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「
心
の
病
」
と
対
策
の
未
整
備

　

今
回
は
自
治
体
職
員
が
被
災
し
た
場
合
に
し
ば

し
ば
発
生
す
る「
心
の
ケ
ア
」に
つ
い
て
考
え
る
。
や

や
遠
回
り
に
な
る
が
日
本
の
精
神
科
医
の
数
や
、

「
心
の
病
」
に
関
す
る
社
会
的
土
壌
に
つ
い
て
、
あ

ら
か
じ
め
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
日
本
で

は
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
比
べ
精
神
科
医
の
数
が
少
な

い
。
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
医
師
の
総
数
は
お
よ
そ

63
万
人
、
そ
の
内
、
精
神
科
医
は
10
万
６
５
０
０
人

（
16
・
８
％
）に
上
る
。
10
万
人
率
で
言
う
と
、
精
神

科
医
は
34
名
に
な
る
。
一
方
、
日
本
で
医
師
の
数
は

27
万
人
、
内
１
万
４
０
０
０
人（
５
％
）が
精
神
科
医

で
あ
る
。
10
万
人
率
で
は
、
10
名
と
い
う
の
が
現
状

に
な
る
。

　

精
神
疾
患
に
対
応
す
る
専
門
家
が
少
な
い
と
い
う

こ
と
に
加
え
、
日
本
で
は
従
来
か
ら「
心
の
病
」に
偏

見
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
と
全
く

異
な
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
既
に
50
年
前
の

こ
と
に
な
る
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
い
た
こ
ろ
、
ご

く
普
通
の
同
級
生
が
ご
く
普
通
に
精
神
科
医
（
サ
イ

カ
エ
ト
リ
ス
ト
）
に
通
院
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た

こ
と
が
あ
る
。

　

サ
イ
カ
エ
ト
リ
ス
ト
な
ど
聞
い
た
こ
と
の
な
い
筆

者
は
、
精
神
科
医
と
は
ど
の
よ
う
な
医
師
で
、
ど
の

よ
う
な
治
療
を
受
け
る
の
か
興
味
を
抱
い
た
。
同
級

生
に
治
療
方
法
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
ベ
ッ
ド
状
に

な
っ
た
長
椅
子
に
横
た
わ
り
、
脇
に
座
る
ド
ク
タ
ー

に
そ
の
週
に
身
辺
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
40
分
程
度
、

時
間
を
か
け
説
明
す
る
だ
け
と
聞
い
て
再
び
驚
い

た
。「
た
だ
、
そ
れ
だ
け
」
と
合
点
が
い
か
な
か
っ
た

記
憶
が
あ
る
が
、
同
時
に
貧
乏
学
生
で
あ
っ
た
筆
者

は
、
飲
み
薬
も
貼
り
薬
も
処
方
さ
れ
な
い
治
療
費
が

あ
ま
り
に
も
高
額
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
再
度
、

唖
然
と
し
た
思
い
出
が
残
る
。

一
元
化
か
ら
多
様
化
へ 

─
被
災
職
員
へ
の
対
応

　

ご
く
最
近
ま
で
災
害
が
起
こ
る
と
被
災
地
の
自
治

体
職
員
は
、
一
応
に「
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
」

（
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
）に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な

理
解
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
見
方
に
最
近
、
変
化
が

表
れ
て
き
て
い
る
。
被
災
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

性
格
と
特
色
が
あ
る
。「
心
の
ケ
ア
」
に
対
す
る
施
策

も
、
単
純
な
中
身
で
は
対
応
が
困
難
で
あ
る
。
対
策

は
多
様
化
、
複
線
化
し
た
内
容
に
変
え
る
必
要
が
説

か
れ
る
。

　

同
じ
よ
う
に
被
災
し
た
職
員
で
も
、
ス
ト
レ
ス
に

強
い
対
応
力
に
優
れ
た
人
び
と
が
い
る
。
ま
た
、「
心

の
病
」
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
１
カ
月
以
内
に
正
常
に

も
ど
る
復
元
バ
ネ
を
持
つ
職
員
も
多
い
。

　

30
％
前
後
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
と
い
う
見

方
も
あ
る
が
、
１
カ
月
を
越
し
て
も
睡
眠
不
足
に
悩

ま
さ
れ
、
音
に
敏
感
に
反
応
す
る
な
ど
の
症
状
を
抱

え
る
と
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
に
陥
っ
た
職
員
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
数
は
10
％
前
後
と
見
込
ま
れ
る
が
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ

に
悩
む
人
び
と
に
は
、
他
の
職
員
と
は
異
な
る
「
心

の
病
」
を
専
門
に
緩
和
す
る
高
度
な
ケ
ア
が
必
要
に

な
る
。

自
治
体
職
員
の
危
機
管
理

「
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自
治
体
職
員
の
ス
ト
レ
ス

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
お
よ
そ
2
年
が
経
過
し
た

２
０
１
３
年
9
月
、
読
売
新
聞
は
岩
手
、
宮
城
、
福

島
の
3
県
と
被
災
地
に
な
っ
た
42
市
町
村
を
対
象

に
、「
心
の
病
」で
１
カ
月
以
上
休
職
し
た
自
治
体
職

員
の
数
を
調
べ
た
。
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
震
災
が

発
生
す
る
前
年
の
２
０
１
０
年
、
長
期
休
職
者
は

１
７
７
名
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
２
０
１
１
年
に
な
る

と
２
８
６
名
に
増
加
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
震
災

か
ら
1
年
が
経
過
し
た
２
０
１
２
年
に
入
る
と
、
休

職
者
は
２
５
４
名
に
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
低
下
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
復
元
力
を
備
え
た
職
員
が
現
場
に

戻
っ
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
２
０
１
３
年

の
デ
ー
タ
は
８
月
ま
で
の
中
間
資
料
に
な
る
。
8
月

ま
で
の
休
職
者
は
１
４
７
名
で
あ
る
が
、
こ
の
数
を

基
礎
に
単
純
計
算
す
る
と
、
同
年
の
休
職
者
の
ト
ー

タ
ル
は
１
９
６
名
前
後
で
あ
る
。
休
職
者
は
年
々
、

減
少
し
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。（Y

om
iuri O

nline, 

２
０
１
３
年
９
月
30
日
）。

　

被
災
地
の
職
員
は
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
精
神
的

に
追
い
込
ま
れ
る
。
１
つ
は
、
自
身
が
被
災
す
る
か
、

家
族
な
ど
に
犠
牲
者
が
出
た
場
合
で
あ
る
。
予
想
も

し
な
か
っ
た
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
職
員
が
、
心
理
的

に
落
ち
込
み
、
倦
怠
感
や
疲
労
感
に
悩
ま
さ
れ
る
の

は
、
十
分
、
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

２
つ
目
に
、「
心
の
病
」は
自
分
自
身
の
能
力
に
限

界
を
感
じ
る
か
、
自
身
を
責
め
る
性
格
を
持
つ
職
員

に
多
い
。「
あ
れ
も
出
来
た
は
ず
、
こ
う
す
れ
ば
被
害

は
防
げ
た
」
な
ど
、
災
害
を
自
分
の
能
力
の
な
さ
に

結
び
つ
け
る
か
、
失
敗
を
自
分
の
責
任
に
取
り
込
ん

で
し
ま
う
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
び
と
の
間

で
は
、
し
ば
し
ば
被
災
し
た
住
民
へ
の
感
情
移
入
が

起
こ
る
。
住
民
の
経
験
を
自
分
の
身
に
移
入
し
困
難

を
共
有
す
る
た
め
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
精
神
的
疲

労
が
増
幅
す
る
。

　

３
つ
目
は
、
自
治
体
職
員
の
中
に
は
住
民
の
た
め

に
努
力
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
一
向
に
評
価
さ
れ
な
い

こ
と
で
落
ち
込
む
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
住
民
か
ら
非
難

を
浴
び
、
批
判
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
る
。
住
民
か
ら

の
予
想
外
の
反
応
は
、
し
ば
し
ば
職
員
を
心
理
的
に

不
安
定
に
し
、
悪
く
す
る
と「
心
の
病
」を
誘
発
す
る

引
き
金
に
な
る
。

　

最
後
は
同
僚
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
災
害
時
ほ
ど

自
治
体
職
員
が
団
結
し
協
調
を
求
め
ら
れ
る
と
き
は

な
い
。
実
際
に
は
、
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
責
任
の
あ
る

分
担
領
域
を
抱
え
、
同
僚
か
ら
の
救
援
依
頼
に
応
じ

ら
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
助
け
を
得
ら
れ
な
い

職
員
は
、
孤
立
無
援
で
住
民
に
接
し
、
救
援
作
業
に

当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
災
職
員
が
極
度
の

ス
ト
レ
ス
を
感
じ
、
自
信
喪
失
か
ら「
心
に
病
」を
抱

え
始
め
る
。

「
心
の
ケ
ア
」
と
ス
ト
レ
ス
の
緩
和

　

被
災
し
た
職
員
は
、
連
日
連
夜
、
災
害
か
ら
の
復

旧
作
業
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
を
休
め

る
訳
に
は
い
か
な
い
。
疲
労
の
蓄
積
、
睡
眠
不
足
が

日
常
化
す
る
の
に
時
間
は
か
か
ら
な
い
。
肝
心
な
こ

と
は
、
休
息
を
取
ら
な
い
限
り
ア
タ
マ
も
身
体
も
機

能
し
な
い
。
こ
の
こ
と
を
い
つ
も
心
の
ど
こ
か
に
止

め
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
住
民
か
ら
離
れ
た
場
所

で
、
職
員
は
交
代
で
休
息
と
仮
眠
を
取
る
。「
心
の

病
」を
防
ぐ
最
も
効
果
の
あ
る
良
薬
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
平
常
時
か
ら
自
治
体
職
員
は
、
災
害
が
発
生

す
る
と
職
員
は
ど
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
に
直
面
す
る

か
、
あ
ら
か
じ
め
熟
知
し
対
応
策
を
検
討
し
て
お
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
想
像
力
が
必
要
で

あ
る
。
想
像
力
を
働
か
せ
て
予
想
さ
れ
る
ス
ト
レ
ス

の
幅
や
量
、
そ
れ
に
質
を
計
る
、
そ
う
し
た
訓
練
が

こ
の
先
、
必
要
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。（
本
稿
は
高

橋
祥
友
氏
が
、
２
０
１
５
年
、『
地
方
公
務
員
―
安

全
と
健
康
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
に
連
載
し
た
「
災
害
救
援

者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
」
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

き
い
）。
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