
に
左
右
さ
れ
や
す
い
自
己
報
告
尺
度
を

用
い
た
質
問
紙
法
で
は
な
く
，
個
人
の
も
つ
ス
キ
ル
と
実
際
の
行

動
と
の
差
を
最
大
限
に
考
慮
し
た
，
実
際
の
日
常
的
な
対
人
場
面

を
用
い
た
実
験
的
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
本
研
究
で
は
，
対

人
関
係
解
読
場
面
を
用
い
た
実
験
法
に
よ
り
解
読
ス
キ
ル
測
定
を

行
っ
た
う
え
で
，SAD

症
状
と
の
関
連
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
結
果
，
解
読
ス
キ
ル
とSAD

症
状
と
の
関
連
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
，
対
人
関
係
解
読
の
正
解

読
数
と
対
人
関
係
解
読
に
用
い
る
非
言
語
的
手
が
か
り
数
，
ま
た

SAD

症
状
と
非
言
語
的
手
が
か
り
数
と
の
間
に
部
分
的
に
関
連

が
見
ら
れ
た
。

第
四
章　
総
括

１　
本
研
究
の
結
果
の
要
約

研
究
１
で
は
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
とSAD

症
状
と
の
関
連
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を
検
討
す
る
た
め
に
質
問
紙
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
，
統
制

ス
キ
ル
，
解
読
ス
キ
ル
に
お
い
て
は
部
分
的
に
関
連
が
み
ら
れ
，

統
制
ス
キ
ル
，
解
読
ス
キ
ル
が
高
い
者
ほ
ど
，SAD

症
状
が
高

ま
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
結
果
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
は
，
従

来
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル
とSAD

と
の
研
究
に
よ
る
ソ
ー
シ
ャ

ル
ス
キ
ル
の
低
下
，
欠
如
に
よ
りSAD

症
状
が
高
ま
る
と
い
っ

た
説
と
異
な
る
結
果
と
な
っ
た
。

研
究
２
で
は
解
読
ス
キ
ル
の
構
成
概
念
の
見
直
し
を
行
う
た
め

に
，
研
究
１
で
用
い
たSSI
の
中
で
解
読
ス
キ
ル
を
測
定
し
て
い

る
項
目
の
内
容
の
妥
当
性
と
内
的
整
合
性
を
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
，
情
緒
的
感
受
性
尺
度
と
社
会
的
感
受
性
尺
度
の
二
因
子
に
よ

る
二
二
項
目
で
構
成
さ
れ
る
解
読
ス
キ
ル
尺
度
が
作
成
さ
れ
た
。

作
成
さ
れ
た
尺
度
は
，
信
頼
性
と
妥
当
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

研
究
３
で
は
研
究
２
で
作
成
さ
れ
た
解
読
ス
キ
ル
尺
度
を
使
用

し
，SAD

症
状
と
の
関
連
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
，
研
究
１

の
研
究
結
果
と
同
様
，解
読
ス
キ
ル
を
高
く
有
し
て
い
る
者
ほ
ど
，

SAD

症
状
が
高
ま
る
結
果
と
な
っ
た
。

研
究
４
で
は
，
対
人
場
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
重
要

と
な
っ
て
く
る
非
言
語
情
報
に
焦
点
を
あ
て
，
実
験
法
に
よ
り
解

読
ス
キ
ル
を
測
定
し
，
解
読
ス
キ
ル
とSAD

症
状
と
の
関
連
を

検
討
し
た
。
そ
の
結
果
，
対
人
関
係
解
読
の
正
解
読
数
とSAD

症
状
と
の
関
連
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
，
正
解
読
数
と
対

人
関
係
解
読
に
用
い
る
非
言
語
的
手
が
か
り
数
，
ま
たSAD

症

状
と
非
言
語
的
手
が
か
り
数
と
の
間
に
部
分
的
に
関
連
が
見
ら
れ

た
。２　

本
研
究
の
総
合
考
察

本
研
究
に
お
い
て
他
者
の
反
応
・
思
い
を
読
み
取
る
「
解
読
」

に
焦
点
を
あ
て
，
解
読
ス
キ
ル
とSAD

症
状
と
の
関
連
の
研
究

を
行
っ
た
と
こ
ろ
，
解
読
ス
キ
ル
を
高
く
有
し
て
い
る
者
ほ
ど
，

SAD

症
状
が
高
ま
る
と
い
っ
た
結
果
が
得
ら
れ
，
従
来
の
研
究

結
果
と
異
な
る
見
解
が
得
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
，SAD

症
状
と
認
知
的
要
因
と
の
関
連
性
が
示
唆
さ
れ
，
個
々
人
が
解
読

ス
キ
ル
そ
の
も
の
を
高
く
有
し
て
い
た
と
し
て
も
，
自
己
の
ス
キ

ル
に
対
す
る
否
定
的
な
認
知
や
解
読
前
後
の
解
釈
に
お
い
て
過
度

に
否
定
的
な
判
断
バ
イ
ア
ス
・
認
知
バ
イ
ア
ス
の
影
響
を
受
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
，SAD

症
状
が
高
ま
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

従
来
の
研
究
に
よ
り
，SAD

症
状
と
認
知
的
要
因
に
つ
い
て
の

研
究
は
多
く
な
さ
れ
て
い
る
が
，
解
読
ス
キ
ル
に
特
化
し
た
認
知

的
要
因
を
踏
ま
え
たSAD

症
状
と
の
関
連
は
精
査
さ
れ
て
い
な

い
。よ

っ
て
，
今
後
さ
ら
に
解
読
ス
キ
ル
とSAD

症
状
と
の
関
連

を
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
た
め
に
，
認
知
的
要
因
の
検
討
を
踏
ま

え
た
う
え
で
，SAD

症
状
と
の
関
連
を
精
査
し
て
い
く
必
要
性

が
示
唆
さ
れ
る
。
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派
遣
労
働
者
に
お
け
る
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト

と
職
業
性
ス
ト
レ
ス
諸
要
因
の
関
連

―
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
理
由
別
に
よ
る
検
討
―

臨
床
心
理
学
専
攻
　
　
吉
岡
　
瞳

問
題
と
目
的

現
代
の
日
本
に
お
け
る
労
働
環
境
は
、
長
引
く
構
造
的
不
況
の

影
響
を
大
き
く
受
け
て
お
り
、
非
正
規
雇
用
者
の
増
加
や
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
陥
る
者
の
増
加
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
若
年

層
の
非
正
規
労
働
者
は
増
加
し
続
け
て
お
り
、
若
年
派
遣
労
働
者

の
増
加
は
特
に
顕
著
で
あ
る
。
不
況
に
よ
る
就
職
難
に
よ
っ
て
、

主
に
新
卒
者
が
正
規
雇
用
に
失
敗
し
た
末
に
、
非
正
規
雇
用
の
中

で
も
比
較
的
賃
金
や
待
遇
が
よ
い
と
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
と
い
う

雇
用
形
態
を
選
択
す
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
。
現
在
は
派
遣
労

働
者
と
し
て
働
い
て
い
る
が
、
い
ず
れ
は
正
社
員
と
し
て
雇
用
さ

れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
い
っ
た
労
働
者
は
、
全
体
の
約
半
数

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
雇
用
そ
の

も
の
が
不
本
意
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
働
き
方
や
職
務
遂
行
も
不
満

足
な
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
に
陥
り

や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
派
遣
労
働
者

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
連
す
る
実
証
的
な
研
究
は
少
な
い
。
派

遣
労
働
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
派

遣
労
働
者
の
実
像
を
正
し
く
捉
え
、
派
遣
労
働
者
の
派
遣
労
働
に

対
す
る
根
本
的
な
意
識
を
考
慮
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

我
が
国
に
お
け
る
「
正
社
員
と
し
て
働
け
る
会
社
が
な
か
っ
た
か

ら
」
現
在
の
雇
用
形
態
を
選
択
し
た
層
に
お
け
る
派
遣
労
働
者
の

割
合
は
、
契
約
社
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
よ
り
も
圧
倒
的
に

多
い
。
特
に
「
正
社
員
に
な
れ
な
か
っ
た
た
め
に
仕
方
な
く
派
遣

労
働
を
選
択
し
た
」
派
遣
労
働
者
は
、
他
の
理
由
に
よ
っ
て
派
遣

労
働
を
選
択
し
た
者
と
は
理
由
の
質
が
異
な
る
。
そ
の
た
め
、「
正

社
員
に
な
れ
な
か
っ
た
た
め
に
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
」
派
遣
労

働
者
は
、
仕
事
に
対
す
る
意
欲
や
満
足
感
が
低
く
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
状
態
が
良
好
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
理
由
別
に
、
派

遣
労
働
者
の
ス
ト
レ
ス
諸
要
因
と
職
務
満
足
感
、
な
ら
び
に
仕
事

に
対
す
る
従
事
意
欲
に
関
す
る
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
を

検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

調
査
の
内
容
と
結
果

研
究
１
で
は
、
一
般
型
派
遣
労
働
者
を
対
象
に
、W

eb

調
査

方
式
の
質
問
紙
調
査
に
よ
っ
て
、
ス
ト
レ
ス
反
応
、
仕
事
の
ス
ト

レ
ス
要
因
、
職
務
満
足
感
、
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
の
値
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を
測
定
し
、
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
理
由
別
に
比
較
し
た
。
そ
の

結
果
、「
正
社
員
と
し
て
就
職
で
き
な
か
っ
た
」
た
め
に
派
遣
労

働
を
選
択
し
た
群
は
、「
給
与
」
の
額
を
理
由
に
派
遣
労
働
を
選

択
し
た
群
と
比
較
す
る
と
ス
ト
レ
ス
要
因
が
多
く
、
職
務
満
足
感

が
低
か
っ
た
。
ま
た
、「
正
社
員
と
し
て
就
職
で
き
な
か
っ
た
」

た
め
に
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
群
は「
色
々
な
企
業
で
働
き
た
い
」

た
め
に
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
群
と
比
較
す
る
と
多
く
の
ス
ト
レ

ス
要
因
に
晒
さ
れ
て
お
り
、
ス
ト
レ
ス
反
応
が
高
か
っ
た
。
こ
の

結
果
か
ら
、
不
本
意
な
就
労
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
「
正
社
員

と
し
て
就
職
で
き
な
か
っ
た
」
派
遣
労
働
者
は
、
職
場
環
境
か
ら

の
様
々
な
要
請
に
よ
っ
て
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
を
生
起
し
や
す
く
、
ス

ト
レ
ス
反
応
の
高
い
状
態
が
形
成
さ
れ
や
す
い
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
一
方
で
、
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
に
関
し
て
、

群
間
の
差
異
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
派
遣
労

働
と
い
う
雇
用
環
境
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
仕
事
に
エ
ン
ゲ
イ
ジ

メ
ン
ト
し
に
く
い
環
境
で
あ
り
、
ど
の
群
に
お
い
て
も
ワ
ー
ク
・

エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
が
高
い
状
態
を
維
持
し
に
く
い
た
め
で
あ
る

と
予
測
さ
れ
る
。

研
究
２
で
は
、
実
際
に
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

調
査
を
お
こ
な
い
、
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
、
ス

ト
レ
ス
要
因
や
職
務
満
足
感
、
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
、

お
よ
び
そ
れ
ら
を
規
定
す
る
要
因
を
明
ら
か
に
し
、
派
遣
労
働
を

選
択
し
た
理
由
に
よ
る
差
異
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結

果
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
対
象
者
に
お
け
る
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
理

由
は
、「
派
遣
労
働
の
特
徴
や
利
点
を
重
視
し
て
い
る
か
ど
う
か
」

「
今
後
も
派
遣
労
働
を
継
続
す
る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
」
の
二

軸
に
お
い
て
四
群
に
分
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
派
遣
労
働
の
特
徴
や

利
点
を
重
視
し
、
勤
続
意
思
の
あ
る
「
派
遣
労
働
理
想
」
群
は
他

の
群
よ
り
も
ス
ト
レ
ス
要
因
に
晒
さ
れ
て
い
る
程
度
が
高
く
、
給

与
や
福
利
厚
生
を
理
由
に
派
遣
労
働
を
選
択
し
、
派
遣
労
働
の
特

徴
や
利
点
を
重
視
し
て
い
る
が
今
後
派
遣
労
働
を
継
続
す
る
意
思

は
な
い
「
給
与
・
福
利
厚
生
」
群
（
以
下
「
給
与
・
福
利
厚
生
」

群
）
お
よ
び
仕
事
内
容
を
理
由
に
派
遣
労
働
を
選
択
し
、
派
遣
労

働
の
特
徴
や
利
点
を
重
視
し
て
い
な
い
が
今
後
も
派
遣
労
働
を
継

続
す
る
意
思
の
あ
る
「
仕
事
内
容
」
群
（
以
下
「
仕
事
内
容
」
群
）

よ
り
も
職
務
満
足
感
が
低
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
派
遣
労
働
の
特
徴

や
利
点
を
重
視
せ
ず
、勤
続
意
思
も
低
い
「
正
社
員
ま
で
の
過
程
」

群
は
、「
給
与
・
福
利
厚
生
」
群
お
よ
び
「
仕
事
内
容
」
群
よ
り

も
職
務
満
足
感
が
低
く
、
他
の
群
よ
り
も
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ

メ
ン
ト
の
程
度
が
低
か
っ
た
。
こ
の
結
果
か
ら
、「
派
遣
労
働
理

想
」
群
は
、
主
に
仕
事
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
度
が
低
い
職
場
環
境
に

よ
る
ス
ト
レ
ス
要
因
を
知
覚
し
や
す
く
、
労
働
や
仕
事
内
容
に
対

し
て
得
ら
れ
る
報
酬
の
不
公
正
感
に
よ
っ
て
職
務
満
足
感
も
低
い

た
め
に
高
ス
ト
レ
ス
状
態
に
陥
り
や
す
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
一

方
、「
正
社
員
ま
で
の
過
程
」
群
は
、
派
遣
労
働
を
正
社
員
就
業

ま
で
の
過
程
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
た
め
、
現
在
の
仕
事
や
職
場
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環
境
に
対
す
る
関
心
が
薄
く
、
職
務
満
足
感
や
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ

イ
ジ
メ
ン
ト
が
高
ま
り
に
く
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

考
察

研
究
１
や
研
究
２
の
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
理
由
の
分
類
で

は
、
職
業
性
ス
ト
レ
ス
諸
要
因
お
よ
び
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ

ン
ト
に
お
け
る
差
異
は
部
分
的
に
示
さ
れ
た
の
み
で
あ
り
、
派
遣

労
働
を
選
択
し
た
理
由
を
包
括
的
に
捉
え
、
各
変
数
の
差
異
を
明

確
に
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
派
遣
労

働
を
選
択
し
た
理
由
は
質
的
な
変
数
で
あ
り
、
我
々
が
就
業
す
る

際
は
様
々
な
要
因
を
複
合
的
に
選
択
し
、
採
用
し
て
い
る
た
め
、

派
遣
労
働
を
選
択
し
た
理
由
を
単
純
な
次
元
構
造
と
し
て
捉
え
ら

れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
研
究
の
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
理
由
の

分
類
で
あ
る
四
類
型
は
適
切
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。ま

ず
、
派
遣
労
働
者
の
職
業
性
ス
ト
レ
ス
に
つ
い
て
、
研
究
１

で
「
正
社
員
に
な
れ
な
か
っ
た
た
め
に
仕
方
な
く
」
派
遣
労
働
を

選
択
し
た
層
は
、
そ
れ
以
外
の
層
と
比
較
す
る
と
、
部
分
的
に
で

は
あ
る
が
、
ス
ト
レ
ス
反
応
お
よ
び
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
要
因
は
と

も
に
高
水
準
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
研
究
２
に
お
い

て
「
派
遣
労
働
理
想
」
群
は
よ
り
多
く
の
ス
ト
レ
ス
要
因
を
知
覚

し
や
す
く
、
特
に
仕
事
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
度
が
低
い
こ
と

は
主
要
な
ス
ト
レ
ス
要
因
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
結
果
か
ら
、
本
意
型
の
派
遣
労
働
者
に
と
っ
て
最
も
負
荷
の
大

き
な
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
要
因
は
仕
事
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
度
で
あ
る

こ
と
、
派
遣
労
働
に
対
し
て
不
本
意
で
消
極
的
な
層
は
職
場
の

様
々
な
要
請
を
否
定
的
に
認
知
し
や
す
く
、
派
遣
労
働
に
対
し
て

積
極
的
で
受
容
的
な
層
は
派
遣
労
働
の
特
徴
で
あ
る
仕
事
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
度
の
低
さ
が
ス
ト
レ
ス
要
因
と
な
り
、
双
方
と
も
に
心

理
的
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
や
す
い
層
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る

ま
た
、
研
究
２
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
派
遣
労
働
者
に
お
け
る

派
遣
元
担
当
ス
タ
ッ
フ
か
ら
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
が
派
遣
労

働
者
の
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ

れ
、
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
派
遣
労
働
者
を
取
り
巻
く
現
状
に
お
い
て
ス
ト
レ
ス
反

応
を
低
減
さ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

次
に
、
派
遣
労
働
者
に
お
け
る
職
務
満
足
感
に
つ
い
て
、
研
究

１
で
は
「
正
社
員
に
な
れ
な
か
っ
た
た
め
」
に
派
遣
労
働
を
選
択

し
た
層
は
、「
給
与
」
群
と
比
較
し
て
職
務
満
足
感
の
値
が
低
い

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、研
究
２
に
お
い
て
、「
派
遣
労
働
理
想
」

群
と
「
正
社
員
ま
で
の
過
程
」
群
は
他
の
二
群
と
比
較
し
て
職
務

満
足
感
が
低
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
本
意
型
の
派
遣
労

働
者
の
職
務
満
足
感
の
程
度
を
規
定
す
る
主
要
な
要
因
は
、
仕
事

を
お
こ
な
う
う
え
で
支
払
わ
れ
る
努
力
に
対
す
る
得
ら
れ
る
報
酬

の
公
正
さ
で
あ
る
こ
と
示
さ
れ
た
。
仕
事
に
お
け
る
努
力
と
報
酬
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の
公
正
さ
は
職
務
満
足
感
の
構
成
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
努
力

―
報
酬
不
均
衡
モ
デ
ル
に
お
い
て
ス
ト
レ
ス
反
応
に
影
響
を
及
ぼ

す
要
因
で
あ
る
。
仕
事
に
対
す
る
努
力
を
促
す
要
因
は
外
的
要
因

で
あ
る
「
仕
事
の
要
求
度
」
と
内
的
要
因
で
あ
る
「
要
求
状
況
で

労
働
者
が
も
つ
動
機
づ
け
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
正
社
員
に
な

れ
な
か
っ
た
た
め
」
に
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
層
や
派
遣
労
働
を

「
正
社
員
ま
で
の
過
程
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
層
の
場
合
、
派

遣
労
働
に
お
け
る
仕
事
の
要
求
度
の
低
さ
に
加
え
、
派
遣
労
働
者

と
し
て
の
仕
事
を
要
求
さ
れ
た
状
況
に
お
け
る
動
機
づ
け
も
弱
い

た
め
に
、
仕
事
に
対
す
る
努
力
が
不
足
し
、
周
囲
か
ら
の
評
価
が

低
く
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
人
に
と
っ
て
は
努
力
に

対
す
る
周
囲
か
ら
の
評
価
が
公
正
で
な
い
と
感
じ
や
す
く
、
職
務

満
足
感
が
低
下
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
派
遣
労
働
理
想
」

群
の
場
合
も
、
本
人
の
動
機
づ
け
は
高
い
も
の
の
、
要
求
度
が
低

い
仕
事
を
続
け
ざ
る
を
え
な
い
た
め
、
仕
事
の
努
力
が
促
進
さ
れ

に
く
い
。
職
務
満
足
感
が
低
下
す
る
と
、
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
要
因

が
ス
ト
レ
ス
反
応
に
大
き
く
影
響
す
る
た
め
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

不
調
に
陥
り
や
す
い
と
い
え
る
。

最
後
に
、
派
遣
労
働
者
に
お
け
る
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン

ト
に
つ
い
て
、
研
究
１
で
は
、
派
遣
労
働
を
選
択
し
た
理
由
別
に

お
い
て
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
の
値
に
差
異
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
。
研
究
２
に
お
い
て
、「
正
社
員
ま
で
の
過
程
」
群
は
他

の
群
と
比
較
し
て
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
の
程
度
が
低
い

傾
向
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト

を
規
定
す
る
要
因
は
主
に
仕
事
の
要
求
度
と
仕
事
の
資
源
で
あ

り
、
仕
事
の
資
源
に
は
、
同
僚
か
ら
の
支
援
や
良
好
な
人
間
関
係
、

上
司
か
ら
の
関
与
や
建
設
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、
成
長
の
機
会

や
仕
事
の
自
律
性
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
派
遣
労
働
者

の
労
働
環
境
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
資
源
は
し
ば
し
ば
不
足
し
が

ち
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
派
遣
労
働
者
は
総
じ
て
ワ
ー
ク
・
エ
ン

ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
が
向
上
し
に
く
い
。
ま
た
、「
正
社
員
ま
で
の
過

程
」
群
は
派
遣
労
働
者
と
し
て
の
労
働
を
自
発
的
な
も
の
で
は
な

く
、
正
社
員
に
な
る
過
程
の
一
部
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
た
め

に
、
現
行
の
労
働
環
境
に
対
し
て
受
動
的
で
あ
り
、
資
源
を
活
用

し
た
り
し
た
り
開
発
す
る
こ
と
は
少
な
い
と
い
え
る
。

ま
た
、
ス
ト
レ
ス
や
職
務
満
足
感
、
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ

ン
ト
の
得
点
に
い
ず
れ
の
選
択
理
由
の
分
類
に
お
い
て
も
明
確
な

差
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
派
遣
労
働
者
は
比
較
的
容

易
に
別
の
企
業
で
働
き
始
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
を
繰
り
返

す
ご
と
に
労
働
環
境
も
一
新
さ
れ
る
た
め
、
実
際
の
測
定
時
に
は

ス
ト
レ
ス
諸
要
因
や
ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
の
値
に
は
差

異
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。そ
れ
ら
を
防
ぐ
た
め
に
、

離
職
時
や
派
遣
登
録
時
か
ら
の
縦
断
的
な
調
査
も
必
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

今
後
の
展
望
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本
研
究
で
は
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
職
種
や
業
種
を
考
慮
し

な
い
ま
ま
検
討
を
お
こ
な
っ
た
。
従
業
員
の
自
覚
す
る
職
場
ス
ト

レ
ッ
サ
ー
の
特
徴
は
、
業
種
・
職
種
な
ど
の
職
場
集
団
の
特
徴
に

よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
る
と
さ
れ
、
同
様
に
、
従
業
員
の
自
覚

す
る
職
務
満
足
感
の
特
徴
も
、
職
場
状
況
お
よ
び
職
場
の
諸
特
徴

に
よ
り
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
職
務
満

足
感
の
ス
ト
レ
ス
反
応
に
対
す
る
効
果
を
検
討
す
る
際
に
は
、
業

種
・
職
種
な
ど
の
所
属
集
団
の
特
性
を
踏
ま
え
た
上
で
検
討
し
て

い
く
こ
と
が
、
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
今
後
派
遣
労
働

者
に
お
け
る
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
を
調
査
す
る
際
に
は
、
業
種
・
職

種
の
分
類
を
含
む
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律
へ
の
改
正
に
よ
っ
て
派
遣
労
働
者
を
取
り

巻
く
環
境
が
変
化
し
て
い
く
な
か
、
こ
の
よ
う
に
不
満
を
抱
え
な

が
ら
労
働
を
続
け
て
い
く
者
へ
の
心
理
的
支
援
や
、
働
き
や
す
い

職
場
づ
く
り
は
、
派
遣
労
働
者
を
雇
用
す
る
企
業
に
と
っ
て
の
今

後
の
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。


