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精
神
科
医
や
臨
床
心
理
士
は
患
者
が
話
し
た
こ
と
に
注
意
を
払
う
の
に
対
し
て
、
精
神
分
析
家
は
患
者
が
話
さ
な

か
っ
た
こ
と
に
関
心
を
抱
く
。

自
我
心
理
学
や
発
達
心
理
学
、
認
知
行
動
療
法
に
お
い
て
は
精
神
科
を
受
診
す
る
患
者
は
自
我
が
弱
い
の
で
あ
っ

て
、
治
療
と
は
そ
れ
を
強
化
し
、
社
会
に
適
応
で
き
る
い
わ
ば
普
通
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
成
長
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と

す
る
の
に
対
し
て
、
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
で
は
精
神
科
の
患
者
の
自
我＝

自
己
イ
メ
ー
ジ
は
む
し
ろ
強
す
ぎ
る
の
で

あ
り
、
そ
の
自
我
に
よ
っ
て
自
分
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。
一
九
五
〇
・
六
〇
年
代
、
構
造
主
義
的
精

神
分
析
家
時
代
の
ラ
カ
ン
は
「
フ
ロ
イ
ト
へ
戻
れ
」
の
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
、
精
神
医
学
や
自
我
心
理
学
で
は
な
く
、
フ

ロ
イ
ト
の
天
才
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
精
神
分
析
実
践
の
原
点
に
立
ち
返
る
必
要
性
を
一
貫
し
て
説
い
た
。
そ
の
中

で
ラ
カ
ン
が
と
り
わ
け
強
調
し
た
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

ま
ず
一
つ
目
は
、
患
者
の
話
す
言
葉
に
細
心
の
注
意
を
払
え
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
操
作
的
診
断
Ｄ
Ｓ
Ｍ
（D

i-
agnostic

and
Statistical

M
anual

of
M
ental

D
isorders

精
神
障
害
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
に
象
徴
さ
れ
る
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よ
う
な
現
在
流
行
の
生
物
学
的
精
神
医
学
に
お
い
て
は
、
人
格
障
害
や
発
達
障
害
を
初
め
と
し
て
〇
〇
障
害
と
い
う

診
断
名
が
付
せ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
こ
の
障
害
と
い
う
言
葉
は
行
動
主
義
心
理
学
に
由
来
し
て
い
る
。
一
九

五
〇
年
代
は
行
動
主
義
心
理
学
が
精
神
科
臨
床
の
場
面
で
応
用
さ
れ
始
め
た
時
期
で
も
あ
り
、
ラ
カ
ン
は
冒
頭
の

テ
ー
ゼ
（
フ
ロ
イ
ト
へ
戻
れ
）
に
よ
っ
て
、
行
動
面
か
ら
患
者
の
病
態
を
把
握
し
て
い
こ
う
と
す
る
方
法
論
に
対
し

て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
行
動
主
義
心
理
学
に
お
い
て
は
動
物
と
人
間
を
分
か
つ
最
た
る
も
の
で
あ
る

言
語
と
い
う
要
素
が
排
除
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
最
終
的
に
は
精
神
科
の
患
者
と
動
物
が
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
事
態
を
ラ
カ
ン
は
当
時
か
ら
憂
慮
し
て
い
た
。

そ
れ
か
ら
半
世
紀
が
経
過
し
た
精
神
科
臨
床
（
特
に
、
Ｕ
Ｓ
Ａ
、
イ
ギ
リ
ス
、
日
本
）
の
現
状
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
精
神
科
医
や
精
神
医
学
者
た
ち
の
関
心
は
、
患
者
の
病
歴
や
そ
の
発
す
る
言
葉
に
で
は
な
く
、
動
物
種
一
般
の

脳
に
集
中
し
て
い
る
。
彼
ら
も
人
間
の
脳
と
他
の
動
物
種
の
脳
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
こ
の
発
想
か
ら
は
患
者
一
人
一
人
の
個
別
性
と
い
う
概
念
は
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
精

神
医
学
者
達
が
Ａ
氏
の
脳
、
Ｂ
氏
の
脳
な
ど
と
一
々
区
別
し
な
が
ら
人
間
の
脳
の
研
究
は
行
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
は
、
人
間
の
脳
で
は
な
く
、
一
人
一
人
の
患
者
の
言
葉
、
声
量
、
抑
揚
な
ど
を

手
掛
か
り
に
し
て
各
人
の
歴
史
の
再
構
成
を
目
指
す
。
ラ
カ
ン
の
理
論
は
、
決
し
て
紙
と
鉛
筆
と
彼
の
脳
に
よ
っ
て

の
み
生
み
出
さ
れ
た
、
い
わ
ば
他
者
の
排
除
さ
れ
た
自
閉
症
的
な
成
り
立
ち
で
は
決
し
て
な
い
。
彼
は
患
者
と
の
間

の
言
語
を
介
し
た
転
移
関
係
を
軸
に
据
え
て
、
精
神
分
析
の
言
説
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

冒
頭
の
テ
ー
ゼ
の
意
図
す
る
も
の
の
二
番
目
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
去
勢
の
概
念
を
精
神
分
析

理
論
の
要
と
し
て
再
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
に
よ
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
に
お
け
る
エ
デ
ィ
プ
ス
や
去
勢
の
概
念
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
母
と
子

の
近
親
相
姦
的
二
者
関
係
、
前
エ
デ
ィ
プ
ス
関
係
に
お
い
て
母
の
欲
望
に
対
し
て
従
属
し
て
い
る
子
供
を
そ
こ
か
ら

解
放
し
、
他
者
に
対
し
て
理
解
可
能
な
言
語
を
語
る
社
会
的
主
体
と
し
て
生
成
さ
せ
、
異
性
愛
を
可
能
に
す
る
と
同

時
に
、
現
実
感
を
与
え
る
フ
ァ
ル
ス
機
能
、
を
授
け
る
父
の
機
能
で
あ
る
。
翻
っ
て
見
る
と
、
あ
ま
た
の
精
神
分
析

理
論
に
お
い
て
こ
の
父
の
機
能
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、
確
か
に
フ
ロ
イ
ト
と
ラ
カ
ン
の
み
で
あ
る
。
他
の
学
派
に

お
い
て
は
、
父
で
は
な
く
子
に
愛
情
を
惜
し
み
な
く
注
ぐ
母
に
そ
の
注
意
は
集
中
す
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に

そ
れ
ら
の
精
神
分
析
実
践
に
お
い
て
は
、
分
析
家
と
患
者
の
転
移
―

逆
転
移
関
係
と
い
う
二
者
関
係
の
議
論
に
終
始

す
る
が
、
こ
の
原
型
は
母
と
子
の
二
者
関
係
に
あ
る
。

エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
去
勢
概
念
に
拒
絶
反
応
（
去
勢
の
否
認
と
い
う
倒
錯
的
反
応
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
）
を
起
こ
し
、
欧
米
諸
国
と
比
較
し
て
母
子
関
係
が
よ
り
濃
密
で
あ
る
甘
え
社
会
の
本
邦
に
お
い
て
は
、
当

然
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
フ
ロ
イ
ト
や
ラ
カ
ン
の
理
論
で
は
な
く
、
転
移
―

逆
転
移
理
論
が
主
流
で
あ
っ
た
。
実
際
に

ラ
カ
ン
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ロ
イ
ト
の
エ
デ
ィ
プ
ス
理
論
は
、
ユ
ダ
ヤ
―

キ
リ
ス
ト
教
の
一
神
教
の
伝
統
を

持
つ
社
会
に
お
い
て
最
も
妥
当
し
、
そ
れ
以
外
の
文
化
圏
に
お
い
て
は
等
し
く
そ
の
価
値
を
持
つ
普
遍
的
な
も
の
と

は
限
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
本
邦
で
の
上
記
の
反
応
は
理
の
な
い
こ
と
で
も
な
い
。
し
か
し
程

度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
子
を
母
の
欲
望
に
対
す
る
従
属
関
係
か
ら
解
放
し
、
社
会
的
主
体
へ
と
変
貌
を
遂
げ
さ
せ
る
手

助
け
を
す
る
父
の
機
能
の
重
要
性
が
日
本
に
お
い
て
失
墜
す
る
訳
が
な
い
。

本
書
で
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
す
な
わ
ち
西
洋
社
会
に
お
い
て
父
な
る
も
の
の
権
威
の
失
墜
が
決
定
的
と
な
り
つ

つ
あ
っ
た
一
九
七
〇
年
代
に
ラ
カ
ン
が
、
父
の
機
能
を
保
持
し
な
が
ら
エ
デ
ィ
プ
ス
理
論
に
代
わ
っ
て
新
た
に
創
出
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し
た
ボ
ロ
メ
オ
理
論
に
つ
い
て
重
点
的
に
解
説
を
行
う
が
、
こ
れ
こ
そ
が
日
本
に
お
け
る
精
神
分
析
を
考
え
る
上
で

極
め
て
示
唆
に
富
む
理
論
で
あ
る
と
筆
者
は
確
信
す
る
。

本
書
は
、
ラ
カ
ン
が
一
九
七
六
年
二
月
に
サ
ン
タ
ン
ヌ
病
院
の
病
者
提
示
に
お
い
て
出
会
っ
た
ジ
ェ
ラ
ー
ル
と
い

う
二
六
歳
の
男
性
患
者
の
診
察
記
録
と
そ
の
解
説
を
軸
に
展
開
し
て
い
く
。
病
者
提
示
と
は
、
シ
ャ
ル
コ
ー
以
来
の

フ
ラ
ン
ス
精
神
医
学
界
の
伝
統
で
、
事
前
登
録
し
た
参
加
者
（
必
ず
し
も
臨
床
家
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
）
を
前
に
し

て
、
精
神
科
医
師
が
行
う
公
開
診
察
の
こ
と
を
指
す
。

ラ
カ
ン
は
一
九
四
一
年
、
四
〇
歳
の
時
に
精
神
分
析
の
キ
ャ
ビ
ネ
を
個
人
開
業
し
て
以
来
、
精
神
病
院
で
の
勤
務

歴
は
な
い
。
し
か
し
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
八
一
年
に
彼
が
亡
く
な
る
直
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
、
あ
の
有
名

な
セ
ミ
ネ
ー
ル
と
平
行
し
て
行
わ
れ
て
き
た
の
が
、
パ
リ
・
サ
ン
タ
ン
ヌ
病
院
に
お
け
る
病
者
提
示
で
あ
っ
た
。
そ

の
診
察
は
一
回
き
り
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
通
常
の
精
神
分
析
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
は
異
な
り
転
移
の
問
題
を
扱
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
フ
ロ
イ
ト
が
そ
の
精
神
分
析
理
論
の
対
象
と
し
て
主
に
神
経
症
者
を
扱
っ
た
の
に
対

し
て
、
ラ
カ
ン
は
さ
ら
に
精
神
病
を
も
射
程
に
入
れ
て
実
践
を
行
い
、
理
論
を
構
築
し
て
い
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

神
経
症
的
構
造
を
持
ち
か
つ
精
神
分
析
家
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
望
を
持
っ
た
人
々
が
多
く
集
ま
っ
て
く
る
キ
ャ
ビ

ネ
と
は
異
な
り
、
よ
り
重
症
の
精
神
病
の
患
者
が
多
く
入
院
し
て
い
る
精
神
病
院
で
病
者
提
示
を
定
期
的
に
ラ
カ
ン

が
行
っ
て
き
た
こ
と
が
、
彼
の
理
論
形
成
に
重
要
な
影
響
を
与
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

本
書
で
紹
介
す
る
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
症
例
は
ま
さ
に
そ
の
好
例
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
が
行
っ
た
精
神
分
析
及
び
病
者
提

示
の
う
ち
唯
一
記
録
が
残
っ
て
い
る
極
め
て
貴
重
な
事
例
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年
代
の
い
わ
ば
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
の
う
ね
り
の
中
、
ラ
カ
ン
は
そ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
や
去
勢
概
念
、
父

や
フ
ァ
ル
ス
機
能
を
中
心
に
据
え
た
構
造
主
義
的
精
神
分
析
、
フ
ロ
イ
ト
的
精
神
分
析
か
ら
、
位
相
幾
何
学
的
精
神

分
析
、
ラ
カ
ン
的
精
神
分
析
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
が
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
症
例
は
そ
の
ま
さ
に
節
目
に
位
置
し
、
当

時
の
ラ
カ
ン
が
理
論
の
創
造
を
進
め
て
い
く
上
で
の
重
要
な
発
想
源
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
本
書
を
読
み
終
わ
る

こ
ろ
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
全
四
幕
か
ら
成
る
。

第
一
幕
で
は
、
患
者
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
そ
れ
ま
で
の
生
い
立
ち
と
病
歴
を
紹
介
し
た
の
ち
、
約
一
時
間
に
渡
る
ラ
カ

ン
に
よ
る
患
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
の
翻
訳
を
掲
載
し
て
い
る
。
第
二
幕
で
は
、
そ
の
対
話
お
よ
び
本
書
全
体
を

理
解
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
ラ
カ
ン
理
論
の
解
説
を
行
い
、
第
三
幕
で
は
、
第
一
幕
で
見
た
ラ
カ
ン
の
患
者
へ
の

介
入
の
意
図
や
、
精
神
分
析
的
解
釈
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
最
後
に
第
四
幕
で
は
、
現
実
感
の
喪
失
に
着
目
し
な

が
ら
、
現
代
に
お
け
る
ラ
カ
ン
派
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
―
―
普
通
精
神
病
と
自
閉
症
―
―
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
二
つ

の
事
例
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
、
こ
だ
わ
り
と
い
う
症
状
が
目
立
つ
が
、
そ
の
成
り
立
ち
は
全
く
異
な
る
。
一
九
七

〇
年
代
の
症
例
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
延
長
線
上
に
あ
る
普
通
精
神
病
と
、
自
閉
症
の
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
本
書
が

現
代
の
、
特
に
本
邦
に
お
け
る
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析
実
践
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
ち
う
る
こ
と
が
把
握
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

患
者
の
発
す
る
言
葉
の
み
に
着
目
し
、
そ
の
人
生
を
扱
う
こ
と
に
妥
協
の
な
い
人
生
を
送
っ
た
ラ
カ
ン
。
そ
の
ラ

カ
ン
に
と
っ
て
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
の
人
生
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
か
？

そ
ろ
そ
ろ
、
開
演
の
時
で
あ
る
。
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