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う
つ
に
新
し
い
タ
イ
プ
が
出
て
き
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
も
、
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
消
耗
（
従
来
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
）

型
と
い
わ
れ
る
旧
来
の
タ
イ
プ
と
、未
熟（
現

代
、
新
）
型
と
言
わ
れ
る
新
し
い
う
つ
。
病

名
こ
そ
同
じ
「
う
つ
」
で
も
、
そ
の
性
格
傾

向
や
病
状
な
ど
は
ま
る
で
違
う
。
そ
れ
ぞ
れ

ど
う
対
応
す
る
の
か
。
冒
頭
、
紹
介
し
た
松

崎
教
授
の
講
演
で
明
解
な
解
説
を
し
て
い
る

の
で
、
触
れ
て
お
き
た
い
。

努
力
・
報
酬
モ
デ
ル
の
崩
れ
が
大
き

な
要
因
に

松
崎
教
授
の
説
明
に
よ
る
と
、
精
神
医
学

的
疾
患
単
位
の
論
議
は
別
に
し
て
、
産
業
医

学
上
、
今
職
場
で
実
践
的
対
応
を
す
る
う
え

で
有
用
な
の
は
、「
消
耗
型
」
と
「
未
熟
型
」

の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
だ
と
い
う
。

松
崎
教
授
は
、
ま
ず
消
耗
型
う
つ
に
つ
い

て
、
①
真
面
目
で
い
い
人
②
秩
序
を
乱
さ
ず

仕
事
を
納
得
す
る
ま
で
行
い
、
休
日
も
く
つ

ろ
げ
な
い
③
仕
事
は
で
き
る
―
―
な
ど
の
特

徴
を
あ
げ
た
う
え
で
、「
こ
う
い
う
人
は
自

分
の
な
か
で
徹
底
し
た
仕
事
に
対
す
る
秩
序

の
基
準
が
非
常
に
高
く
、『
こ
う
せ
ね
ば
な

ら
な
い
』
と
自
ら
に
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
課
し

て
自
ら
の
秩
序
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、

執
着
気
質
的
な
場
合
が
多
く
、
仕
事
熱
心
で

凝
り
性
。
仕
事
は
で
き
る
人
に
集
中
す
る
宿

命
が
あ
る
の
で
、
熱
く
な
っ
て
働
き
過
ぎ
る

が
、
引
き
起
こ
さ
れ
た
感
情
が
な
か
な
か
冷

却
し
な
い
の
で
、
自
ら
過
労
に
突
入
し
て
し

ま
う
」
な
ど
と
説
明
。「
そ
う
い
っ
た
性
格

の
特
性
を
管
理
側
が
把
握
し
て
労
務
管
理
す

る
こ
と
が
、
現
実
的
に
メ
ン
タ
ル
障
害
の
発

生
を
予
防
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
環
境
要
因
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、

「
過
重
労
働
と
か
人
間
関
係
の
ほ
か
に
努
力
・

報
酬
モ
デ
ル
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
」

と
強
調
。「
そ
れ
に
よ
っ
て
燃
え
尽
き
型
う

つ
が
発
生
す
る
」
と
語
っ
た
。「
人
は
徹
夜

な
ど
を
し
て
も
高
い
評
価
を
受
け
れ
ば
あ
ま

り
う
つ
に
陥
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
関
係

が
崩
れ
る
と
、
た
と
え
あ
ま
り
強
い
努
力
を

し
て
い
な
く
て
も
ス
ト
レ
ス
で
破
綻
し
や
す

い
」。
出
世
や
昇
給
が
右
肩
上
が
り
に
成
立

し
て
い
た
時
代
と
異
な
り
、
今
の
よ
う
な
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
感
じ
ら
れ
に
く
い
時
代
は
、

こ
れ
が
大
き
な
要
因
に
な
る
よ
う
だ
。

な
お
、
復
職
時
は
「
元
職
復
帰
が
原
則
」。

特
に
旧
来
型
う
つ
は
、
元
の
職
場
で
最
大
限

の
支
援
を
し
て
乗
り
越
え
た
と
い
う
感
覚
を

持
て
な
い
と
、
そ
れ
が
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
上
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、
自
信
の
喪
失
と

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
低
下
に
な
り
か
ね
な
い
そ
う

だ
。

周
囲
が
持
つ
陰
性
感
情
が
ネ
ッ
ク
に

他
方
、
最
近
増
加
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る

未
熟
型
う
つ
に
つ
い
て
は
、「
人
格
の
未
熟

性
が
原
因
で
自
己
愛
が
強
く
反
省
し
な
い
し

他
罰
的
」
と
特
徴
付
け
た
う
え
で
、
松
崎
教

授
自
身
が
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
職
場
を
多
く

み
て
い
る
経
験
上
、「
こ
の
タ
イ
プ
は
コ
ミ
ュ

消
耗
型
と
未
熟
型
の
特
徴
と
対
応

　

筑
波
大
学
大
学
院
・
松
崎
一
葉
教
授

う
つ
増
加
の
背
景
は
何
か

厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
日
本
の
気
分
障
害
患
者
の
数
は
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
て
、
二
〇
〇
八
年
に
は
一
〇
〇
万
人
を
突
破
。

過
去
六
年
で
約
二
倍
、
過
去
九
年
で
約
二
・
四
倍
に
膨
れ
あ
が
っ
た
計
算
に
な
る
。
う
つ
病
患
者
の
増
加
を
反
映
し
て
、
官
公
庁
や
大
企
業

に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
休
職
者
も
増
え
て
お
り
、
こ
の
一
〇
年
間
で
約
三
倍
に
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
状
況
に
な
っ
た
理
由
に
関
す
る
仮
説
は
諸
説
あ
る
。
冒
頭
の
山
本
セ
ン
タ
ー
長
の
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
勤

労
者
は
増
加
傾
向
に
あ
る
し
、働
き
盛
り
層
の
自
殺
も
減
ら
ず
、精
神
疾
患
の
労
災
請
求
も
増
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
成
熟

社
会
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
の
増
加
説
や
、現
代
人
が
ス
ト
レ
ス
に
脆
弱
で
あ
る
と
の
説
な
ど
、現
代
社
会
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
意
見
は
多
い
。

ま
た
、
操
作
的
診
断
が
影
響
し
て
い
る
と
の
説
も
あ
る
。「
Ｄ
Ｓ
Ｍ
―
Ⅳ
」
と
い
う
米
国
発
の
診
断
シ
ス
テ
ム
の
普
及
に
よ
り
、
チ
ェ
ッ

ク
方
式
で
の
う
つ
状
態
か
否
か
の
判
定
が
可
能
に
な
っ
た
。
今
は
問
診
を
受
け
る
前
に
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
で
調
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
う
つ

増
加
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
。
二
人
の
専
門
家
の
見
解
を
紹
介
す
る
。

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
高
く
、
入
社
試
験
で

も
非
常
に
優
秀
な
受
け
答
え
を
し
て
い
て
評

価
が
高
い
。
そ
れ
な
の
に
、
仕
事
を
さ
せ
て

み
た
ら
と
っ
て
も
未
熟
だ
っ
た
と
の
ケ
ー
ス

が
非
常
に
多
い
。
感
覚
的
に
は
む
し
ろ
一
部

上
場
企
業
に
目
立
つ
気
が
し
て
い
る
」
と
解

説
し
た
。
同
時
に
、
こ
の
タ
イ
プ
の
一
番
の

問
題
は
「
対
応
し
て
い
て
と
に
か
く
腹
立
た

し
い
こ
と
」
だ
と
指
摘
。
職
場
の
陰
性
感
情

が
対
応
の
カ
ギ
を
握
る
と
し
て
八
つ
の
ポ
イ

ン
ト
を
示
し
た
（
図
１
）。

未
熟
型
に
は
メ
ン
タ
ー
の
活
用
も

ど
ち
ら
の
対
応
も
簡
単
な
問
題
で
は
な
さ

そ
う
だ
が
、
こ
の
「
未
熟
型
う
つ
」
は
聞
く

ほ
ど
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
わ
か
ら
な
く
思

え
て
く
る
。
果
た
し
て
、
具
体
的
か
つ
効
果

的
な
対
処
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
松
崎
教
授
の
わ
か
り
や
す
い
説
明

が
あ
っ
た
の
で
、
少
し
長
い
が
紹
介
す
る
。

「
消
耗
型
は
頑
張
り
尽
く
し
て
精
根
尽
き

果
て
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
態
で『
頑
張
れ
』

と
励
ま
す
と
『
そ
う
だ
頑
張
ら
な
き
ゃ
』
と

も
が
く
こ
と
に
な
り
、
焦
燥
感
を
助
長
す
る

の
で
、
絶
対
に
励
ま
し
て
は
い
け
な
い
。
だ

が
、
未
熟
型
は
『
頑
張
ら
な
く
て
い
い
よ
』

と
言
う
と
、
本
当
に
努
力
し
な
く
な
る
。
そ

こ
で
彼
ら
に
は
『
一
緒
に
頑
張
ろ
う
ね
』
と

支
援
的
に
励
ま
す
べ
き
で
あ
る
。
未
熟
型
の

タ
イ
プ
は
今
ま
で
、
親
が
一
緒
に
寄
り
添

い
、
支
援
し
て
く
れ
た
。
そ
の
完
全
な
る
支

援
者
か
ら
独
立
し
、
社
会
に
出
て
漠
然
と
し

た
不
安
を
感
じ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
期
間
は

『
一
緒
に
頑
張
ろ
う
』
と
支
援
す
る
こ
と
が

と
て
も
効
果
的
。『
キ
ミ
に
期
待
し
て
い
る

し
、
最
大
限
の
支
援
も
す
る
か
ら
一
緒
に
や

ろ
う
』
と
い
う
。
そ
の
際
、
年
の
差
が
あ
ま

り
離
れ
て
い
る
よ
り
も
、
兄
貴
ぐ
ら
い
の
四
、
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五
歳
上
で
、
時
に
は
一
緒
に
上
司
の
批
判
も

す
る
よ
う
な
関
係
の
上
司
や
先
輩
の
言
葉
に

敏
感
に
反
応
す
る
。『
メ
ン
タ
ー
制
度
』
が

効
果
的
で
、
メ
ン
タ
ー
に
未
熟
型
の
特
徴
と

構
造
、
対
応
の
仕
方
を
充
分
に
周
知
し
う
た

う
え
で
制
度
を
運
用
す
る
と
、
あ
る
日
、
未

熟
型
は
大
化
け
す
る
こ
と
が
あ
る
。
学
問
的

に
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
印

象
と
し
て
、
正
し
い
対
応
を
始
め
て
一
年
ぐ

ら
い
で
、
一
皮
剥
け
る
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
」職

場
で
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
過
ぎ
な
い
こ

と
―
―
。
こ
れ
に
は
誰
も
が
賛
成
す
る
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、
先
の
事
例
で
詳
し
く
述
べ
た

ア
イ
エ
ス
エ
フ
ネ
ッ
ト
社
の
「
コ
ア
制
度
」

ま
で
い
か
な
く
と
も
、
一
定
程
度
、
業
務
の

範
疇
に
な
っ
て
い
て
評
価
も
伴
う
「
メ
ン

タ
ー
制
度
」
で
あ
れ
ば
、
陰
性
感
情
も
抑
え

ら
れ
、
寄
り
添
え
る
気
持
ち
も
増
し
て
く
る

気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
健
康
保
険
組
合
予
防
医
療

部
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
の
冨
高
辰
一
郎
・
東

京
担
当
部
長
は
、
近
年
の
う
つ
病
増
加
の
背

景
と
う
つ
病
の
啓
発
活
動
に
つ
い
て
、
今
ま

で
一
般
的
に
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
が

あ
り
そ
う
だ
と
い
う
。

詳
細
は
後
述
す
る
が
、
富
高
部
長
が
行
っ

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
多
く
の
う
つ
病

患
者
が
受
診
前
か
ら
自
ら
を
う
つ
病
と
自
己

診
断
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
を

前
置
き
し
た
う
え
で
、
冨
高
部
長
は
「
あ
ま

り
い
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
」
と
し
て
、
英
、

米
、
北
欧
い
ず
れ
の
先
進
国
に
お
い
て
も
新

規
の
抗
う
つ
薬
が
発
売
さ
れ
た
九
〇
年
代
に

う
つ
病
患
者
が
急
増
し
た
事
実
と
、
日
本
で

も
一
九
九
九
年
の
新
薬
発
売
後
の
六
年
間
で

う
つ
病
患
者
が
二
倍
に
増
加
し
た
事
実
を
あ

げ
、「
休
職
者
と
う
つ
患
者
に
加
え
て
抗
う

つ
薬
の
売
り
上
げ
が
三
位
一
体
で
増
え
て
い

る
」
と
指
摘
し
た
。

啓
発
活
動
が
心
の
健
康
に
逆
効
果
に

な
る
こ
と
も

そ
し
て
、
①
う
つ
は
誰
で
も
な
る
②
う
つ

は
薬
で
治
る
③
早
期
受
診
が
大
切
―
―
と

い
っ
た
、
今
や
ご
く
自
然
に
耳
に
入
っ
て
く

る
製
薬
会
社
主
体
の
啓
発
活
動
に
対
し
、「
こ

の
よ
う
な
啓
発
活
動
は
、
放
置
す
る
と
必
ず

進
行
し
、
早
期
で
も
確
実
に
診
断
で
き
、
早

期
の
治
療
が
明
ら
か
に
有
効
な
エ
イ
ズ
の
よ

う
な
病
気
に
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
し
か

し
う
つ
病
は
、
必
ず
進
行
す
る
わ
け
で
は
な

い
し
、
早
期
に
受
診
し
て
も
う
つ
病
か
ど
う

か
診
断
が
難
し
く
、
し
か
も
軽
症
う
つ
病
に

は
抗
う
つ
薬
が
そ
れ
ほ
ど
有
効
で
は
な
い
と

言
わ
れ
て
い
る
。
う
つ
病
の
よ
う
な
病
気
の

場
合
、
あ
ま
り
に
単
純
化
し
た
内
容
で
過
剰

に
啓
発
活
動
を
行
う
と
心
の
健
康
に
逆
効
果

に
な
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
の
疑
問
を
呈
し

た
。事

実
、
冨
高
部
長
が
Ｑ
ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
社
と
共

同
実
施
し
た
「
う
つ
病
患
者
一
〇
〇
〇
人
へ

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
」
に
よ
る
と
、
受
診
前
に
「
お
そ
ら
く

う
つ
病
で
あ
ろ
う
と
自
己
診
断
し
て
い
た

人
」
と
「
う
つ
病
の
可
能
性
を
考
え
て
い
た

人
」
が
そ
れ
ぞ
れ
約
四
割
い
て
、「
全
く
う

つ
病
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
人
」
は
二
割
程

度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、『
精
神
科
受
診
は
敷
居
が
高
く
、

う
つ
病
は
認
知
さ
れ
て
い
な
い
』
と
い
わ
れ

る
従
来
の
通
説
と
異
な
る
結
果
で
あ
る
。
メ

デ
ィ
ア
を
使
っ
た
大
規
模
な
啓
発
活
動
の
影

響
で
、
国
民
の
う
つ
病
へ
の
意
識
も
非
常
に

高
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
。
こ
う
い
っ

た
意
識
の
変
化
が
受
診
率
の
向
上
に
つ
な
が

り
、
軽
症
う
つ
病
や
新
型
う
つ
と
呼
ば
れ
る

人
た
ち
の
受
診
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
が
あ

る
」。

精
神
科
医
は
画
一
的
な
治
療
の
是
正
を

図
２
を
見
て
欲
し
い
。
冨
高
部
長
に
よ
れ

ば
、
人
は
悩
ん
だ
り
落
ち
込
ん
だ
り
す
る
と
、

ま
ず
問
題
を
何
と
か
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ

れ
が
叶
わ
な
い
場
合
に
心
の
整
理
を
し
、
そ

れ
で
も
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
、
最
後
に
医

療
機
関
に
受
診
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
。

そ
し
て
、
従
来
、
精
神
科
の
医
師
は
、
こ

の
図
の
ト
ッ
プ
に
あ
る
重
症
化
し
た
う
つ
病

を
念
頭
に
治
療
を
考
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

今
は
啓
発
活
動
の
結
果
、
軽
症
か
ら
重
症
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
患
者
が
来
院
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
応

は
旧
来
の
ま
ま
な
の
で
混
乱
が
生
じ
て
い
る

と
い
う
の
だ
。

そ
こ
で
、
冨
高
部
長
は
精
神
科
医
が
な
す

べ
き
対
策
と
し
て
、
ま
ず
「
う
つ
は
薬
と
休

養
」
と
い
う
画
一
的
な
治
療
か
ら
、
重
症
度

や
回
復
期
に
応
じ
た
治
療
へ
と
是
正
す
る
こ

と
を
提
起
。
そ
の
う
え
で
、
薬
の
適
正
な
使

用
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
を
強

調
し
、
薬
の
大
量
処
方
や
リ
ハ
ビ
リ
を
視
野

に
入
れ
な
い
過
剰
な
休
養
を
注
意
し
た
。
そ

し
て
最
後
に
、「
ス
ト
レ
ス
や
う
つ
病
へ
の

過
剰
な
注
意
が
心
の
健
康
に
か
え
っ
て
良
く

な
い
」
と
述
べ
、
単
純
化
し
た
過
剰
な
啓
発

活
動
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

う
つ
増
加
の
背
景
に
大
規
模
な
啓
発
活
動
が

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
健
康
保
険
組
合
・
冨
高
辰
一
郎
部
長

１　自己愛的　自己中心的
２　ストレス脆弱性　→　頑張りがきかない
　　　少々の困難な状況ですぐに抑うつ症状が出る
３　うつ病症状は出そろう　→　「うつ」は「うつ」
４　意欲の低下が限定的
　　　趣味と私生活は楽しめるが会社には行けない
５　操作性　症状を武器に周囲を誘導・操作する
６　他罰的　→　会社や上司を批判　→　訴訟
７　攻撃性　「キレる」は「赤ちゃんがえり」の
　　退行
８　薬を飲んで　休職しているだけでは治らない

図１　未熟型うつの特徴と対応の注意点

図２　鬱や悩みへの対応

医療

こころの整理

問題を改善する
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33
従
業
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
が
良
け

れ
ば
企
業
の
生
産
性
向
上
に
も
寄
与
す

る
。
さ
ら
に
今
は
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
社
会
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
生

き
が
い
や
働
き
が
い
が
重
視
さ
れ
る
な

か
、
ま
た
超
高
齢
社
会
の
支
え
手
で
あ

る
勤
労
者
の
心
の
健
康
状
態
が
良
い
こ

と
も
重
要
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
職

場
の
風
通
し
を
よ
く
し
た
り
働
き
や
す

い
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
制
度
を
整
え

る
企
業
も
珍
し
く
な
い
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
今
ま
で
「
こ
れ

を
や
っ
た
か
ら
劇
的
に
改
善
し
た
」
と

い
う
よ
う
な
画
期
的
な
対
策
を
取
材
し

た
経
験
は
な
か
っ
た
し
、
事
実
、
職
場

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
は
一
向
に

減
る
気
配
も
な
い
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
よ
く
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
不
調
者
は
一
〇
〇
人
い
た
ら

一
〇
〇
通
り
の
対
応
が
必
要
で
「
こ
れ
だ

と
い
う
共
通
の
解
は
な
い
」
と
の
話
を

聞
く
。
山
本
セ
ン
タ
ー
長
も
「
ど
ん
な

場
合
で
も
個
別
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
必
要
に
な
る
。
だ
か
ら
ラ
イ
ン
ケ

ア
が
大
事
と
さ
れ
、
そ
う
や
っ
て
職
場

や
家
族
、
医
療
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る

な
か
で
外
部
の
資
源
も
活
用
す
る
こ
と

に
な
る
」
と
話
し
て
い
た
。
だ
が
、
も

し
そ
う
な
ら
ば
、
企
業
が
一
般
的
な
対

策
を
立
て
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

ま
た
、
実
際
に
そ
ん
な
に
手
間
暇
が
か

け
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

今
回
、
そ
ん
な
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
取

材
を
重
ね
た
。
セ
ル
フ
ケ
ア
や
ラ
イ
ン
ケ

ア
の
研
修
、
内
部
相
談
窓
口
の
設
置
、外

部
Ｅ
Ａ
Ｐ
機
関
の
活
用
な
ど
、一
般
的
に

よ
く
見
ら
れ
る
対
策
を
講
じ
た
う
え
で

さ
ら
に
も
う
一
歩
進
め
た
取
り
組
み
を

し
て
い
る
企
業
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
東
レ
の
「
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
対
話
会
」

や
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
取
手
工
場
の
複
数
の

産
業
医
を
選
任
す
る
対
応
が
そ
れ
だ
。
ま

た
、
文
化
や
歴
史
の
異
な
る
グ
ル
ー
プ

内
企
業
に
共
通
の
Ｅ
Ａ
Ｐ
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
ソ
フ
ト
バ
ン
ク 

ア
ッ
ト
ワ
ー

ク
や
海
外
の
過
酷
な
環
境
で
働
く
従
業

員
を
ケ
ア
す
る
千
代
田
化
工
建
設
の
よ

う
に
、
自
社
の
特
殊
事
情
に
合
う
取
り

組
み
で
効
果
を
上
げ
る
企
業
も
あ
る
。

そ
し
て
、
岡
山
大
学
大
学
院
の
高
尾
医

師
や
ア
イ
エ
ス
エ
フ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な

大
胆
な
切
り
口
で
対
応
策
を
固
め
て
現

状
を
打
破
し
よ
う
と
の
考
え
方
も
あ
っ

た
。
松
崎
教
授
の
唱
え
る
メ
ン
タ
ー
制

度
の
充
実
・
対
応
で
未
熟
型
う
つ
を
成

長
さ
せ
る
方
策
や
、
福
本
部
長
の
社
労

士
を
活
用
し
た
中
小
企
業
対
策
も
、
こ

う
し
た
取
り
組
み
の
契
機
に
な
る
問
題

提
起
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

一
〇
〇
人
い
た
ら
一
〇
〇
通
り
は
難

し
い
に
し
て
も
、
会
社
の
慣
習
や
風
土
、

特
性
を
踏
ま
え
る
こ
と
も
重
要
だ
。
そ

の
う
え
で
、
従
来
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん

だ
対
策
を
自
社
に
合
う
形
で
工
夫
を
重

ね
る
こ
と
が
、
職
場
で
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
不
調
に
な
っ
た
人
を
救
う
と
と
も
に
、

職
場
の
風
通
し
も
良
く
す
る
た
め
に
一

番
重
要
な
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
調
査
・
解
析
部　

新
井
栄
三
）

ま
と
め
に
か
え
て
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