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だ

け
で

あ
り、

不
安
障
害
に

対
す
る
認
知
行
動
療
法
の

施
行
は

保
険
適
用

外
で

あ
る
。

不
安
障
害
に

対
し
て

精
神
科
医
療
で

処
方
さ
れ
る

抗
う
つ

薬

SSRI

は
、

「

不
安
を
乗
り
越
え
て

生
活
を
立
て

直
し

て

い

く
た
め

の

補
助

手
段
」

と

位
置
づ

け
る

べ

き
で

あ
る

。

　

日

本
の

宗
教
（

特
に

新
宗
教）

が

「

お

た
す

け
」

を
行

う
際
の
、

「

た

す
か

り
た
い
」

か
ら

「

た

す

け
た
い
」

へ

の

視
点
・

行
動
の

転
換
は
　

種

の

認

知
行
動

療
法
で

は
な
い

か
。

森
田

療
法
で

も
、

「

本
来

祈
り
と

い

う

の

は

他
人
の

た
め
に

す
べ

き
な
の

で

す
」

と
さ
れ

て

い

る
。

　

筆
者
が
あ
る
精

神
科
医
に

認
知

行
動
療
法
と
森
田

療
法
に

つ

い

て

尋
ね

た

と

こ

ろ
、

「

う
つ

病
の

治
療
に

認
知

行
動
療
法
を
施

行
す
れ
ば

健
康
保

険
の

点
数
が
一

応
は
つ

く
が、

点

数
が
低
す
ぎ
て

ま
と

も
に

施
行
し
て

い

た

ら
ク

リ
ニ

ッ

ク

が

倒
産
し
て

し

ま

う
」

「

認
知

行
動

療
法
が
教
え
て

い

る

の

は

あ
る

意
味
で

は

常
識
的
な
こ

と

な
の

で
、

市
販
の

ワ

ー

ク

ブ

ッ

ク

を

購
入
し
て

患
者
さ
ん

が

自
習
し

て

ほ

し
い
」

「

森
田

療
法
は、

慈

恵
医

大
（
熊
田

註
冖

森
田
療
法
の

創
始
者
で

あ
る

森
田
正

馬
が

勤
務
し

て

い

た

大
学
）

精
神
科
の
一

部
の

医
師
が

行
っ

て

い

る

だ

け
で
、

日

本
精
神
神
経

学
会
の

主
流

派
か
ら

は

相
手
に

も
さ
れ

て

い

な
い
」

と
い

う
こ

と
で

あ
っ

た
（
二

〇
一
一

年
時
点
の

イ
ン

タ

ビ

ュ

ー

に

よ

る）
。

　

確
か
に
、

認

知
行
動
療
法
の

教
え
る

と
こ

ろ

は
、

「

あ
る

意
味
で

は

常

識
的
な
こ

と
」

で

あ
る

。

ま
た、

森
田
療

法
は

科
学
と

い

う
よ
り
も

「

宗

教
」

に
近
い

。

し
か
し、

も
し
現
代
日

本
に

お
い

て

「

不
安
障
害
」

の

患

者
が
増
加
し

て

い

る

と

す
れ
ば
、

そ
の

背
後
に

あ
る
根
本
的
な
問
題
の

ひ

と
つ

は
、

「

あ
る

意
味
で

は

常
識
的
な
」

知
識

、

特
に

「

宗
教
的
な
」

知

識、

い

わ

ば

「

生

活
の

知
恵
」

が
き
ち
ん

と

伝
達
さ
れ

て

い

な
い

こ

と
に

あ
る

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か

。

「

ひ

と

を
た

す
け
て

我
が

身
た

す
か
る
」

と

い

う
信
仰
指
導
を

実
践
す
る

こ

と
に

よ
っ

て

不
安
障

害
（
パ

ニ

ッ

ク

障

害
）

が

治
癒
し

た
と
い

う
こ

の

天

理

教
信

者
の

事
例
は、

現

代
日

本
の

精

神
科
医
療
の

薬
物
療
法
中
心
主

義
、

さ
ら
に

は
そ

の

背

後
に

あ
る

日
本
社

会
の

あ

り
方
に

つ

い

て
、

そ

う
し

た

重
い

問
い

を
突
き
つ

け
て

い

る

よ

う

に

思
わ

れ
る

。

　

現
代
日
本
で

は、

イ
ギ
リ

ス

を
モ

デ
ル

と

し
て
、

認
知
行

動
療
法
の

専

門
家
を
増
員
し
よ

う
と

す
る

動
き
が

あ
る

。

こ

の

動
き
は、

う
つ

病
や
不

安
障
害
の

治
療
に

お
け
る

薬
物
療
法
中
心
主

義
か

ら
の

脱
却
と

い

う
点
で

は

評
価
で

き
る

。

し
か
し、

こ

の

動
き
に

は

現
代
杜
会
に
お

け
る
人
間
関

係
の

希
薄
化
を
追
認
し
て

い

る

側
面
も
あ
る

こ

と
に

も
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら

な

い

の

で

は

な

い

か。

　

囗
本
の

宗
教
（
特
に

新
宗
教）

が

不
安
障
害
の

「

お
た

す
け
」

に

貢
献

で

き
る

こ

と
は
、

今
よ

り
も
も
っ

と

多
い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う
か
。

八

百

万
一

神
教

　
　
　

大
本
教
の

神
思
想
に

つ

い

て

川

　
島

　
堅

　
二

　

大
本
教
の

神
思
想
（
八
百
万
一

神
教）

を

マ

ッ

ク
ス
・

ミ
ュ

ラ

ー

の

類

型
論
で

「

多
神
教
」

と
「

唯
】

神
教
」

の

中
間
に
存
す
る
「

単
一

神
教
」

と

し
て

位
置
づ

け、

さ
ら
に

H
・

R
・

ニ

ー

バ

ー

の

単
一

神
教
論
の

社
会

倫
理
的
側
面
を
批
判
的
に
参
照
す
る

こ

と

に

よ

り、

大
本
教
の

神
思
想
の

持
つ

固
有
性
を

示
す

。

そ
の

際、

象
徴
的
な

出
来
事
と

し
て、

大
本
教
の

教
祖
出
口

王

仁．
二

郎
と
、

組
合
派
の

キ

リ
ス

ト
教
会
（
丹
陽
教
会）

の

信

徒
原
田
卓
の

そ
れ

ぞ

れ
の

宗
教
に

対
す
る

関
わ

り
に
注
目
す
る

。
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大
本
教
団
内
で

出
口

直
と
王

仁
三

郎
の

確
執
が

激
化
し
た
一

九
〇
三
年

（
明
治
三

六

年
）

頃
、

教
団

内
に

居
場
所
の

な
か

っ

た

王

仁
三

郎
は

逃
れ

る

よ

う
に

隣
接
す
る

丹
陽
教
会
の

牧
師
館
を

訪
れ
、

一

九
〇
＝ 一
年
に

同
教

会
に
就
任
し

た

ば
か

り
の

内
円
正

牧
師
と

対
話
し
、

一

時
は

真
剣
に

キ

リ

ス

ト
教
へ

の

改
宗
を

考
え
る
ほ

ど
の

影
響
を

受
け
た

。

『

霊
界
物
語
』

の

随
所
に
痕
跡
を
残
す
キ
リ

ス

ト
教
的
内
容
の

多
く
が
こ

の

時
期
に

摂
取
さ

れ
た
と

考
え
ら
れ
る

。

　

そ
の

十
七

年
後
の
一

九
二

〇
年
（
大
正
九

年）

第
一

次
大
本
事
件
の

前

年、

こ

の

頃、

大
本
教
は
勢
力
隆
々

た
る

時
を
迎
え
て

い

た
。

隣
り
同
士

と
は

い

え
丹

陽
教

会
と

大
本
教
と
で

は

「

提
灯
と

釣
鐘
の

よ

う
な
対
照
」

で

あ
っ

た
と
い

う．、

そ
の

丹
陽
教
会
に

原

円
卓
と

い

う
信
者
が
い

て、

一

時、

大

本
教
に

関
心
を

持
ち

大
本
関

係
の

仕
事
に

も

携
わ
る
熱
心
さ

で

こ

れ
を

研
究
し

た

が
、

や
が

て

熱
も

冷
め

再
び
キ

リ

ス

ト
教
に

も
ど
っ

て

い

た
。

こ

の

原

田
と

小
谷
光
太
郎
と
い

う
青
年
が

「

急
先
鋒
と
な
り
、

結
束

し
て

基

督
教
青
年
會
を

起
こ

し
」

「

邪

教
撲
滅
」

の

旗

印
を

掲
げ
た

と
い

う
の

で

あ
る
。

　

出
口

王
仁
三

郎
と
原
田
卓、

隣
接
す
る

異
な
る

宗
教
教
団
に

属
す
る

青

年
が
、

そ
れ

ぞ

れ
一

度
は

そ
の

壁
を

越
え
て

異
な
る

宗

教
に

学
び

な

が

ら、

そ
の

後
の

振
舞
い

は
あ
ま
り
に

対
照
的
で

あ
る

。

王

仁
＝ 一
郎
は
、

果

書
の

物
語、

キ
リ
ス

ト
教
の

贖
罪

論、

救
済
史
的
枠
組
を
大
胆
に

摂
取
し

て

そ
れ

を

「

大
本
神
諭
』

に

接
合

す
る

形
で

「

霊
界
物
語
』

を
編
む
こ

と

に

よ

り
大
本
教
に
一

大
変
革
を
も
た

ら
し、

第
一

次

大
本

事
件
の

弾
圧
と

そ
れ
に

伴
う
種
々

の

痛

手
を

乗
り
越

え、

そ
の

十
五

年
後
（
一

九
三

五

年、

昭
和
一

〇

年）

国
家
権
力
に

第
二

次
弾
圧
を
決

意
さ
せ

る

ほ
ど
に

勢

力
を

盛
り
返

す
の

で

あ
る

。

ま

た
、

大
本
教
が

綾
部
に

イ
ス

ラ

ム

教
徒
の

公

文
直
太
郎

及
び
田
中
逸

平
を
迎
え
て

礼
拝
を

共
に

し

た
の

は

こ

の
エ

ピ

ソ

ー

ド
の

四

年
及
び
五

年
後
の

こ

と
で

あ
る

。

対
し
て

、

キ

リ

ス

ト

教
徒

の

原
田
の

大
本
離
脱

後
の

振
舞
い

は

「

邪
教

大
本
撲
滅
」

の

旗
印
を

掲
げ

て

「

基
督
教
青
年
會
」

を

組
織
す
る

こ

と

で

あ
っ

た
。

　
こ

の

両
者
の

違
い

は

単
に

そ
れ

ぞ
れ
の

人

間
性
に
よ

る

の

で

あ
り、

そ

れ

ぞ
れ
の

所
属
す
る

宗
教
と

は

無
関
係
と
三
口

え
る
だ
ろ

う
か

。

『

丹
陽
教

會
五

十
年
史
』

の

筆
者
に

よ

る

原
田

卓
の

行
為
の

評
価
に

顕
著
に

示
さ
れ

て
い

る
よ

う
に、

こ

の

時
期
の

キ

リ
ス

ト
教
会
自

体
が、

明

治
憲
法
と
教

育
勅
詰
を
い

わ

ば

「

経
典
」

と

す
る

国
家
神
道
体

制
と

い

う

巨
大
な
「

単

一

神
教
」

（

も
っ

と
ふ

さ

わ

し
く
は

「

君
主

的
多
神
教
」）

に

組
み

込
ま
れ

て

い

た

の

で

あ

り、

ニ

ー

バ

ー

が
「

唯
一

神
教
」

に

期
待

す
る

よ

う
な

「

開
放

社
会
」

を

求
め

る

こ

と

は

無
理
な
こ

と

な
の

で

あ
ろ

う。

ニ

ー

バ

ー

自
身
が

こ

う
し

た
「

唯
一

神
教
」

の

信
仰

形
態
に

対
応
し

た

社
会
倫
理

的
特
徴
は
「

事

実
と
し

て

よ

り
は

希
望
と

し
て
」

「

達
成
と
い

う
よ

り
は

目
標
と
し

て
」

存
在
す
る

終
末
論
的

原
理
で

あ
る

と

言
っ

て

い

る
。

し
か

し
、

た
と

え

「

希
望
と
し

て
」

で

あ
っ

て

も、

丹
陽
教
会
は
「

唯
一

神
教
」

の

信
仰
形
態
を
バ

ッ

ク

に

も
っ

て

い

る

は

ず
で

あ
る

。

対
し
て、

大
本
教

は

典
型

的
な

「

単
一

神
教
」

で

あ
る
。

ニ

ー

バ

ー

に
よ

れ

ば

そ
の

社
会
倫

理
学
的
形
態
は

同
胞
の

み

を

愛
す
る
「

閉
鎖
社
会
」

の

は

ず
で

あ
っ

た

が
、

そ
の

神
苑
は

当
時
す
で

に

イ

ス

ラ

ム

教
徒
に

も
開
放
さ
れ
て

い

た、

そ
し

て
、

戦
前
の

国
家
神
道
体
制
と
い

う
「

単
一

神
教
」

に
組
み

込
ま
れ

る

こ

と

な
く、

む
し
ろ

そ
れ
に

批
判
的
に

作
用
す
る
対
抗
原
理
を

内
包
し

て

い

た
の

で

あ
る

。

こ

う
し

た

事
態
は
、

「

単
一

神
教
」

の
、

ひ
い

て

は

宗
教

集
団
の

社
会
倫
理
的
性
格
を、

二

i
バ

ー

の

よ

う
に

神

学
的

な
基

準
だ

け

で

評
価

す
る

こ

と

の

限

界
を
明
ら
か
に

示
し

て

い

る

よ

う
に

思
わ

れ
る

。
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