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他
人
の
涙
が
あ
な
た
の
手
に
ポ

ツ
リ
落
ち
て
き
た
時
、
あ
な
た
は
ど

の
よ
う
に
感
じ
ま
す
か
？
他
人
の

汗
や
つ
ば
き
な
ら
す
ぐ
さ
ま
汚
い

と
思
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
涙
は
違
い
ま
す
ね
。
あ
る
学
者

は
、
体
内
の
も
の
が
外
部
に
排
出

さ
れ
る
と
、
と
た
ん
に
汚
物
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
っ
て
い
ま
す
。
唾
液

も
汗
も
血
液
も
す
べ
て
、
そ
れ
が
体

内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
誰

も
汚
い
も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
で
し

ょ
う
。
老
廃
物
の
大
小
便
さ
え
体

内
に
あ
れ
ば
汚
物
と
は
考
え
ら
れ

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と

こ
ろ
が
、
涙
だ
け
は
別
で
す
。〝
真

珠
の
よ
う
な
涙
〞と
い
う
表
現
が
あ

る
よ
う
に
、
涙
は
む
し
ろ
清
ら
か
で

美
し
い
も
の
と
認
識
さ
れ
る
こ
と

が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が

美
女
の
も
の
な
ら
な
お
さ
ら
。

米
国
の
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、

女
性
の
85
％
、
そ
し
て
男
性
の
73
％

は
泣
く
こ
と
に
よ
り
気
分
が
楽
に

な
っ
た
と
報
告
し
ま
し
た
。
す
な

わ
ち
、
泣
く
こ
と
は
精
神
を
浄
化

さ
せ
る
、
手
間
の
か
か
ら
な
い
気
分

発
散
法
で
あ
り
ま
す
。
泣
く
と
言

う
カ
タ
ル
シ
ス
的
行
為
は
、
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
体
内
の
毒
素
を
吐
き

出
す
と
い
う
作
用
も
推
定
さ
れ
ま

す
。
目
に
異
物
が
入
っ
て
出
る
涙

と
激
し
い
怒
り
の
あ
ま
り
に
出
る

涙
に
は
違
い
が
あ
る
と
リ
ポ
ー
ト

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
激
し
い
情
動

に
よ
る
涙
に
は
ア
ド
レ
ノ
コ
ル
チ
コ

ト
ロ
ピ
ン
と
い
う
ス
ト
レ
ス
・
ホ
ル
モ

ン
が
含
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

或
る
女
性
閣
僚
の
涙
な
が
ら
の

答
弁
を
〝
涙
は
女
の
最
大
の
武

器
〞と
言
っ
て
、
国
会
で
懲
ら
し
め

ら
れ
た
総
理
大
臣
が
い
ま
し
た
。

人
前
で
流
す
涙
に
は
い
ろ
い
ろ
な

意
味
合
い
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
に
は
、
悲
哀
、
無
念
、
歓
喜
、
感

激
、
安
堵
、
光
栄
、
怒
り
、
攻
撃
、

哀
願
　
等
々
の
情
が
複
雑
に
絡
み

合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ

て
こ
こ
で
涕
泣
と
情
動
の
関
係
に

つ
い
て
、
柳
田
国
男
の「
涕
泣
史
談
」

を
引
用
し
て
い
る
山
折
哲
雄
の「
涙

と
日
本
人
」と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中

の
一
文
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。〝
わ

れ
わ
れ
の
常
識
で
は
人
は
悲
し
い

医
療
法
人
和
楽
会
理
事
長

貝
谷
久
宣

人
知
れ
ず
泣
く
人
々
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か
ら
泣
く
と
考
え
て
い
る
が
、
し
か

し
そ
れ
は
古
来
の
日
本
語
を
誤
解

し
た
結
果
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら

カ
ナ
シ
、
カ
ナ
シ
ム
と
い
う
古
代

語
は
、
切
実
な
感
動
そ
の
も
の
を

あ
ら
わ
す
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

か
な
ら
ず
し
も
悲
や
哀
の
よ
う
な

不
幸
な
響
き
を
も
つ
も
の
で
は
な

か
っ
た
…
…
」
と
。

次
の
文
を
ど
な
た
様
か
が
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
記
し
て
い
る
の
を
発
見

し
ま
し
た
。〝
な
ぜ
だ
ろ
う
？
突
然

涙
が
こ
ぼ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
悲
し

く
も
な
い
し
、
泣
き
た
い
気
分
で
も

な
い
の
に
、
く
し
ゃ
み
や
あ
く
び
が

出
る
様
に
、
自
然
に
涙
が
あ
ふ
れ

て
く
る
。
悲
し
み
の
涙
は
悲
し
い

匂
い
と
色
を
も
っ
て
い
る
。
歓
喜
の

涙
は
輝
き
と
熱
い
温
度
を
持
っ
て
い

る
。
で
も
こ
の
涙
に
は
匂
い
も
色
も

温
度
も
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
他
の

誰
か
が
僕
の
目
の
奥
に
涙
を
送
り

込
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。〞

人
間
も
海
が
め
の
産
卵
時
の
よ
う

に
感
動
な
し
で
涙
が
出
る
こ
と
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
最
近
、
筆
者

は
診
察
室
で
、
抑
う
つ
状
態
が
あ

る
若
い
患
者
さ
ん
に〝
独
り
に
な
っ

た
と
き
わ
け
も
な
く
涙
が
出
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
か
？
〞と
質
問
し

ま
す
。
半
数
以
上
の
患
者
さ
ん
は

〝
は
い
〞
と
小
声
で
答
え
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
典
型
的
な
事
例
に
つ

い
て
記
し
ま
し
ょ
う
。

23
歳
の
女
性
で
す
。
3
ヶ
月
前
か

ら
パ
ニ
ッ
ク
発
作
が
起
き
る
よ
う
に

な
っ
て
診
察
に
訪
れ
ま
し
た
。
大
学

家
政
学
部
を
卒
業
し
て
食
品
会
社

の
研
究
室
に
就
職
し
て
2
年
目
に

な
り
ま
す
。
夜
の
10
時
ご
ろ
自
室

で
何
を
す
る
と
も
な
く
過
ご
し

て
い
た
ら
、
急
に
涙
が
出
て
き

た
そ
う
で
す
。
自
分
で
も
不
思
議

に
思
っ
て
い
る
と
ま
も
な
く
〝
さ

び
し
い
！
〞
と
い
う
気
分
に
心
が

覆
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
テ
レ

ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
変
え
る
ご
と

く
フ
ッ
と
あ
ら
わ
れ
る
情
動
の
変
化

で
す
。
さ
び
し
い
気
持
ち
と
同
時

に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う

な
、
そ
し
て
、
取
り
返
し
が
つ
か
な

い
、
な
ん
と
も
い
え
な
い
い
や
な
気

持
ち
に
陥
っ
て
い
き
ま
し
た
。
次
に
、

1
週
間
前
に
会
社
で
あ
っ
た
情
景

が
突
然
目
の
前
に
浮
か
ん
で
き
ま

し
た
。
自
分
は
ま
だ
研
究
室
の
整

理
を
し
て
い
る
と
き
に
新
入
社
員

数
名
と
自
分
よ
り
2
年
先
輩
の
同

僚
が
楽
し
そ
う
に
こ
れ
か
ら
近
く

の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
食
事
に
行
く
話
を

し
て
い
る
の
で
す
。
仲
間
の
輪
に
入

れ
な
い
惨
め
な
自
分
が
黙
々
と
部

屋
の
跡
片
付
け
を
し
て
い
る
光
景

で
し
た
。
自
分
が
フ
ラ
シ
ュ
バ
ッ
ク
を

見
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
我
に

帰
る
と
涙
は
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
に

出
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
は

女
性
だ
け
に
は
限
り
ま
せ
ん
。
女

性
の
半
数
以
下
で
す
が
男
性
で
も

見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
状
態
を
筆
者

は「
不
安
・
抑
う
つ
発
作
」と
名
づ

け
ま
し
た
。
パ
ニ
ッ
ク
障
害
の
人

で
も
、
社
会
不
安
障
害
の
人
で
も

〝
う
つ
〞
が
出
始
め
て
い
る
と
こ

の
よ
う
な
症
状
が
見
ら
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
不
安
障
害
と
診
断
さ

れ
な
い
非
定
型
う
つ
病
の
人
で
も

良
く
見
ら
れ
ま
す
。
不
安
・
抑
う

つ
発
作
は
心
療
内
科
に
か
か
ろ
う

と
す
る
気
持
ち
が
起
こ
る
よ
り
も

ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
生
じ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
先
日
、
診
察
し

た
30
代
の
女
性
は
15
年
以
上
前
か

ら
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
パ
ニ
ッ
ク
発
作
を
経
験
し
た
後

に
初
め
て
こ
の
よ
う
な
状
態
を
経

験
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
不

安
・
抑
う
つ
発
作
は
あ
る
意
味
で

は
パ
ニ
ッ
ク
発
作
に
非
常
に
よ
く
類

似
し
て
い
ま
す
。
突
然
不
意
に
理

由
が
な
く
出
現
し
ま
す
。
そ
れ
は

自
分
の
意
思
に
関
係
な
く
出
現
す

る
の
が
大
部
分
で
す
。
パ
ニ
ッ
ク
発

作
で
は
身
体
的
な
症
状（
動
悸
、
呼

吸
困
難
、
め
ま
い
な
ど
）が
前
景
に

で
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
強
い
不
安

を
伴
い
ま
す
。
パ
ニ
ッ
ク
発
作
で
は

流
涙
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

不
安
・
抑
う
つ
発
作
で
は
身
体
症

状
よ
り
も
精
神
症
状（
激
し
い
陰

性
感
情
の
波
）が
主
で
す
が
、
息
苦

し
さ
や
動
悸
、
発
汗
な
ど
の
身
体

症
状
も
多
少
は
伴
い
ま
す
。
不

安
・
抑
う
つ
発
作
は
一
日
の
う
ち

で
出
現
す
る
時
期
が
大
体
一
定
し

て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
7

割
〜
8
割
は
夕
暮
れ
少
し
前
か
ら

深
夜
に
か
け
て
で
す
。
リ
ス
ト
カ
ッ

ト
や
オ
バ
ー
ド
ー
シ
ス
は
、
良
く
聞

く
と
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
状
態
に
陥

っ
て
い
る
時
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら「
不
安
・
抑

う
つ
発
作
」に
は
3
つ
の
大
き
な
意

義
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
第
1
に
は
、

う
つ
病
の
前
駆
症
状
と
し
て
発
症

よ
り
か
な
り
前
に
み
ら
れ
る
こ

と
。
第
2
に
は
、
自
傷
な
ど
の
問

題
行
動
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
不
安
・

抑
う
つ
発
作
中
に
み
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
。
第
3
に
は
こ
の
症
状
が

あ
る
あ
い
だ
は
健
康
な
心
と
は
言

え
ず
、
治
療
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
の

意
義
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
不
安
・
抑
う
つ
発
作
が
病

的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
健

常
者
の
泣
く
行
動
と
は
全
く
逆
の

過
程
を
経
過
す
る
こ
と
で
す
。
健

常
者
が
泣
く
の
は
情
動
を
激
し
く

揺
り
動
か
す
事
象
が
あ
り
、
次
に

感
動
が
生
じ
、
そ
し
て
、
流
涙
し
ま

す
。
多
く
の
患
者
さ
ん
で
は
そ
の

反
対
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
多

い
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
不
安
・
抑

う
つ
発
作
は
病
的
な
心
的
過
程
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
で
は
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
前
述
の
山
折
哲
雄
の
エ
ッ
セ

イ
を
も
う
一
度
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

〝
（
柳
田
の
）エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
か

れ
は
、
こ
の
ご
ろ
の
日
本
人
は
泣

か
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
子
ど
も
た

ち
の
あ
い
だ
で
も
、
泣
き
虫
や
長

泣
き
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。「
泣

く
子
は
育
つ
」と
い
う
類
の
諺
も
す

で
に
死
語
に
な
っ
て
い
る
で
は
な
い

か
。「
男
は
泣
く
も
の
で
は
な
い
」と

い
う
教
訓
が
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
裏
か
ら
い
え
ば
、
女
な
ら

大
人
で
も
泣
く
べ
し
と
承
認
し
て

い
た
こ
と
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ

が
い
つ
の
ま
に
か
、
男
で
も
女
で
も

一
様
に
め
っ
た
に
泣
く
こ
と
が
な

く
な
っ
た
、
泣
い
て
は
い
け
な
い

こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
、
そ
う
な

っ
た
の
か
。
そ
れ
は
日
本
人
の
言

語
表
現
能
力
が
向
上
し
た
か
ら
で

あ
る
、
と
い
う
の
が
柳
田
の
一
応

の
結
論
だ
っ
た
。
〞こ
の
理
屈
を
裏

返
せ
ば
、
涙
の
よ
う
な
身
体
言
語

は
言
語
表
現
能
力
が
低
下
し
て
い

る
と
き
に
出
現
し
や
す
い
と
言
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
不

安
・
抑
う
つ
発
作
を
持
つ
患
者
さ

ん
の
心
の
奥
深
く
に
言
葉
に
出
せ

な
い
悲
哀
感
や
孤
独
感
が
渦
巻

き
、
そ
れ
が
な
ん
で
も
な
い
と
き

に
溶
岩
の
よ
う
に
噴
出
し
て
く
る

の
で
し
ょ
う
。
言
葉
が
自
由
自
在

に
操
れ
る
こ
と
に
は
前
頭
脳
の
発

達
が
必
要
で
す
。
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
は

最
近
、
不
安
・
抑
う
つ
発
作
の
あ
る

患
者
さ
ん
を
近
赤
外
線
ス
ペ
ク
ト

ロ
メ
ト
リ
ー
と
い
う
器
械
で
検
査

し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
患
者
さ
ん

で
は
前
頭
部
の
血
液
の
流
れ
が
作

業
負
荷
を
か
け
て
も
上
昇
し
な
い

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
不
安
・
抑

う
つ
発
作
は
前
頭
葉
機
能
低
下
と

関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
不
安
・
抑
う
つ
発
作
を
持
つ
患

者
さ
ん
の
治
療
に
は
、
心
の
う
ち

を
隅
々
ま
で
話
さ
せ
る
と
い
う
言

語
化
の
訓
練
が
非
常
に
大
切
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
す
。
私

た
ち
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭

に
お
い
て
、
不
安
・
抑
う
つ
発
作
の

あ
る
患
者
さ
ん
に
対
す
る
認
知
・

行
動
療
法
を
考
え
て
い
ま
す
。

人知れず泣く人々
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1
0
年
に
カ
ナ
ダ
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー

ル
に
生
ま
れ
、「
貧
者
の
た
め
の
医

者
」で
あ
っ
た
父
デ
ー
ビ
ッ
ト
の
後
を

継
ぎ
外
科
医
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
後
間
も
な
く
米
国
に
わ
た
り
精

神
科
医
と
し
て
の
研
修
を
始
め
、つ

い
で
精
神
分
析
医
ポ
ー
ル
・フ
ェ
ダ
ー

ン（PaulFedern

）に
師
事
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
第
二
次
大
戦

に
は
軍
医
と
し
て
従
軍
し
ま
す
が
、

そ
の
後
、
1
9
4
7
年
に
は
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
に
移
り
エ
リ
ッ
ク
・
エ
リ

ク
ソ
ン（Eric

Erickson

）に
教
育

分
析
を
受
け
精
神
分
析
医
と
し
て

の
訓
練
を
再
開
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
1
9
5
0
年
こ
ろ
よ
り
T
A

に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
始
め
ま

し
た
が
、こ
れ
が
当
時
の
米
国
の
精

神
分
析
医
学
会
に
受
け
入
れ
ら
れ

ず
、
彼
は
精
神
分
析
と
決
別
し
て

独
自
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
ティ
理
論
と
治

療
技
法
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

T
A
が
一
躍
有
名
に
な
っ
た
の

は
、
バ
ー
ン
が
1
9
6
4
年
に
出
版

し
た
一
冊
の
本'G

am
es
People

Play'

に
よ
る
も
の
で
す
。
彼
の
本

は
、
た
ち
ま
ち
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
と
な

り
、
世
界
15
ヵ
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
、

「
ゲ
ー
ム
」「
ス
ト
ロ
ー
ク
」な
ど
の
交

流
分
析
用
語
が
一
般
大
衆
の
日
常

語
と
し
て
使
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た

と
い
い
ま
す
。

自
我
状
態
の
構
造
分
析

T
A
の
基
本
は
自
我
状
態
の
構

造
モ
デ
ル
で
す
。
こ
こ
で
い
う
自
我

状
態
と
は
、
思
考
、
感
情
、
行
動

パ
タ
ー
ン
を
包
括
し
た
も
の
で
あ

り
、「
親（Parent

;

P
）」、「
成

人（A
dult

;

A
）」、「
子
ど
も

（C
hild

;

C
）」
の
三
つ
に
分
類

さ
れ
て
い
ま
す
。

1
）
成
人（
A
）の
自
我
状
態

人
は
だ
れ
で
も
、
当
面
す
る
問

題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

自
分
の
持
て
る
す
べ
て
の
資
源（
知

識
、
決
断
力
、
体
力
、
経
験
な
ど
）

を
使
っ
て
、
最
良
の
方
法
を
選
択
し
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
し
よ
う
と

し
ま
す
。
こ
れ
を
、A
の
自
我
状
態

と
い
い
ま
す
。

2
）親（
P
）の
自
我
状
態

後
輩
や
部
下
の
面
倒
を
み
た
り

あ
る
い
は
実
際
に
自
分
の
子
ど
も

を
世
話
し
て
い
る
と
き
は
、
自
分
の

親
の
行
動
や
考
え
方
と
同
じ
よ
う

な
ふ
る
ま
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
を
、P
の
自
我
状
態

と
い
い
ま
す
。

3
）子
ど
も（
C
）の
自
我
状
態

コ
ン
パ
や
宴
席
で
一
杯
飲
み
な
が

ら
騒
い
で
い
る
と
き
、
何
か
の
遊
び

や
ゲ
ー
ム
に
熱
中
し
て
い
る
と
き
に

は
、
自
分
が
子
ど
も
で
あ
っ
た
時
の

感
じ
方
、
ふ
る
ま
い
に
戻
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、C

の
自
我
状
態
と
い
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
時
々
の
状

況
に
応
じ
て
自
我
状
態
は
移
り
変

わ
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自

我
状
態
が
一
連
の
流
れ
を
持
ち
、

ま
と
ま
っ
た
人
格
を
形
成
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
ど
の
自
我
状
態
に
い

る
時
も
、
そ
の
行
動
を
通
し
て
容

易
に
観
察
可
能
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
、
こ
れ
を
構
造
分
析
と
い
い

ま
す
。

自
我
状
態
の
機
能
分
析

図
に
示
し
ま
す
よ
う
に
、P
に
は

二
つ
の
機
能
的
側
面
が
あ
り
、
批
判

的
な
親（C

ritical
Parent;

C
P
）

と
養
育
的
な
親（N

u
rtu
rin
g

Parent
;

N
P
）に
分
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
C
P
は
子
ど
も
に
対
し
て
厳

し
く
強
く
育
て
よ
う
と
す
る
父
親

的
親
を
意
味
し
、N
P
は
子
ど
も
の

こ
と
を
思
い
や
り
や
さ
し
く
育
て

よ
う
と
い
う
母
親
的
親
で
す
。
A
は

一
つ
で
す
が
、C
に
も
二
つ
の
側
面

が
あ
り
、
自
由
な
子
ど
も（F

ree
C
hild
;

F
C
）と
順
応
し
た
子
ど

も（Adapted
C
hild
;

A
C
）で
す
。

F
C
は
自
分
の
感
情
や
欲
求
を
ス

ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
自
然
の
子

で
あ
り
、A
C
は
周
囲
の
様
子
を
う

か
が
い
怒
ら
れ
る
よ
う
な
ふ
る
ま
い

は
一
切
し
な
い
と
い
う
良
い
子
で

す
。
表
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
我
状
態

の
一
般
的
な
特
徴
を
示
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
資
料
を
も
と
に
、
自
分

の
行
動
に
つ
い
て
振
り
返
り
、い
ま

自
分
の
自
我
状
態
が
ど
の
よ
う
に

機
能
し
て
い
る
か
を
自
己
分
析
し
て

い
く
こ
と
を
機
能
分
析
と
い
い
、こ

れ
が
T
A
に
よ
る
自
己
発
見
の
第

一
歩
で
す
。

（
次
号
に
続
く
）

〈
野
村
忍
略
歴
〉

一
九
五
一
年
京
都
生
ま
れ
。

神
戸
大
学
医
学
部
卒
業
。
東
京
大
学
医
学

部
心
療
内
科
助
教
授
を
経
て
、
現
在
は
早
稲

田
大
学
人
間
科
学
部
教
授
。

専
門
は
、
心
身
医
学
、
行
動
医
学
、
臨
床

心
理
学
。

編
著
書
は
、「
ス
ト
レ
ス
！
心
と
体
の
処

方
箋
」「
ス
ト
レ
ス
と
心
臓
病
」「
心
療
内
科

入
門
」「
不
安
と
ス
ト
レ
ス
」
ほ
か
。

人
間
関
係
に
よ
る
ス
ト
レ
ス

厚
生
労
働
省
が
行
っ
て
い
る
ス
ト

レ
ス
調
査
に
よ
れ
は
、
働
く
人
の
う

ち
約
60
％
が
何
ら
か
の
強
い
ス
ト
レ

ス
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
最
た
る
も

の
は
人
間
関
係
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
人
間
関
係
に
よ
る
ス
ト
レ
ス

に
対
処
す
る
た
め
に
、
交
流
分
析

に
よ
る
自
己
発
見
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。

交
流
分
析
と
は

交
流
分
析（T

ransactional
analysis

;

以
下
T
A
と
略
す
）を

創
始
し
た
の
は
、エ
リ
ッ
ク
・
バ
ー
ン

（Eric
B
erne

）で
す
。
彼
は
、
1
9

ストレス講座 ーその29ー　

交流分析による自己発見
（その１）

野村　忍 早稲田大学人間科学学術院教授

表　自我状態の特徴 図　交流分析の自我状態モデル

CP

NP

A

FC

AC

責任感が強い、秩序を守る、
理想をかかげる

思いやりがある、世話好き、
共感する、同情する

現実的、合理的、理知的、
沈着冷静、客観的

自由奔放、好奇心が強い、
直観的、創造性に富む

協調性、妥協性が強い、
いい子、従順

批判的、厳格、支配的、
独断的、排他的

過保護・過干渉、親切の押し売り、
おせっかい、相手の自主性を損なう

打算的、無味乾燥、無表情、
冷たい

自己中心、わがまま、
傍若無人、感情的

自己主張しない、我慢する、
自主性に乏しい、敵意を隠す

肯 定 的 側 面 否 定 的 側 面

P CPCP NPNP

FCFC ACACC

親 

成人 成人 

子ども 

批判的親 養育的親 

自由な 
子ども 

順応した 
子ども 

A A



九
十
歳
に
な
る
女
性
が
い
た
。
腰
痛

と
膝
の
痛
み
で
便
所
に
い
ざ
っ
て
も
行

け
ず
寝
た
き
り
だ
っ
た
。
息
子
が
日
中

働
き
に
出
か
け
て
お
り
、
お
し
め
を
つ

け
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ

る
。
困
っ
た
こ
と
に
緩
下
剤
を
少
し
使

う
だ
け
で
も
下
痢
に
な
り
、
止
め
る
と

便
秘
す
る
。
便
は
出
て
い
た
ほ
う
が
い

い
の
で
下
痢
便
を
放
置
し
て
い
た
ら
皮

膚
炎
を
お
こ
し
、
彼
女
の
お
尻
か
ら
陰

部
が
無
残
に
爛
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
薬

を
塗
布
す
る
の
だ
が
、
原
因
が
除
か
れ

な
い
限
り
効
き
目
は
な
い
。
目
の
中
の

ご
み
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
目
薬
を
さ
す

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
訪
問
看
護
師

と
も
相
談
し
緩
下
剤
を
切
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
幾
日
か
し
て
往

診
の
途
中
ヘ
ル
パ
ー
か
ら
連
絡
が
あ
っ

た
。
彼
女
が
腹
痛
で
う
ん
う
ん
唸
っ
て

い
る
と
い
う
。
立
ち
寄
る
と
、
さ
ぞ
嬉

し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
私
を
見
て
泣
き

べ
そ
を
か
い
た
。
咄
嗟
に

を
思
い
出
し
た
。
死
の
床
に
あ
る
良
寛

が
、
若
く
て
美
し
く
優
し
い
貞
心
尼
の

顔
を
見
た
と
き
の
歌
だ
が
、
こ
ち
ら
は

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
老
婆
の
便
を
指
で
か

き
出
す
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

私
の
医
学
生
時
代
、
高
齢
者
で
腹
痛

が
あ
り
便
秘
と
下
痢
が
交
代
す
る
と

き
は
大
腸
が
ん
も
疑
え
と
教
え
ら
れ

た
。
し
か
し
お
年
寄
り（
自
分
を
含
め

て
）は
、
症
状
を
伝
え
る
の
で
も
く
ど

く
ど
と
余
計
な
こ
と
を
並
べ
立
て
て
、

「
結
局
何
を
い
い
た
い
ん
で
す
か
」と
聞

き
た
く
な
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
点
、

良
寛
さ
ん
が
寺
泊
の
医
師
宗
庵
に
宛

て
た
手
紙
を
読
む
と
実
に
簡
潔
明
瞭

で
要
を
得
て
い
る
。
教
科
書
に
引
用
し

た
い
く
ら
い
の
名
文
で
あ
る
。

ど
う
で
す
、
こ
ん
な
病
状
報
告
が
で

き
た
ら
胸
が
す
っ
き
り
す
る
の
で
は
な

い
か
。

と
は
い
う
も
の
の
現
在
の
日
本
で

は
、
良
寛
み
た
い
な
は
っ
き
り
し
た
症

状
が
出
る
ま
で
大
腸
が
ん
を
ほ
う
っ
て

置
く
こ
と
は
少
な
い
。
大
腸
鏡
の
利
用

と
技
術
で
は
日
本
は
世
界
一
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
か
つ
て
手
術
も
で
き
な

い
時
の
苦
し
み
は
昔
の
人
が
伝
え
て

く
れ
る
。

終
末
期
医
療
で
も
っ
と
も
重
要
な

手
当
は
病
者
の
苦
痛
を
取
る
こ
と
で
あ

る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
介
錯
の
目

的
は
苦
痛
を
取
る
た
め
に
い
の
ち
を
さ

え
絶
つ
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
信
念
で

あ
る
五
十
代
後
半
の
ガ
ン
性
腹
膜
炎
の

患
者
を
ケ
ア
し
、モ
ル
ヒ
ネ
の
量
を
ど

ん
ど
ん
増
や
し
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
一
日
千
五
百
ミ
リ
グ
ラ

ム
ま
で
増
量
し
た
ら
、
彼
は
も
う
増
や

さ
な
い
で
く
れ
と
懇
願
し
た
。
麻
薬
は

あ
り
が
た
い
。
が
、
そ
れ
を
打
つ
と
眠
た

く
な
る
。
彼
は
眠
っ
て
い
る
間
の
死
を

恐
怖
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
病

者
か
ら
何
か
を
学
ぶ
。

良
寛
は
死
に
臨
ん
で
薬
も
ご
飯
も

口
に
し
な
く
な
っ
た
。
貞
心
尼
が
自
分

で
い
の
ち
を
縮
め
て
い
る
の
か
と
聞
く

と
、い
や
休
息
し
て
そ
の
時
を
待
っ
て
い

る
の
で
す
よ
、
と
答
え
た
。

私
が
終
末
期
医
療
で
学
ん
だ
こ
と

も
、や
は
り
彼
の
手
紙
に
尽
き
て
い
る
。

Que Será,Será
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〈
大
井
　
玄
略
歴
〉

一
九
三
五
年
生
ま
れ
。

一
九
六
三
年
東
京
大
学
医
学
部
卒
。

東
京
大
学
名
誉
教
授
。

元
国
立
環
境
研
究
所
所
長
。

臨
床
医
の
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
国
際

保
健
、
地
域
医
療
、
終
末
期
医
療
に
か

か
わ
っ
て
き
た
。

終
末
期
医
療
、
特
に
在
宅
で
の
看
取

り
を
勧
め
る
運
動
と
い
う
と
、
な
に
や

ら
身
体
的
な
問
題
か
ら
魂
の
問
題
に
い

た
る
茫
漠
た
る
領
域
を
想
像
さ
れ
よ

う
。
も
ち
ろ
ん
実
存
的
な
悩
み
も
有
る

が
、
や
が
て
寝
た
き
り
状
態
も
迫
り
つ

つ
あ
る
人
た
ち
が
経
験
す
る
一
大
問

題
は
、
排
便
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
あ
る
。

「
な
に
、
緩
下
剤
を
使
え
ば
い
い
じ
ゃ

な
い
の
」と
い
う
の
は「
快
食
、
快
便
」族

の
驕
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
緩
下
剤
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
。
試
し
に
あ
る
緩
下
剤

を
一
粒
毎
晩
飲
む
と
下
痢
し
て
し
ま

う
。
し
か
も「
締
り
」が
緩
く
な
っ
て
い

る
の
で
、
便
意
を
感
じ
て
ト
イ
レ
に
行

く
ま
で
に「
ち
び
っ
て
」し
ま
う
の
で
あ

る
。
し
か
ら
ば「
半
粒
」を
服
用
す
る
と
、

あ
ん
な
に
敏
感
だ
っ
た
大
腸
が
ウ
ン
と

も
ス
ン
と
も
動
い
て
く
れ
な
い
。
で
は
一

粒
を
一
晩
お
き
に
飲
む
。
と
こ
ろ
が
今

度
は
下
痢
と
便
秘
が
不
規
則
に
交
代

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
に
合
っ
た

薬
と
服
用
パ
タ
ー
ン
を
発
見
す
る
に
至

る
ま
で
に
は
、
他
人
に
は
伝
え
ら
れ
な

い
工
夫
と
試
行
錯
誤
が
あ
る
。
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元国立環境研究所所長

大　井　　　玄

い
つ
い
つ
と
待
ち
に
し
ひ
と
は

来
り
け
り
　
　
い
ま
は
相
見
て

何
か
お
も
は
む

昨
夜
丑
時
分
丸
薬
を
服（
用
）候

夜
中
四
た
び
う
ら（
便
所
）へ
参

り
候
　
初
は
し
ぶ
り
て
少
々
く

だ
り
　
二
三
度
は
さ
っ
さ
と
く

だ
り
　
四
度
め
は
又
少
々
く
だ

り
候
　
腹
い
た
み
口
の
中
辛
く

且
つ
酢
く
候
　
今
朝
は
み
な
よ

ろ
し
く
な
り
候
　
今
朝
は
ふ
せ

り
候
へ
て
参
上
不
仕

つ
か
ま
ら
ず

候
　
さ
よ

う
に
お
ぼ
し
め
し
可
被
下

く
だ
さ
る
べ
く

候

以
上

こ
の
夜
ら
の

い
つ
か
明
け
な
む

こ
の
夜
ら
の

明
け
は
な
れ
な
ば
　
女

お
み
な

来
て

は
り（
糞
尿
）を
洗
は
む

こ
い
ま
ろ
び（
苦
し
さ
に
寝
返

り
を
打
つ
）

明
か
し
か
ね
け
り

な
が
き
こ
の
夜
を

災
難
に
逢
う
時
節
に
は
災

難
に
逢
う
が
良
く
候
。
死
ぬ

る
時
節
に
は
死
ぬ
が
よ
く

候
。
こ
れ
は
災
難
を
の
が
る

る
妙
法
に
て
候
。

（
前
号
か
ら
つ
づ
く
）

寸
法
は
一
尺
八
寸
な
の
で
す
。

現
在
も
そ
れ
は
拝
ま
な
い
で
、
御

厨
子
の
中
に
奉
安
し
て
お
り
ま
す

が
、
戦
争
で
焼
け
ま
し
て
、
境
内

に
埋
め
て
い
た
の
を
お
移
し
し

て
、
担
が
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で

す
が
、
重
い
ん
で
す
。
御
厨
子
は

二
尺
ぐ
ら
い
。
こ
ち
ら
が
一
尺
ぐ

ら
い
。
で
す
か
ら
、
一
寸
八
分
の

観
音
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
木

彫
の
一
尺
八
寸
ぐ
ら
い
の
観
音
様

の
菩
薩
の
お
像
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
、
そ
の
書
き
付
け
と
肩
に
担

い
だ
感
触
に
よ
っ
て
わ
か
る
の
で

す
。し

か
し
、
信
仰
と
い
う
も
の
は

そ
う
い
う
こ
と
に
と
ら
わ
れ
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
紙
の
2

枚
の
も
、
私
も
住
職
に
な
り
ま
し

て
、
見
た
い
な
と
思
う
と
、「
み
だ

り
に
開
け
る
べ
か
ら
ず
」。（
笑
）

い
つ
か
拝
ま
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
。
私
の
師
匠
は
拝
ん
で
い

る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の

記
録
を
残
し
て
い
る
の
で
す
が
、

徳
が
足
ら
な
い
で
す
か
ら
拝
む

こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

今
日
は
そ
う
い
う
こ
と
で
、

9
月
9
日
、
重
陽
の
節
句
で
す
。

清
水
谷
・
浅
草
寺
大
僧
正
講
演
録

『
浅
草
寺
史
話
』
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で
す
。

こ
の
抑
う
つ
状
態
に
お
い
て
は
、

楽
し
み
の
感
情
が
わ
か
ず
、
安
易
な

刺
激
を
求
め
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
じ
っ
く
り
と
腰
を
す
え
て

神
経
細
胞
の
伸
展
成
長
を
促
す
よ

う
な
有
意
義
な
こ
と
を
す
る
に
は

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
足
ら
ず
、
容
易
に

快
の
感
情
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

刺
激
に
走
り
が
ち
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
買
い
物
、
パ
チ
ン
コ
な
ど

の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
最
近
は
ネ
ッ
ト
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
人
が

案
外
多
い
で
す
）な
ど
へ
の
過
度
の

没
入
で
す
ね
。
は
じ
め
る
の
に
あ
ま

り
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
ら
ず
、
そ
れ
ら

に
没
頭
し
て
い
る
間
は
、
そ
れ
な
り

に
楽
し
い
気
分
に
な
り
、
何
か
や
っ

て
い
る
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
神
経
細
胞

の
発
火
に
よ
る
一
時
的
な
気
分
の

高
揚
は
得
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
場

し
の
ぎ
で
充
実
感
は
長
続
き
し
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
逆
に
、
あ
と
か
ら
空

虚
感
、
疲
労
感
に
お
そ
わ
れ
自
己

嫌
悪
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
低
下
し
て
い
る
と

き
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
に
充

実
感
を
見
つ
け
出
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
刺
激

を
求
め
す
ぎ
ず
、
ゆ
っ
く
り
じ
っ
く

り
と
、エ
ネ
ル
ギ
ー
が
再
び
充
電
し

て
く
る
の
を
待
つ
。
じ
わ
じ
わ
と
神

経
細
胞
の
枝
が
伸
展
し
て
く
る
の

を
待
つ
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で

す
。
具
体
的
に
は
、
早
寝
早
起
き
を

心
が
け
、
規
則
的
に
食
事
を
取
り
、

生
活
リ
ズ
ム
を
整
え
る
、
そ
し
て
、

少
し
ず
つ
身
体
を
動
か
し
て
や
る
べ

き
こ
と
を
片
付
け
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
。

物
や
情
報
に
あ
ふ
れ
た
今
の
時

代
、
刺
激
を
追
い
求
め
す
ぎ
な
い
よ

う
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か

難
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
に
身
を
お

き
、
日
々
の
生
活
の
中
の
ほ
ん
の

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
に
充
実
感
を
見

出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
心
が
け

て
み
て
く
だ
さ
い
。

形
作
っ
て
い
る
と
き
な
わ
け
で
す
。

そ
う
い
っ
た
と
き
、
人
は
充
実
感
を

味
わ
い
喜
び
を
感
じ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
何
事
も
停
滞
す
る
時

期
が
来
ま
す
。
そ
れ
は
、
新
し
い
枝

を
伸
ば
し
て
い
っ
た
神
経
細
胞
が
、

袋
小
路
に
突
き
当
た
り
、
あ
る
い
は

錯
綜
状
態
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
よ

う
に
は
そ
の
方
向
に
枝
を
伸
ば
す

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
状
態
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る

ス
ラ
ン
プ
状
態
で
す
ね
。
こ
う
い
う

時
、
人
は
新
し
い
発
展
成
長
の
道

を
探
し
、
壁
を
ひ
と
つ
突
き
破
る
こ

と
が
で
き
る
と
、
ま
た
新
た
な
神
経

細
胞
の
枝
の
伸
展
が
始
ま
っ
て
ス
ラ

ン
プ
を
脱
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
わ
け
で
す
。

こ
う
い
っ
た
考
え
方
か
ら
す
る

と
、
う
つ
状
態
と
い
う
の
は
、
こ
の

神
経
細
胞
の
成
長
が
妨
げ
ら
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
状
態
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
一
種
の
ス

ラ
ン
プ
の
ひ
ど
い
状
態
で
あ
っ
た
り
、

あ
る
い
は
、
種
々
の
身
体
的
・
心
理

的
ス
ト
レ
ス
の
蓄
積
に
よ
り
神
経
細

胞
が
疲
弊
し
て
し
ま
い
、
新
し
い

枝
を
伸
ば
し
て
い
く
た
め
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
不
足
し
て
し
ま
う
状
態
が

生
じ
た
り
し
て
、
抑
う
つ
状
態
が
発

症
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

人
を
は
じ
め
と
し
た
動
物
と
い

う
も
の
は
、
神
経
細
胞
が
そ
の
枝

（
信
号
を
送
る
側
の
枝
は
軸
索
、
受

け
取
る
側
の
枝
は
樹
状
突
起
と
い

い
ま
す
）を
ど
ん
ど
ん
伸
ば
し
て
い

き
興
奮
発
火
す
る
と
き
に
、
喜
び
の

感
情
が
芽
生
え
る
も
の
な
の
で
は

な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

学
問
に
し
ろ
、
ス
ポ
ー
ツ
に
し
ろ
、

仕
事
の
技
術
に
し
ろ
、
人
が
知
識

を
増
や
し
、
技
能
を
磨
き
、
成
長
し

て
い
る
と
き
と
い
う
の
は
、
神
経
科

学
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
神
経
細
胞

が
ど
ん
ど
ん
新
し
い
枝
を
伸
ば
し

て
、
新
し
い
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

〈
吉
田
栄
治
略
歴
〉

一
九
五
九
年
生
ま
れ
。

一
九
八
四
年
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
部

医
学
科
卒
業
。
自
衛
隊
中
央
病
院
第
一

精
神
科
、
自
衛
隊
岐
阜
病
院
精
神
科
、

自
衛
隊
仙
台
病
院
初
代
精
神
科
部
長
を

経
て
、
二
〇
〇
三
年
九
月
よ
り
心
療
内

科
・
神
経
科

赤
坂
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
。

◆ ドクターヨシダ の 一口コラム（15）◆

「うつ」について思うこと
医療法人和楽会心療内科・神経科　赤坂クリニック院長

吉田 栄治

9
と
い
う
の
は
奇
数
の
一
番
大
き

な
数
字
で
す
。
1
、
3
、
5
、
7
、

9
。
こ
れ
は
中
国
で
は
非
常
に
お

め
で
た
い
数
字
。
そ
れ
が
二
つ
重

な
る
。
9
、
9
で
す
か
ら
、
重
陽

の
節
句
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
の

重
陽
の
節
句
に
は
菊
を
飾
っ
て
、

命
を
長
く
し
よ
う
と
い
う
信
仰
が

あ
る
。
浅
草
寺
で
は
10
月
18
日
に

菊
供
養
が
あ
り
ま
す
。
私
も
も
う

す
で
に
齢
84
歳
で
す
。
さ
っ
き
か

ら
立
っ
て
お
り
ま
す
と
少
し
足
元

が
ふ
ら
つ
く
よ
う
な
状
態
で
す

が
、
重
陽
の
節
句
。
菊
の
露
で
も

顔
に
当
て
ま
し
て
、
も
う
1
、
2

年
は
皆
さ
ん
の
前
に
お
じ
ゃ
ま
さ

せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
お
弁
当
が
来
た
よ

う
で
す
。（
笑
）で
は
以
上
で
す
。

ご
苦
労
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。

―
―
―

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

大
僧
正

ど
う
も
。
行
き
届
き

ま
せ
ん
で
。
失
礼
を
い
た
し
ま
し

た
。（
笑
）

笹
子
さ
ん
と
い
う
人
は
家
へ
来

て
、
も
う
16
年
間
家
で
家
族
同
様

に
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

―
―
―

大
変
お
忙
し
い
ご
日
程
の

中
を
今
日
の
会
を
快
く
お
引
き
受

け
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
今

日
の
会
の
た
め
に
今
日
は
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
お
わ
り
）
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昭
和
ヒ
ト
ケ
タ
生
ま
れ
の
人
は

不
安
障
害
を
有
し
易
い

昭
和
ヒ
ト
ケ
タ
生
ま
れ
の
人
は
10

代
で
終
戦
を
迎
え
た
。
終
戦
に
よ

り
、
天
皇
制
か
ら
民
主
主
義
と
な

り
、
価
値
観
は
1
8
0
度
転
換
し
、

10
代
の
多
感
な
青
年
た
ち
の
心
は

大
き
く
揺
れ
動
き
、
心
の
柱
を
喪

失
し
た
よ
う
な
状
態
と
な
り
、
多

く
の
人
々
は
、
そ
の
ま
ま
柱
を
持
つ

こ
と
は
な
か
っ
た
。
必
然
的
に
人
間

の
心
を
探
り
始
め
る
作
家
が
多
く

排
出
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
実

際
、
多
い
。
現
在
ま
で
の
芥
川
賞
作

家
、
直
木
賞
作
家
を
、
生
ま
れ
年

ご
と
に
ま
と
め
て
み
る
と
表
1
・
2

の
よ
う
に
な
り
、
昭
和
ヒ
ト
ケ
タ
生

ま
れ
の
作
家
が
断
ト
ツ
に
多
い
。
昭

和
元
年
に
三
島
由
紀
夫
が
生
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
、
象
徴
的
で
あ
る
。

大
江
健
三
郎
は
昭
和
10
年
生
ま
れ

で
、
戦
後
民
主
主
義
を
う
た
い
あ

げ
る
こ
と
の
で
き
る
世
代
と
い
っ
て

も
よ
い
。
昭
和
ヒ
ト
ケ
タ
生
ま
れ
の

作
家
の
中
で
、
開
高
健
は
躁
う
つ
病

を
有
し
、
神
奈
川
県
芽
ヶ
崎
市
で

作
家
生
活
を
送
っ
た
。

作
家
、
開
高
健
は
、
平
成
元
年

12
月
9
日
に
食
道
癌
で
病
死
し
た
。

享
年
58
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。
エ
ネ

ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
行
動
や
言
動
か
ら
、

そ
の
早
逝
は
意
外
な
感
も
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
病
的
な
命
を
超
え
る
よ

う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
と
も
言

え
る
。
開
高
は
、
内
因
性
の
躁
う
つ

病
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
10

代
後
半
よ
り
58
歳
で
死
亡
す
る
ま

で
の
何
度
か
の
は
っ
き
り
し
た
う
つ

病
相
と
、5
度
の
軽
躁
状
態
の
時
期

が
あ
っ
た
。
軽
躁
期
に
は
世
界
中

を
飛
び
回
り
、
釣
り
を
し
、
食
し
、

■■■　 不安・うつの力（Ⅹ） ■■■

― 作家　開高健の場合 ―

医療法人和楽会 横浜クリニック院長

山　田　和　夫

飲
み
、
放
浪
し
、「
も
っ
と
遠
く
！
」

「
も
っ
と
広
く
！
」「
オ
ー
パ
」「
最
後

の
晩
餐
」な
ど
の
豊
饒
な
文
学
に

結
実
し
て
い
っ
た
。「
も
っ
と
遠
く
！
」

と
い
っ
た
題
名
自
体
に
、
あ
り
余
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
端
的
に
表
現
さ
れ

て
い
る
。
う
つ
病
の
体
験
を
も
と
に

「
流
亡
記
」「
あ
か
で
み
あ
・
め
ら
ん

こ
り
あ
」「
夏
の
闇
」な
ど
の
傑
作

小
説
が
生
ま
れ
て
い
る
。

開
高
健
の
小
説
は「
う
つ
病
文
学
」

と
い
っ
て
も
良
い
。
う
つ
病
の
世
界

は
人
間
精
神
の
一
つ
の
極
北
で
あ

る
。
う
つ
病
を
体
験
す
る
こ
と
で
人

間
性
の
深
淵
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
が「
う
つ
の
力
」で
あ
る
。

日
本
の
小
説
家
は
う
つ
病
の
体
験

者
が
多
い
。
う
つ
病
を
体
験
す
る
こ

と
で
悲
哀
に
満
ち
た
人
生
を
情
感

豊
か
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

開
高
健
の
小
説
の
基
本
構
造
は
、

躁
う
つ
的
両
極
の
感
情
を
基
本
と

し
た
人
間
感
情
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス

が
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
手

法
は
、19
歳
の
時
に
書
か
れ
た
最
初

の
短
編
小
説
集「
印
象
採
集
」に
す

で
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
些

細
な
こ
と
か
ら
一
つ
の
秩
序
が
崩

れ
、
壮
麗
が
醜
悪
に
、
倨
倣
が
卑
屈

に
、
自
恃
が
無
恥
に
突
然
変
貌
す

る
と
い
う
構
成
で
一
貫
し
て
い
る
。

「
事
物
の
二
律
背
反
性
に
対
す
る
抜

き
難
い
願
望
」と
い
う
、
躁
う
つ
に

対
す
る
苦
悩
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ

の
絶
望
の
淵
か
ら「
北
の
極
か
ら
南

の
極
へ
た
え
ず
揺
れ
動
く
人
間
の

不
安
と
矛
盾
を
描
く
」と
い
う
強
い

フクロウ博士のチョッと一言

人の悪ろき事はよくよく見ゆるなり。
我が身の悪ろき事は覚えざるものなり（蓮如）

蓮如は浄土真宗の中興の祖

です。これは、没後、弟子た

ちがまとめた「蓮如上人御一

代記聞書」に記されています。

「他人の欠点はよく目につく

ものだが、自分の欠点にはな

かなか気がつかないものであ

る」という意味です。人間は

つねに自己中心的で、誰もが

「自分はいつでも正しい」と

思っています。いつも自分を

物差しにしているので、他人

の言動に対してなかなか納得

できないというわけです。自

分の欠点に気づかない人は、

人間関係に苦労します。時々、

第三者的に自分を見つめるこ

とが大切ですね。そして、

「ありがとうと言われるよう

に、言うように」で行動する

と良いですね。

（中野東禅著　凡人のための

禅語入門　幻冬社　より）

1895－1904 

1905－1914 

1915－1924 

1925－1934 
（昭和1－昭和9） 

1935－1944 

1945－1954 

1955－1964

13人　　　　　  

19人　　　　 

22人　　　  

40人 

 
9人　　　　　　   

9人　　　　　　   

1人　　　　　　　　 

表1　芥川賞作家の生まれ年 表2　直木賞作家の生まれ年 

1895－1904 

1905－1914 

1915－1924 

1925－1934 
（昭和1－昭和9） 

1935－1944 

1945－1954 

1955－1964

11人   　　　　　 

16人   　　　　 

14人  　　　　  

29人　　 
 

19人　　　　 

11人   　　　　　 

2人　　　　　　　    

（山田：1995） （山田：1995） 
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作
家
魂
に
も
な
っ
て
い
る
。
躁
と

う
つ
と
い
う
一
見
相
反
す
る
自
己

を
、
矛
盾
と
し
て
で
な
く
、
統
一

し
た
一
つ
の
自
己
と
し
て
と
ら
え

よ
う
と
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、

躁
う
つ
を
正
当
な
も
の
と
し
、
結

果
的
に「
ど
ん
底
の
ど
ん
底
か
ら

コ
ト
バ
を
つ
か
ん
で
浮
揚
し
て
く

る
」と
い
っ
た
作
家
活
動
に
お
け
る

治
療
的
側
面
が
あ
っ
た
。
最
終
的

に
は
、
躁
も
う
つ
も
相
反
し
て
対

峙
す
る
も
の
で
は
な
く
、
め
ぐ
る

も
の「
輪
廻
」と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

さ
ら
に
は「
空
」と
い
っ
た
東
洋
的

境
地
が
示
現
さ
れ
て
い
る
。

躁
う
つ
病
者
は
海
と
旅
を
愛
す
る

開
高
健
は
、
大
平
洋
を
見
渡
せ

る
湘
南
海
岸
に
居
を
構
え
た
。
海

を
愛
し
、
釣
り
を
愛
し
、
広
大
な

大
地
を
愛
し
た
。
自
殺
し
た
ヘ
ミ

ン
グ
ウ
ェ
イ
と
似
て
い
る
。
開
高
は

「
賢
者
は
海
を
愛
し
、
聖
者
は
山

を
愛
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ

は
ち
ょ
う
ど「
躁
う
つ
者
は
海
を

愛
し
、
統
合
失
調
者
は
山
を
愛
す
」

と
病
跡
学
的
に
は
置
き
換
え
る
こ

と
も
で
き
る
。

神
奈
川
県
の
文
学
風
土

開
高
健
は
湘
南
の
風
土
か
ら
文

学
を
創
造
し
て
い
っ
た
が
、
神
奈
川

県
に
は
文
学
を
生
み
出
す
特
有
な

風
土
が
あ
る
。
神
奈
川
県
で
代
表

的
な
作
家
が
生
ま
れ
住
ん
だ
地
域

は
、
横
浜
、
鎌
倉
、
小
田
原
、
湘
南
、

川
崎
、
相
模
の
6
地
域
で
あ
る
。
隣

り
合
っ
た
6
地
域
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
自
然
環
境
と
文
化
的
伝
統
に

は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
の
違
っ

た
風
土
で
育
っ
た
作
家
の
表
現
形

態
は
6
つ
の
地
域
そ
れ
ぞ
れ
に
独
特

で
、
同
じ
地
域
の
作
家
の
表
現
形

態
は
互
い
に
交
流
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
著
し
く
類
似
し
た
も
の
が

あ
る
。
他
都
道
府
県
で
生
ま
れ
育

っ
た
作
家
が
神
奈
川
県
に
移
り
住

む
場
合
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
際

も
不
思
議
と
類
似
の
表
現
形
態
を

と
る
地
域
に
定
着
す
る
。
開
高
健

も
大
阪
で
生
ま
れ
湘
南
の
地
に
定

着
し
た
。
そ
れ
は
風
土
の
か
も
し
出

す
空
間
の
存
在
の
証
し
で
も
あ
る
。

国
民
的
作
家
を
生
む
横
浜
の
風
土

横
浜
は
明
治
以
後
に
で
き
た
新

し
い
都
市
で
あ
る
が
、
そ
の
明
治

時
代
に
何
人
か
の
作
家
が
生
ま
れ

育
っ
て
い
る
。
大
仏
次
郎
、
獅
子
文

六
、
吉
川
英
治
、
長
谷
川
伸
、
白
井

喬
二
等
で
あ
る
。
大
仏
と
吉
川
は

あ
る
時
期
、
南
太
田
小
学
校
と
い

う
同
じ
小
学
校
で
一
緒
に
学
ん
で

い
る
。
こ
れ
ら
の
名
前
が
端
的
に

示
す
よ
う
に
、
横
浜
は
国
民
的
作

家
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
大
衆
小
説

家
を
生
む
風
土
で
あ
る
。
大
仏
、
獅

子
は
ハ
イ
カ
ラ
な
、
吉
川
、
長
谷
川

は
庶
民
的
な
大
衆
作
家
で
あ
り
、

そ
れ
は
横
浜
の
風
土
の
持
つ
二
面

性
で
も
あ
る
。
後
に
住
ん
だ
作
家

に
も
山
本
周
五
郎
や
五
木
寛
之
な

ど
の
国
民
的
作
家
が
お
り
、
横
浜

は
国
民
的
大
衆
作
家
が
創
作
し
や

す
い
風
土
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

芸
術
至
上
主
義
的
作
家
を
生
む

小
田
原
の
風
土

小
田
原
は
鎌
倉
と
並
ぶ
歴
史
あ

る
地
方
都
市
で
あ
る
。
小
田
原
の

風
土
の
背
景
に
は
、
海
、
山
に
恵
ま

れ
た
豊
か
な
自
然
と
、
鎌
倉
時
代

か
ら
続
く
城
下
町
と
し
て
の
長
い
文

化
的
伝
統
が
あ
る
。
東
に
曽
我
の

丘
陵
、
西
に
箱
根
の
山
々
、
そ
の
山

間
か
ら
流
れ
出
る
清
冽
な
酒
匂
川

と
早
川
、
そ
れ
ら
の
川
が
注
ぐ
小

田
原
海
岸
と
相
模
湾
。
そ
れ
ら
の

豊
か
で
美
し
い
自
然
が
人
間
的
感

性
を
育
ん
で
き
た
。
歴
史
的
に
は
、

と
く
に
文
化
文
政
時
代
の
藩
主
で

あ
っ
た
大
久
保
忠
真
は
老
中
の
要

職
ま
で
の
ぼ
り
、
藩
校
集
成
館
を
創

設
し
、
大
い
に
学
問
文
芸
を
奨
励

し
、
多
数
の
文
化
人
を
排
出
す
る

伝
統
を
作
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
維

新
に
な
っ
て
小
田
原
藩
は
幕
府
方

に
あ
っ
た
た
め
冷
遇
さ
れ
、
豊
か
な

文
化
的
感
性
に
大
き
な
心
的
外
傷

を
与
え
た
。
そ
れ
が
、
明
治
に
な
っ

て
小
田
原
独
特
の
作
家
を
生
む
風

土
的
背
景
と
な
っ
た
。
明
治
元
年
に
、

北
村
透
谷
が
小
田
原
市
唐
人
町
で

生
ま
れ
た
の
は
象
徴
的
で
あ
る
。
透

谷
は
、
深
い
精
神
性
と
浪
漫
性
に

満
ち
た
著
作
の
数
々
を
著
し
、
近

代
日
本
文
学
の
扉
を
開
い
た
。

村
伊
作
は
、
山
と
高
山
植
物
に
か

け
た
純
粋
な
詩
魂
を
珠
玉
の
紀
行

文
と
し
て
残
し
た
。
福
田
正
夫
、
井

上
康
文
ら
は
、
詩
誌「
民
衆
」を
創

刊
し
、
民
衆
詩
運
動
の
担
い
手
と

な
っ
た
。
昭
和
に
は
牧
野
信
一
。
尾

崎
一
雄
、
川
崎
長
大
郎
、
北
原
武

夫
ら
が
出
、
芸
術
至
上
主
義
的
私

小
説
の
境
地
を
開
い
て
い
っ
た
。
横

浜
が
国
民
的
大
衆
小
説
を
生
ん
だ

風
土
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
田
原
は

芸
術
至
上
主
義
的
私
小
説
を
生
む

風
土
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
東
京

と
は
一
線
を
画
し
た
、
孤
高
の
情

熱
を
持
っ
た
作
家
た
ち
を
輩
出
し

て
い
っ
た
。
中
で
、
北
村
透
谷
と
牧

野
信
一
は
若
く
し
て
自
死
し
て
い

る
。
北
村
は
感
情
障
害
圏
、
牧
野

は
分
裂
病
圏
の
作
家
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
、

ほ
か
の
4
地
域
も
眺
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
作
家
た
ち
が
同
じ
作
家
に

な
り
な
が
ら
も
、
生
育
し
た
風
土

に
よ
っ
て
そ
の
表
現
形
態
、
手
法
が

あ
る
必
然
性
を
も
っ
て
異
な
っ
て
く

る
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

精
神
性
や
創
造
性
に
は
時
代
と
風

土
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。

〈
山
田
和
夫
略
歴
〉

和
楽
会
横
浜
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
、
東
洋
英
和
女
学
院

大
学
人
間
科
学
部
教
授
一
九
五
二
年
東
京
生
ま
れ
。

一
九
七
四
年
東
京
大
学
医
学
部
保
健
学
科
中

退
、
一
九
八
〇
年
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
卒
業
。

二
〇
〇
〇
年
横
浜
市
立
大
学
医
学
部
市
民
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
部
長
、
二

〇
〇
二
年
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
人
間
科
学
部

教
授
、
二
〇
〇
三
年
和
楽
会
横
浜
ク
リ
ニ
ッ
ク
院

長
。
日
本
う
つ
病
学
会
監
事
、
多
文
化
間
精
神

医
学
会
理
事
・
執
行
委
員
、
日
本
病
跡
学
会
理

事
・
編
集
委
員
長
他
。
主
要
著
書：

「
う
つ
病

は
本
当
に
完
治
す
る
か
」「
抗
う
つ
薬
の
選
び
方

と
用
い
方
」「
新
世
紀
の
精
神
科
治
療
２
気
分
障

害
の
診
療
学
」「
今
日
の
治
療
指
針
二
〇
〇
四：

難
治
性
う
つ
病
」
他

●

野
鳥
図
鑑
●

【タシギ 】
冬、小川の縁を歩いていますと「ジェッ」と鳴いて、足元

から飛び立つ姿に驚かされることがあります。体が褐色で枯
れ草に似ているのを保護色としているため、人が近づくまで
がまんをして飛び立つのです。長い嘴を泥の中に入れ、ミミ
ズや水生昆虫などをさぐって食べています。日本では、主に
冬鳥として水田や河川などの水辺で見ることができます。

撮影（財）日本野鳥の会岐阜県支部長　大塚之稔
ゆきとし
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 209

月 

火 

水 

木 

金 

土 
山中 第3土曜

山中 第3土曜以外

坂元 不定期

佐々木

山中 第3土曜

竹内（隔週）

坂本英

武井

武井 武井

吉田
高橋

坂本典

吉田

吉田

吉田

吉田

吉田

坂本英

吉田

栃木

貝谷（再診） 貝谷（初診）

吉田

高橋

網島第1週以外
網島第1週

木納

吉田 吉田

武井

山中

熊野

堺

栃木

梅景 梅景
西川（第1・3）

安田
佐々木

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 209

月 

火 

水 

木 

金 

土 

行動療法（岩佐）
サイバークリニック

サイバークリニック

行動療法（横山）

サイバークリニック
行動療法（岩佐）

行動療法（横山）

サイバークリニック
行動療法（岩佐）

行動療法（鈴木）

サイバークリニック

行動療法（福井）
行動療法（小山）隔週

集団認知
行動療法
（宇佐美）

集団認知
行動療法
（宇佐美）

集団認知
行動療法
（宇佐美）

※予約診療（日曜・祝日休診）

Que Será,Será

「ケ セラ セラ」

発行日　平成19年10月1日

制　作 （株）メディカルフォーラム
発行所　医療法人 和楽会 心療内科・神経科　赤坂クリニック

〒107-0052  東京都港区赤坂3 - 9 -18 BIC赤坂ビル6F Tel 03-5575-8198 Fax 03-3584-3433
ホームページアドレス http://www.fuanclinic.com E-Mail  office@fuanclinic.com

協　力　NPO法人　不安・抑うつ臨床研究会
印　刷　ヨツハシ株式会社　〒501-1136 岐阜市黒野南1-90 Tel 058-293-1010 Fax 058-293-1007
定　価 ￥500

【医師の受付時間】 【認知行動療法の受付時間】

●「自立支援医療制度」の利用についてのお知らせ

4／19より毎週木曜19：00～（1時間）
集団精神療法としてヨガを始めました。ご希望の方は主治医へご相談下さい。

○自己負担額は原則10％です
これまでの制度の自己負担額は5％でしたが、新しい制度は原則10％です。世帯の所
得額や病名などによっては自己負担に上限があり、それ以上は支払わなくてよい場合
があります。

○必ず医療受給者証を提示して下さい
受診する時や薬局で薬をもらう時には、毎回必ず「医療受給者証」を提示して下さい。

○自己負担上限額がある場合は、必ず「月額負担上限額管理票」を提示して下さい
自己負担上限額がある人は、受診や薬局で薬をもらう時、必ず「月額負担上限額管理
票」を提示して、自己負担した金額を記入してもらわなければなりません。

○新しい制度の有効期間は1年です
これまでの制度の有効期間は2年でしたが、新し
い制度は1年です。毎年更新手続きが必要です。

○新しい制度を利用できない場合があります
所得が一定以上（区市町村民税額が20万円以上）
の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合には、
新しい制度を利用できません。

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上 
生活保護 低所得1 低所得2 中間層1 中間層2 一定以上 

生活保護世帯 
区市町村民税 
非課税本人収入 
　80万 

区市町村民税 
非課税本人収入 
＞80万 

区市町村民税 
＜2万（所得割） 

2万　 
区市町村民税 
＜20万（所得割） 

20万　 
区市町村民税 
（所得割） 

所得区分① 

負担0円 

所得区分② 

負担上限額 
2,500円 

所得区分③ 所得区分④ 所得区分⑤ 

重 度 か つ 継 続  
負担上限額 
5,000円 

負担上限額　医療保険の自己負担限度額 公費負担の対象外 
（医療保険の負担割合・負担限度額） 

負担上限額 5,000円 負担上限額 10,000円 負担上限額 20,000円 

●「社会不安障害の
すべてがわかる本」

著　者：貝谷久宣
発行日：2006年3月10日
出版社：講談社

●「気まぐれ「うつ」病
―誤解される非定型うつ病―」

著　者：貝谷久宣
発　行：2007年7月10日
出版社：筑摩書房

● クリニック関係図書出版案内

●冬期休業のお知らせ　　12月29日（土）から1月3日（木）まで休診いたします。


