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前
項
で
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の

短
期
訓
練
中
で
も
痛
み
は
軽
減
さ
れ

る
こ
と
を
記
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
瞑

想
を
長
期
間
し
て
い
る
人
の
痛
覚
低

下
に
つ
い
て
の
研
究
を
記
し
ま
す
。
こ

れ
ら
の
研
究
で
は
、
瞑
想
中
ま
た
は
直

後
に
痛
覚
の
変
化
が
生
じ
る
と
い
う

瞑
想
の
直
接
効
果
で
は
な
く
、
瞑
想
を

し
た
こ
と
の
な
い
人
に
比
べ
長
期
間

瞑
想
を
し
て
き
た
人
た
ち
に
み
ら
れ

る
痛
覚
閾
値
の
上
昇（
痛
み
に
鈍
感
に

な
る
）が
ど
の
よ
う
な
機
序
で
生
じ
て

い
る
か
を
調
べ
て
い
ま
す
。

　

B
row
n

ら
の
研
究
は
脳
波
検
査（
事

象
関
連
電
位
）に
よ
り
脳
内
の
電
気
活

動
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か

を
調
べ
た
も
の
で
す
。
研
究
対
象
者
は

右
利
き
の
健
常
人
27
名
、
そ
の
う
ち
12

名（
男
性
６
名
、
女
性
6
名
、
平
均
年

齢
32
歳
）は
瞑
想
経
験
が
あ
り
、
15
名

（
男
性
７
名
、
女
性
８
名
、
平
均
年
齢

37
歳
）は
瞑
想
経
験
が
な
い
人
達
で
し

た
。
瞑
想
の
種
類
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
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ネ
ス
5
名
、
禅
2
名
、
タ
ン
ト
ラ
2
名
、

サ
マ
タ
2
名
、
サ
ハ
ジ
マ
ル
グ
1
名

で
、
瞑
想
時
間
は
39
週
か
ら
1
8
2
0

週
に
及
ん
で
い
ま
し
た
。
痛
み
は
レ
ー

ザ
ー
刺
激
で
与
え
ら
れ
、
そ
の
痛
み
と

不
快
感
の
程
度
が
０
点
か
ら
10
点
満

点
で
評
価
が
さ
れ
ま
し
た
。

　

瞑
想
経
験
が
長
い
ほ
ど
痛
み
を
不

愉
快
と
感
じ
る
程
度
が
低
い
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
ま
し
た（
図
1
）。
痛
み

6
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r=-0.68, p<0.01痛
み
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す
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不
快
感

瞑想経験期間（週）

（
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）
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⑦ 

長
期
瞑
想
者
で
は
痛
み
の
感
受
性
は
低
下
し
て
い
る図1　痛みに対する不快感と瞑想期間との関係。

　　  瞑想期間が長いほど痛みに対する不快感は低い。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
臨
床
効
果
と
脳
科
学 
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に
対
す
る
不
快
感
の
低
下
は
瞑
想
時

間
6
年（
2
7
0
週
）以
上
の
被
験
者

だ
け
を
と
っ
て
対
照
と
比
べ
る
と
統

計
的
有
意
に
差
が
で
ま
し
た
。
言
葉
を

変
え
て
言
う
な
ら
ば
、
瞑
想
を
6
年
間

以
上
す
る
と
痛
み
に
対
す
る
感
受
性

が
あ
き
ら
か
に
低
下
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

痛
覚
刺
激
を
加
え
る
前
の
予
期
不

安
の
高
ま
り
は
、
背
側
帯
状
回
の
電
気

活
動
の
高
ま
り
で
示
さ
れ
た（
図
2
）。

痛
覚
刺
激
を
加
え
る
前
の
予
期
不
安

時
も
痛
み
を
加
え
た
時
の
不
快
感
時

も
背
側
帯
状
回
の
電
気
活
動
は
非
瞑

想
者
で
は
瞑
想
者
よ
り
も
高
か
っ
た

（
図
３
）。
ま
た
、
6
年
間
以
上
の
経
験

を
持
つ
瞑
想
者
で
は
、
背
側
帯
状
回
の

活
性
は
増
加
で
は
な
く
減
少
し
、
さ
ら

に
、
瞑
想
時
間
が
長
い
ほ
ど
こ
の
電
気

活
動
減
少
が
著
明
で
あ
っ
た（
図
４
）。

こ
の
所
見
は
、
瞑
想
熟
達

者
で
は
、
痛
覚
刺
激
に
よ

る
予
期
不
安
が
上
が
ら
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

内
側
前
頭
前
野
は
情
動

を
和
ら
げ
認
知
機
能
を
変

容
さ
せ
る
高
度
の
脳
機
能

を
司
る
部
位
で
あ
る（
図

2
）。
痛
覚
刺
激
を
与
え

た
時
の
内
側
前
頭
前
野
の

マインドフルネスの臨床効果と脳科学

電
気
活
動
は
、
瞑
想
者
で
増
加
率
が
高

く
、
そ
の
活
性
が
高
い
ほ
ど
痛
み
に
対

す
る
不
快
感
は
低
か
っ
た（
図
５
）。
非

瞑
想
者
で
は
、
反
対
に
、
こ
の
活
性
が

高
い
人
ほ
ど
痛
み
に
対
す
る
不
快
感
が

高
か
っ
た
。
こ
の
解
釈
は
困
難
で
あ
る

が
、
瞑
想
者
で
は
危
急
時
に
お
け
る
対

応
を
高
位
脳
で
処
理
す
る
こ
と
に
優
れ

て
い
る
と
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
。

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
で
は
、
物

事
に
対
し
て
好
き
だ
と
か
嫌
い
だ
と

か
判
断
す
る
こ
と
を
や
め（
非
評
価
）、

何
に
対
し
て
も
に
対
し
て
も
優
し
さ

と
好
奇
心
を
持
っ
て
受
け
入
れ
る
態

度（
受
容
）が
養
わ
れ
る
。
痛
覚
刺
激
に

対
し
て
も
こ
の
よ
う
な
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
的
態
度
で
対
応
す
る
こ
と
が
痛
覚

の
低
下
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

G
rantら

（2011

）は
坐
禅
の
熟
達
者

の
痛
み
の
感
受
性
低
下
に
つ
い
て
の

脳
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
興
味
が
あ

る
こ
と
に
、
痛
覚
を
受
け
た
時
に
活
動

性
が
高
ま
る
背
側
帯
状
回
と
島
皮
質

の
体
積
が
増
加
し
て
い
た
。
痛
み
を
受

け
た
時
の
こ
の
部
の
活
性
は
熟
達
者

で
は
対
照
者
に
比
し
低
か
っ
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
痛
み
に
直
接
関
係
す
る
部

位（
背
側
帯
状
回
）と
上
位
機
能
執
行

部
位（
背
外
側
前
頭
前
野
）と
の
連
絡

性
が
低
下
し
て
い
た（
図
６
）。
こ
れ
ら

の
結
果
は
、
認
知
評
価
機
能
と
痛
み
感

受
性
機
能
と
の
乖
離
を
意
味
し
て
お

り
、
坐
禅
者
は
痛
み
を
よ
り
中
立
的
に

観
察
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
侵
入
刺
激

に
対
し
て
認
知
的
情
動
的
に
無
関
心

に
な
っ
た
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
脳
活
性
の
あ
り
方
は
禅
的
態

度
す
な
わ
ち
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
的

思
考
と
一
致
し
て
い
る
と
報
告
者
は

考
え
て
い
る
。

⑦ 長期瞑想者では痛みの感受性は低下している

図2　背側帯状回と内側前
　　　頭前野

図3　疼痛を加えた時の背側帯状回における電気活動の変化。瞑
想者では予期不安後期と疼痛時の背側帯状回の電気活動は
非瞑想群よりも増加の程度が低い。

図4　瞑想者では痛覚に対する不快感の強さと相関す
る背側帯状回の電気活動は、6年(270週）以上瞑
想したものでは増加せずむしろ減少している。

図5　瞑想熟達者においては、内側前頭前野の
電気活動増加の程度と痛みへの不快感は
逆相関し、非瞑想者では相関していた。

図6　坐禅者では背側帯状回と背外側前頭前野との
連絡性が低下しており、その低下の程度が低
いほど痛みの感受性は低下している。
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こ
こ
に
示
し
た
結
果
を
踏
ま
え
て

考
え
る
と
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想

を
長
期
に
わ
た
り
実
行
す
れ
ば
、
痛
み

に
対
す
る
苦
痛
が
少
な
い
人
間
に
な

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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〈
岸
本
智
数
略
歴
〉

一
九
七
三
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
一
九

九
六
年
東
京
大
学
農
学
部
農
芸
化
学
科

卒
業
。
二
〇
〇
二
年
福
井
医
科
大
学
医

学
部
医
学
科
（
現
、
福
井
大
学
）
卒
業
。

京
都
府
立
医
科
大
学
付
属
病
院
精
神
神

経
科
、
同
大
学
院
、
明
石
市
立
市
民
病

院
心
療
内
科
・
精
神
科
、
宇
治
お
う
ば

く
病
院
精
神
科
を
経
て
、
二
〇
一
八
年

一
月
か
ら
、
な
ご
や
メ
ン
タ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク
院
長
。

　

皆
さ
ん
、
今
年
の
夏
の
暑
さ
は
無
事

に
乗
り
切
れ
ま
し
た
か
。
こ
の
原
稿
を

書
い
て
い
る
の
が
8
月
の
下
旬
で
す

が
、
胃
腸
な
ど
に
疲
れ
が
出
て
き
て
い

る
人
が
い
る
よ
う
で
す
。
暑
い
と
ど
う

し
て
も
冷
た
い
飲
み
物
を
一
気
に
飲

み
た
く
な
り
ま
す
が
、
温
か
い
飲
み
物

を
寝
起
き
や
食
前
に
飲
む
と
胃
腸
に

優
し
い
そ
う
で
す
。
暑
さ
と
冷
た
い
飲

み
物
で
疲
れ
た
胃
腸
を
労
わ
っ
て
あ

げ
て
く
だ
さ
い
。

　

今
年
の
夏
は
、
お
盆
休
み
を
利
用
し

て
淡
路
島
と
、
渦
潮
で
有
名
な
大
鳴
門

橋
を
渡
っ
て
す
ぐ
の
徳
島
県
鳴
門
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
淡
路
島
は
個
人
的

に
と
て
も
好
き
で
、
何
度
も
訪
れ
て
い

ま
す
。
瀬
戸
内
海
で
最
大
の
島
で
、
兵

庫
県
に
属
し
て
い
る
淡
路
島
へ
は
、
兵

庫
県
神
戸
市
か
ら
は
明
石
海
峡
大
橋

を
、
徳
島
県
鳴
門
市
か
ら
は
大
鳴
門
橋

を
通
っ
て
渡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私

は
兵
庫
県
の
育
ち
で
、
祖
父
母
が
徳
島

県
に
い
た
の
で
、
幼
少
期
か
ら
よ
く
淡

路
島
を
通
っ
て
徳
島
県
に
行
っ
て
い

ま
し
た
。
現
在
は
明
石
海
峡
大
橋
で
淡

路
島
に
渡
れ
ま
す
が
、
明
石
海
峡
大
橋

が
開
通
す
る
1
9
9
8
年
4
月
ま
で

は
フ
ェ
リ
ー
で
渡
っ
て
い
ま
し
た
。
港

で
フ
ェ
リ
ー
を
待
ち
、
車
ご
と
フ
ェ

リ
ー
に
乗
り
タ
イ
ヤ
に
輪
留
め
を
止

め
、
出
港
後
は
甲
板
な
ど
に
出
て
い
た

こ
と
を
、
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
ま

す
。
明
石
と
淡
路
島
を
結
ぶ
明
石
淡
路

フ
ェ
リ
ー
は
、
通
称
た
こ
フ
ェ
リ
ー

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
調
べ
て
み

ま
す
と
、
残
念
な
が
ら
2
0
1
0
年
に

運
航
休
止
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

明
石
海
峡
大
橋
は
高
速
道
路
の
た
め

1
2
5
cc
以
下
の
バ
イ
ク
は
本
州
か
ら

淡
路
島
に
渡
れ
な
い
状
態
に
な
り
ま

し
た
が
、
2
0
1
5
年
か
ら
ジ
ェ
ノ
バ

ラ
イ
ン
で
1
2
5
cc
以
下
の
バ
イ
ク
も

積
載
し
て
渡
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ

う
で
す
。

　

淡
路
島
の
特
産
品
に
は
、
牛
肉
、
牛

乳
、
ミ
カ
ン
、
レ
タ
ス
、
ビ
ワ
な
ど
が

あ
り
ま
す
が
、
一
番
有
名
な
の
が
何
と

言
っ
て
も
淡
路
島
玉
ね
ぎ
で
す
。
関
西

で
は
淡
路
島
玉
ね
ぎ
は
と
て
も
有
名

で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
私
は
淡
路
島
を
訪
れ

る
と
必
ず
淡
路
島
玉
ね
ぎ
を
箱
買
い

し
て
帰
り
ま
す
。
お
土
産
屋
さ
ん
な
ど

よ
り
も
、
農
家
さ
ん
の
直
売
所
な
ど
の

方
が
お
安
く
買
え
ま
す
。
非
常
に
有
名

な
淡
路
島
玉
ね
ぎ
、
何
が
そ
ん
な
に
良

い
か
と
い
う
と
、
辛
味
が
少
な
く
て
と

て
も
甘
い
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
料
理

に
使
っ
て
美
味
し
い
の
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、
う
す
切
り
に
し
て
酢
を
入
れ

た
水
で
軽
く
あ
く
抜
き
す
る
だ

け
で
サ
ラ
ダ
に
、
丸
ご
と
レ
ン

ジ
で
温
め
て
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を

か
け
た
り
、
輪
切
り
で
玉
ね
ぎ

の
ス
テ
ー
キ
に
し
て
も
美
味
し

い
で
す
。
調
べ
て
み
ま
す
と
、

淡
路
島
玉
ね
ぎ
は
玉
ね
ぎ
の
辛

味
成
分
で
あ
る
ピ
ル
ビ
ン
酸
が

通
常
の
玉
ね
ぎ
よ
り
も
少
な
い

そ
う
で
す
。
ま
た
、
甘
味
に
つ

い
て
も
、
通
常
の
玉
ね
ぎ
の
糖

度
が
5
%
な
の
に
対
し
て
、
淡

路
島
玉
ね
ぎ
で
は
10
%
前
後
も

あ
り
、
糖
度
だ
け
で
い
う
と
苺

の
甘
さ
を
超
え
る
そ
う
で
す
。

栄
養
価
も
非
常
に
高
く
、
特
に

玉
ね
ぎ
に
含
ま
れ
る
ケ
ル
セ
チ

ン
に
は
抗
酸
化
作
用
が
あ
り
、

動
脈
硬
化
を
抑
制
す
る
作
用
が

期
待
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
2
0
1
8
年

に
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人 

農
業
・

食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
が

行
っ
た
、
玉
ね
ぎ
の
ケ
ル
セ
チ
ン
に
よ

る
認
知
機
能
改
善
の
可
能
性
と
い
う

調
査
報
告
の
中
で
、
ケ
ル
セ
チ
ン
を
含

む
玉
ね
ぎ
を
食
べ
た
グ
ル
ー
プ
で
認

知
機
能
検
査
で
の
改
善
が
見
ら
れ
た

と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
外

で
は
ケ
ル
セ
チ
ン
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
に

よ
る
高
血
圧
改
善
効
果
に
つ
い
て
の

試
験
も
行
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

本
州
か
ら
淡
路
島
を
通
り
、
徳
島
県

鳴
門
市
ま
で
来
る
と
、
渦
潮
で
有
名
な

鳴
門
海
峡
に
差
し
掛
か
り
ま
す
。
ウ
ィ

キ
ペ
デ
ィ
ア
に
よ
る
と
、
大
潮
の
際
に

は
渦
の
直
径
が
最
大
で
30
m
に
も
達

し
、
渦
の
大
き
さ
は
世
界
で
も
最
大
規

模
と
言
わ
れ
、
世
界
遺
産
登
録
を
目
指

し
て
い
る
そ
う
で
す
。
鳴
門
の
渦
潮
に

つ
い
て
は
、
淡
路
島
側
の
う
ず
の
丘
大

鳴
門
橋
記
念
館
、
鳴
門
市
側
の
大
鳴
門

橋
記
念
館
で
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
な
ど
が
学
べ
ま
す
。
う
ず
の
丘
大

鳴
門
橋
記
念
館
に
行
っ
て
き
ま
し
た

が
、
文
字
通
り
丘
の
上
か
ら
大
鳴
門
橋

と
渦
潮
が
見
渡
せ
る
絶
景
を
楽
し
め

ま
し
た
。
さ
て
、
鳴
門
の
特
産
品
と
い

え
ば
鳴
門
わ
か
め
や
な
る
と
金
時
な

ど
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
鳴
門
市
阿

波
お
ど
り
を
満
喫
し
て
き
ま
し
た
。
阿

波
お
ど
り
と
い
え
ば
徳
島
市
阿
波
お

ど
り
が
非
常
に
有
名
で
す
が
、
鳴
門
市

阿
波
お
ど
り
は
毎
年
8
月
に
入
っ
て

徳
島
県
下
の
各
地
で
行
わ
れ
る
中
で

先
陣
を
切
っ
て
開
催
さ
れ
る
そ
う
で

す
。
阿
波
お
ど
り
は
、
阿
波
の
国
と
い

わ
れ
る
徳
島
だ
け
の
も
の
か
と
思
い

込
ん
で
い
ま
し
た
が
、
調
べ
て
み
ま
す

と
、
徳
島
県
人
会
な
ど
の
指
導
に
よ

り
、
例
え
ば
東
京
高
円
寺
阿
波
お
ど
り

は
60
年
以
上
の
、
下
北
沢
一
番
街
阿
波

お
ど
り
は
50
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る

な
ど
、
関
東
各
地
で
も
催
さ
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。
東
京
に
住
ん
で
い
る
時
は

全
く
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
年
は

フ
ラ
ン
ス
や
タ
イ
、
ロ
シ
ア
で
の
イ
ベ

ン
ト
で
披
露
さ
れ
、
海
外
で
も
話
題
に

な
り
、
徳
島
県
は
訪
日
観
光
客
の
訪
問

先
と
し
て
も
人
気
だ
そ
う
で
す
。

　

運
動
や
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
が
パ
ニ
ッ

ク
症
や
広
場
恐
怖
、
う
つ
病
に
効
果
的

と
い
う
報
告
が
複
数
あ
り
ま
す
。
阿
波

お
ど
り
に
は
男
踊
り
と
女
踊
り
が
あ

り
、
踊
り
方
は
検
索
す
る
と
い
ろ
い
ろ

と
解
説
し
て
い
る
サ
イ
ト
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
、
皆
さ
ん

も
こ
れ
か
ら
秋
に
向
け
て
開
催
さ
れ

る
盆
踊
り
な
ど
に
参
加
し
て
、
運
動
が

て
ら
踊
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

医療法人 和楽会  なごやメンタルクリニック院長

岸　本　 智　数

鳴 門 瀬 戸

▲うずの丘大鳴門橋記念館から見える大鳴門橋と鳴門の渦潮

▲鳴門市阿波おどり
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〈
山
中  

学
略
歴
〉

一
九
九
一
年
東
京
大
学
医
学
部
卒
業
。

東
京
大
学
心
療
内
科
、
東
京
女
子
医
科

大
学
東
医
療
セ
ン
タ
ー
准
講
師
・
内
科

医
局
長
を
経
て
、
二
〇
一
九
年
五
月
よ

り
横
浜
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
。

心
療
内
科
・
神
経
科 

赤
坂
ク
リ
ニ
ッ
ク

で
は
一
九
九
七
年
よ
り
診
療
。

　
『
戦
艦
武
蔵
』『
ふ
ぉ
ん
・
し
い
ほ

る
と
の
娘
』『
破
獄
』な
ど
で
知
ら
れ

る
吉
村
昭
が
、平
成
18
年
7
月
30
日
、

舌
が
ん
、
膵
臓
が
ん
で
療
養
中
、
み

ず
か
ら
頸
部
の
中
心
静
脈
ポ
ー
ト
を

引
き
抜
い
て
、
そ
の
ま
ま
亡
く
な
ら

れ
た
の
は
衝
撃
的
で
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
夫
人
の
津
村
節
子
の
本
な
ど
に

も
経
緯
が
記
さ
れ
て
お
り
、
遺
言
に

も
延
命
治
療
を
望
ま
ぬ
こ
と
が
書
か

れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
、「
尊
厳
死
」

と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
な
に
か
、
突

然
の
印
象
が
ぬ
け
が
た
く
、
も
や
も

や
し
た
ま
ま
だ
っ
た
。「
死
」が
吉
村

昭
の
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ
る
の
は
当

然
な
の
だ
が
、
特
に
初
期
作
品
は

「
死
」や「
骨
」が
繰
り
返
し
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
て
、
そ
ん
な
中
で
、
太
平

洋
戦
争
の
空
襲
を
生
き
延
び
、
さ
ら

に
戦
後
す
ぐ
に
肺
結
核
で
死
を
覚
悟

し
、
局
部
麻
酔
の
み
で
肋
骨
を
切
除

す
る
と
い
う
過
酷
な
手
術
を
受
け

て
、
大
学
も
中
退
し
て
、
小
説
も
な

か
な
か
も
の
に
な
ら
ず
、
経
済
的
に

も
苦
し
く
て
、
と
い
う
時
期
に
、「
自

殺
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
橋
か
ら
川

面
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
る
」
と
い
う

情
景
を
ど
こ
か
で
読
ん
だ
記
憶
が

あ
っ
た
。

　

エ
ッ
セ
イ
か
私
小
説
だ
ろ
う
と
あ

た
り
を
つ
け
て
探
し
て
み
た
と
こ

ろ
、
ど
う
や
ら『
一
家
の
主
』で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
初
出
は

昭
和
48
年
で
、
読
ん
だ
の
は
ち
く
ま

文
庫
版（
平
成
元
年
）だ
っ
た
と
思

う
。「
夫
と
妻
の
こ
と
、出
産
の
こ
と
、

引
っ
越
し
の
こ
と
、
職
業
の
こ
と
…

こ
の
世
の
も
ろ
も
ろ
を
引
き
受
け
つ

つ
、
小
説
を
書
き
続
け
る
、
そ
れ
は

な
か
な
か
楽
で
は
な
い
。
生
活
と
創

作
、
両
方
に
わ
た
る
喜
び
、
悲
し
み
、

時
に
怒
り
も
こ
み
上
げ
る
日
々
を
、

さ
り
げ
な
い
ユ
ー
モ
ア
で
い
ろ
ど
っ

て
つ
づ
る
、
自
伝
的
な
長
編
小
説
」

と
紹
介
文
に
あ
る
が
、
吉
村
は
文
庫

あ
と
が
き
で
、「
私
は
な
に
も
ユ
ー

モ
ア
小
説
を
書
こ
う
と
筆
を
執
っ
た

の
で
は
な
く
、
そ
の
十
数
年
の
間
の

自
分
の
生
き
方
を
書
い
た
ら
、
自
然

に
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
け
な
の

で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
実
際
、

登
場
人
物
の
名
前
は
変
え
て
い
る
も

の
の
、
主
人
公
の
書
く
小
説
の
タ
イ

ト
ル
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、

昭
和
29
年（
27
歳
）か
ら
昭
和
38
年

（
36
歳
）こ
ろ
の
話
と
い
う
事
に
な

る
。（『
戦
艦
武
蔵
』
は
昭
和
41
年
。）

た
だ
し
、
年
譜
と
照
合
す
る
と
出
来

事
の
前
後
な
ど
は
多
少
変
え
て
あ
る

よ
う
だ
。
長
男
出
産
の
時
に
、
分
娩

室
で
妻
と
間
違
え
て
他
の
妊
婦
の
手

を
握
っ
て
あ
げ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど

と
て
も
面
白
い
。

　
「
橋
か
ら
川
面
を
の
ぞ
き
こ
ん
で

い
る
」
場
面
は
出
て
こ
な
く
て
、
他

の
作
品
だ
っ
た
の
か
、
記
憶
違
い

だ
っ
た
の
か
、は
っ
き
り
し
な
い
が
、

「
金
網
の
こ
と
」
と
い
う
章
が
あ
り
、

谷
中
墓
地
、
鶯
谷
駅
近
く
の
陸
橋

上
で
の
出
来
事
の
記
載
が
そ
れ
に

近
か
っ
た
。
そ
し
て
、
改
め
て
読

ん
で
み
る
と
、
そ
こ
に
は
高
所
恐

怖
症
の
初
発
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ

て
い
た
。

　

そ
の
年（
昭
和
32
年
）、
谷
中
の
五

重
塔
が
心
中
に
よ
る
放
火
で
焼
失

し
、
主
人
公
は
焼
け
跡
を
訪
れ
る
。

日
暮
里
で
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
な
じ

み
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。そ
の
帰
り
、

鶯
谷
駅
近
く
の
陸
橋
で
、
陸
橋
の
床

下
か
ら
頑
丈
な
金
網
が
庇
の
よ
う
に

突
き
出
て
い
る
の
を
目
に
す
る
。
は

じ
め
は
物
の
落
下
防
止
の
為
だ
ろ
う

と
思
っ
た
が
、
線
路
に
向
か
っ
て
身

を
投
げ
る
人
の
落
下
防
止
の
た
め
で

は
な
い
か
と
思
い
至
る
。

　
「
不
意
に
、
得
体
の
し
れ
ぬ
も
の

が
全
身
を
刺
し
つ
ら
ぬ
い
た
。
そ
れ

は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
味
わ
う
異
様

な
感
覚
だ
っ
た
」
か
ら
の
文
章
は
、

ま
さ
に
恐
怖
症
性
発
作
の
症
状
そ
の

も
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
迫
真
の
描

写
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
引
用
す
る

の
が
は
ば
か
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ

り
、
簡
単
に
ま
と
め
る
が
、
彼
は
、

金
網
か
ら
眼
を
そ
ら
す
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
、
足
が
陸
橋
の
ふ
ち
を
ま

た
ぐ
こ
と
を
求
め
て
い
る
、
線
路
上

に
と
び
お
り
よ
う
と
し
て
い
る
、
と

強
く
感
じ
て
、恐
怖
を
感
じ
る
。「
汗

が
さ
ら
に
ふ
き
出
し
、
頭
の
中
に
炭

酸
水
の
泡
が
つ
ぶ
れ
る
よ
う
な
音
が

み
ち
た
。」肺
結
核
の
6
時
間
以
上
に

及
ぶ
手
術
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が

ら
、「
よ
う
や
く
死
を
ま
ぬ
が
れ
た

自
分
の
肉
体
が
、
足
の
欲
求
に
負
け

て
死
体
に
な
る
こ
と
は
防
ぎ
た
か
っ

た
。」最
後
に
は
、
這
い
な
が
ら
ど
う

に
か
陸
橋
を
渡
り
切
る
。

　
「
そ
の
後
、
か
れ
は
高
所
に
立
つ

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
」と
あ
り
、

他
の
エ
ッ
セ
イ
で
も
、「
私
は
か
な

り
重
症
の
高
所
恐
怖
症
で
あ
る
。
ビ

ル
の
屋
上
に
あ
が
る
こ
と
な
ど
む
ろ

ん
で
き
な
い
し
、
歩
道
橋
を
あ
る
く

こ
と
も
で
き
な
い
」（『
七
十
五
度
目

の
長
崎
行
き
』）と
書
い
て
い
る
。

　

笹
沢
信『
評
伝
吉
村
昭
』が
、
吉
村

の
最
期
の
心
境
を
推
測
し
て
い
る
。

「（
遺
作
と
な
っ
た
）『
死
顔
』
に
は
、

自
か
ら
死
期
が
近
い
こ
と
を
認
識
し

た
時
、
す
べ
て
の
延
命
措
置
を
断
っ

て
死
を
迎
え
る
こ
と
を
理
想
と
す
る

が
、『
医
学
の
門
外
漢
で
あ
る
私
は
、

死
が
近
づ
い
て
い
る
か
否
か
判
断
の

し
よ
う
が
な
く
、
そ
れ
は
不
可
能
で

あ
る
』
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、

入
院
後
の
7
月
18
日
に
は
、『
死
は

こ
ん
な
に
あ
っ
さ
り
訪
れ
て
く
る
も

の
な
の
か
。
急
速
に
死
が
近
づ
い
て

く
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。
あ
り
が
た

い
こ
と
だ
』
と
書
い
て
い
る
。」「
こ

の
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
、
7

月
18
日
の
段
階
で
死
の
接
近
し
た
こ

と
を
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
18
日
か
ら
30
日
ま
で
は
『
死
』
の

深
ま
り
を
凝
視
し
て
い
た
に
違
い
な

い
。」
そ
れ
は
、
事
実
に
基
づ
い
て
、

自
分
の
確
か
め
た
こ
と
の
み
を
書
こ

う
と
し
た
吉
村
昭
の
創
作
姿
勢
そ
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

〇 

吉
村
昭『
一
家
の
主
』ち
く
ま
文
庫

〇 

笹
沢
信『
評
伝 

吉
村
昭
』白
水
社

医療法人 和楽会
横浜クリニック院長

山中　学

吉村昭の高所恐怖症
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〈
坂
元  

薫
略
歴
〉

東
京
出
身
（
ル
ー
ツ
は
鹿
児
島
県
串
木

野
）。
1
9
8
2
年
東
京
医
科
歯
科
大

学
医
学
部
卒
業
。
1
9
8
5
年
よ
り

1
9
8
7
年
、
旧
西
ド
イ
ツ
政
府
給
費

留
学
生
と
し
て
ボ
ン
大
学
精
神
科
留

学
。
東
京
女
子
医
科
大
学
神
経
精
神
科

助
手
、
講
師
、
助
教
授
、
教
授
を
経
て

2
0
1
6
年
8
月
よ
り
赤
坂
ク
リ
ニ
ッ

ク
坂
元
薫
う
つ
治
療
セ
ン
タ
ー
長
。

◆ ◆ ◆　双極性障害を知ろう　◆ ◆ ◆
医療法人和楽会　坂元 薫 うつ治療センター長

坂 元 　 薫
　

米
国
で
は
2
0
0
0
年
ま
で
は
双

極
性
障
害
は
「
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
疾
患
」
と
も
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
の
後
急
速
に
関
心
が
高
ま
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
で
は
そ

れ
に
遅
れ
る
こ
と
7
、
8
年
し
て
か

ら
に
わ
か
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
今
回
と
次
回
の
2
回
に

分
け
、
そ
の
双
極
性
障
害
に
つ
い
て

お
話
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

⃝
双
極
性
障
害
と
は
？

　

双
極
性
障
害
は
、
気
分
が
落
ち
込

む
「
う
つ
状
態
」
と
気
分
が
高
揚
す
る

「
躁
状
態
」
が
交
互
に
起
こ
る
病
気
で

す
。
従
来
、
躁
う
つ
病
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
軽
い
躁
状
態
に
気
づ
か

れ
ず
う
つ
状
態
だ
け
と
思
わ
れ
て
し

ま
う
と
う
つ
病
と
誤
診
さ
れ
る
こ
と

も
多
く
、
そ
の
こ
と
が
治
療
上
の
問

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
病
気
は
、
う
つ
状
態
だ
け
を

み
る
限
り
、
う
つ
病
と
区
別
が
つ
き

ま
せ
ん
が
、
治
療
に
あ
た
っ
て
鑑
別

は
重
要
で
す
。
双
極
性
障
害
と
う
つ

病
と
で
は
、
治
療
法
が
大
き
く
異
な

る
た
め
で
す
。

⃝
双
極
性
障
害
に
み
ら
れ
る
症
状

　

う
つ
状
態
と
躁
状
態
で
は
以
下
の

と
お
り
症
状
が
異
な
り
ま
す
。
う
つ

状
態
か
ら
躁
状
態
へ
、
あ
る
い
は
躁

状
態
か
ら
う
つ
状
態
へ
変
わ
る
と
き

な
ど
に
は
、
ぞ
れ
ぞ
れ
の
症
状
が
混

ざ
っ
た
混
合
状
態
が
起
こ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。「
気
分
は
憂
う
つ
な
の
に

行
動
が
多
く
活
動
的
に
な
る
」、
と

い
っ
た
よ
う
な
状
態
で
す
。

  

う
つ
状
態
の
症
状

○
１
日
中
気
分
が
憂
う
つ
で
、
さ
び

し
い
、
悲
し
い
、
あ
る
い
は
空
虚

な
気
持
ち
が
あ
る

○
何
事
に
も
興
味
が
も
て
な
い
、
楽

し
め
な
い

○
食
欲
が
低
下（
ま
た
は
増
加
）し
た

り
、
体
重
が
減
少（
ま
た
は
増
加
）

す
る

○
夜
眠
れ
ず
、
早
朝
暗
い
う
ち
か
ら

目
が
覚
め
て
眠
れ
な
い
。
あ
る
い

は
眠
り
す
ぎ
る

○
話
し
方
や
動
作
が
鈍
く
な
る
、
あ

る
い
は
落
ち
着
か
ず
、
じ
っ
と
し

て
い
ら
れ
な
い

○
疲
れ
や
す
い

○
自
分
に
は
生
き
る
価

値
が
な
い
と
思
い
、

自
分
を
責
め
る

○
何
か
に
集
中
し
た
り
、

決
断
を
下
す
こ
と
が

難
し
い

○
自
殺
を
考
え
る

  

躁
状
態
の
症
状

○
気
分
の
著
し
い
高
揚
、

興
奮
。
怒
り
っ
ぽ
い

○
自
分
が
偉
く
な
っ
た

よ
う
に
感
じ
る

○
口
数
が
多
く
、
し
ゃ

べ
り
や
ま
な
い

○
い
ろ
い
ろ
な
考
え
が

頭
の
中
に
あ
ふ
れ
て
く
る

○
す
ぐ
に
気
が
散
る

○
活
動
的
に
な
る
。
じ
っ
と
し
て
い

ら
れ
な
い

○
借
金
し
て
ま
で
の
買
い
あ
さ
り
、

性
的
無
分
別
な
ど
の
問
題
行
動
を

起
こ
す

⃝
正
し
い
診
断
の
た
め
に

　

双
極
性
障
害
の
う
つ
状
態
だ
け
を

み
る
限
り
、
う
つ
病
と
は
区
別
で
き

ま
せ
ん
。
鑑
別
に
は
過
去
に
躁
状
態

の
時
期
が
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
双
極
性
障
害
は
、

躁
状
態
の
程
度
に
よ
り
「
双
極
Ⅰ
型
障

害
」と「
双
極
Ⅱ
型
障
害
」に
分
か
れ
ま

す
。
入
院
が
必
要
な
ほ
ど
の
激
し
い

躁
状
態
が
一
度
で
も
あ
れ
ば
、
双
極

Ⅰ
型
障
害
に
な
り
ま
す
。
入
院
す
る

ほ
ど
で
な
く
、
外
来
治
療
で
対
応
可

能
な
程
度
の「
軽
躁
状
態
」で
あ
れ
ば
、

双
極
Ⅱ
型
障
害
で
す
。

　

う
つ
病
と
の
区
別
が
難
し
い
の
が

双
極
Ⅱ
型
障
害
で
す
。
軽
躁
状
態
は
、

本
人
に
し
て
み
れ
ば
調
子
の
よ
い
状

態
で
あ
り
、「
こ
れ
が
自
分
の
本
来
の

状
態
だ
」
と
と
ら
え
が
ち
で
、
自
覚
が

あ
り
ま
せ
ん
。
周
囲
の
方
も
「
少
し
テ

ン
シ
ョ
ン
が
高
い
か
な
」「
も
と
も
と

の
性
格
だ
ろ
う
」「
厳
し
い
状
況
だ
か

ら
、
そ
れ
く
ら
い
の
元
気
が
必
要
だ
」

と
い
っ
た
程
度
に
受
け
取
り
が
ち
で

す
。
た
と
え
変
化
に
気
が
つ
い
て
も
、

そ
れ
で
受
診
を
す
す
め
る
こ
と
は
ま

ず
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
う
つ

状
態
で
苦
し
む
方
が
受
診
し
て
も
、

過
去
の
軽
躁
状
態
に
つ
い
て
は
医
師

に
話
さ
ず
、
双
極
性
障
害
で
あ
る
こ

と
が
見
逃
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

ま
た
医
師
が
過
去
の
軽
躁
状
態
に
つ

い
て
尋
ね
て
も
、
本
人
に
自
覚
が
な

い
の
で
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
正
し
い
診
断
の

た
め
に
も
、
受
診
の
前
に
周
囲
の
方
、

と
り
わ
け
日
々
接
す
る
家
族
の
方
と

過
去
の
状
態
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て

み
て
く
だ
さ
い
。

　

図
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
双
極
性

障
害
、
特
に
双
極
Ⅱ
型
障
害
で
は
、

罹
病
期
間（
病
気
で
あ
る
期
間
）の
大

半
は
う
つ
状
態
で
、
軽
躁
状
態
の
時

期
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
な
い
こ
と

が
分
か
り
ま
す
ね
。
こ
の
た
め
軽
躁

状
態
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る

わ
け
で
す
。

双極性障害は、躁状態とうつ状態という2種類の
エピソードを繰り返す脳の病気です。

●気分が落ち込む  ●疲れやすい  ●興味がなくなる
●楽しいと感じられない  ●食欲がない  ●眠れない
●集中力や決断力の低下  ●死にたいと思う
●話し方や動作が鈍くなる／イライラして落ち着きがなくなるDSM-5より改変

うつ病エピソード

躁病エピソード
●爽快／高揚した気分
●自分が一番偉いと感じる
●口数が多く早口、誰にでも話しかける
●アイデアや考えが次々に浮かぶ
●気が散りやすい  ●非常に活動的
●無分別／無謀な行動をとる

双極Ⅰ型障害：入院を要する躁病エピソード
双極Ⅱ型障害：外来で対応可能な軽躁病エピソード

うつ病相 50.3%

うつ病相
31.9%

躁・軽躁病相9.3%

軽躁病相1.3%

混合病相5.9%

寛解期

寛解期

47.1％が病相期

53.9％が病相期

0 20 40 60 80 100
（％）

1）

双極Ⅰ型
障害

（12.8年の追跡）

2）

双極Ⅱ型
障害

（13.4年の追跡）

1）Judd LL. Arch Gen Psychiatry 59, 6 p530-7, 2002
2）Judd LL. Arch Gen Psychiatry 60, 3 p261-9, 2003

混合病相2.3%

図1 双極性障害（躁うつ病）とは

図2 双極性障害の各病相期の占める比率
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ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
？  

そ
れ
、
ス
ロ

ヴ
ェ
ニ
ア
じ
ゃ
な
い
の
？
と
聞
く
人

が
い
た
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
は
、「
ビ

ロ
ー
ド
の
離
婚
」
と
い
わ
れ
た
よ
う

に
、
1
9
9
3
年
に
チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
が
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
に
円
満
に
分
か
れ
て
で
き
た
新
し

い
国
で
あ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
一
家
三
人
が
お
盆
休

み
を
過
ご
し
た
こ
の
小
国
は
、
地
理

的
に
も
文
化
的
に
も
そ
し
て
政
治
的

に
も
複
雑
な
歴
史
を
持
つ
地
域
で

あ
っ
た
。

　

地
理
的
に
は
こ
の
国
は
、
北
が

ポ
ー
ラ
ン
ド
、
東
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、

南
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
西
は
オ
ー
ス
ト

リ
ア
と
チ
ェ
コ
に
接
し
て
い
る
。
わ

た
し
た
ち
が
雇
っ
た
若
い
ガ
イ
ド
は

英
語
以
外
に
5
か
国
語
を
話
し
た
。

　

こ
の
国
の
首
都
は
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
車
で
20
分
ほ
ど

の
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
だ
が
、
ハ
イ

ウ
ェ
イ
を
走
っ
て
い
る
と
ハ
ン
ガ

リ
ー
の
首
都
ブ
ダ
ペ
ス
ト
方
面
や

チ
ェ
コ
の
プ
ラ
ハ
方
面
へ
の
標
識
が

目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。

　

歴
史
に
多
少
と
も
関
心
を
持
つ
者

は
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
東
西
の
政

治
、
武
力
と
文
化
が
せ
め
ぎ
合
い
融

合
す
る
歴
史
的
過
程
の
お
ど
ろ
お
ど

ろ
し
さ
に
、
一
種
や
り
き
れ
な
い
よ

う
な
感
慨
を
い
だ
こ
う
。

　

旧
石
器
時
代
に
は
人
が
住
ん
で
い

た
し
、
前
5
世
紀
ご
ろ
に
は
ケ
ル
ト

人
た
ち
が
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
川
の
ほ
と
り

に
要
塞
化
さ
れ
た
居
住
地
を
造
り
、

ロ
ー
マ
軍
は
ブ
ラ
テ
ィ
ス
ラ
ヴ
ァ
付

近
に
陣
地
を
築
い
た
。

　

9
世
紀
に
興
っ
た
大
モ
ラ
ヴ
ィ
ア

帝
国
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
と
モ
ラ

ヴ
ィ
ア
に
加
え
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
ボ
ヘ
ミ
ア
や
ポ
ー
ラ
ン

ド
南
部
を
領
有
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を

導
入
し
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
テ
ッ
サ
ロ

ニ
キ
か
ら
は
キ
リ
ル
と
メ
ト
デ
ィ
ウ

ス
兄
弟
が
宣
教
師
と
し
て
や
っ
て
き

て
、
現
在
の
キ
リ
ル
文
字
の
原
型
に

な
る
旧
教
会
ス
ラ
ボ
ニ
ッ
ク
・
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
つ
く
っ
た
。

　

や
が
て
こ
の
帝
国
は
崩
壊
し
、

1
0
0
0
年
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
い
た

マ
ジ
ャ
ー
ル
人
の
王
イ
ス
ト
ヴ
ァ
ン

が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
か
け

て
伸
び
る
カ
ル
パ
テ
ィ
ア
山
脈
の
南

の
広
大
な
盆
地
に
、
新
し
い
帝
国
を

設
立
し
た
。
以
後
約
千
年
に
わ
た
り

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
は
、
旧
ハ
ン
ガ
リ
ー

帝
国
の
う
ち
で
も
経
済
・
文
化
活
動

の
盛
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
。1
2
4
1

年
に
タ
タ
ー
ル
、1
5
2
6
年
に
は

オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
に
よ
る
武
力
侵
略

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
の
ち
約
3
0
0

年
間
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
支
配

下
に
お
か
れ
た
。

　

オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
に
敗
れ
た
ハ
ン

ガ
リ
ー
帝
国
に
は
、
北
部
ハ
ン
ガ

病（やまい）と 詩（うた）【 52 】　—  スロヴァキア雑想  —
東京大学名誉教授
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リ
ー
と
も
い
う
べ
き
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

は
残
さ
れ
た
が
、
そ
の
地
域
の
豪
族

た
ち
は
こ
の
帝
国
の
支
配
か
ら
逃
れ

よ
う
と
反
乱
を
繰
り
か
え
し
た
。

　

1
5
3
6
年
ブ
ラ
ビ
ス
ラ
ヴ
ァ
は

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
首
都
と
な
り
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
皇
帝
た
ち
は
そ

こ
で
戴
冠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
貴
族
た
ち
の
反
抗
は

執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
た
め
多

く
の
城
が
廃
墟
と
化
し
た
。

　

1
7
4
1
年
マ
リ
ア
・
テ
レ
サ
が

戴
冠
し
、
以
後
40
年
間
に
そ
の
息

子
ジ
ョ
セ
フ
二
世
と
オ
ー
ス
ト
リ

ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
税
制
や

運
輸
、
軍
隊
、
教
育
組
織
な
ど
近

代
行
政
の
基
礎
を
築
き
、
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
人
の
生
活
も
徐
々
に
改
善
さ

れ
て
い
っ
た
。

　

18
世
紀
後
半
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人

の
文
化
的
政
治
的
意
識
が
高
ま
り
、

ゲ
ル
マ
ン
系
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
へ

の
反
抗
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
同
じ

こ
ろ
チ
ェ
コ
に
お
い
て
も
ゲ
ル
マ
ン

貴
族
に
対
す
る
蜂
起
が
勢
い
を
増
し

て
い
た
。
19
世
紀
に
な
る
と
そ
れ
ま

で
チ
ェ
コ
語
で
記
さ
れ
て
い
た
文
芸

作
品
が
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
語
で
も
書
か

れ
る
よ
う
に
な
り
、
独
立
運
動
に
一

層
の
勢
い
を
与
え
て
い
る
。

　

19
世
紀
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
革

命
の
波
が
荒
立
つ
世
紀
だ
っ
た
。
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
に
よ
る
政
治
に
抵

抗
が
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

1
8
6
7
年
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
は
プ
ロ
シ
ア
と
イ

タ
リ
ア
の
連
合
軍
に
み
じ
め
に
敗

れ
、
領
土
の
一
部
を
失
っ
た
が
、
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
は
帝
国
内
に
留
め
ら
れ

た
た
め
、
反
動
と
し
て
、
無
残
な
ま

で
に
厳
し
い
ハ
ン
ガ
リ
ー
化
を
強
制

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

学
校
で
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
が
強
制

さ
れ
、
土
地
は
次
々
に
接
収
さ
れ
ハ

ン
ガ
リ
ー
人
入
植
者
に
与
え
ら
れ

た
。
こ
の
た
め
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
中
に

貧
困
と
飢
饉
が
広
が
り
、
第
一
次
大

戦
ま
で
に
、
ほ
と
ん
ど
五
分
の
一
の

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
が
主
と
し
て
ア
メ

リ
カ
に
移
民
し
て
い
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
第
一
次
世

界
大
戦
で
は
東
部
戦
線
に
お
い
て
ス

ラ
ブ
系
民
族
の
チ
ェ
コ
人
と
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
人
兵
士
は
、
同
じ
ス
ラ
ブ

系
の
ロ
シ
ア
軍
側
に
大
量
に
寝
返

り
、
ド
イ
ツ
帝
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア

＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
か
ら
な
る
中
央

同
盟
軍
と
戦
っ
た
。

　

1
9
1
5
年
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
は
、
ア
メ
リ
カ
の
後
押
し
を
受

け
、ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
協
定
を
結
び
、

1
9
1
8
年
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

の
設
立
を
宣
言
し
、
ト
マ
ス
・
マ
サ

リ
ッ
ク
が
大
統
領
に
就
任
し
た
。
こ

の
新
し
い
共
和
国
は
旧
オ
ー
ス
ト
リ

ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
産
業
の
八

割
を
受
け
つ
い
だ
が
、
雑
多
な
人

種
問
題
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
た
と
え
ば
75
万
人
の
ハ
ン
ガ

リ
ー
人
が
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
に
留
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
終
結
後
、
第
二

次
大
戦
が
は
じ
ま
る
ま
で
わ
ず
か
20

年
し
か
な
い
。

　

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
ま
ず
チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
の
主
に
ド
イ
ツ
語
を
話
す

ズ
デ
ー
テ
ン
ラ
ン
ド
を
併
合
し
、
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
人
民
党
の
党
首
で
カ
ト

リ
ッ
ク
の
僧
か
つ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

の
ジ
ョ
セ
フ
・
テ
ィ
ソ
を
呼
び
つ
け
、

ナ
チ
ス
の
傀
儡
国
家
と
し
て
独
立
を

宣
言
す
る
か
、
そ
れ
と
も
ス
ロ
ヴ
ァ

キ
ア
を
ド
イ
ツ
、ハ
ン
ガ
リ
ー
、ポ
ー

ラ
ン
ド
で
分
割
す
る
か
、
ど
ち
ら
か

を
選
べ
と
恫
喝
し
た
。
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
議
会
は
全
員
一
致
で「
独
立
」を
選

ん
だ
。

　

テ
ィ
ソ
は
ま
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
者

で
あ
り
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ユ
ダ
ヤ

人
７
４
，0
0
0
人
を
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
な
ど
の
収
容
所
に
送
り
こ

ん
だ
が
、
そ
の
際
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
絶

対
に
戻
ら
な
い
と
い
う
ナ
チ
ス
の
約

束
と
引
き
換
え
に
、
一
人
に
つ
き

5
0
0
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
を
支
払
っ
た

と
い
う
。
彼
は
戦
後
処
刑
さ
れ
た
。

　

彼
に
つ
い
て
は
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

国
内
で
も
毀
誉
褒
貶
が
あ
る
も
の

の
、
同
国
の「
独
立
」が
宣
言
さ
れ
た

日
に
は
、
白
人
至
上
主
義
、
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
を
示
す
ス
キ
ン
・
ヘ
ッ
ド
の
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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
。

● 野鳥図鑑 ●
フクロウ博士の

　　チョッと一言

撮影　日本野鳥の会　岐阜代表　大塚之
ゆ き と し

稔

知足は
第一の富なり

（紀野一義、みちしるべ名講話選「ちえ」
 Wisdom　平成27年　仏教伝道協会）

現在の状態に十分に満足できること
は第一の富である。現状に満足でき
ないものは、次々に新しいものを求
め、求めても得られないから、いら
いらすることになる。足るを知ると
いうことは、自分を押し出し過ぎな
いということである。自分で自分を
押し出さなくとも、自然にまわりか
ら押し出されるというのがほんとう
である。そこで大切なのが自己を忘
れるということである。

【ベニアジサシ】
　アジサシの仲間を撮影しようと沖縄に出かけ

た。夏の日差しが照り付ける岩場に、本州では見

られないベニアジサシが群れていた。嘴と足のオ

レンジ色が鮮やかである。

　沖縄の海に似合う鳥だ。

若
者
た
ち
が
彼
の
墓
前
で
集
会
を
開

く
習
わ
し
が
つ
づ
い
て
い
る
。

　

1
9
4
5
年
4
月
、
チ
ェ
コ
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
は
ソ
連
軍
に
よ
り「
解
放
」

さ
れ
た
。
次
い
で
共
産
党
党
首
が
権

力
を
掌
握
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
に

基
づ
く
5
ヶ
年
計
画
、
反
対
者
の
逮

捕
、
強
制
収
容
所
へ
の
収
監
が
始

ま
っ
た
。

　

1
9
6
8
年
1
月
、
ス
タ
ー
リ
ン

主
義
者
ア
ン
ト
ン

-

ノ
ボ
ト
ニ
ー
第

一
書
記
に
代
わ
り
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

の
若
き
改
良
主
義
者
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
・
ド
ブ
チ
ェ
ク
が
権
力
を
握
っ

た
。
彼
は
「
人
間
の
顔
を
し
た
社
会

主
義
」
を
唱
え
、
表
現
の
自
由
と
市

民
社
会
の
建
設
を
目
指
し
た
。
彼
は

ま
た
チ
ェ
コ
と
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
は
独

立
し
た
連
邦
と
し
て
同
等
の
権
利
を

持
つ
も
の
と
し
た
。
こ
れ
が
「
プ
ラ

ハ
の
春
」
と
呼
ば
れ
た
改
革
だ
っ
た

が
、
8
月
ソ
連
軍
の
タ
ン
ク
が
ワ
ル

シ
ャ
ワ
協
定
に
基
づ
い
て
首
都
に
進

攻
し
、
ド
ブ
チ
ェ
ク
の
試
み
は
挫
折

し
た
。

　

1
9
8
9
年
11
月
、
共
産
圏
が

崩
壊
し
鉄
の
カ
ー
テ
ン
が
降
ろ
さ

れ
た
の
に
続
い
て
起
こ
っ
た
の
が
、

「
ビ
ロ
ー
ド
革
命
」
と
呼
ば
れ
た
ド

ブ
チ
ェ
ク
や
劇
作
家
ハ
ヴ
ェ
ル
に

よ
る
無
血
革
命
で
あ
り
、
さ
ら
に

1
9
9
3
年
の「
ビ
ロ
ー
ド
離
婚
」に

よ
り
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
は
完
全
な
独
立

国
と
し
て
出
発
し
た
の
だ
っ
た
。

　

私
た
ち
は
タ
ト
ラ
ス
山
脈
の
ふ

も
と
に
広
が
る
こ
の
国
の
古
城
や

教
会
を
た
ず
ね
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で

は
あ
ま
り
に
多
い
分
量
の
食
べ
物

に
辟
易
し
た
。
地
元
の
人
と
の
接

触
は
表
面
的
で
は
あ
る
が
暖
か
い

も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
つ
不
思
議
だ
っ
た
の
は
、
こ
の

国
の
人
口
の
五
分
の
一
を
占
め
る
ロ

マ（
ジ
プ
シ
ー
）の
姿
を
ま
っ
た
く
見

か
け
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

彼
ら
に
は
政
治
的
勢
力
は
ほ
と
ん

ど
な
く
、
初
等
教
育
さ
え
受
け
さ
せ

て
も
ら
え
ず
、
道
脇
に
ボ
ー
ル
紙
と

木
で
造
っ
た
小
屋
に
住
み
、
東
部
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
の
ゴ
ミ
捨
て
場
の
よ
う

な
場
所
に
住
み
、
誰
か
ら
も
無
視
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。

　

ナ
チ
ス
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
売
り
渡
し

た
僧
侶
テ
ィ
ソ
を
連
想
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

了
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Tel  052-453-5251 Tel  045-317-5953Tel  03-5575-8198

横浜クリニック INFORMATIONS

なごやメンタルクリニック INFORMATIONS

【マインドフルネス】
① カウンセリングとマインドフルネスのプログラム（MPTP）

随時受付中　http://www.fuanclinic.com/wsc/program/mptp

② 10月27日(日) マインドフルネス ワークショップ開催
9月中旬から予約受付開始
場所：鎌倉山マインドフルネスセンター
講師：島田啓介 （ゆとり家代表　精神保健福祉士/マインドフルネス関連著書・翻訳多数）

プログラム、スケジュー
ルなど最新情報はWeb
をご覧ください

【年末年始休診のお知らせ】
2019年12月31日(火)～2020年1月3日(金)

【女性メンタルヘルス外来 OHANA プログラムスタート】
OHANAは、妊娠を希望される方、妊産婦、子育て中の母親向けプログラムです。

育児中の心理士によるグループ療法です。参加者募集中。
◦産前グループ療法： 毎週水曜開催　◦産後グループ療法：火曜日開催

【診療時間変更のお知らせ】
2019年9月より、武井医師の診察日が変更となります。

〈変更前〉 第1・3・5火曜日と土曜日
〈変更後〉 火曜日と土曜日　※火曜日隔週から、毎週に変わります。

年末年始休診のお知らせ　2019年12月29日(日)～2020年1月3日(金)

年末年始休診のお知らせ　2019年12月31日(火)～2020年1月3日(金)

障害者自立支援法の「自立支援医療費制度（精神通院）」に
より、収入に応じて医療費を軽減することができます。
ご希望の方は受付までお問い合わせください。

10月下旬に
和楽会ホームページが
リニューアルオープンします。

お知らせ 医療費の負担についてNEW!


