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循
環
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
原
因
が
う
つ

だ
と
わ
か
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す

た
め
た
め
に
は
支
援
が
必
要
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
け
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
い
く
つ
か

の
デ
メ
リ
ッ
ト
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
病
気
へ
の
不
安
を
あ
お
る

　

厚
生
労
働
省
の
患
者
調
査
に
よ
る

と
、
う
つ
病
の
推
計
患
者
数
は
、
１
９

８
４
年
に
は
11
万
人
だ
っ
た
の
が
、
２

０
０
８
年
に
は
70
万
人
と
急
増
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
入
院
や
通
院
を
し
た

人
の
数
な
の
で
、
受
診
者
数
が
増
え
た

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
原
因
と
し

て
は
、
不
況
や
成
果
主
義
に
よ
る
過
酷

な
労
働
で
、
う
つ
の
症
状
を
訴
え
る
人

が
増
加
し
た
か
ら
だ
と
い
う
意
見
も
あ

り
ま
す
。

　

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に 

〝
う
つ
病
〞
と
い

う
病
気
が
一
般
的
に
な
る
と
、〝
自
分

は
う
つ
病
で
は
な
い
か
〞
と
不
安
に
な

る
人
が
多
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
自
分
が
う
つ
病
か
ど
う
か
は
人
に

聞
き
に
く
い
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
調
べ
る
と
い
う
人
も
多
い
で
し
ょ

う
。
そ
う
す
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
に
は
う
つ
病
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
が

あ
ふ
れ
て
お
り
、Ｑ
＆
Ａ
サ
イ
ト
に
は
、

チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
〝
う
つ
〞
と
出
た
が
、

受
診
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
、
と
い
っ

た
質
問
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
が
早
期
発
見
に
つ
な
が
る

場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
な
か
に
は
問
題

が
な
い
レ
ベ
ル
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必

要
以
上
に
不
安
に
な
っ
て
し
ま
う
人
も

出
て
き
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

②
偏
見
を
生
み
出
し
か
ね
な
い

　

う
つ
病
に
対
し
て
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ

の
考
え
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
新
型
う
つ
と
よ
ば
れ
る
も
の
も
、

「
病
気
」
と
い
わ
れ
た
り
「
甘
え
」
と

い
わ
れ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
で
取

り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
病
気
へ
の

正
し
い
理
解
が
な
け
れ
ば
、
常
に
差
別

や
偏
見
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
ど
ん
な

病
気
で
も
、
ヘ
ル
ス
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身

に
つ
け
、
情
報
を
適
切
に
取
捨
選
択
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
う
つ
病
へ
の
偏
見
が
広
が
れ

ば
、「
う
つ
病
の
診
断
を
受
け
る
と
特

別
扱
い
を
さ
れ
、
周
囲
か
ら
孤
立
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
、
本
当
に

受
診
の
必
要
な
人
が
躊
躇
し
て
し
ま
う

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
方
で
、
特

別
扱
い
さ
れ
て
し
ば
ら
く
休
み
た
い
、

今
の
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
思
え

ば
、
診
断
書
は
そ
の
た
め
の
立
派
な
証

明
書
に
も
な
り
ま
す
。

③
医
療
者
に
任
せ
て
し
ま
う

　

う
つ
病
と
い
う
診
断
を
受
け
れ
ば
、

本
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
周
囲
の

人
も
ど
う
接
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え

る
必
要
が
出
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
と

き
に
、
こ
れ
ま
で
の
接
し
方
を
振
り

返
っ
た
り
す
る
方
向
に
働
け
ば
よ
い
の

で
す
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
素
人
が

あ
れ
こ
れ
考
え
る
の
で
は
な
く
、
専
門

家
に
任
せ
よ
う
、
と
な
っ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
解
決
す
べ
き
問
題
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
者
任

せ
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
見
逃
さ
れ

て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
す
。

〝
病
気
〞の
概
念
に
つ
い
て
、

改
め
て
考
え
る
こ
と
も

必
要
で
す
ね

〝
病
気
〞に
は
、

３
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
問

題
の
「
医
療
化
」
に
は
メ
リ
ッ
ト
だ
け

で
は
な
く
、デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

も
し
、
病
気
の
診
断
を
受
け
て
も
、
改

善
し
な
か
っ
た
り
、
行
動
を
変
え
ら
れ

な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
不
安
や
ス
ト
レ

ス
が
募
る
ば
か
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
病
気
な
の
は
そ
の
人
に
原
因

が
あ
る
と
さ
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

本
人
へ
の
負
担
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。

医
療
化
は
、
そ
こ
ま
で
き
ち
ん
と
考
え

て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
医
療
化
」
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
病
気
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問

い
も
あ
り
ま
す
。
病
気
は
、
３
つ
の

側
面
を
も
つ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り

ま
す
。
本
人
が
個
人
的
な
経
験
と
し

て
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
か
（
病
い
・

illness

）、
医
学
的
な
診
断
が
つ
く
か

ど
う
か
（
疾
病
・disease

）、
周
囲
や

社
会
が
そ
れ
ら
を
ど
う
受
け
止
め
て
対

処
し
て
い
る
か
（
病
気
・sickness

）

で
す
。
医
学
的
な
診
断
が
つ
く「
疾
病
」

で
は
な
く
て
も
、
深
刻
な
「
病
い
」
や

「
病
気
」
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
、

忘
れ
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。

『
医
療
化
』
と
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
を

さ
す
の
で
し
ょ
う
か
？

あ
る
問
題
が

医
学
の
研
究
対
象
と

な
る
こ
と
で
す

　

私
た
ち
の
身
の
回
り
の
「
問
題
」
で
、

医
学
の
対
象
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
も
の
が
、
医
学
の
研
究
対
象
と

な
っ
た
り
、
診
断
さ
れ
た
り
、
治
療
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
「
医
療
化
」

と
よ
び
ま
す
。
歴
史
的
に
そ
の
範
囲
は

広
が
っ
て
き
て
い
て
、人
の
誕
生
か
ら
死

ま
で
、
今
は
ほ
と
ん
ど
が
医
学
の
対
象

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
で
は
、

人
の
行
動
や
言
動
、
態
度
な
ど
も
含
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
職
場

や
学
校
に
行
け
な
く
な
っ
た
り
、
行
け

た
と
し
て
も
人
付
き
合
い
が
う
ま
く
い

か
な
い
な
ど
で
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う

場
合
、
病
気
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

休
ん
だ
り
治
療
の
対
象
に
な
っ
た
り
し

ま
す
。
こ
れ
は
「
社
会
生
活
」
が
医
療

の
対
象
に
な
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
が
ん
、
心
疾
患
、
脳
血
管

疾
患
、
糖
尿
病
な
ど
の
慢
性
疾
患
の
リ

ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
喫
煙
、
運
動
、

食
事
、
ス
ト
レ
ス
対
処
な
ど
の
健
康
に

関
連
し
た
「
日
常
生
活
」
で
す
。
そ
れ

ら
が
「
リ
ス
ク
」
と
さ
れ
、
指
導
や
監

視
の
対
象
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
生
活
が
「
医
療
化
」
し
て

い
く
の
は
、
基
本
的
に
は
研
究
に
よ
っ

て
問
題
の
発
見
方
法
や
解
決
方
法
が
発

見
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。

『
医
療
化
』
に
よ
る

デ
メ
リ
ッ
ト
は

ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
？

余
計
な
不
安
や
偏
見
を

生
み
出
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す

　

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
「
医
療
化
」
さ

れ
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と

え
ば
う
つ
病
を
例
に
あ
げ
る
と
、〝
う

つ
状
態
〞
が
〝
う
つ
病
〞
と
さ
れ
る
こ

と
で
、
本
当
に
助
け
が
必
要
な
人
に
手

が
差
し
伸
べ
ら
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。
人
は
、
問
題
に
直
面
し

て
ど
う
に
も
解
決
で
き
な
い
状
態
に
な

る
と
、
落
ち
込
ん
で
人
付
き
合
い
が
し

に
く
く
な
っ
て
、
孤
立
し
が
ち
で
す
。

孤
立
す
る
と
、
本
人
は
ま
す
ま
す
助
け

を
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
、
さ
ら
に
は

生
き
て
い
く
こ
と
に
希
望
が
も
て
な
い

と
い
う
悪
循
環
に
陥
り
ま
す
。
そ
の
悪

花子さん
新米産業保健師。
ヘ ル ス リ テ ラ
シーに関心をも
ち、中山先生の
もとで勉強中。

中山和弘先生
花子さんにヘル
スリテラシーに
ついて教え、産
業保健活動をサ
ポート。

聖路加看護大学保健医療社会学・看護情報学教授

中山 和弘

日常生活の
〝医療化〞を考える

職場の健康管理をしていて、よく話題に

のぼるのがメンタルヘルスの問題です。う

つ病などがメディアでも頻繁に取り上げ

られ、病気への理解が進む一方で、ちょっ

と落ち込んでいる人を見ただけで『あの

人はうつ病ではないか』と言う人もいます

■“病気”の3つの側面

病い
（illness）
個人の経験

疾病（disease）
医学的な診断

病気
（s
ickn
ess
）

社会
の見
方

う
つ
病 

患
者
増
加

”

”

『うつ病』への理解がなければ、ただ単に怠

けていると思われ、つらい思いをする人がい

ます。治療が必要な疾病であると認識される

ことはよい面もありますが、一方でデメリッ

トもあります。最近では、どんな問題でも〝医
療化〟してしまう傾向がありますので、この
点について検討してみましょう


