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症
状
の
聖
書
け
で
は
な
く
、
個
別

面
談
に
よ
っ
て
傾
聴
・
共
感
の
ケ
ア

を
提
供
し
た
こ
と
で
「
も
う
少
し
頑

張
っ
て
み
よ
う
」
「
で
き
る
時
だ
け

で
も
や
っ
て
み
る
」
「
話
を
聴
い
て

も
ら
っ
て
良
か
っ
た
」
な
ど
の
声
が

聞
か
れ
、
数
名
の
治
療
継
続
に
つ
な

げ
る
と
と
が
で
き
ま
し
た
。

居
上
さ
ん
は
、
治
療
を
継
続
し
て

い
る
患
者
に
関
し
て
は
、
生
活
習
慣

病
が
多
く
見
ら
れ
、
基
獲
疾
患
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
も
必
要
に
な
る
と
言
及
ロ

i
p
a
Dを
使
用
し
た
デ
ー
タ
管
理

は
、
継
続
的
な
ケ
ア
の
評
価
及
び
患

者
に
対
す
る
看
護
介
入
の
機
会
と
し

て
有
効
だ
っ
た
こ
と
、
「
治
療
を

迷
っ
て
い
る
患
者
」
に
対
し
て
生
活

背
景
・
生
活
習
慣
を
踏
ま
え
た
上
で

の
傾
聴
・
共
感
の
看
護
ケ
ア
が
-
有
効

で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
こ
と
ー

を
研
究
の
ま
と
め
と
し
ま
し
た
。

最
後
に
、
ム
寸
後
の
課
題
と
し
て
、

C
P
A
P療
法
の
看
護
ケ
ア
確
立
に

向
け
、
看
護
師
が
管
理
栄
養
士
や
理

学
療
法
士
な
ど
と
も
連
携
し
、
減
量

や
生
活
習
慣
の
改
諮
問
に
も
積
極
的
に

関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
述
べ
ま
し
た
。

ウ
五
稜
会
病
院
入
札
脇
市
北
区
)

思
春
期
患
者
の
自
傷
行
為
減
少
の

理
由
に
関
す
る
一
考
察
を
発
表

医
療
法
人
社
団
五
稜
会
病
院
(
千

丈
雅
徳
院
長
・
吉
野
賀
寿
美
一
看
護
部

長
、
別
床
〉
の
高
橋
宏
旗
さ
ん
は
、

札
幌
市
病
院
学
会
で
「
思
春
期
患
者

の
自
傷
行
為
減
少
の
理
由
に
関
す
る

一
考
察
i
患
者
の
語
り
に
焦
点
在
当

て
て

L
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
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高橋さん

高
橋
さ
ん
は
ま
ず
、
自
傷
行
為
に

つ
い
て
「
自
殺
を
目
的
と
せ
ず
、
非

致
死
性
の
予
測
を
基
に
自
ら
の
体
を

傷
つ
け
、
心
理
的
苦
痛
を
経
験
さ
せ

る
行
為
」
と
い
う
定
義
を
引
用
。

「
若
者
に
比
較
的
あ
り
ふ
れ
た
現
象
」

と
言
わ
れ
て
い
る
と
と
も
紹
介
し
ま

し
た
。
そ
し
て
、
自
傷
の
問
題
点

は
、
一
時
し
の
ぎ
に
過
ぎ
ず
、
本
人

の
根
本
的
問
題
点
を
解
決
で
き
ず
、

繰
り
返
す
こ
と
で
耐
性
を
獲
得
し
て

い
き
行
動
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
し

~ 

《

区

《

自

ま
う
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
最
終

的
に
は
自
殺
に
つ
な
が
る
と
と
も
あ

る
、
と
指
摘
し
ま
し
た
。

同
病
院
に
も
思
春
期
患
者
の
中
で

自
傷
行
為
を
繰
り
返
し
入
院
す
る
患

者
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し

た
患
者
は
自
傷
行
為
が
無
く
な
る
、

ま
た
は
減
石
な
ど
の
行
動
の
変
化
が

あ
っ
て
退
院
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
を
経
ま
す
。
研
究
は
、
思
春
期

患
者
の
語
り
か
ら
行
動
化
の
減
少
理

由
を
抽
出
し
、
何
が
変
化
に
影
響
を

与
え
た
の
か
を
検
討
し
ま
し
た
。

思
春
期
患
者
A
氏
を
対
象
に
し
た

事
例
研
究
と
し
、
電
子
カ
ル
テ
か
ら

A
氏
の
言
動
の
変
化
、
同
時
期
の
看

護
師
の
関
わ
り
、
家
族
・
環
境
の
変

化
に
関
す
る
情
報
を
取
集
。
情
報
を

時
系
列
ご
と
に
追
跡
、

A
氏
の
語

り
、
行
動
の
変
容
の
き
っ
か
け
、
要

因
に
焦
点
を
当
て
、
回
額
約
に
分
析

l
u
古
6
1
U
和
向
。

A
氏
は
四
歳
代
後
半
の
女
性
、
診

断
名
は
混
合
性
不
安
抑
う
つ
障
害
で

す
。
い
じ
め
を
受
け
、
気
分
の
落
ち

込
み
ゃ
希
死
念
慮
が
出
現
し
ま
し

た
。
協
調
性
が
あ
り
、
努
力
家
、
自

己
肯
定
感
が
低
い
様
子
が
見
受
け
ら

れ
ま
し
た
。
自
傷
行
為
が
治
ま
ら
ず

1
回
目
の
入
院
と
な
り
ま
し
た
。
不

調
を
言
語
化
で
き
ず
、
入
院
中
も
自

凶

g 

コ

同

傷
行
為
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

一
旦
は

自
傷
行
為
が
減
少
し
、
退
院
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
再
び
自
傷
行
為
が
頻

発
す
る
よ
う
に
な
り
再
入
院
と
な
り

ま
し
た
。
言
語
的
表
出
が
増
え
自
傷

行
為
が
減
り
、
さ
ら
に
、
希
望
や
目

標
を
言
葉
に
し
た
り
、
主
体
的
行
動

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
自
宅
退

院
と
な
り
ま
し
た
。

受
容
・
思
い
の
言
語
化
の

促
し
と
環
境
調
整
に
よ
り

能
動
的
に
行
動
変
容

A
氏
の
変
化
か
ら
「
自
傷
行
為
が

多
い
」
「
思
い
の
言
語
化
が
増
え
る
」

「
主
体
性
が
増
え
る
」
の

3
つ
の
時

期
に
区
分
し
ま
し
た
。
「
自
傷
行
為

が
多
い
」
時
期
は
、
二
一
日
二
言
話
す

の
み
の
表
出
で
、
「
切
り
た
い
」
「
死

に
た
い
」
を
繰
り
返
し
、
自
傷
前
に

表
出
は
無
く
事
後
報
告
で
し
た
。
こ

の
時
期
の
関
わ
り
は
、
本
人
の
言
動

に
対
し
て
受
容
的
に
関
わ
る
こ
と
、

ノ
l
ト
で
の
意
見
交
換
を
メ
イ
ン
と

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
思
い
の

言
語
化
が
増
え
る
」
時
期
と
な
り
、

大
学
に
進
学
し
た
い
と
い
う
希
望
や

自
傷
の
理
由
に
つ
い
て
の
表
出
が
あ

り
、
ま
た
、
自
傷
前
に
ス
タ
ッ
フ
に

相
談
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
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回

悶

の
時
期
に
は
、

A
氏
に
指
示
的
に
関

わ
り
な
が
ら
、
一
緒
に
自
傷
以
外
の

対
処
方
法
を
考
え
て
い
き
ま
し
た
。

す
る
と
、
少
し
ず
つ
主
体
的
な
仔

動
が
増
え
、
「
主
体
性
が
増
え
る
」

時
期
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
ロ
こ
の

時
期
に
は
、
切
る
切
ら
な
い
で
は
な

く
て
、
「
函
り
事
を
ど
う
解
決
す
る

か
を
相
談
し
た
い
」
と
話
し
た
り
、

高
校
を
卒
業
し
大
学
に
進
学
す
る
た

め
の
方
法
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
ス
タ
ッ
フ
は
、
家
族
や

学
校
と
の
調
整
、
楽
し
か
っ
た
こ
と

の
振
り
返
り
、
イ
ラ
イ
ラ
の
訴
え
が

あ
っ
た
時
に
そ
の
都
度
の
感
情
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
し
た
。

変
化
に
影
響
を
与

え
た
も
の
と
し
て
、

高
橋
さ
ん
は
、
・
継
続

し
て
本
人
の
行
動
に

受
容
的
に
援
し
、
行

動
を
抑
制
せ
ず
一
言
語

的
表
出
を
促
し
た
と

と
、
復
学
の
た
め
の

環
境
調
護
、
家
族
調

整
l
が
挙
げ
ら
れ
る

と
考
察
。
こ
れ
ら
が

自
身
を
客
観
的
に
見

る
力
の
成
熟
に
つ
な

が
り
、
衝
動
行
為
に

向
け
ら
れ
て
い
た
内

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
自
尊
感
情
を
持

て
る
よ
う
に
な
り
、
目
標
に
向
か
っ

て
挑
戦
す
る
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
方

向
に
行
動
を
侭
進
さ
せ
る
と
と
に
向

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
分
析
し

ま
し
た
。

高
橋
さ
ん
は
①
思
い
を
言
語
化
す

る
よ
う
促
し
、
受
容
し
て
い
く
関
わ

り
は
、
自
尊
感
情
、
自
発
性
や
援
助

希
求
の
能
力
向
上
に
つ
な
が
り
、
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
な
行
動
へ
変
容
す
る
、
②

環
境
調
整
す
る
こ
と
で
、
本
人
が

持
っ
て
い
る
力
が
引
き
出
さ
れ
、
自

傷
行
為
以
外
の
対
処
方
法
が
身
に
付

く
!
と
、
こ
の
事
例
研
究
を
ま
と
め

ま
し
た
。
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タ
リ
ア
コ
イ
-

認
知
症
予
防

3
年
間
の
目
前

介
護
老
人
保
健
握

ト
平
歳
(
彊
若
紀
-

津
学
療
養
師
長
、
定
一

ハ
ピ
リ
テ
l
シ
ヨ
ン
一

科
長
は
、
第
9
回
T

究
会
で
「
認
知
症
予
防

き
り
ク
リ
ア
』
3
年一

後
の
地
域
で
の
役
割

し
た
。2

0
1
4年
に
厚
一

た
「
オ
レ
ン
ジ
プ
弓

て
、
同
施
設
で
は
同
一

知
症
予
防
サ
ロ
ン
つ

ア
」
を
開
設
し
ま
し
・

設
後
3
年
間
の
経
過

h

今
後
地
域
に
ど
う
震

を
探
り
ま
し
た
。

楢
山
さ
ん
は
「
す
一

の
名
前
の
由
来
を
「

活
動
を
通
じ
て
、

「つ

を
大
切
に
、
・
「
き
」
一
一




