
図内の「精神病理」「環境的てがかり」「不適応的認知」「社会的孤立またはソーシャル
サポートの欠如」は、精神疾患および薬物やギャンブルへの依存にも影響する要因であ
り、必ずしもインターネット依存に直接影響する要因ではない（遠因）。しかし、それが
問題のあるインターネット使用に結びつき、「行動的症状」が生じるようになり（近因）、
インターネット依存に陥る可能性が高められることにもつながる。

█ 表1：インターネット依存度スクリーニングテスト

█ 図1：インターネット依存の認知行動論的モデル

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
依
存

１
９
９
０
年
代
初
頭
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
商
用
利

用
が
開
始
さ
れ
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
普
及

と
共
に
、
90
年
代
後
半
に
は
一
般
の
人
々
に
も
急
速
に

浸
透
し
て
い
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
精
神
科
医
で
あ
る
キ

ン
バ
リ
ー
・
ヤ
ン
グ
博
士
は
、
そ
の
頃
か
ら
す
で
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
過
剰
利
用
に
よ
り
家
族
や
友
人
と
の

人
間
関
係
に
亀
裂
が
生
じ
た
り
、
仕
事
や
学
業
に
支
障

が
生
じ
た
り
し
て
い
る
事
例
を
多
数
報
告
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
の
危
険
性
を
警
告
し
て
い
る
。

当
初
か
ら
の
依
存
の
対
象
は
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
が

主
流
で
あ
り
、
最
近
で
は
特
に
、
大
勢
の
参
加
者
が
相

互
に
交
流
を
図
り
な
が
ら
競
い
合
う
多
人
数
同
時
参
加

型
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
へ
の
依
存
に
陥
る
若
者
の
数

が
世
界
中
で
急
増
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
重

く
見
て
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
よ
る
最
新
の
疾
病
分
類
で
あ
る
Ｉ

Ｃ
Ｄ

- 
11
で
は
、「
精
神
・
行
動
・
神
経
発
達
の
疾
患
」

の
中
に
、
新
た
に
「
ゲ
ー
ム
障
害
」
を
診
断
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
わ
が
国
で
２
０
０
８
年
にiPhone

が
発

売
さ
れ
て
か
ら
、
若
者
を
中
心
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が

急
速
に
普
及
し
て
き
た
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
時
間
や

場
所
を
問
わ
ず
容
易
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス

す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

だ
け
で
な
く
、LIN

E

やTw
itter

、Instagram
な
ど

の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
依
存
も
大
き
な
問
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

本
来
、
人
々
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
の
便
利
な

道
具
と
し
て
開
発
さ
れ
た
は
ず
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
、

一
部
の
人
を
虜と

り
こ

と
し
、
仕
事
や
学
業
に
支
障
を
生
じ
さ

せ
、
人
間
関
係
を
崩
壊
さ
せ
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
悪

影
響
を
及
ぼ
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
人
々

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
に
陥
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
お
よ

び
そ
の
治
療
法
や
予
防
法
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
と
は
何
か

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
と
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
使
用
に
対
す
る
強
い
欲
求
の
た
め
に
、
そ
の
長
時
間

の
使
用
を
制
御
で
き
ず
、
心
理
社
会
的
機
能
の
低
下
を

も
た
ら
す
行
動
パ
タ
ー
ン
」
で
あ
る
。
主
要
な
症
状
と

し
て
は
、
と
ら
わ
れ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
こ
と
が
常
に

頭
か
ら
離
れ
な
い
）、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
欠
如
（
や
め
よ
う
と

思
っ
て
も
や
め
ら
れ
な
い
）、
離
脱
症
状
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
と
怒
り
や
イ
ラ
イ
ラ
、
抑
う
つ
な

ど
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
感
情
が
生
じ
る
）、
耐
性
（
よ
り
優
れ
た

知
行
動
論
的
観
点
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
が
生

じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
て
い
る（
図
1
）。

心
理
学
の
代
表
的
な
理
論
で
あ
る
行
動
理
論
の
オ
ペ

ラ
ン
ト
条
件
づ
け
の
原
理
で
は
、
人
が
何
ら
か
の
行
動

を
し
た
後
に
そ
の
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
結
果
が
生
じ

る
こ
と
を
「
強
化
」
と
言
い
、
強
化
さ
れ
た
行
動
は
そ

の
後
の
出
現
確
率
が
高
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

れ
は
、
人
が
行
う
特
定
の
行
動
が
強
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ

る
ほ
ど
強
く
習
慣
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
説
明
す
る
行

動
形
成
の
基
本
原
理
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
用
を
通
し
て
我
々
は
さ
ま
ざ

ま
な
体
験
を
す
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
勝
利
し
た

り
、
求
め
て
い
る
情
報
を
入
手
で
き
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に

投
稿
し
て
「
い
い
ね
」
を
得
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

喜
び
や
楽
し
み
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ス
ト
レ
ス

を
解
消
し
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
通
し
て
孤
独
感
を
紛
ら
わ
し
た
り
、
仲
間
は
ず
れ
に

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
払
拭
し
た
り
す

る
な
ど
、
不
快
な
感
情
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

喜
び
や
楽
し
み
を
感
じ
る
こ
と
も
、
不
快
な
感
情
が
軽

減
さ
れ
る
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
人
に
と
っ
て
は
望
ま
し

い
結
果
で
あ
り
、
前
者
は
「
正
の
強
化
」、
後
者
は

「
負
の
強
化
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

使
用
行
動
は
、
正
の
強
化
も
負
の
強
化
も
同
時
に
得
ら

れ
る
可
能
性
の
あ
る
行
動
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
そ
の

行
動
は
よ
り
強
く
習
慣
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

デ
イ
ビ
ス
博
士
の
認
知
行
動
論
的
モ
デ
ル
の
特
徴
は
、

特
に
抑
う
つ
状
態
や
対
人
不
安
な
ど
の
精
神
病
理
を
抱

え
、
現
実
社
会
の
生
活
に
不
満
を
感
じ
て
い
る
人
に

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
よ
り
長
時
間
の
使
用
で

な
い
と
満
足
で
き
な
い
）、
虚
言
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
過

剰
使
用
を
隠
す
た
め
に
嘘
を
つ
く
）の
5
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

表
1
は
、
先
述
の
ヤ
ン
グ
博
士
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、

文
部
科
学
省
の
委
託
事
業
で
あ
る
青
少
年
を
対
象
と
し

た
ネ
ッ
ト
依
存
対
策
推
進
事
業
で
も
使
用
さ
れ
た
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
度
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト
で
あ

る
。
各
質
問
項
目
は
前
述
の
主
要
症
状
を
網
羅
し
て
お

り
、
8
問
中
5
問
以
上
に
該
当
す
る
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
依
存
状
態
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

な
お
、
青
少
年
を
対
象
と
し
た
い
く
つ
か
の
国
内
外

の
大
規
模
調
査
の
結
果
か
ら
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依

存
の
有
病
率
は
１
・
４
～
８
・
１
％
で
あ
り
、
欧
米
の
若

者
よ
り
も
ア
ジ
ア
の
若
者
の
方
が
若
干
高
い
傾
向
に
あ

る
。
ち
な
み
に
、
２
０
１
７
年
の
厚
生
労
働
省
の
調
査

に
よ
る
わ
が
国
に
お
け
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
の
生
涯
有

病
率
は
３
・
６
％
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
は

そ
れ
と
同
等
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
深
刻
な
状
況

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ネ
ッ
ト
依
存
の
心
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

こ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
は
ど
の
よ
う
に

し
て
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ナ
ダ
の
心
理
学
者
で

あ
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
デ
イ
ビ
ス
博
士
は
、
心
理
学
の
認

1 あなたはインターネットに夢中になっていると感じていますか？（たとえば、前回インター
ネットでしたことを考えたり、次回インターネットをすることを待ち望んでいたりなど）（とらわれ）

2 あなたは、満足をえるために、インターネットを使う時間をだんだん長くしていか
なければならないと感じていますか？（耐性）

3 あなたは、インターネット使用を制限したり、時間を減らしたり、完全にやめよう
としたが、うまくいかなかったことがたびたびありましたか？（コントロール欠如）

4 インターネットの使用時間を短くしたり、完全にやめようとした時、落ち着かなかっ
たり、不機嫌や落ち込み、またはイライラなどを感じましたか？（離脱症状）

5 あなたは、使いはじめに意図したよりも長い時間インターネットを接続した状態で
いますか？（コントロール欠如）

6
あなたは、インターネットのために大切な人間関係、学校のことや、部活動のこ
とを台無しにしたり、あやうくするようなことがありましたか？（社会生活機能の低
下）

7 あなたは、インターネットへの熱中のしすぎを隠すために、家族、学校の先生や
その他の人たちに嘘をついたことがありましたか？（虚言）

8
あなたは、問題から逃げるために、または、絶望的な気持ち、罪悪感、不安、
落ち込みなどといったいやな気持ちから逃げるために、インターネットを使います
か？（メンタルヘルスの悪化）

出所／ Davis, R.A. : A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human 
Behavior 17: 187-195, 2001.より

環境的てがかり
（強化）

行動的症状

インターネット 不適応的
認知

特異的病的
インターネット利用

（SPIU）

社会的孤立
または

ソーシャルサポート
の欠如

精神病理
（抑うつ、対人不安、

物質依存）

全般的病的
インターネット利用

（GPIU）

遠因 近因

特
集

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
歩
き
方

多
く
の
人
が
肌
身
離
さ
ず
持
つ
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
。
そ
の
便
利
さ
を
享
受
す
る
一
方
、

つ
な
が
り
続
け
る
こ
と
が
依
存
を
引
き
起
こ
し
、
心
の
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

デ
ジ
タ
ル
社
会
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
歩
ん
で
い
く
た
め
に
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
を
正
し
く
理
解
し
、
対
処
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
問
題
を
専
門
と
す
る
岡
安
孝
弘
教
授
に
、

依
存
に
関
す
る
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
我
々
が
知
っ
て
お
く
べ
き
治
療
法
や
予
防
法
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
い
た
。

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
」と
は
何
か

――
ス
マ
ホ
社
会
の
メ
ン
タ
ル
ヘル
ス

O
kayasu Takahiro

岡
安
孝
弘

［
明
治
大
学
文
学
部
心
理
社
会
学
科
教
授
］
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と
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
の
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
な
経
験
を
通
し
て
、「
私
は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
い
る
時

だ
け
う
ま
く
い
く
」
の
よ
う
な
不
適
応
的
な
認
知
（
問

題
行
動
に
結
び
つ
く
偏
っ
た
考
え
）
が
徐
々
に
形
成
さ
れ

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
不

適
応
的
認
知
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
特
異
的
病
的

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
（specific pathological internet 

use

：SPIU

　

※
ゲ
ー
ム
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
な
ど
の
特
定
の
目

的
の
た
め
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
）
は
、
も
と
も
と
そ

の
個
人
が
持
っ
て
い
る
精
神
病
理
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
活
動
に
移
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
ギ
ャ

ン
ブ
ル
に
関
心
の
あ
る
人
は
、
そ
の
サ
イ
ト
上
で
強
い
刺
激

を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
満
足
で
き
な
く
な
り
、SPIU

に
陥
る
）。

一
方
、
家
族
や
友
人
か
ら
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト

が
得
ら
れ
ず
、
社
会
的
に
孤
立
し
て
い
る
人
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
上
で
し
か
社
会
的
強
化
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず

に
、
現
実
社
会
と
の
接
点
が
ま
す
ま
す
希
薄
に
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
世
界
と
つ
な
が

る
唯
一
の
手
段
と
な
り
、
全
般
的
病
的
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
利
用
（general pathological internet use

： G
PIU

※
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
の
よ
う
に
特
に
明
確
な
目
的
の
な
い
、

エ
ン
ド
レ
ス
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
）
に
至
る
。
そ
の

結
果
、
無
断
欠
勤
や
不
登
校
を
繰
り
返
す
、
求
め
ら
れ

て
い
る
仕
事
や
課
題
を
遂
行
し
な
い
、
周
囲
の
人
々
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

優
先
す
る
、
な
ど
の
行
動
的
症
状
に
よ
っ
て
、
仕
事
や

学
業
に
支
障
を
生
じ
た
り
、
人
間
関
係
が
悪
化
し
た
り

す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
社
会
的

に
孤
立
す
る
こ
と
に
な
り
、「
自
分
が
認
め
ら
れ
る
の

は
オ
ン
ラ
イ
ン
に
い
る
時
だ
け
だ
」
と
い
っ
た
不
適
応

的
な
認
知
が
さ
ら
に
強
固
に
な
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

依
存
状
態
か
ら
抜
け
出
せ
な
く
な
る
と
い
う
悪
循
環
に

陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
の
治
療
と
予
防

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
か
ら
抜
け
出
す
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
、
ギ
ャ

ン
ブ
ル
へ
の
依
存
症
の
治
療
の
場
合
に
は
、
依
存
対
象

か
ら
の
完
全
な
離
脱
を
目
指
す
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
す
で
に
わ
れ

わ
れ
の
仕
事
や
学
業
、
人
間
関
係
の
中
に
深
く
組
み
込

ま
れ
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
う
こ
と
な
し
に

仕
事
や
学
業
を
遂
行
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る

た
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
完
全
な
離
脱
を
目
指

す
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
の
治
療
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
剰
使

用
を
抑
制
し
、
適
切
な
使
用
を
目
指
す
こ
と
が
大
き
な

目
標
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
不
適
応
的
な
認
知
を

修
正
し
、
問
題
行
動
を
変
容
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

心
理
療
法
で
あ
る
認
知
行
動
療
法
が
有
効
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
の
問
題
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
没
頭
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
仕
事
や
学
業
、

人
間
関
係
な
ど
、
生
活
に
お
い
て
重
要
な
事
柄
を
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
第
1
段
階
で
は
主
に
行
動
変
容
技
法
（
こ

れ
ま
で
習
慣
的
に
行
っ
て
き
た
問
題
行
動
を
、
望
ま
し
い
行

動
に
少
し
ず
つ
変
容
さ
せ
て
い
く
方
法
）
を
用
い
て
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用
し
て
い
る
時
間
と
使
用
し
て
い

な
い
時
間
を
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

次
の
段
階
で
は
、
認
知
的
技
法
で
あ
る
認
知
再
構
成

法
に
よ
っ
て
、「
私
が
み
ん
な
か
ら
認
め
ら
れ
る
の
は

オ
ン
ラ
イ
ン
の
世
界
だ
け
だ
」
と
い
う
よ
う
な
不
適
応

的
な
思
い
込
み
に
気
づ
か
せ
、
現
実
の
社
会
で
感
じ
る

こ
と
の
で
き
な
い
満
足
感
を
得
る
た
め
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
使
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
へ

の
理
解
を
促
す
。

第
3
段
階
で
は
、
現
実
社
会
で
の
人
間
関
係
上
の
問

題
を
適
切
な
方
法
で
解
決
で
き
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

安
定
的
な
回
復
と
再
発
予
防
を
目
指
す
。
実
際
に
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
の
子
ど
も
の
治
療
を
目
的
と
し
た

キ
ャ
ン
プ
で
は
、
同
じ
よ
う
な
状
態
に
あ
る
仲
間
と
の

フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
通
し
て
、
先
述
し
た
よ
う
な
認
知
行
動
療
法
に
基

づ
く
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
実
践
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
ほ
か
の
依
存
症
の
治
療
と
同
様
に
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
の
治
療
に
も
極
め
て
多
く
の
労
力

や
時
間
、
周
囲
の
人
々
の
不
断
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で

あ
り
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、

重
篤
な
依
存
状
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
予
防
の
た
め

の
努
力
を
日
々
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。

人
は
、
他
者
の
問
題
行
動
に
は
容
易
に
気
づ
く
こ
と

が
で
き
る
が
、
自
分
自
身
の
問
題
行
動
に
は
な
か
な
か

気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
傾
向
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
自

分
自
身
の
問
題
を
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
、
予
防
の

た
め
の
第
一
歩
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
、

表
1
（
27
頁
）
の
よ
う
な
依
存
度
を
調
べ
る
チ
ェ
ッ
ク
リ

し
て
い
る
と
、
親
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
夢
中
に
な
る

あ
ま
り
、
子
ど
も
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
し
適
切
に
応

答
し
な
い
と
い
っ
た
放
任
型
、
あ
る
い
は
拒
否
型
の
行

動
を
よ
く
見
か
け
る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
の
多
い
子
ど

も
は
自
尊
心
が
低
下
し
、
過
度
に
承
認
欲
求
が
高
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
親
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
使
用
行
動
を
四
六
時
中
目
撃
し
た
子
ど
も
は
、

子
ど
も
自
身
も
過
剰
な
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
使
用
行
動
を

習
得
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
現
象
は
、
行
動

理
論
で
は
モ
デ
リ
ン
グ
学
習
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
い
な
い
か
、
親
自
身
が
自
ら
の

行
動
を
客
観
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
対
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
楽
し
さ
を
子
ど
も
に
教
え
る
こ
と
で
あ
る
。
対
面
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
比
べ
て
、
表
情
や
視
線
、
動
作
な
ど
の
非
言

語
的
な
情
報
が
豊
富
で
あ
り
、
そ
れ
が
肯
定
的
な
や
り

取
り
で
あ
れ
ば
、
相
手
に
対
す
る
安
心
感
を
得
や
す
く
、

信
頼
関
係
を
構
築
し
や
す
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
子
ど
も
に
と
っ
て

よ
り
強
い
快
経
験
（
正
の
強
化
）
と
な
る
。
先
述
の
よ

う
に
、
正
の
強
化
を
受
け
た
経
験
の
多
い
行
動
は
よ
り

強
く
習
慣
化
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
経
験
の
多
い

子
ど
も
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
触

れ
た
と
し
て
も
、
よ
り
強
く
習
慣
化
さ
れ
た
対
面
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
必
ず
戻
っ
て
く
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
楽
し
さ
を
知
ら

ず
に
、
ネ
ッ
ト
上
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
当
た

り
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い

ス
ト
を
定
期
的
に
実
施
し
て
、
自
分
が
ど
の
程
度
の
依

存
状
態
に
あ
る
の
か
を
確
認
し
て
み
る
こ
と
が
役
に
立

つ
。ま

た
、
1
日
に
ど
の
く
ら
い
の
時
間
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
用
し
て
い
る
か
、
毎
日
メ

モ
を
つ
け
て
お
く
こ
と
も
よ
い
方
法
で
あ
る
（
最
近
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
使
用
時
間
を
記
録
し
た
り
、
一
定
の
使

用
時
間
を
超
え
る
と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
使
用
に
制
限
を
加

え
た
り
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
多
数
開
発
さ
れ
て
い
る
）。

こ
れ
ら
の
方
法
は
セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
自
己
監
視
）

法
と
呼
ば
れ
、
先
述
の
認
知
行
動
療
法
に
お
い
て
非
常

に
よ
く
用
い
ら
れ
る
方
法
で
あ
る
。
重
症
の
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
や
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
状
態
に
あ
る
人
で
も
、
自

分
が
深
刻
な
依
存
状
態
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ

と
が
で
き
な
い
人
は
非
常
に
多
い
。
そ
の
た
め
治
療
動

機
が
高
め
ら
れ
な
い
。
自
分
が
依
存
状
態
に
あ
り
、
そ

れ
が
自
分
の
人
生
に
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
行
動
変
容
の
た
め
の
努
力

に
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
過
剰
使
用
に
自
ら
気
づ
き
、
そ
れ
が
自

分
の
人
生
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
理
解
し
て
い
る

人
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
に
陥
る
可
能
性
が
極
め

て
低
い
と
言
え
よ
う
。

セ
ル
フ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
法
は
、
子
ど
も
に
も
大
人
に

も
共
通
す
る
予
防
法
で
あ
る
が
、
特
に
子
ど
も
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
の
予
防
の
た
め
に
、
大
人
が
考
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
親
が
子
ど
も
の
悪
し
き
モ
デ
ル
に

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
最
近
の
親
子
の
様
子
を
観
察

る
子
ど
も
は
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
を

学
ぶ
機
会
を
逸
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
社

会
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦
手
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
現
実
の
人
間
関
係
が
う
ま
く
い
か
ず
、
正

の
強
化
ど
こ
ろ
か
罰
を
受
け
る
機
会
が
多
く
な
り
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
か
ら
戻
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

る
。
実
際
に
、
チ
ャ
ッ
ト
や
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
な
ど

の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
型
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
型

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
状
態
に
あ
っ
た
若
者
が
、
リ

ア
ル
な
生
活
に
お
け
る
人
間
関
係
の
楽
し
さ
を
経
験
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
依
存
状
態
か
ら
脱
却
で
き
た
と
い
う

例
が
多
数
報
告
さ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
に
と
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
は
魔
法
の
お
も
ち
ゃ
箱
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
の
世

界
に
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
子
ど
も
の
好
奇
心
を

刺
激
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
大
人
が
現
実
社
会
で

生
き
て
い
く
こ
と
の
喜
び
や
楽
し
さ
を
体
現
す
る
モ
デ

ル
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
ハ
ー
メ
ル
ン
の

笛
吹
き
男
の
話
の
よ
う
に
仮
想
の
世
界
に
連
れ
去
ら
れ

て
し
ま
う
。
誰
も
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
単
な
る
便
利

な
道
具
と
し
て
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
な
成
熟
し
た
ネ
ッ

ト
社
会
を
構
築
し
て
い
く
た
め
に
、
大
人
の
見
識
が
問

わ
れ
て
い
る
。

岡
安
孝
弘
（
お
か
や
す
・
た
か
ひ
ろ
）

明
治
大
学
文
学
部
心
理
社
会
学
科
教
授
。
１
９
５
８
年
、
埼
玉
県
生
ま
れ
。
81
年
上

智
大
学
心
理
学
科
卒
業
、
同
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
。
宮
崎
大
学

教
育
文
化
学
部
教
授
な
ど
を
経
て
、
現
職
。
２
０
１
９
年
よ
り
日
本
健
康
心
理
学
会

副
理
事
長
も
務
め
る
。
専
門
分
野
は
健
康
心
理
学
・
教
育
臨
床
心
理
学
。
近
年
は
、

デ
ジ
タ
ル
社
会
に
向
け
た
ス
ト
レ
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
法
の
研
究
を
進
め
、「
長
時

間
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
と
不
安
」「
高
校
生
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
行
動
と
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
、
精
神
的
健
康
の
関
係
」
な
ど
多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
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