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日
本
の
保
育
園
ぐ
ら
い
、
本
当
に
早
く
か
ら
感
染
対
策
を
し
っ
か
り
し
な
が
ら
、
子
供
た
ち
を
受
け

続
け
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
私
自
身
、
小
児
科
医

と
し
て
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

後
で
お
話
し
し
ま
す
け
れ
ど
も
、や
は
り
大
事
な
こ
と
は
、保
育
や
集
団
生
活
は
子
供
た
ち
に
と
っ

て
の
生
活
で
す
の
で
、
そ
れ
を
続
け
る
、
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
も
の
す
ご
く
大
事
だ
と
私
た
ち

小
児
科
医
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
い
ろ
い
ろ
心
配
な
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
や
は
り
子
供
た
ち
が
ち
ゃ
ん
と
毎
日
保
育
園
で
生
活
が
で
き
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
当
た

り
前
の
生
活
が
続
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
価
値
が
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

海
外
で
は
、
学
校
な
ど
も
な
か
な
か
再
開
で
き
な
く
て
、
す
ご
く
苦
労
し
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
日
本
の
場
合
に
は
、
保
育
の
関
係
の
方
、
教
育
の
関
係
の
方
が
、
本
当
に
感
染
対
策
を
一
生
懸

命
頑
張
っ
て
い
た
だ
い
て
、そ
こ
か
ら
再
開
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、本
当
に
大
き
な
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

こ
れ
を
少
し
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
今
は
第
８
波
で
す
け
れ
ど
も
、
第
５
波
、
第
６
波
、
第
７
波

が
あ
り
ま
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
２
の
右
側
の
グ
ラ
フ
は
、
コ
ロ
ナ
の
陽
性
の
方
の
中
の
子
供
の
比
率
で
す
。
赤
い
線
よ

り
も
下
が
20
歳
未
満
で
、
黄
色
い
線
か
ら
下
が
10
歳
未
満
で
す
け
れ
ど
も
、
見
て
い
た
だ
い
て
分
か

る
よ
う
に
、
2
0
2
0
年
の
頃
は
子
供
が
本
当
に
か
か
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
も
、

2
0
2
1
年
ぐ
ら
い
か
ら
子
供
も
か
か
る
の
だ
な
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
き
て
、
だ
け
れ
ど
、
子
供

同
士
の
中
で
は
簡
単
に
は
う
つ
ら
な
い
よ
。
大
人
か
ら
う
つ
っ
て
い
る
だ
け
だ
よ
と
、
私
た
ち
も
発

信
し
て
い
ま
し
た
。

だ
け
ど
、
2
0
2
1
年
度
夏
頃
か
ら
、
い
や
い
や
、
そ
う
で
も
な
い
な
と
い
う
の
が
出
て
き
て
、

そ
し
て
、
2
0
2
2
年
に
な
っ
て
か
ら
は
、
子
供
の
感
染
者
の
数
が
多
く
な
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
社
会
か
ら
は
、
子
供
が
大
人
に
移
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
意
味
で
は
少

し
立
場
が
悪
く
な
っ
た
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
子
供
も
、
元
は
大
人
か
ら
も
ら
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に

な
っ
て
か
ら
子
供
か
ら
子
供
へ
の
感
染
も
起
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
う
す
る
と
、
子
供

た
ち
は
そ
ん
な
に
感
染
対
策
が
で
き
な
い
で
す
の
で
、
や
は
り
ど
う
し
て
も
広
が
っ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
今
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
と
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
結
局
、
こ
の
よ
う
に
子
供
た
ち

が
増
え
て
い
っ
た
違
い
と
い
う
の
は
、
同
じ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
言
っ
て
も
、
そ
の
ウ
イ
ル
ス

の
性
質
が
変
わ
っ
て
き
た
か
ら
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
逆
に
言
う
と
、
最
初
の
頃
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
の
は
本
当
に
不
思
議
な

ウ
イ
ル
ス
で
し
た
よ
ね
。
子
供
だ
け
か
か
り
に
く
い
と
い
う
本
当
に
不
思
議
な
ウ
イ
ル
ス
で
し
た
け

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
　
病
院
長

�

岡
　
　
　
明

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
岡
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
は
、
会
場
に
大
体
50
人
ぐ
ら
い
の
方
が
見
え
て
い
て
、
3
4
0
人
ぐ
ら
い
の
方
が
ウ
ェ
ブ
上

で
視
聴
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

90
年
近
い
歴
史
の
あ
る
こ
の
母
子
健
康
協
会
の
活
動
と
い
う
の
は
、
本
当
に
こ
う
い
う
母
子
保
健

の
支
援
を
し
て
い
た
だ
く
非
常
に
大
事
な
活
動

だ
と
思
っ
て
い
て
、
私
も
お
手
伝
い
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

特
に
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
第
43
回
と
い

う
こ
と
で
、
1
9
8
0
年
か
ら
毎
年
１
回
、
基

本
的
に
は
こ
う
や
っ
て
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
、

私
が
引
き
継
が
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
は
も

う
少
し
大
き
い
会
場
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
コ

ロ
ナ
の
た
め
に
、
お
と
と
し
は
ウ
ェ
ブ
の
み
で
、

去
年
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
開
催
で
し
た
。
去
年

は
コ
ロ
ナ
が
ち
ょ
う
ど
増
え
て
き
た
こ
ろ
で
、

会
場
に
来
て
い
た
だ
い
た
五
、
六
人
ぐ
ら
い
の

方
は
、
本
当
に
大
変
な
思
い
を
し
て
来
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。し
か
し
、や
は
り
会
場
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
と
、
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
で
は
、

全
然
こ
ち
ら
の
気
持
ち
が
違
う
の
で
、
本
当
に

あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。
今
回
は
こ
う
や
っ
て

50
名
近
い
方
が
来
ら
れ
て
、
状
況
も
変
わ
っ
て

き
て
、
本
当
よ
か
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。

私
の
ほ
う
は
、
少
し
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

と
い
う
こ
と
で
、
今
回
の
趣
旨
も
含
め
て
お
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

今
日
の
こ
の
会
に
は
保
育
関
係
の
皆
さ
ん
に

ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
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2021年以降 ⼦どもの新型コロナ陽性の⼩児例の漸増
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れ
ど
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
ほ
か
の
ウ
イ
ル
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
子
供
も
大
人
も
か
か
る
ウ
イ
ル
ス

に
変
わ
っ
て
き
た
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
、
ち
ょ
う
ど
去
年
（
2
0
2
2
年
）
の
１
月
頃
か
ら
で
、
前
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

す
る
と
き
も
、
そ
の
感
染
が
広
が
っ
て
き
て
、
ち
ょ
っ
と
こ
れ
は
ま
た
大
変
か
な
と
い
う
頃
で
し
た
。

や
っ
と
第
８
波
が
少
し
収
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
私
た
ち
病
院
も
少
し
ほ
っ
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
今
、
ま
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
も
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
も
、
そ
う
し
た
ウ
イ
ル
ス
感
染
が
は
や
り
な
が
ら
、
子
供
た
ち
の
生
活
を
ど
う
続
け
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ス
ラ
イ
ド
４
で
一
番
濃
い
オ
レ
ン
ジ
の
線
が
、
ゼ
ロ
か
ら
４
歳
の
お
子
さ
ん
た
ち
の
コ
ロ
ナ
陽
性

に
な
っ
た
方
々
の
数
な
の
で
す
。
2
0
2
1
年
頃
は
、
ほ
と
ん
ど
赤
い
線
の
と
こ
ろ
は
い
ら
っ
し
ゃ

ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
2
0
2
2
年
か
ら
ガ
ー
ン
と
増
え
て
き
て
、
2
0
2
2
年
の
夏
、
第
７
波

以
降
は
、
保
育
園
に
行
か
れ
る
よ
う
な
お
子
さ
ん
た
ち
に
も
陽
性
の
数
が
本
当
に
増
え
た
な
と
思
い

ま
す
。
こ
の
「
Ｂ
Ａ
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
の
ウ
イ
ル
ス
は
本
当
に
厄
介
な
ウ
イ

ル
ス
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

私
た
ち
小
児
科
医
の
立
場
で
言
う
と
、
こ
の
第
５
波
の
デ
ル
タ
ぐ
ら
い
の
と
き
に
は
、
そ
も
そ
も

感
染
し
て
い
る
お
子
さ
ん
も
少
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
病
院
に
来
て
治
療
の
必
要
な

方
と
い
う
の
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
病
院
で
お
預
か
り
す
る

よ
う
な
お
子
さ
ん
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
親
御
さ
ん
が
か
か
っ
て
い
て
、
ご
自
身
の
コ
ロ
ナ
陽
性

で
お
子
さ
ん
の
面
倒
を
な
か
な
か
見
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
方
を
お
預
か
り
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
が

多
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
第
６
波
ぐ
ら
い
か
ら
は
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
は
言
っ
て
も
、
ま
ず
、
押
さ
え
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
は
、
圧
倒
的
に
高
齢
者
の
方

の
ほ
う
が
重
た
い
で
す
。

ス
ラ
イ
ド
５
の
①
の
左
側
の
厚
生
労
働
省
の
資
料
を
見
て
い
た
だ
い
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
番

左
が
年
代
別
の
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
で
す
。
右
側
の
グ
ラ
フ
は
重
症
の
方
で
す
け
れ
ど
も
、

見
て
い
た
だ
い
て
分
か
る
よ
う
に
、
子
供
た
ち
の
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
棒
グ
ラ
フ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

や
は
り
高
齢
者
の
方
が
多
く
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
し
、
重
症
者
の
方
も
高
齢
者
の
方
が
多
い
。
こ
れ

は
も
う
間
違
い
の
な
い
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
2
0
2
2
年
に
な
っ
て
か
ら
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
の
症
状
を
認
め
る
方
が
私
た
ち
の
病
院
な
ど
に
も
入
院
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
５
の
②
の
呼
吸
器
の
症
状
と
し
て
は
、
ク
ル
ー
プ
と
い
っ
て
、
息
を
吸
う
と
き
に
吸
い

づ
ら
く
な
る
と
い
う
ぜ
ん
そ
く
み
た
い
な
病
態
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
症
状
の
お

子
さ
ん
が
救
急
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
り
、
あ
と
、
け
い
れ
ん
の
方
が
と
て
も
多
か
っ
た
で
す
。
あ
と
、

け
い
れ
ん
の
方
の
中
に
は
、
急
性
脳
症
と
い
っ
て
、
そ
の
後
に
意
識
混
濁
が
続
い
た
り
、
い
ろ
い
ろ

オミクロン株以降は⼦どもの陽性者数の急増

⼩児陽性者数(10万⼈当たり)
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が
分
か
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
ス
ラ
イ
ド

７
の
2
0
2
2
年
は
62
名
の
方
が
亡
く
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
多
く
は
、
半
分
以
上
は
基
礎
疾

患
の
な
い
お
子
さ
ん
な
の
で
、
も
と
も
と
元
気

な
お
子
さ
ん
が
コ
ロ
ナ
に
か
か
っ
て
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
か
か
っ
て
い
る
お
子

さ
ん
の
数
が
物
す
ご
く
多
い
で
す
の
で
、
決
し

て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
よ
り
重
症
化
し
や
す
い
と

い
う
こ
と
は
な
い
と
私
は
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
た
だ
、
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
の
で
、
そ
れ

ま
で
の
子
供
の
新
型
コ
ロ
ナ
は
本
当
に
軽
か
っ

た
で
す
が
、
や
は
り
重
症
に
な
る
方
や
、
亡
く

な
る
お
子
さ
ん
が
出
て
き
た
と
い
う
の
が

2
0
2
2
年
の
ウ
イ
ル
ス
の
変
化
で
し
た
。

あ
と
、
こ
の
中
で
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
状
況
も

感
染
症
研
究
所
で
調
べ
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
接
種
年
齢
の
対
象
外
だ
っ
た
方
が
24

名
、
５
歳
以
上
で
未
接
種
だ
っ
た
方
が
23
名
と

い
う
こ
と
で
、
２
回
接
種
し
て
い
た
方
は
３
人

だ
け
と
い
う
こ
と
で
、
や
は
り
比
率
と
し
て
は

少
な
い
な
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
う
い
う
も
の
を
統
計
で
議
論
す
る

と
き
に
は
、
全
体
の
母
集
団
の
中
で
ど
れ
だ
け

の
お
子
さ
ん
が
ワ
ク
チ
ン
を
打
っ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
か
ら
統
計
で
解
析
し
な
い
と
い
け
な

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
も
低

い
で
す
の
で
、
な
か
な
か
こ
れ
だ
け
で
は
物
は

言
え
な
い
と
は
思
い
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
お
子

さ
ん
の
中
で
調
べ
ら
れ
た
50
名
の
う
ち
、
接
種

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
方
が
47
名
と
い
う
の
は
、

も
し
接
種
を
し
て
い
れ
ば
違
っ
た
か
な
と
い
う

こ
と
は
、
や
は
り
ど
う
し
て
も
考
え
て
し
ま
う

重
篤
に
な
る
方
も
ぽ
つ
ぽ
つ
と
全
国
の
中
で
出

て
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
心
筋
炎
と
い
っ
て
、
心
臓
の
筋

肉
に
炎
症
が
起
こ
っ
て
具
合
が
悪
く
な
っ
て
い
る

お
子
さ
ん
と
い
っ
た
方
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
出
て
き
て
、

小
児
科
医
の
中
で
は
、
い
や
、
そ
う
い
う
重
症

の
子
も
出
て
き
て
い
る
ぞ
と
い
う
の
が
話
題
に

な
っ
て
き
た
の
が
2
0
2
2
年
の
春
頃
で
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
６
は
、
亡
く
な
っ
た
お
子
さ
ん
の

調
査
を
国
が
行
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
2
0
2
1
年
12
月
ま
で
は
、
20
歳
未
満
の
中
で
10
歳
未
満

の
方
は
幸
い
お
一
人
も
亡
く
な
っ
て
い
な
く
て
、
10
代
の
方
で
３
名
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

新型コロナ感染の⼩児若年者への影響
⾝体的側⾯ ⾼齢者と⽐較すると影響は少ないが・・・

厚⽣労働省資料 https://covid19.mhlw.go.jp/
2022年11⽉6⽇閲覧

⼩児科学会のオミクロン株流⾏に関
するまとめ（2022年11⽉）
⼩児の95％以上は軽症だが・・・

• 呼吸器症状︓クループ症候群、
肺炎など

• 神経症状︓けいれん、急性脳
症

• ⼼疾患︓⼼筋症
• 消化器症状︓嘔吐・脱⽔など
中等症や重症の⼦どもが報告されて
きている。

新型コロナ全体の中で⼩児若年者
の重症者や死亡は少ない

5
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⾝体的側⾯ ⾼齢者と⽐較すると影響は少ないが・・・

厚⽣労働省資料 https://covid19.mhlw.go.jp/
2022年11⽉6⽇閲覧

⼩児科学会のオミクロン株流⾏に関
するまとめ（2022年11⽉）
⼩児の95％以上は軽症だが・・・

• 呼吸器症状︓クループ症候群、
肺炎など

• 神経症状︓けいれん、急性脳
症

• ⼼疾患︓⼼筋症
• 消化器症状︓嘔吐・脱⽔など
中等症や重症の⼦どもが報告されて
きている。

新型コロナ全体の中で⼩児若年者
の重症者や死亡は少ない

5
オミクロン株の流⾏以降

国内でもCOIVD-19感染により亡くなる⼦どもが報告
2021年12⽉まで

20歳未満の死亡 3例
10歳未満 0例
10-19歳 3例

オミクロンまでは、⼦どもにとって
それほど怖い感染症ではなかっ
た印象。

2022年1-9⽉ 20歳未満の死亡
62例（積極的疫学調査）
5歳未満 28例
5-11歳 25例
12-19歳 9例

基礎疾患︓50例中
あり 21例（42％）
なし 29例（58％）

国⽴感染症研究所 新型コロナウイルス感染後の20歳未満の死亡例に関する積極的疫学調査（第2報）
https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019‐ncov/2559‐cfeir/11727‐20.html

重症例や死亡例も少なからずでてきている。
インフルエンザなど他のウイルス感染と同様に注意が必要になった。

6

オミクロン株の流⾏以降
国内でもCOIVD-19感染により亡くなる⼦どもが報告(続き）

ワクチンの接種状況

2022年1-9⽉ 20歳未満の死亡62例の中で詳細な調査が⾏
われた50例の新型コロナワクチン接種状況

未接種 47例
死亡時点で接種対象外年齢 24例
接種対象年齢となる5歳以上で未接種 23例

2回接種すみ 3例
（全員12歳以上・最終接種⽇から最低3ヶ⽉を経過）

国⽴感染症研究所 新型コロナウイルス感染後の20歳未満の死亡例に関する積極的疫学調査（第2報）
https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019‐ncov/2559‐cfeir/11727‐20.html
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に
問
題
の
あ
る
よ
う
な
お
子
さ
ん
も
園
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
へ

の
懸
念
や
不
安
も
書
か
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

社
会
全
体
が
こ
れ
だ
け
大
き
く
影
響
を
受
け
た
新
型
コ
ロ
ナ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
で
す
け
れ
ど
も
、
や

は
り
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
子
供
た
ち
の
生
活
も
影
響
さ
れ
る
の
は
、私
は
し
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
仮
に
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
、
例
え
ば
、
愛
着
形
成
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
出
て
い
る
と
し
て

も
、
あ
ま
り
そ
の
こ
と
だ
け
を
不
安
を
あ
お
っ
て
も
、
僕
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
大
事
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
単
に
不
安
だ
、
不
安
だ
と
言
う

こ
と
は
、
あ
ま
り
解
決
に
も
な
ら
な
い
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
大
事
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
愛
着
形
成
に
課
題
の
あ
る
子

供
た
ち
の
前
向
き
な
取
組
を
ご
一
緒
に
考
え
ら
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
最
後
に
、
少
し
質
問
を
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
マ
ス
ク
の
お
話
を
し
ま
す
。

こ
れ
が
愛
着
形
成
に
ど
う
い
う
影
響
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
言
語
発
達
等
に
ど
う
い
う
影
響
が

あ
る
の
か
。
こ
れ
は
、
皆
さ
ん
が
す
ご
く
心
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

乳
幼
児
の
情
緒
の
発
達
に
大
人
の
愛
情
に
満
ち
た
表
情
が
大
事
だ
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
皆
さ
ん

も
よ
く
御
理
解
さ
れ
て
い
て
、例
え
ば
、そ
の
と
き
に
、ト
ロ
ニ
ッ
ク
と
い
う
先
生
の
ス
テ
ィ
ル
フ
ェ

イ
ス
、
顔
を
無
表
情
に
す
る
と
い
う
実
験
が
有
名
で
す
。
大
人
が
赤
ち
ゃ
ん
に
対
し
て
わ
ざ
と
無
表

情
で
接
す
る
と
、
最
初
、
赤
ち
ゃ
ん
の
ほ
う
は

大
人
の
反
応
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
、
そ
の
う

ち
に
う
ま
く
行
か
な
い
と
分
か
る
と
、
今
度
は

諦
め
て
ほ
か
の
人
の
ほ
う
に
行
く
。
そ
れ
は
、

非
常
に
再
現
性
が
あ
る
。
ど
の
赤
ち
ゃ
ん
に

や
っ
て
も
、
や
は
り
そ
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
、

赤
ち
ゃ
ん
の
持
っ
て
い
る
基
本
的
な
能
力
だ
と

い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
大
人
の
表
情
と
乳
児
の
感
情
の

間
に
は
、
す
ご
く
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
社
会
的

な
や
り
取
り
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
分

か
っ
て
い
て
、
私
も
教
科
書
で
読
ん
だ
こ
と
が

あ
っ
て
、
実
は
、
乳
児
も
そ
う
い
う
大
人
の
反

応
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
目
的
の
あ
る

行
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
能
力
を
育
む
意
味
で
も
、
表
情
と
い

と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
や
は
り
皆
さ
ん
が
一
番
苦
労
さ
れ
て

い
る
の
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
お
け
る
保
育

の
場
面
で
の
制
限
だ
と
思
い
ま
す
。
マ
ス
ク
の

着
用
も
本
当
に
悩
ま
し
い
で
す
し
、
歌
っ
て
は

い
け
な
い
と
い
っ
て
も
、
子
供
た
ち
に
は
「
大

き
い
声
で
歌
い
ま
し
ょ
う
」
と
言
う
の
は
、
ど

う
し
て
い
け
な
い
の
か
と
い
う
感
じ
で
す
し
、

食
事
は
黙
食
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
行
事
の
制

限
、
そ
れ
か
ら
、
環
境
衛
生
や
手
指
の
消
毒
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
取
る
よ
う
に
、

少
し
で
も
風
邪
症
状
が
あ
っ
た
ら
登
園
を
自
粛

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
る

と
思
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
８
）

コ
ロ
ナ
に
よ
る
子
供
た
ち
へ
の
影
響
と
い
う
の

は
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
直
接
感
染
し
て
重

症
に
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
ち
ら
の
間
接
的

な
影
響
の
ほ
う
が
重
た
い
な
と
い
う
の
は
、
皆

さ
ん
も
思
っ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
ん
な
生
活
を
し
て
育
つ
と
い
う
こ
と
は
、
本
当

に
今
ま
で
な
か
っ
た
わ
け
で
す
の
で
、
非
常
に
多

く
の
方
が
心
配
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
２
年
間
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
い
つ
も
頂
い
て
い
て
、
そ
れ
を
読
ま
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中

で
愛
着
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
も
の
を
今

回
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
９
）

や
は
り
新
型
コ
ロ
ナ
下
の
保
育
の
変
化
の
中

で
、
子
供
た
ち
の
影
響
、
特
に
愛
着
は
ど
う
な

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
感
染
対
策
に

よ
っ
て
、
保
育
者
と
子
供
た
ち
と
の
自
然
な
接

触
が
制
限
さ
れ
る
中
で
、
特
に
も
と
も
と
愛
着

新型コロナ禍の中で⼦どもの⽣活変容

続く新型コロナ対策
保育の場⾯での制限

8

⾷事は黙⾷
マスク着⽤

ソーシャル
ディスタンス

⾏事の制限

⼤声を出さない・
歌唱の制限

登園⾃粛

⼿指消毒

環境衛⽣

今年のシンポジウムのテーマ
愛着（アタッチメント）を取り上げました

ここ2年間のシンポジウムのアンケートの中で、新型コロナ禍の保育の変
化による⼦どもたちへの影響を⼼配する声が複数ありました。
特に、感染対策によって保育者と⼦どもたちとの⾃然な接触が制限され
る中で、愛着形成への影響について不安を覚えておられるという声があり
ました。
社会全体が影響を受けた様に、新型コロナにより⼦どもたちの⽣活が影
響を受けてきたことはやむを得ないことです。仮に、新型コロナ禍で愛着
形成にマイナスの影響が出ているとしても、あまり不安をあおるばかりでは、
問題の解決にはなりません。
このシンポジウムを通じて、愛着形成の課題のある⼦どもたちに前向きな
取り組みについてご⼀緒に考えられればと思います。

9

コロナ禍でのこどもの⽣活の制限
マスクをつけた集団⽣活 愛着関係に影響は︖︖︖

乳幼児の情緒発達には⼤⼈の愛情に満ちた表情が⼤事。

Edward Tronick博⼠の有名な「The Still Face Experiments」

⼤⼈がわざと乳児に無表情で接すると、乳児はなんとか⼤⼈の反応
を引き出そうと試みる。それがうまくいかないとわかると、児はひきこもり、
ほかの⽅に向いてあきらめた様な表情になる。

• ⼤⼈の表情と乳児の感情の間には、根源的な社会的な関係性が
ある。

• 実は乳児も、⼤⼈の反応を引き出そうとするなど⽬的のある⾏動を
することができる。

• マスクをすることが⼦どもの⼼に影響しないのか︖という不安。 10
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で
す
の
で
、
ほ
か
の
情
報
や
所
作
で
十
分
補
わ
れ
る
部
分
も
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
マ
ス
ク
を
つ
け
た
の
と
、
つ
け
な
い
の
は
ど
ち
ら
が
い
い
か
。
そ
れ
は
、
な
い
ほ
う

が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
そ
う
い
う
中
で
、
ど
こ
ま
で
深
刻
に
考
え
な
い
と

い
け
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
こ
ま
で
の
エ
ビ
デ
ン
ス
は
、
い
ろ
い
ろ
な
論
文
を
見
て
み
て
も
は
っ
き

り
し
な
い
か
な
と
い
う
の
が
私
の
私
見
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
初
期
に
は
子
供
の
呼
吸
抑
制
は
ど
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
懸
念
さ
れ
た
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
れ
も
結
構
研
究
が
あ
る
ん
で
す
が
、
明
ら
か
な
低
酸
素
状
態
と
か
、
自
分
の
吐
い
た
息

を
も
う
一
回
吸
う
こ
と
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
蓄
積
と
い
う
異
常
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
応
、

結
論
は
出
て
い
ま
す
。

た
だ
、
運
動
を
し
て
い
る
と
き
や
、
重
い
呼
吸
器
疾
患
の
あ
る
よ
う
な
人
は
別
と
い
う
こ
と
で
、

運
動
中
に
マ
ス
ク
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
、
ワ
ク
チ
ン
も
進
ん
で
い
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
、
実
際
に
か
か
っ
た
お
子
さ
ん
も
増
え
て
き

て
、
集
団
免
疫
も
高
ま
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
コ
ロ
ナ
が
５
類
に
な
っ
て
、
生
活
も
普

通
に
戻
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
こ
れ
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

や
は
り
い
ろ
い
ろ
通
常
で
は
な
い
状
況
、
生
活
が
続
い
て
い
た
わ
け
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
、
何
か
影
響
が
出
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
、
そ
れ
は
も
う
誰
に
も
否
定
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

マ
ス
ク
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
変
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
な
っ
て
き
て
、
マ
ス
ク
を
外
し
た

り
す
る
機
会
が
増
え
て
く
る
中
で
、
子
供
に
よ
っ
て
影
響
が
出
て
く
る
子
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
今
ま
で
ず
っ
と
マ
ス
ク
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
の
で
、
そ
れ
を
取
る
こ
と
を
怖
が
る
子
供

と
か
、
生
活
の
変
容
に
つ
い
て
い
け
る
か
ど
う
か
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
た
ち
を
、
今
度

は
皆
さ
ん
に
丁
寧
に
見
て
い
た
だ
く
と
い
う
時
期
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
日
は
、
愛
着
に
関
係
し
て
と
い
う
こ
と
で
、
お
二
人
の
先
生
に
お
話
を
い
た
だ
い
て
、
最
後
に

事
前
に
い
た
だ
い
て
い
る
御
質
問
に
も
先
生
方
に
お
答
え
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
、

最
後
に
御
質
問
を
い
た
だ
く
時
間
を
取
り
た
い
な
と
思
い
ま
す
の
で
、
会
場
の
方
も
何
か
こ
う
い
う

こ
と
を
聞
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
少
し
メ
モ
で
も
取
っ
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
最
初
の
遠
藤
先
生
を
御
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、「
乳
幼
児
の
心
の
発
達
と
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
－
『
安
心
感
の
輪
』
と
『
一
人
で
い
ら
れ
る
力
』

の
大
切
さ
」
と
い
う
こ
と
で
、
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
の
教
授
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
附
属

し
て
お
り
ま
す
発
達
保
育
実
践
政
策
学
セ
ン
タ
ー
長
の
遠
藤
利
彦
先
生
に
、
今
日
は
お
話
を
い
た
だ

こ
う
と
思
い
ま
す
。

う
の
は
大
事
だ
と
。

マ
ス
ク
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
子
供
の
心
に
影
響
し
な
い
の
か
と
い
う
の
は
、
2
0
2
0
年
の
春

頃
に
、
恐
ら
く
、
世
界
中
の
子
供
に
関
わ
る
人
た
ち
み
ん
な
が
心
配
し
た
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

（
ス
ラ
イ
ド
10
）

そ
の
答
え
と
い
う
の
は
、
実
は
あ
ま
り
出
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
研
究
は
さ
れ

て
い
ま
す
。
デ
ー
タ
も
出
て
い
ま
す
。

次
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
私
見
を
少
し
ま
と
め
て
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ま
ず
、
マ
ス
ク
の
影
響
と
し
て
、

日
常
生
活
、
あ
る
い
は
精
神
面
へ
の
悪
影
響
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
総
論
と
し
て
言
う
と
、
直
接
的
な

研
究
は
そ
ん
な
に
な
い
ん
で
す
が
、
マ
ス
ク
を
す
る
、
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
保
育
に
参

加
し
続
け
る
。そ
の
こ
と
の
ほ
う
が
大
事
だ
ろ
う
と
い
う
意
見
の
ほ
う
が
強
い
と
私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
を
し
て
、
例
え
ば
、
マ
ス
ク
を
し
て
保
育
を
続
け
て
い
る
方
、
あ
る
い

は
保
育
園
に
よ
っ
て
は
、
も
う
マ
ス
ク
を
や
め
て
み
よ
う
と
い
う
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
と
も
か
く
そ
う
や
っ
て
続
け
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

２
番
目
に
、
言
語
発
達
へ
の
懸
念
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
口
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ

か
ら
、
発
音
が
聞
き
取
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
懸
念
さ
れ

た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
聞
き
取
り
が
難
し
く
な
っ
た
り
、
口
元
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る

影
響
は
、デ
ー
タ
と
し
て
取
る
と
、あ
ま
り
は
っ

き
り
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

言
語
発
達
や
発
音
に
も
と
も
と
課
題
の
あ
る

よ
う
な
子
供
た
ち
に
つ
い
て
は
、
も
し
か
し
た

ら
影
響
を
受
け
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
、
恐
ら
く
、
そ
う
い
っ
た
子

供
た
ち
へ
の
注
意
は
必
要
な
の
か
な
と
は
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
あ
ま
り
は
っ
き
り
と

し
た
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。

社
会
性
の
獲
得
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う

に
、
マ
ス
ク
を
つ
け
た
静
止
画
で
の
表
情
の
読

み
取
り
は
、
少
し
正
答
率
が
落
ち
る
わ
け
で
す

ね
。
た
だ
、
そ
の
影
響
度
は
そ
ん
な
に
大
き
く

な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

マスクの影響について海外での研究結果を⾒てみると

12

今後、新型コロナに対する集団免疫が⾼まる中で、⽣活をできるだけ普通に戻しながら、
個々の⼦どもについて、何か影響が出ていないかを丁寧に⾒ていくことが⼤事か。

影響 現時点での評価

⽇常⽣活・精神⾯に悪
影響︖

直接的な研究というのはあまりない。かりにマスクをしても、と
もかく保育に参加ができることが⼤事だという意⾒が多い。

⾔語発達に悪影響︖ 聞き取りが難しくなったり⼝元が⾒えないことによる有意な影
響は明確には⽰されていない。⾔語発達や発⾳などの課題
がもともとある⼦どもの場合はどうか︖

社会性の獲得に悪影
響︖

マスクを着けた静⽌画などの表情の読み取りが低年齢では
少し劣る。ただしその影響度は⽐較的⼩さい。声のトーンや
所作など、ほかの情報で補われる部分も⼤きい。

⼦どもの呼吸を抑制︖ 明らかな酸素や⼆酸化炭素の異常なし（運動時や重い呼
吸器系の疾患のある児を除く）。

12
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経
歴
は
そ
の
資
料
の
中
に
も
入
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
簡
単
に
御
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

ご
略
歴
と
し
て
は
、
東
京
大
学
の
教
育
学
部
を
御
卒
業
の
後
で
、
心
理
学
の
博
士
号
を
取
ら
れ
て
、

東
京
大
学
教
育
学
部
の
助
手
、
聖
心
女
子
大
学
文
学
部
の
専
任
講
師
、
九
州
大
学
大
学
院
人
間
環
境

学
研
究
院
助
教
授
、
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
准
教
授
、
そ
し
て
、
東
京
大
学
大
学
院
教
育

学
研
究
科
の
准
教
授
等
を
経
ら
れ
て
、
現
職
に
上
が
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
愛
着
と
い
う
こ
と
で
、
皆
さ
ん
が
も
し
検
索
し
た
り
す
る
と
、
き
っ
と
遠
藤
先
生
の
名
前
が

上
の
ほ
う
に
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
分
野
で
、
し
か
も
、
遠
藤
先
生
が
セ
ン
タ
ー
長
を
さ
れ

て
い
る
発
達
保
育
実
践
政
策
学
セ
ン
タ
ー
と
い
う
の
は
、
私
も
東
京
大
学
に
在
職
中
に
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
保
育
を
ち
ゃ
ん
と
科
学
的
に
エ
ビ
デ
ン
ス
を
持
っ
て
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
、

研
究
活
動
も
非
常
に
熱
心
な
セ
ン
タ
ー
を
創
ら
れ
て
御
活
躍
な
わ
け
で
す
が
、
保
育
の
関
係
の
方
に

も
講
演
等
を
通
じ
て
、
い
つ
も
多
大
な
発
信
を
さ
れ
て
い
る
先
生
で
す
。
今
日
、
お
忙
し
い
中
、
お

呼
び
し
て
、
ご
講
演
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
遠
藤
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）
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乳
幼
児
の
心
の
発
達
と
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

　
― 「
安
心
感
の
輪
」
と
「
一
人
で
い
ら
れ
る
力
」
の
大
切
さ 

ー

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
　
教
授

�

遠
藤　

利
彦

本
日
は
、
大
変
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

保
育
や
幼
児
教
育
に
関
連
し
た
調
査
・
研
究
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

私
か
ら
は
、「
乳
幼
児
の
心
の
発
達
と
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」、
副
題
と
い
た
し
ま
し
て
、「『
安
心
感

の
輪
』
と
『
一
人
で
い
ら
れ
る
力
』
の
大
切
さ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
発
達
保
育
実
践
政
策
学
セ
ン
タ
ー
、
通
称
Ｃ
ｅ
ｄ
ｅ
ｐ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら

で
セ
ン
タ
ー
長
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
岡
先
生
に
は
大
変
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
全
国
の
病
棟
保
育
、
そ
の
実
態
に
関
わ
る
調
査
・
研
究
な
ど
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
保
育
・
幼
児
教
育
の
分
野
で
は
、
非
認
知
と
い
う
心
の
力
に
対
し
て
非
常
に
注
目
が
集
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
非
認
知
に
関
わ
る
よ
う
な
調
査
研
究
な
ど
も
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

（
ス
ラ
イ
ド
４
）

文
部
科
学
省
に
委
託
を
受
け
た
調
査
な
ど
も
実
施
し
て
お
り
ま
し
て
、
全
国
の
園
で
ど
ん
な
工
夫

を
し
な
が
ら
、
非
認
知
と
呼
ば
れ
る
心
の
力
を
伸
ば
そ
う
と
し
て
い
る
か
。
そ
の
事
例
を
集
め
た
事

例
集
な
ど
も
作
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

（
ス
ラ
イ
ド
５
）

私
ど
も
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、「
Ｃ
ｅ
ｄ
ｅ
ｐ
」

と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
を
か
け
て
い
た
だ

き
ま
す
と
、
最
初
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
ヒ
ッ
ト

東京大学大学院・教育学研究科附属

「発達保育実践政策学センター」

Cedep
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https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/

し
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
少
し
の
ぞ
い
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
す
ぐ
ク
リ
ッ
ク
し
て
い
た
だ

く
だ
け
で
動
画
を
見
て
い
た
だ
い
た
り
、
あ
る
い
は
こ
う
い
う
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
事
例
集
、
デ
ジ
タ

ル
ブ
ッ
ク
と
い
う
形
で
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
も
し
ご
関
心
が
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
、
ご
活
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
２
）

そ
し
て
、
当
然
な
ん
で
す
が
、
こ
の
３
年
、
私
ど
も
は
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
の
中
で
、
非
常
に
不
自

然
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
子
供
た
ち
、
そ
の
保
護
者
の
方
、
そ
し
て
、
保
育
者
の

先
生
に
と
っ
て
も
、
ま
さ
に
こ
の
状
況
と
い
う
の
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

私
ど
も
、
コ
ロ
ナ
禍
の
状
況
で
、
そ
れ
が
子
供
に
ど
う
影
響
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
保
護
者
の
方
の

心
の
健
康
に
ど
う
影
響
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
保
育
者
の
先
生
方
が
ど
ん
な
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
、
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
な
が
ら
も
、
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
、
こ
の
状
況
を
乗
り
切
ろ
う
と
さ

れ
て
い
る
か
、そ
う
い
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
調
査
を
２
回
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
も
、
ま
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
デ
ジ
タ
ル
ブ
ッ
ク
と
い
う
形
で
結
果
を
ま
と
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
も
し
ご
関
心
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
目
通
し
い
た
だ
け
れ
ば
な
と
思
う
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
６
）

た
だ
、
も
と
も
と
私
は
保
育
・
幼
児
教
育
と
い
う
の
が
専
門
で
は
な
く
て
、
発
達
心
理
学
と
い
う

の
が
専
門
の
人
間
で
ご
ざ
い
ま
す
。
子
供
の
発
達
の
す
ご
く
基
本
的
な
研
究
を
し
て
き
た
人
間
な
ん

で
す
が
、
何
が
き
っ
か
け
で
子
供
の
発
達
の
研
究
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
、

ス
ヌ
ー
ピ
ー
は
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
ス
ヌ
ー
ピ
ー
が
登
場
す
る
漫
画
『
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
』
に
、

ラ
イ
ナ
ス
と
い
う
男
の
子
が
出
て
き
ま
す
。

ラ
イ
ナ
ス
と
い
う
男
の
子
は
、
い
つ
も
毛
布
を
持
ち
歩
い
て
い
る
。
お
子
さ
ん
に
よ
っ
て
は
、
毛

布
で
は
な
く
て
ハ
ン
カ
チ
ガ
ー
ゼ
、タ
オ
ル
、シ
ー
ツ
の
切
れ
端
で
あ
っ
た
り
、お
母
さ
ん
の
ス
カ
ー

フ
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
柔
ら
か
い
ぬ
い
ぐ
る
み
、
そ
う
い
う
も
の
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
擦
り
切
れ
る

ま
で
、
あ
る
い
は
少
し
汚
れ
て
嫌
な
臭
い
を
発
す
る
ぐ
ら
い
に
な
る
ま
で
ず
っ
と
持
っ
て
、
離
そ
う

と
し
な
い
お
子
さ
ん
が
い
る
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

今
日
、
ご
参
加
の
皆
様
の
お
近
く
に
も
、
も
し
か
し
た
ら
こ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
と
い

う
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。
日
本
で
は
、
大
体
３
割

か
ら
４
割
ぐ
ら
い
の
お
子
さ
ん
が
、
こ
う
い
う
も
の
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
欧
米
に
な
り
ま
す
と
、
７
割
、
８
割
ぐ
ら
い
の
お
子
さ
ん
が
持
つ
と
い
う
こ
と

が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
欧
米
で
は
持
っ
て
い
る
の
が
当
た
り
前
で
、
持
っ
て
い
な
い

と
心
配
さ
れ
ま
す
。
逆
に
、
日
本
で
は
持
っ
て
い
る
お
子
さ
ん
の
ほ
う
が
若
干
少
数
派
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
か
つ
て
は
こ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
、
お
う
ち
で
何
か
寂
し
い
思
い
で
も
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
心
配
さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

た
だ
、
今
で
は
こ
う
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
、
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
後
の
子

8
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令和3年度⽂部科学省委託

｢⾮認知能⼒に関する保育·幼児教育施設の意識や取
り組みと園児への影響に関する調査研究｣
https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/survey/mext-non-cognitive-skill-2021/

• 東⼤Cedep×凸版印刷共同研究
「⾮認知能⼒を育む幼児教育プログラム開発」

• https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/research/toppan/

• 非認知能力について学べる学習アニメ動画
• https://www.cedep.p.u-tokyo.ac.jp/research/toppan/video/
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供
の
発
達
に
何
か
違
い
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
と
、
特
に
そ
う
い
う
こ
と
は
な
さ
そ
う
だ
よ
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
や
は
り
持
っ
た
り
、
持
た
な
か
っ
た
り
、
そ
う
い
う
一
人
一
人
の
子
供
の
違
い
に
は
、

何
か
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
一
人
一
人
の
子
供
の
違
い
、
個
性
が
ど
ん

な
仕
組
み
で
生
じ
て
く
る
の
か
な
。
そ
れ
を
少
し
掘
り
下
げ
て
調
べ
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
子

供
の
発
達
の
研
究
を
や
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

す
ご
く
平
た
く
言
う
と
、
ど
ん
な
環
境
で
、
ど
ん
な
人
か
ら
、
ど
ん
な
育
て
ら
れ
方
を
し
た
ら
、

ど
ん
な
個
性
、
性
格
の
子
供
に
成
長
す
る
か
。
そ
れ
を
、
い
ろ
い
ろ
デ
ー
タ
を
集
め
な
が
ら
、
分
析

し
な
が
ら
、
少
し
で
も
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
な
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
細
々
と
な
ん
で
す
が
、

子
供
の
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。

子
供
が
育
つ
環
境
、
大
切
な
要
素
、
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
い
ま
す
。
す
ご
く
た
く
さ
ん
の
要
素
が

絡
み
合
っ
て
、
子
供
の
心
の
成
長
、
体
の
成
長
が
進
ん
で
い
く
。
た
だ
、
そ
の
中
で
も
、
何
が
一
番
、

最
も
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
か
な
と
考
え
た
と
き
に
、
恐
ら
く
は
、
子
供
の
一
番
近
く
に
い
る
大

人
の
人
、
家
庭
で
は
当
然
、
お
母
さ
ん
や
、
お
父
さ
ん
や
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の

よ
う
な
人
、
そ
し
て
、
早
く
か
ら
園
に
通
っ
て
い
る
子
供
に
と
っ
て
は
、
そ
の
家
庭
の
外
の
一
番
近

く
に
い
る
大
人
の
人
、
保
育
者
の
先
生
、
そ
う
い
う
大
人
と
子
供
が
ど
ん
な
関
係
を
幼
少
期
に
経
験

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
れ
が
、
や
は
り
子
供
の
発
達
を
非
常
に
大
き
く
左
右
す
る
重
要
な
鍵
を

握
っ
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
誰
も
が
直
感

的
に
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
な
と
い
う
気
が
い

た
し
ま
す
。

そ
う
い
う
子
供
の
一
番
近
く
に
い
る
大
人
と

子
供
の
関
係
を
ど
う
い
う
切
り
口
で
考
え
た
ら

い
い
か
な
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
少
し
こ

だ
わ
っ
て
き
た
の
が
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い

う
今
日
の
テ
ー
マ
に
な
り
ま
す
。

日
本
語
で
は
「
愛
着
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば

れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
愛
着
」
と
い
う
言
葉
も
い
い
言
葉
だ
な
と
思

い
ま
す
。

た
だ
、「
愛
着
」
に
は
「
愛
」
と
い
う
言
葉

が
入
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
時
々
、「
愛
情
」

と
い
う
言
葉
と
ご
っ
ち
ゃ
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
も
少
な
く
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

• 「ライナスの安心毛布」が研究の出発点

→子どもの個性が生じる仕組み・親子関係に関心

• 子どもが最もよく育つのは「ほどよい関係」の中

• 子育ち・子育てに「たった一つの理想型」はない

• なぜならば、子どもも子どもに関わる大人もみんな、元
来、一人ひとり違うから、それぞれの子どもと大人が置
かれた生活状況も異なるから

• 「基本」をおさえて、あとは一人ひとり高度に個性的な
子どもに教えてもらいながら、また自分の個性を活かし
ながら、さらに自分たちが置かれた状況を現実的に見
据えながら、「それぞれの形」を創っていくべきもの

• 「基本」の一つ＝アタッチメント 7

• 新型コロナウイルス感染症に伴う
乳幼児の保育・⽣育環境の変化に
関する緊急調査

• 新型コロナウイルス感染症の感染
拡⼤の影響に関する調査2021

• https://www.cedep.p.u-
tokyo.ac.jp/research/covid-19study/
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事
で
う
ま
く
や
れ
て
い
る
か
。
70
歳
、
80
歳
、

90
歳
、
1
0
0
歳
、
病
気
な
ん
か
せ
ず
に
、
ど

れ
だ
け
健
康
で
い
ら
れ
て
い
る
か
。
特
定
の
人

た
ち
を
ず
っ
と
追
い
か
け
て
、
調
べ
続
け
て
い

く
わ
け
で
す
か
ら
、
当
然
な
ん
で
す
が
、
幼
少

期
の
段
階
で
、
こ
ん
な
家
庭
で
、
こ
ん
な
育
て

ら
れ
方
を
し
て
い
た
子
供
、
あ
る
い
は
家
庭
の

外
の
こ
ん
な
園
で
、
こ
ん
な
保
育
者
の
先
生
か

ら
、
こ
ん
な
保
育
・
幼
児
教
育
を
受
け
て
い
た

子
供
。
大
人
に
な
っ
て
、
現
に
こ
れ
だ
け
幸
せ

に
な
れ
て
い
る
、
逆
に
あ
ま
り
な
れ
て
い
な
い
、

そ
う
い
う
こ
と
が
実
際
分
か
っ
て
く
る
研
究
が
、

縦
断
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

時
間
が
か
か
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
お
金
も

か
か
る
研
究
で
す
の
で
、
こ
う
い
う
研
究
は
、

国
や
大
き
い
自
治
体
な
ど
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
取
っ
て
進
め
て
い
か
な
い
と
、
な
か
な
か
う
ま
く
実
現
し
な
い
も
の
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

た
だ
、
世
界
で
は
、
ど
ん
な
に
時
間
が
か
か
っ
て
、
お
金
が
か
か
っ
て
も
、
こ
う
い
う
研
究
か
ら

分
か
っ
て
く
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
重
要
な
こ
と
ば
か
り
だ
と
い
う
こ
と
で
、
今
、
日
本
も
含
め
、

多
く
の
国
々
が
、
こ
の
縦
断
研
究
を
非
常
に
精
力
的
に
進
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。　

過
去
、
日
本
に
も
い
ろ
い
ろ
な
目
的
を
持
っ
た
縦
断
研
究
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

現
在
進
行
形
の
も
の
で
言
う
と
、
環
境
省
が
「
エ
コ
チ
ル
調
査
」
と
い
う
の
を
手
が
け
て
い
ま
す
。

子
供
が
13
歳
に
な
る
ま
で
、
全
国
15
地
域
、
10
万
組
の
親
子
を
対
象
に
し
て
、
お
母
さ
ん
の
お
な
か

の
中
に
子
供
が
い
る
段
階
か
ら
、
こ
の
調
査
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
供
が
育
つ
環
境
に
は
、
も

し
か
し
た
ら
危
な
い
物
質
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
の
物
質
が
子
供
の
健
康
や
病
気
に
ど
う
関

わ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
こ
う
い
う
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
９
）

そ
れ
か
ら
、
文
部
科
学
省
が
行
っ
て
い
る
も
の
に
、「
21
世
紀
出
生
児
縦
断
調
査
」。
こ
れ
は
、
そ

れ
こ
そ
2
0
0
1
年
、
21
世
紀
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
、
全
国
６
万
人
弱
の
子
供
を
年
１
回

調
査
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
ず
っ
と
続
け
て
や
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
も
う
こ
の
お
子
さ
ん
た
ち
は

20
歳
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
は
、
少
な
く
と
も
25
歳
ま
で
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
決
定
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
、
日
本
で
も
幼
少
期
、
こ
ん
な
環
境
で
、
こ
ん
な
経
験
を
持
て
て
い
た

子
供
が
、
こ
ん
な
大
人
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
愛
着
は
重
要
で
す
よ
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
時
々
、「
そ
れ
は
子
供
に
愛
情
を
た
っ
ぷ
り
注
い
で
接

し
て
あ
げ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
、
実
は
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

し
か
し
、「
愛
着
」
と
「
愛
情
」
は
、
か
な
り
意
味
が
違
い
ま
す
。
そ
の
意
味
を
、
で
き
る
だ
け

正
確
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
い
う
こ
と
で
、
最
近
は
英
語
を
そ
の
ま
ま
片
仮
名
に
置
き
換
え
て
、

「
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
と
言
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

意
味
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
こ
そ
ア
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
で
す
。
く
っ
つ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
誰
彼
構
わ
ず
、
い
つ
と
こ
ろ
構
わ
ず
く
っ
つ
く
の
が
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
で
は
な
く
て
、
基

本
、
子
供
が
怖
く
て
不
安
な
と
き
、
あ
る
い
は
感
情
が
崩
れ
た
と
き
に
、
特
定
の
大
人
の
人
に
く
っ

つ
い
て
、
も
う
大
丈
夫
だ
と
い
う
安
心
感
に
浸
る
こ
と
。
そ
れ
が
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
で
す
。
と
り
わ

け
、
小
さ
い
子
供
で
あ
れ
ば
、
日
に
何
回
、
何
十
回
も
見
せ
る
、
ご
く
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
私
た
ち
大
人
が
頭
で
考
え
る
以
上
に
、
人
間
の
一
生

涯
に
わ
た
る
心
と
体
の
健
康
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
幸
せ
の
形
成
に
対
し
て
、
と
て
も
大
き
い
影

響
力
を
持
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、
今
、
た
く
さ
ん
の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
日
は
、そ
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
大
切
さ
、基
本
的
な
と
こ
ろ
を
少
し
お
伝
え
で
き
れ
ば
な
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

（
１
）�

生
涯
発
達
に
お
け
る
乳
幼
児
期
の
大
切
さ

―
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
育
む
非
認
知
的
な
心
―

現
在
、
世
界
で
は
、
子
供
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
い
ろ
い

ろ
な
研
究
の
中
で
、
改
め
て
乳
幼
児
期
の
大
切
さ
と
い
う
こ
と
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
そ
の
乳
幼
児
期
の
中
で
も
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
の
が
、
心
の
発
達

に
非
常
に
大
き
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

世
界
各
地
で
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
特
に
縦
断
研
究
と
い
う
も
の

が
、
こ
の
乳
幼
児
期
の
重
要
性
、
そ
の
中
で
も
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
１
つ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
、
私
た
ち
に
す
ご
く
印
象
深
く
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

縦
断
研
究
、
特
定
の
人
た
ち
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
ず
っ
と
追
い
か
け
て
い
く
、
そ
う
い
う
タ
イ
プ

の
研
究
が
、
縦
断
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ゼ
ロ
歳
の
と
き
に
こ
ん
な
家
庭
で
、
こ
ん
な
育
て
ら
れ
方
を
し
て
い
た
子
供
。
園
に
入
っ
て
、
３

歳
に
な
っ
た
と
き
に
、
ほ
か
の
お
友
達
と
ど
れ
ぐ
ら
い
、
い
い
関
係
を
持
て
て
い
る
か
な
と
か
、
小

学
校
に
な
っ
て
８
歳
に
な
っ
た
と
き
に
、
学
校
で
ど
れ
ぐ
ら
い
一
生
懸
命
勉
強
し
て
い
る
か
。
中
学

生
・
14
歳
、
学
校
で
何
か
問
題
を
起
こ
し
て
い
な
い
か
。
高
校
生
・
17
歳
、
部
活
を
ど
れ
ぐ
ら
い
一

生
懸
命
し
て
い
る
か
な
。
20
歳
、
30
歳
、
40
歳
、
50
歳
、
60
歳
、
ど
ん
な
仕
事
に
就
い
て
、
そ
の
仕

• 日本における縦断研究の例

• 川崎プロジェクト

• ベネッセ・家庭教育縦断調査

• 慶應義塾大学・日本こどもパネル調査

• JST・すくすくコホート縦断調査 Japan Children's 
Study (JCS)

• 保育コホート研究

• 子どもに良い放送プロジェクト etc.

• 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

• 21世紀出生児縦断調査

• Cedep×Benesse「乳幼児の⽣活と育ち」PJ
9
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し
か
し
、
世
界
全
体
を
見
渡
す
と
、
も
う
30

年
、
40
年
、
長
い
も
の
だ
と
半
世
紀
以
上
に
わ

た
っ
て
続
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
縦
断
研
究
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
い
ろ
い
ろ
な
目

的
を
持
っ
た
縦
断
研
究
が
あ
り
ま
す
。（
ス
ラ

イ
ド
10
）

た
だ
、
こ
こ
で
は
下
２
つ
の
タ
イ
プ
の
縦
断

研
究
に
つ
い
て
、
少
し
目
を
向
け
て
み
た
い
な

と
思
い
ま
す
。

ス
ラ
イ
ド
10
の
下
か
ら
４
行
目
に
「
剥
奪
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
奪
わ
れ
る
と
い
う

意
味
の
言
葉
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
タ
イ
プ

の
研
究
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う
と
、
普
通

だ
っ
た
ら
経
験
で
き
て
当
た
り
前
の
こ
と
、
そ

の
経
験
で
き
て
当
た
り
前
の
こ
と
が
奪
わ
れ
て

し
ま
っ
た
ら
、
経
験
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
子
供
の
発
達
に
ど
れ
だ
け
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
ん
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
長
期
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え

れ
ば
、
悲
惨
劣
悪
な
環
境
で
人
生
を
出
発
さ
せ
た
子
供
た
ち
が
、
そ
の
後
、
ど
う
な
っ
て
い
く
か
、

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

次
に
ス
ラ
イ
ド
10
の
下
か
ら
２
行
目
「
介
入
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
介
入
」
は
、
あ
る

意
味
「
剥
奪
」
と
は
反
対
の
方
向
を
持
っ
た
研
究
。
普
通
だ
っ
た
ら
経
験
で
き
な
い
よ
う
な
特
別
な

こ
と
を
子
供
た
ち
に
経
験
さ
せ
て
あ
げ
た
ら
、
そ
の
特
別
な
こ
と
が
、
そ
の
後
、
子
供
の
発
達
に
ど

れ
だ
け
の
効
果
を
も
た
ら
す
か
な
、
そ
う
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

縦
断
研
究
の
中
で
も
、
こ
の
２
つ
の
タ
イ
プ
の
研
究
と
い
う
の
が
、
乳
幼
児
期
に
大
切
な
、
そ
の

中
で
も
、
も
し
か
し
た
ら
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
す
ご
く
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
、

そ
う
い
う
こ
と
を
私
た
ち
に
印
象
深
く
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

ま
ず
、
剥
奪
研
究
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
悲
惨
劣
悪
な
環
境
で
人
生
を
出
発
さ
せ
た
子
供
た
ち
の
研
究
。
も
う
１
世
紀
以
上
前
か
ら

世
界
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
近
も

こ
う
い
う
研
究
は
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

ス
ラ
イ
ド
11
に
１
冊
の
本
の
表
紙
が
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
、
2
0
1
4
年
に
出
版
さ
れ
た
本

10

• 世界における長期縦断研究の実際

• アタッチメントの連続性・非連続性に関する30～40年に亘る長
期縦断研究（米独中心）

• 遺伝と環境の相互規定的影響・エピジェネティクス等に関する双
生児研究（欧米圏中心）

• 精神障害の発生に早期経験が及ぼす影響を問う発達精神病理
学的研究(e.g. Dunedin)

• 特異な歴史的状況下に置かれた特定コホートの長期追跡調査
（e.g. 大恐慌）

• 子どもを取り巻く家庭内外の保育も含めた環境全般の発達的影
響を問う総合型縦断研究(e.g. NICHD, EPPE) [東大Cedep]

• Natural Experiment：非定型的な養育環境に置かれた剥奪児
に関する縦断研究(e.g. BEIP)

• Experiment：特定の早期介入の長期的効果の検証を目的にし
た追跡研究(e.g. Perry, Abecedarian････) etc.

11

Nelson, C. A., Fox, N. A., & Zeanah, C. H. (2014). 
Romania's Abandoned Children: Deprivation, 

Brain Development, and the Struggle for 
Recovery.  Harvard University Press. 

BEIP(Bucharest Early Intervention Project)の中間的成果

・チャウシェスク政権が残した未だ癒えない深い爪痕
・深刻な環境剥奪にさらされた遺棄児の心身発達のその後
・知情意・人格・アタッチメント障害(RAD/DSED)等の指標
・身体発育(FTT)・頭囲・脳神経・細胞(e.g. テロメア)等の指標
・環境変化（施設→里親）がもたらす影響：ランダム割り当て
・環境変化のタイミング・施設生活の長さ等と予後
・里子は施設に残った子より発達は良好だが一般児には及ばない
・全般的に斉一な遅滞・歪曲というよりは不均一な心身発達 etc.

◇乳児期のアタッチメントの剥奪→殊に自己と社会性発達に長期的ダメージ

チャールズ・A・ネルソン他 (2018). ルーマニ
アの遺棄された子どもたちの発達への影響と回
復への取り組み 施設養育児への里親養育によ
る早期介入研究(BEIP)からの警鐘. 福村出版.
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例
え
ば
、
全
て
が
一
斉
に
な
っ
て
し
ま
う
。
御
飯
を
食
べ
さ
せ
る
と
き
、
み
ん
な
一
斉
、
一
緒
、

こ
れ
は
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
お
風
呂
に
入
れ
る
、
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
さ
せ
る
、
た
く
さ
ん
の
子
供
を
少
な
い
大
人
の

手
で
や
る
。
こ
れ
は
、
か
な
り
危
険
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
実
際
、
こ
う
い
う
お
子
さ
ん
た
ち
の
生
活
の
状
況
を
映
像
で
見
る
と
、
一
番
違
和
感
を
禁

じ
得
な
い
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
う
ん
ち
、
お
し
っ
こ
、
排
泄
の
場
面
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
部
屋
の

中
に
お
ま
る
を
１
列
に
ず
ら
っ
と
並
べ
て
、
そ
の
お
ま
る
の
上
に
子
供
た
ち
を
一
斉
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
強
制
的
に
座
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
用
を
足
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
う
ん
ち
、
お
し
っ
こ
な
ん
て
、

み
ん
な
し
た
い
タ
イ
ミ
ン
グ
は
ば
ら
ば
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
お
構
い
な
く
、
強
制
的

に
一
斉
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
用
を
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

逆
に
言
え
ば
、
こ
の
子
供
た
ち
一
人
一
人
の
個
別
の
欲
求
は
、
こ
と
ご
と
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。「
あ
れ
し
た
い
」、「
こ
れ
し
た
い
」、「
こ
れ
嫌
だ
」
は
、
無
視
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
小
さ
い

子
供
で
す
か
ら
、容
易
に
怖
が
り
ま
す
。
不
安
が
り
ま
す
。
少
し
暗
く
な
る
だ
け
で
も
、す
ぐ
怖
が
っ

て
「
ぎ
ゃ
あ
」
と
声
を
上
げ
る
。
あ
る
意
味
、
当
た
り
前
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
子
供
た
ち
は
、「
ぎ
ゃ
あ
」
と
声
を
上
げ
た
と
き
に
、
ち
ゃ
ん
と
そ
の
都
度
、
だ
っ

こ
し
て
、
慰
め
て
も
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
非
常
に
少
な
い
わ
け
で
す
。
子
供
の
数
に

対
し
て
大
人
が
決
定
的
に
少
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
ほ
う
が

多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

実
は
、
こ
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
、
最
も
深
刻
な
剥
奪
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
こ
そ
ア
タ
ッ
チ

メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
、
怖
く
て
不
安
な
と
き
に
誰
か
に
く
っ
つ
い

て
安
心
感
に
浸
る
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
。
通
常
の
環
境
で
生
活
で
き
て
い
る
子
供
で
あ

れ
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
経
験
で
き
て
当
た
り
前
の
も
の
、
そ
れ
が
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
。

し
か
し
、
そ
の
経
験
で
き
て
当
た
り
前
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
経
験
で
き
な
く
な
る
と
、
ど
ん
な

に
普
通
に
食
べ
て
、
水
分
を
取
れ
て
、
温
か
い
毛
布
で
眠
れ
て
、
き
れ
い
な
と
こ
ろ
で
生
活
で
き
て

い
た
と
し
て
も
、
体
も
含
め
て
、
健
康
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、

実
際
、
こ
う
し
た
21
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
研
究
の
中
で
も
、
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

心
、
体
全
般
に
い
ろ
い
ろ
な
ダ
メ
ー
ジ
が
及
ん
で
し
ま
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い

ま
す
。

心
、
体
全
般
に
い
ろ
い
ろ
な
ダ
メ
ー
ジ
が
及
ぶ
ん
で
す
が
、
こ
の
研
究
に
限
ら
ず
、
実
は
、
こ
の

剥
奪
研
究
は
、悲
惨
劣
悪
な
環
境
で
人
生
を
出
発
さ
せ
た
、た
く
さ
ん
の
研
究
全
体
を
通
し
て
分
か
っ

て
い
る
こ
と
は
、
心
、
体
全
般
に
い
ろ
い
ろ
な
ダ
メ
ー
ジ
は
受
け
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
と
り
わ
け
、

で
す
。
こ
れ
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ブ
カ
レ
ス
ト
で
行
っ
た
縦
断
研
究
の
１
つ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

ル
ー
マ
ニ
ア
の
捨
て
ら
れ
た
お
子
さ
ん
た
ち
で
す
の
で
、
施
設
で
育
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
施
設
環
境
が
十
分
に
整
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
子
供
た
ち
は
心
も
体
も
健
康
に
成
長
で
き
る
は
ず
で

す
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
本
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
本
の
中
に
出
て
く
る
子
供
の

発
達
に
は
、
何
か
問
題
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
、
容
易
に
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

現
に
、
こ
の
本
の
中
に
出
て
く
る
子
供
の
発
達
に
は
、
時
に
著
し
い
遅
れ
、
そ
し
て
、
ゆ
が
み
が

認
め
ら
れ
る
。何
で
こ
ん
な
ふ
う
に
発
達
が
遅
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
、ゆ
が
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
現
代
科
学
の
推
移
を
集
め
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
研
究
。
そ
の

中
間
成
果
が
、
こ
の
１
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

著
し
く
発
達
が
遅
れ
て
い
る
、
ゆ
が
ん
で
い
る
、
さ
ぞ
か
し
こ
の
子
供
た
ち
の
生
活
は
、
と
ん
で

も
な
く
悲
惨
な
ん
だ
ろ
う
な
、
劣
悪
な
ん
だ
ろ
う
な
、
つ
い
私
た
ち
は
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
し
ま

い
が
ち
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
物
理
的
な
環
境
と
い
う
観
点
で
言
う
と
、
こ
の
子
供
た
ち
は
そ
れ
ほ
ど
ひ

ど
い
と
こ
ろ
に
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
衛
生
条
件
は
あ
る
程
度
整
っ
て
、
き
れ
い
な
と
こ
ろ

で
生
活
で
き
て
い
ま
す
。
成
長
す
る
の
に
十
分
な
食
べ
物
も
、
あ
る
程
度
ち
ゃ
ん
と
も
ら
え
て
い
ま

す
。
温
か
い
毛
布
で
眠
る
こ
と
も
で
き
て
い
る
。
遊
ぼ
う
と
思
え
ば
、
そ
こ
そ
こ
お
も
ち
ゃ
も
あ
り

ま
す
。
読
も
う
と
思
え
ば
、
そ
こ
そ
こ
絵
本
も
あ
る
よ
う
な
状
況
で
す
。
私
た
ち
人
間
が
生
き
て
い

く
上
で
必
要
不
可
欠
な
、
食
べ
た
い
、
飲
み
た
い
、
温
ま
り
た
い
、
眠
り
た
い
、
そ
う
い
う
生
理
的

な
欲
求
に
関
し
て
は
、
あ
る
程
度
、
満
た
し
て
も
ら
え
て
い
る
子
供
た
ち
で
す
。

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
の
み
な
ら
ず
、
体
も
含
め
て
、
健
康
に
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
が
、
現
代
の
推
移
を
集
め
た
、
科
学
の
推
移
を
集
め
た
研
究
の
中
で
も
確

認
さ
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

物
理
的
な
環
境
は
、
さ
し
て
大
き
い
問
題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
子
供
の
発
達
に
問

題
が
生
じ
て
い
る
。
で
は
、
何
が
足
り
な
い
の
か
。
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。

決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
、
人
の
手
に
よ
る
温
か
い
ケ
ア
、
世
話
、
そ
れ
が
、
や

は
り
欠
け
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
子
供
の
数
に
対
し
て
、
ケ
ア
を
す
る
大
人
が
非
常

に
少
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。
最
悪
の
条
件
の
施
設
に
な
る
と
、
20
人
ぐ
ら
い
の
赤
ち
ゃ
ん
に
対
し
て
、

た
っ
た
１
人
の
大
人
の
人
が
ケ
ア
を
す
る
と
い
う
状
況
で
す
。
施
設
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
24
時
間
体

制
で
続
く
。

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
般
的
に
日
本
の
ゼ
ロ
歳
児
保
育
、
３
人
の
赤
ち
ゃ
ん
に
対
し
て

１
人
の
保
育
者
の
先
生
が
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
接
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
そ
れ
と
比
べ
た
と

き
に
、
20
人
の
赤
ち
ゃ
ん
に
た
っ
た
１
人
。
あ
る
意
味
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
行
わ
れ
る
保
育
・
養
育
は
、
当
然
、
不
自
然
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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で
も
、
自
分
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
実
は
、
自
分
で
ち
ゃ
ん
と
ほ
か
の
人

か
ら
愛
し
て
も
ら
え
る
。
愛
し
て
も
ら
え
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
自
己
信
頼
」
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
に
激
し
く
泣
き
叫
ん
で
も
、
決
し

て
見
捨
て
ら
れ
た
り
し
な
い
で
、
い
つ
だ
っ
て
無
条
件
的
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
、
愛
し
て
も
ら

え
る
、
愛
し
て
も
ら
え
る
だ
け
の
価
値
が
自
分
に
は
あ
る
ん
だ
と
い
う
感
覚
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言

い
換
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
す
。
こ
れ
が
、「
自
己
」
に
関
わ
る
心
の
力
の
根
っ
こ
。

で
は
、「
社
会
性
」
の
根
っ
こ
。
こ
れ
も
、
あ
る
意
味
、
す
ご
く
当
た
り
前
の
話
で
す
。
人
と
う

ま
く
や
っ
て
い
く
た
め
の
大
前
提
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
人
を
信
じ
て
い
い
ん
だ
な
と
い
う
感

覚
。
ほ
か
の
人
に
対
す
る
信
頼
感
、「
他
者
信
頼
」、
こ
れ
が
、
ま
さ
に
社
会
性
の
根
っ
こ
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
子
供
た
ち
は
、
怖
く
て
、
不
安
で
、「
ぎ
ゃ
あ
」
と
声
を
上
げ
て
も
、
多
く

の
場
合
、
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
小
さ
い
子
供
が
「
ぎ
ゃ
あ
」
と
声
を
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
あ
る

意
味
、「
助
け
て
」
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。「
助
け
て
。
助
け
て
。
助
け
て
」
と

何
回
泣
き
叫
ん
で
も
、
誰
に
も
助
け
て
も
ら
え
な
い
。
そ
の
繰
り
返
し
の
中
で
、「
助
け
て
」
と
言
っ

て
も
助
け
て
な
ん
か
も
ら
え
な
い
の
が
自
分
な
ん
だ
。
愛
し
て
は
も
ら
え
な
い
、
愛
し
て
も
ら
え
る

だ
け
の
価
値
が
自
分
に
は
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
い
う
絶
望
感
に
も
似
た
よ
う
な
感
覚
を
、

時
に
心
の
奥
底
に
固
め
て
し
ま
う
よ
う
な
子
供
た
ち
が
い
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
「
愛
す
る
」
と

か
、「
愛
さ
れ
る
」
な
ん
て
い
う
言
葉
自
体
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
体
で
そ
う
い
う
感
覚
を
固

め
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
心
理
学
の
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
た
こ
と
か
な
と
思
い
ま
す
。

一
方
、「
助
け
て
。
助
け
て
。
助
け
て
」
と
何
回
泣
き
叫
ん
で
も
、
誰
に
も
助
け
て
は
も
ら
え
な
い
。

そ
の
繰
り
返
し
の
中
で
、「
助
け
て
」
と
言
っ
て
も
助
け
て
な
ん
か
く
れ
な
い
の
が
人
な
ん
だ
。
人

は
信
じ
ら
れ
な
い
。
人
に
対
す
る
不
信
感
。
時
に
そ
れ
が
心
の
奥
底
に
固
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
わ
け
で
す
。

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
世
界
各
地
で
、
こ
う
し
た
恵
ま
れ
な
い
お
子
さ
ん
た
ち
の
研
究

が
、
１
世
紀
以
上
前
か
ら
行
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
研
究
全
体
を
通
し
て
何
が
言
え
る
か

と
い
う
と
、
私
た
ち
人
間
の
一
生
涯
に
わ
た
る
心
と
体
の
健
康
で
あ
っ
た
り
、
幸
せ
の
形
成
に
お
い

て
、
最
も
怖
い
こ
と
。
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
１
つ
は
、
私
た
ち
人
間
が
一
番
最
初
に
身
に
つ
け

て
お
く
べ
き
心
の
土
台
、
そ
れ
が
、
今
、
申
し
上
げ
た
、
自
分
は
愛
し
て
も
ら
え
る
、
そ
れ
だ
け
の

価
値
が
あ
る
と
い
う
感
覚
で
あ
り
、
人
は
信
じ
て
い
い
ん
だ
と
い
う
感
覚
。
こ
れ
は
、
心
理
学
の
中

で
は
、
も
う
ず
っ
と
言
わ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
人
間
が
一
番
最
初
に
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
心
の
土
台
、
そ
れ
を
う
ま
く
身
に
つ
け
る
こ

ス
ラ
イ
ド
12
に
書
い
た
「
自
己
」
と
「
社
会
性
」

と
呼
ば
れ
る
心
の
側
面
に
受
け
る
傷
が
最
も
深

い
。
そ
の
部
分
の
遅
れ
、
そ
し
て
、
ゆ
が
み
と

い
う
の
が
一
番
深
刻
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
分

か
っ
て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

で
は
、「
自
己
」
と
「
社
会
性
」
は
何
か
な

と
い
う
と
、
す
ご
く
平
た
く
言
う
と
、「
自
己
」

に
関
わ
る
心
の
力
。
自
分
の
こ
と
を
大
切
に
し

て
、
自
分
の
こ
と
を
適
度
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
て
、
自
分
の
こ
と
を
も
っ
と
も
っ
と
よ
く
し

よ
う
、
高
め
よ
う
と
す
る
力
。
そ
ん
な
ふ
う
に

考
え
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
並
べ
て
い
る
よ
う
な
自
尊
心
と
か
、

自
己
肯
定
感
と
か
、
自
制
心
と
か
、
こ
う
い
っ

た
も
の
が
、「
自
己
」
に
関
わ
る
心
の
力
の
重

要
な
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
、「
社
会
性
」
は
何
か
な
と
い
う
と
、
集
団
の
中
に
溶
け
込
ん
で
、
人
と
の
関
係
を
つ
く
っ

て
維
持
し
て
い
く
た
め
の
力
。
平
た
く
言
え
ば
、
人
と
う
ま
く
や
っ
て
い
く
た
め
の
力
で
す
。

そ
れ
は
、
こ
こ
に
並
べ
た
よ
う
な
要
素
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
か
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
、
こ
こ
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
を
見
て
、
こ
う
い
う
心

の
力
と
い
う
の
は
、子
供
の
発
達
に
す
ご
く
大
切
だ
よ
ね
と
、き
っ
と
直
感
的
に
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
る
い
は
、
子
供
だ
け
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
大
人
も
含
め
て
、
人
間
が
日
常
生
活
を
そ
こ
そ
こ

健
全
に
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
う
い
う
力
は
と
て
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
も
し
か
し
た
ら
、

誰
も
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
も
の
が
、
大
体
「
自
己
」
と
「
社
会
性
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
含
ま
れ
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
実
は
、
そ
こ
に
最
も
深
い
傷
を
受
け
て
し
ま
う
。

で
も
、
何
で
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
経
験
で
き
な
く
な
る
と
、
こ
の
「
自
己
」
と
「
社
会
性
」
と
い

う
と
こ
ろ
に
最
も
深
い
傷
を
受
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
番
基
盤
に
あ
る
も
の
、
根
っ
こ
に
あ
る
も
の
を
考
え
て
い
た
だ
く
と
い
い
の

で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

で
は
、「
自
己
」
に
関
わ
る
心
の
力
の
一
番
の
基
盤
、根
っ
こ
に
あ
る
も
の
。
そ
れ
は
、こ
こ
に
「
自

己
信
頼
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
自
分
を
信
じ
る
気
持
ち
と
い
う
こ
と
で
す
。
自

分
を
信
じ
る
気
持
ち
が
「
自
己
」
に
関
わ
る
心
の
力
の
一
番
の
根
っ
こ
で
す
。

自己と社会性の力 「非認知」

• 「自己」にかかわる心の性質 （基盤としての自己信頼）
（自分を大切にし、適切にコントロールし、もっと高めようとする力）

「自尊心/自己肯定感」・「自己理解」・「意欲/内発的動機付け」

「自己効力感」「自制心/グリット」・「自立心/自律性」 など

• 「社会性」にかかわる心の性質（基盤としての他者信頼）

（集団の中に溶け込み、人との関係を作り維持していくための力）

「心の理解能力」・「コミュニケーション力」「共感性/思いやり」

「協調性/協同性」・「道徳性」・「規範意識」 など

• 両側面に関わる「感情の制御・調節」
（異時点間選択のジレンマ / 自他間選択のジレンマ 解決） 12
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と
が
で
き
ず
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
土
台
の
部
分
が
空
っ
ぽ
の
ま
ま
、
そ
の
後
の
人
生
を
送
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
こ
れ
が
、
実
は
、
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
、
最
も
怖
い
こ

と
の
１
つ
な
ん
だ
。
ど
う
し
て
も
そ
の
土
台
の
部
分
が
う
ま
く
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
後
の
人
生
の
い
ろ
い
ろ
な
時
点
で
、
い
ろ
い
ろ
な
つ
ま
ず
き
を
見
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
残
念
な

が
ら
、
非
常
に
多
く
な
っ
て
し
ま
う
。

非
行
や
犯
罪
に
手
を
染
め
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
心
や
体
に
い
ろ
い
ろ
な
病
を
抱
え
て
し

ま
っ
た
り
、
残
念
な
が
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
こ
う
し
た
今
ま
で
の

研
究
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

逆
に
言
え
ば
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
ご
く
ご
く
当
た
り
前
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
。
こ
の
ご
く
当
た

り
前
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
、
私
た
ち
人
間
が
一
番
最
初
に
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
心
の
土
台
。
そ

の
土
台
中
の
土
台
。
愛
し
て
も
ら
え
る
、
そ
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
感
覚
、
そ
し
て
、
人
は

信
じ
て
い
い
ん
だ
と
い
う
感
覚
の
発
達
に
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ご

参
加
の
皆
さ
ん
は
、
も
う
直
感
的
に
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
実
際
、
多
く

の
研
究
の
中
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

時
間
の
関
係
で
、介
入
研
究
は
ほ
ん
の
少
し
だ
け
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。（
ス

ラ
イ
ド
13
）

世
界
で
い
ろ
い
ろ
な
介
入
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
非
常
に
有
名
な
研
究

に
、
ペ
リ
ー
就
学
前
計
画
。
保
育
・
幼
児
教
育
に
携
わ
っ
て
い
る
先
生
方
は
御
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ア
メ
リ
カ
の
ミ
シ
ガ
ン
州
で
、
1
9
6
0
年
代
初
頭
ぐ
ら
い
か
ら
開
始
さ
れ
た
研
究
で
す
。

貧
困
層
の
お
子
さ
ん
た
ち
を
対
象
に
し
た
研
究
。
貧
困
層
の
お
子
さ
ん
、
お
う
ち
に
お
金
が
な
い
。

お
金
が
な
い
の
で
、
実
は
、
義
務
教
育
で
小
学
校
に
入
学
す
る
前
に
、
保
育
園
・
幼
稚
園
に
入
れ
て

も
ら
え
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
大
概
の
子
供
は
、
い
き
な
り
小
学
校
に
入
学
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て

文
字
や
数
を
教
わ
る
こ
と
に
な
る
。

学
校
の
先
生
は
、
そ
う
し
た
子
供
た
ち
に
も
、
も
ち
ろ
ん
一
生
懸
命
勉
強
を
教
え
る
。
し
か
し
、

一
向
に
成
果
が
上
が
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
貧
困
層
の
子
供
た
ち
は
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
て
、

学
校
に
来
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
後
を
絶
た
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
そ
の
子
供
た
ち
に
何

か
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
か
。

そ
の
地
域
に
は
、
ペ
リ
ー
小
学
校
と
い
う
学
校
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
附
属
の
幼
稚
園
が
あ
っ
た
。

普
通
だ
っ
た
ら
、
貧
困
層
で
お
う
ち
に
お
金
が
な
い
が
ゆ
え
に
、
幼
稚
園
な
ど
に
通
え
な
い
子
供
た

ち
を
、
あ
え
て
３
歳
か
ら
２
年
間
、
幼
稚
園
に
通
わ
せ
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
通
わ
せ
て
み
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
後
、
ど
れ
だ
け
の
効
果
を
上
げ
る
か
、
そ
れ
を

検
証
し
て
い
こ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
目
的
に
し
た
研
究
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
も
、
効
果
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
少
し
か
わ
い
そ
う
な
ん
で
す
が
、
同
じ
く
貧
困
層
の
子
供

13
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会
性
」
の
力
を
あ
る
程
度
身
に
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
考
え

ら
れ
る
ん
で
す
が
、
恐
ら
く
、
そ
の
中
で
最
も

大
き
い
影
響
力
を
持
っ
た
も
の
は
何
か
と
い
う

と
、
素
朴
な
話
で
す
。

幼
稚
園
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
く
と
、
そ
こ
に

は
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
人
の
人
、
常
識
・
良
識
を

持
っ
て
、
温
か
い
感
情
を
持
っ
て
、
一
貫
し
た

関
わ
り
が
で
き
る
大
人
の
人
、
保
育
者
の
先
生

が
そ
こ
に
は
い
て
く
れ
る
。
毎
朝
、
登
園
す
る

と
、
い
つ
も
同
じ
顔
ぶ
れ
で
、
確
実
に
そ
こ
に

ち
ゃ
ん
と
し
た
大
人
の
人
が
い
て
く
れ
る
。
こ

れ
が
、
恐
ら
く
は
、
一
番
子
供
た
ち
の
「
非
認

知
」、「
自
己
」
と
「
社
会
性
」
の
発
達
に
プ
ラ

ス
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
か
と
思
い
ま
す
。

何
で
か
と
言
う
と
、
こ
の
貧
困
層
の
お
子
さ
ん
、
実
は
、
中
に
は
ネ
グ
レ
ク
ト
に
近
い
よ
う
な
状

態
で
過
ご
し
て
い
る
子
供
も
い
ま
す
。
お
う
ち
で
は
、
そ
れ
こ
そ
怖
く
て
、
不
安
で
、「
ぎ
ゃ
あ
」

と
声
を
上
げ
て
も
放
っ
て
お
か
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
子
供
た
ち
で
す
。
誰
か
に
く
っ
つ
い
て
安
心
感

に
浸
り
た
く
て
も
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
子
供
た
ち
、
家
庭
で
は
十
分
に
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
経
験

で
き
て
い
な
い
子
供
た
ち
。
で
も
、
そ
の
子
供
た
ち
が
園
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
っ
て
み
る
と
、
そ
こ

に
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
人
の
人
、
保
育
者
の
先
生
が
い
て
く
れ
て
、
そ
の
先
生
は
、
親
と
は
ま
る
で

違
っ
て
、「
ぎ
ゃ
あ
」
と
声
を
上
げ
る
と
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
自
分
の
こ
と
を
だ
っ
こ
し
て
、
慰

め
て
く
れ
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
家
庭
で
は
経
験
で
き
な
い
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
、
家
庭
の
外
の
園

と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
の
先
生
と
の
間
で
、
あ
る
程
度
、
経
験
し
直
す
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
子
供
た
ち
が
「
自
己
」
と
「
社
会
性
」、「
非
認
知
」
と
呼
ば
れ

る
心
の
力
を
あ
る
程
度
身
に
つ
け
る
、
そ
こ
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま

す
。先

ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
そ
の
根
っ
こ
に
あ
る
も
の
は
、
自
分
は
愛
し
て
も
ら
え
る
、
そ
れ

だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
感
覚
で
あ
り
、
人
は
信
じ
て
い
い
ん
だ
と
い
う
感
覚
。
残
念
な
が
ら
、

こ
の
子
供
た
ち
は
、
家
庭
で
の
親
子
関
係
を
通
し
て
は
、
そ
う
い
う
感
覚
を
あ
ま
り
し
っ
か
り
身
に

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

た
ち
で
、
特
に
幼
稚
園
に
通
わ
な
い
子
供
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
も
設
け
て
お
く
。
そ
し
て
、
３
歳
か
ら

２
年
間
、
幼
稚
園
に
通
う
こ
と
の
で
き
た
子
供
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
、
特
に
幼
稚
園
に
行
か
な
い
子
供

た
ち
の
グ
ル
ー
プ
、
そ
の
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
、
今
の
今
ま
で
比
べ
続
け
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
研

究
に
参
加
し
た
子
供
た
ち
は
、
も
う
50
を
過
ぎ
て
い
ま
す
。

で
は
、
３
歳
か
ら
２
年
間
、
幼
稚
園
に
行
っ
た
、
行
か
な
い
。
そ
の
後
、
30
年
、
40
年
た
っ
て
、

大
人
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
２
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
ど
れ
だ
け
の
違
い
が
あ
っ
た
か
。

か
な
り
の
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
３
歳
か
ら
２
年
間
、
幼
稚
園
に
通
う
こ
と
の
で
き
た
子
供
た
ち

が
、
大
人
に
な
っ
て
、
よ
り
幸
せ
の
度
合
い
が
高
い
。
例
え
ば
、
経
済
的
に
安
定
し
て
い
ま
す
。
も

ら
っ
て
い
る
お
給
料
が
高
か
っ
た
り
、
自
分
の
お
う
ち
を
ち
ゃ
ん
と
持
て
て
い
た
り
し
ま
す
。
さ
ら

に
は
、
逮
捕
率
、
そ
れ
こ
そ
警
察
の
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
幼
稚
園
に
通
わ
せ
て

も
ら
っ
た
人
た
ち
の
ほ
う
が
少
な
い
で
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
経
済
的
に
安
定
し
て
、
そ
し
て
、
日

常
生
活
を
健
全
に
送
れ
て
い
る
確
率
が
高
い
、
幸
せ
の
度
合
い
が
高
い
。

で
は
、
何
で
３
歳
か
ら
２
年
間
、
幼
稚
園
に
通
わ
せ
て
も
ら
っ
た
子
供
た
ち
が
、
大
人
に
な
っ
て
、

よ
り
幸
せ
の
度
合
い
が
高
い
の
か
な
。
そ
こ
が
一
番
重
要
な
わ
け
で
す
。

こ
の
研
究
に
携
わ
っ
た
人
は
、
幼
稚
園
に
通
う
中
で
、
そ
の
貧
困
層
の
子
供
た
ち
は
、「
非
認
知
」

と
呼
ば
れ
る
心
の
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
認
知
的
な
能
力
と
い
う
の
が
、

言
っ
て
み
れ
ば
、
頭
の
よ
さ
、
頭
の
出
来
、
Ｉ
Ｑ
の
値
で
表
せ
ら
れ
る
よ
う
な
心
の
力
を
一
般
的
に

「
認
知
能
力
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
の
「
認
知
能
力
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ

と
以
上
に
、
認
知
で
は
な
い
、
言
っ
て
み
れ
ば
頭
の
よ
さ
、
頭
の
出
来
以
外
の
Ｉ
Ｑ
の
値
な
ど
に
は

表
れ
な
い
、
何
か
大
切
な
心
の
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら

の
幸
せ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。

実
は
、
こ
の
ヘ
ッ
ク
マ
ン
さ
ん
と
い
う
2
0
0
0
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
人
が
、

そ
う
い
う
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
根
拠
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
主

張
を
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
非
認
知
」、
そ
れ
は
具
体
的
に
何
？　

と
い
う
こ
と
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
見
方
、
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
１
つ
言
え
る
こ
と
は
、
少
な
く
て
も
先
ほ
ど

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
経
験
で
き
な
く
な
る
と
、
最
も
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
し
ま
う
と
申
し
上

げ
た
、「
自
己
」
と
「
社
会
性
」
の
力
が
、「
非
認
知
」
と
呼
ば
れ
る
心
の
力
の
具
体
的
な
中
身
、
そ

の
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
言
え
る
こ
と
で
す
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
幼
稚
園
に
通
う
中
で
、
こ
の
「
非
認
知
」、「
自
己
」
と
「
社
会
性
」
の
力
を
あ

る
程
度
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
幸
せ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

で
も
、
何
で
幼
稚
園
に
通
う
こ
と
の
で
き
た
子
供
た
ち
が
、
こ
の
「
非
認
知
」、「
自
己
」
と
「
社

• 子どもの発達と教育をめぐる世界的動向
(発達心理学・小児科学・幼児教育学・教育経済学・OECD諸国の教育政策・・・・）

• 見直されつつある「乳幼児期」の重要性

• 生涯発達の基礎工事：高度な学校教育も確かな
「土台」の上に積み上げられてこそ益をなす

• 見直されつつある「非認知」の大切さ

• Well-beingに至る基礎工事＋「認知」「学力」も
「非認知」の支えがあってこそ確実に伸張する

• 「非認知」の中核→自己と社会性の心の力

• それを育む揺りかごとしてのアタッチメント
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う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
心
と
体
の
健
康
、
こ
の
「
ｗ
ｅ
ｌ
ｌ
－
ｂ
ｅ
ｉ
ｎ
ｇ
」
の
み
な
ら
ず
、
最
近
は
、
実
は

認
知
能
力
、
あ
る
い
は
学
力
、
学
校
の
成
績
な
ど
も
、
乳
幼
児
期
の
段
階
で
は
、
ま
ず
は
こ
ち
ら
の

「
非
認
知
」、「
自
己
」
と
「
社
会
性
」
の
土
台
を
身
に
つ
け
て
お
く
と
、
そ
の
後
、
徐
々
に
伸
び
て

い
く
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
研
究
の
成
果
の
中
で
、
現
在
、
世
界
中
の
保
育
・
幼
児
教
育
の
文
脈
で
、
こ
の
「
非
認

知
」
と
呼
ば
れ
る
心
の
力
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
「
非
認
知
」、「
自
己
」
と
「
社
会
性
」
を
育
む
も
の
は
何
か
な
と
言
う
と
、
少
な

く
と
も
そ
の
大
本
を
つ
く
る
も
の
は
、
ず
っ
と
お
話
し
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
と
経
験
で
き
て
い
る
こ
と
が
、「
非
認
知
」、「
自

己
」
と
「
社
会
性
」
の
力
の
発
達
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
も

う
少
し
深
掘
り
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
２
）
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
「
安
心
感
の
輪
」　

今
ま
で
ず
っ
と
申
し
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
子
供
は
容
易
に
怖
が
る
、
不
安
が
る
存
在
、
そ
し
て
、

怖
い
と
き
に
は
、
泣
き
な
が
ら
身
近
な
誰
か
に

く
っ
つ
こ
う
と
し
ま
す
。
く
っ
つ
い
て
、
も
う

大
丈
夫
と
い
う
安
全
感
・
安
心
感
に
浸
ろ
う
と

す
る
、
そ
れ
が
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
で
す
。

た
だ
、
少
し
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
こ

と
。
確
か
に
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
く
っ
つ
く
こ

と
。
し
か
し
、
く
っ
つ
き
は
く
っ
つ
き
で
も
、

ス
キ
ン
シ
ッ
プ
と
は
強
調
す
る
と
こ
ろ
が
違
い

ま
す
。
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
、

す
ご
く
混
同
さ
れ
や
す
い
で
す
。
ア
タ
ッ
チ
メ

ン
ト
は
重
要
で
す
よ
。
そ
れ
は
、
子
供
を
い
っ

ぱ
い
だ
っ
こ
し
て
あ
げ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と

で
す
よ
ね
。
長
く
し
っ
か
り
だ
っ
こ
し
て
あ
げ

る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
よ
、
そ
ん
な
ふ
う

に
言
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。

し
か
し
、
家
庭
の
外
の
先
生
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
そ
う
い
う
感
覚
、
自
分
だ
っ
て
愛
し
て
も
ら

え
る
の
か
も
、
人
は
「
助
け
て
」
と
言
え
ば
、
ち
ゃ
ん
と
助
け
て
く
れ
る
ん
だ
、
信
じ
て
い
い
の
か

も
、
そ
う
い
う
感
覚
を
あ
る
程
度
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
が
高
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、

そ
の
こ
と
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
幸
せ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
か
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

乳
幼
児
期
、
あ
る
意
味
、
た
っ
た
２
年
で
す
。
幼
稚
園
で
す
か
ら
、
午
前
中
中
心
。
す
ご
く
限
ら

れ
た
時
間
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
限
ら
れ
た
時
間
で
は
あ
っ
て
も
、
乳
幼
児
期
に
お
け
る
２
年
、
こ
れ
は
特
別
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
乳
幼
児
期
に
、
無
条
件
的
に
自
分
の
こ
と
を
受
け
入
れ
て
く
れ

る
大
人
。
親
に
限
ら
ず
、
怖
く
て
不
安
な
と
き
に
、
自
分
の
こ
と
を
無
条
件
的
に
受
け
入
れ
て
く
れ

る
大
人
。
そ
の
大
人
と
出
会
っ
て
、
そ
の
大
人
と
の
間
に
一
定
期
間
、
持
続
的
に
ち
ゃ
ん
と
ア
タ
ッ

チ
メ
ン
ト
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
、
そ
の
後
の
人
生
に
深
く
関
わ
っ
て

い
く
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
健
康
や
幸
せ
に
関
わ
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
と

思
い
ま
す
。

実
は
、
こ
う
い
う
研
究
も
、
ま
た
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
も
の
、
親
に
限
ら
ず
、
子
供
の
一
番

近
く
に
い
る
大
人
の
人
、
家
庭
の
外
で
一
番
近
く
に
い
る
先
生
と
の
間
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
、
そ
の

働
き
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

今
、
世
界
で
は
、
こ
う
い
う
研
究
が
た
く
さ
ん
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
改
め
て
こ
の
乳

幼
児
期
の
大
切
さ
と
い
う
こ
と
が
見
直
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

乳
幼
児
期
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
の
一
生
涯
の
基
礎
工
事
の
時
期
、
土
台
形
成
の

時
期
で
す
。
実
は
、
こ
の
土
台
形
成
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
し
っ
か
り
と
し
た
土
台
の
上
に
は
、

着
実
に
物
が
ち
ょ
っ
と
ず
つ
で
も
積
み
上
が
っ
て
い
く
。

逆
に
、
土
台
が
う
ま
く
つ
く
ら
れ
な
い
、
ぐ
ら
つ
い
た
土
台
の
上
に
、
そ
の
後
、
例
え
ば
、
小
学

校
以
降
、
ど
ん
な
に
立
派
な
教
育
を
乗
っ
け
よ
う
と
思
っ
て
も
、
ぐ
ら
つ
い
た
土
台
、
ぐ
ら
ぐ
ら
し

た
土
台
に
は
、
立
派
な
教
育
は
た
だ
重
た
い
だ
け
。
す
ぐ
に
潰
れ
て
物
に
な
ら
な
い
。
実
は
、
さ
っ

き
の
ヘ
ッ
ク
マ
ン
さ
ん
と
い
う
人
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
非
常
に
強
調
し
ま
す
。

小
学
校
以
降
に
お
け
る
教
育
が
、
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
に
成
果
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、

小
学
校
以
降
の
教
育
を
よ
く
す
る
だ
け
で
は
駄
目
な
ん
だ
。
む
し
ろ
、
そ
の
前
の
段
階
が
大
切
な
ん

だ
。
そ
の
前
の
土
台
が
し
っ
か
り
つ
く
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
し
っ
か
り
と
し
た
土
台
の
上
に
、
小

学
校
以
降
の
教
育
が
ち
ゃ
ん
と
成
果
と
し
て
積
み
上
が
っ
て
い
く
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
、
こ
の
乳
幼
児

期
の
土
台
形
成
に
も
っ
と
も
っ
と
目
を
向
け
て
い
い
は
ず
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。

そ
し
て
、
土
台
は
土
台
で
も
、
と
り
わ
け
、「
非
認
知
」、「
自
己
」
と
「
社
会
性
」、
こ
ち
ら
の
土

台
が
重
要
な
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
今
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
通
し
て
、
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ

• 子どもは容易に怖がる・不安がる存在

• そして泣きながら身近な誰かにくっつこうとする

• くっついて安全感・安心感に浸ろうとする

＝ アタッチメント
単なるスキンシップ（皮膚接触）とは異なる

• 一日に何回も繰り返される至極当たり前のこと

• しかし、これがいかに確実に安定して経験できる
かが、生涯に亘る心身の健康な発達の鍵になる
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の
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
よ
。

も
ち
ろ
ん
、
子
供
は
生
ま
れ
た
直
後
か
ら
好

奇
心
の
塊
で
す
。
あ
れ
や
り
た
い
、
こ
れ
や
り

た
い
、
あ
っ
ち
に
も
行
き
た
い
、
好
奇
心
の
塊
。

し
か
し
、
小
さ
い
子
供
は
、
同
時
に
す
ぐ
怖
が

る
、
不
安
が
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
子
供
と
い

う
の
は
、
好
奇
心
と
恐
怖
、
不
安
の
間
を
絶
え

ず
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
存
在
だ
と
言
え

る
か
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
当
然
、
子
供
が
大
き
く
な
っ
て
い
く

た
め
に
は
、恐
怖
、不
安
に
少
し
ず
つ
打
ち
勝
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
の
と
き
に
、

す
ご
く
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
ま
さ
に

「
見
通
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昨
日
ま
で
は
、
そ
こ
ま
で
し
か
行
っ
た
こ
と

が
な
い
。
そ
の
先
が
す
ご
く
気
に
な
る
。
気
に
な
る
け
れ
ど
も
、
暗
い
し
、
真
っ
暗
で
何
が
い
る
か

分
か
ら
な
い
し
、
も
し
か
し
た
ら
お
化
け
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
化
け
が
い
た
ら
ど
う
し
よ
う
。

お
化
け
怖
い
、
怖
い
。
怖
く
て
行
け
な
い
。
怖
く
て
行
け
な
い
け
れ
ど
も
、
何
が
あ
る
か
見
て
み
た

い
。
お
化
け
が
怖
い
と
い
う
恐
怖
。
だ
け
ど
、
何
が
あ
る
か
見
て
み
た
い
と
い
う
好
奇
心
。
行
っ
た

り
来
た
り
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
見
通
し
と
い
う
感
覚
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
子
供
は
、
あ
る
と
き
思
い
切
る
。

お
化
け
怖
い
、
怖
い
。
怖
い
け
れ
ど
も
、
い
た
ら
い
た
で
、
そ
の
と
き
「
ぎ
ゃ
あ
」

と
泣
け
ば
、先
生
は
す
ぐ
自
分
の
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
き
て
く
れ
る
よ
ね
。絶
対
自
分
の
こ
と
を
守
っ

て
く
れ
る
よ
ね
。
だ
っ
た
ら
、
今
日
、
行
っ
ち
ゃ
お
う
か
な
。
行
っ
ち
ゃ
え
。
行
っ
ち
ゃ
う
。
そ
う

や
っ
て
子
供
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
怖
く
て
、
不
安
で
、
踏
み
込
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
一
歩
、

勇
気
を
持
っ
て
踏
み
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
や
っ
て
大
人
が
気
が
つ
か
な
い
間
に
、
子

供
の
行
動
半
径
は
、
本
当
に
少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
広
が
っ
て
い
っ
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
。
そ
う

や
っ
て
子
供
は
、
ど
ん
ど
ん
１
人
で
い
ら
れ
る
力
を
ち
ゃ
ん
と
身
に
つ
け
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
か
に
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
、
も
と
も
と
の
言
葉
の
意
味
は
く
っ
つ
き
で
す
。
し
か
し
、
今
ま
で
申

し
上
げ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
大
人
と
子
供
が
ぴ
っ
た
り
皮
膚
と
皮
膚
を
合
わ
せ
て
く
っ
つ
き

続
け
る
こ
と
が
重
要
だ
よ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
考
え
方
で
は
全
然
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
考
え
方
は
、
実
は
、
皮
膚
と
皮
膚
が
ぴ
っ
た
り
と
く
っ

つ
い
て
い
る
と
い
う
経
験
が
重
要
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
考
え
方
で
は
な
い
の
で
す
。

実
は
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
、
あ
く
ま
で
も
子
供
が
怖
く
て
不
安
な
と
き
、
感
情
が
崩
れ
た
と
き

に
、
大
人
が
し
っ
か
り
と
そ
れ
を
共
感
的
に
受
け
止
め
て
、
そ
の
崩
れ
た
感
情
を
元
ど
お
り
に
立
て

直
し
て
あ
げ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
安
心
感
を
与
え
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
、
そ
こ
を

強
調
す
る
考
え
方
で
す
。

確
か
に
、
ゼ
ロ
、
１
、
２
と
い
う
乳
児
の
段
階
で
は
、
子
供
が
怖
く
て
不
安
が
っ
て
い
る
と
き
に

抱
っ
こ
し
て
あ
げ
る
と
い
う
方
法
が
一
番
効
果
的
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
の
子
供
た
ち
が
、
３
歳
に
な
り
、
４
歳
に
な
っ
て
、
５
歳
に
な
っ
て
、
そ
し
て
、
小

学
生
、
中
学
生
、
ど
ん
ど
ん
年
齢
が
上
が
っ
て
い
く
、
そ
の
と
き
に
、
も
は
や
だ
っ
こ
と
い
う
方
法

は
使
わ
な
く
て
も
よ
く
な
る
は
ず
で
す
。
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
に
こ
っ
と
笑
っ
て
あ
げ
る
、
離
れ
た

と
こ
ろ
か
ら
声
か
け
を
し
て
あ
げ
る
、
あ
る
い
は
温
か
い
目
で
じ
ー
っ
と
見
て
お
い
て
あ
げ
る
、
そ

れ
だ
け
で
も
子
供
は
大
丈
夫
と
い
う
安
心
感
に
浸
れ
る
は
ず
で
す
。

実
は
、
ど
う
い
う
方
法
で
あ
れ
、
ち
ゃ
ん
と
安
心
感
を
与
え
て
あ
げ
る
こ
と
。
子
供
視
点
か
ら
言

う
と
、
ち
ゃ
ん
と
安
心
感
に
浸
っ
て
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
健
康
な
子
供
の
心
の
発
達
、
あ
る

い
は
体
の
発
達
に
と
て
も
大
切
な
ん
だ
、
そ
こ
を
強
調
す
る
考
え
方
。
だ
っ
こ
と
い
う
こ
と
と
、
こ

の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
違
う
よ
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
は
し
っ
か
り
と
頭
の
中
に
置
い
て
お
い
て
い
た

だ
け
る
と
い
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

子
供
と
い
う
の
は
、
そ
れ
こ
そ
怖
く
て
不
安
な
と
き
に
、
特
定
の
誰
か
に
く
っ
つ
き
ま
す
。
こ
の

場
合
の
特
定
と
い
う
の
は
、
た
っ
た
１
人
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
人
か
の
決
ま
っ
た
人

と
い
う
こ
と
で
す
。
誰
彼
構
わ
ず
で
は
な
く
て
、
子
供
は
特
定
の
決
ま
っ
た
人
に
く
っ
つ
こ
う
と
す

る
と
思
い
ま
す
。

家
庭
で
は
、
当
然
、
お
母
さ
ん
や
お
父
さ
ん
や
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
決

ま
っ
た
人
、
そ
し
て
、
園
で
は
、
担
任
の
先
生
を
中
心
に
、
や
は
り
何
人
か
の
決
ま
っ
た
先
生
に
、

怖
く
て
不
安
な
と
き
、
子
供
は
く
っ
つ
こ
う
と
す
る
か
と
思
い
ま
す
。
怖
く
て
不
安
な
と
き
に
、
そ

の
特
定
の
人
に
ち
ゃ
ん
と
近
接
、
く
っ
つ
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
子
供
ほ
ど
、
く
っ
つ
い
て
、
ち
ゃ

ん
と
安
心
感
に
浸
れ
て
い
る
子
供
ほ
ど
、
こ
こ
に
あ
る
「
見
通
し
」
と
い
う
感
覚
を
ち
ゃ
ん
と
持
つ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
よ
。

「
見
通
し
」
と
は
何
か
と
言
う
と
、
何
か
あ
っ
た
ら
あ
そ
こ
に
行
け
ば
い
い
、
何
か
あ
っ
た
ら
あ

の
人
目
が
け
て
「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
け
ば
、
あ
の
人
は
す
ぐ
自
分
の
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
き
て
く
れ
る
、

絶
対
自
分
の
こ
と
を
守
っ
て
く
れ
る
、
そ
れ
が
「
見
通
し
」
で
す
。

ひ
と
た
び
、「
見
通
し
」
と
い
う
感
覚
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
、
子
供
は
そ
の
「
見
通
し
」
に

支
え
ら
れ
て
、
ど
ん
ど
ん
自
分
か
ら
自
発
的
に
探
索
が
で
き
る
、
冒
険
が
で
き
る
、
い
ろ
い
ろ
な
も
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む
し
ろ
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
考
え
方
が
一
番
強
調
す
る
の
は
、
幼
少
期
の
段
階
で
、
い
か

に
子
供
が
１
人
で
い
ら
れ
る
力
を
ち
ゃ
ん
と
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
１
人
で
い
ら
れ
る
力
、

少
し
難
し
い
言
葉
で
言
う
と
、
ま
さ
に
自
律
性
で
す
。
こ
れ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
実

は
そ
こ
を
強
調
す
る
の
が
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
考
え
方
。

あ
る
意
味
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
逆
説
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

何
が
逆
説
的
か
と
言
う
と
、
幼
少
期
の
段
階
で
、
怖
く
て
不
安
な
と
き
に
し
っ
か
り
と
く
っ
つ
く

こ
と
が
で
き
て
い
る
子
供
ほ
ど
、
そ
し
て
、
安
心
感
に
浸
れ
て
い
る
子
供
ほ
ど
、
く
っ
つ
く
こ
と
が

し
っ
か
り
と
経
験
で
き
て
い
る
子
供
の
ほ
う
が
、
そ
の
後
、
徐
々
に
人
に
あ
ま
り
べ
た
べ
た
く
っ
つ

か
ず
、
依
存
せ
ず
に
、
ち
ゃ
ん
と
１
人
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ち
ゃ
ん
と
く
っ
つ
く
と

い
う
経
験
が
持
て
て
い
る
子
供
が
、
こ
の
「
見
通
し
」
と
い
う
感
覚
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
分
だ
け
、

ど
ん
ど
ん
ち
ゃ
ん
と
１
人
で
い
ら
れ
る
、
自
立
性
を
身
に
つ
け
て
い
け
る
ん
だ
。
そ
こ
が
、
実
は
、

こ
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
考
え
方
が
、
も
し
か
し
た
ら
一
番
強
く
訴
え
た
い
部
分
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
押
さ
え
て
お
い
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

そ
し
て
、
今
、
申
し
上
げ
た
こ
と
を
、
よ
く
「
安
心
感
の
輪
」
と
い
う
、
こ
の
図
に
（
ス
ラ
イ
ド

21
）
な
ぞ
ら
え
て
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
輪
っ
か
を
「
安
心
感
の
輪
」
と
言
い
ま
す
。
こ
こ
に
２
つ
の
手
の
ひ
ら
が
あ
る
。
言
っ
て
み

れ
ば
、
こ
の
手
の
ひ
ら
が
、
子
供
が
信
頼
を
寄
せ
る
大
人
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
う
ち

で
は
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
人
、
園
で
は
担
任
の
先

生
を
中
心
に
何
人
か
の
決
ま
っ
た
先
生
が
手
の
ひ
ら
。
こ
の
大
人
の
人
は
、
子
供
に
と
っ
て
２
つ
の

大
き
な
役
割
、
１
つ
が
安
全
な
避
難
所
、
も
う
一
つ
が
安
心
の
基
地
、
そ
の
２
つ
の
役
割
を
果
た
す
。

子
供
は
好
奇
心
の
塊
で
す
。
好
奇
心
に
駆
ら
れ
て
遊
ぶ
、
活
動
し
よ
う
と
し
ま
す
。
あ
る
い
は
仲

間
同
士
で
何
か
を
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
、
小
さ
い
子
供
の
段
階
で

は
、
す
ぐ
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
、
転
ぶ
、
痛
が
る
、「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
く
。
夢
中
に
な
っ
て
遊
ん

で
い
た
ら
、真
っ
暗
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
怖
い
。「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
く
。
怖
く
な
っ
て
不
安
に
な
る
と
、

あ
そ
こ
に
行
け
ば
絶
対
大
丈
夫
な
は
ず
。
そ
の
と
き
、
大
人
の
人
は
、
ま
さ
に
避
難
所
の
役
割
を
果

た
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

避
難
所
目
が
け
て
「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
き
な
が
ら
駆
け
込
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
子
供
は
慰

め
ら
れ
て
、
安
心
感
に
浸
る
。
も
う
大
丈
夫
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
今
度
は
同
じ

人
を
基
地
に
し
て
、
拠
点
に
し
て
、
元
気
よ
く
こ
こ
か
ら
飛
び
出
し
て
い
く
。

そ
し
て
、
ま
た
好
奇
心
の
塊
に
な
っ
て
遊
ぶ
。
仲
間
同
士
で
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
す
る
。
し
か
し
、

ま
た
怖
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
知
ら
な
い
人
に
出
会
っ
た
。
び
っ
く
り
し
た
。
怖
い
。
そ
う
す
る
と
、

ま
た
動
き
の
ベ
ク
ト
ル
を
反
転
さ
せ
て
、
避
難
所
目
が
け
て
駆
け
込
ん
で
い
く
。
そ
し
て
、
慰
め
ら
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[探索の支持・促進]
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実
は
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
言
う
と
、
避
難

所
の
役
割
ま
で
は
割
合
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
し
か
し
、
大
人
の
役
割
は
、
避
難
所
で
終

わ
り
で
は
な
く
て
、
も
う
一
つ
、
基
地
の
役
割

が
あ
る
。受
け
止
め
た
ら
、今
度
は
元
気
に
な
っ

た
子
供
の
背
中
を
押
し
て
あ
げ
る
、
子
供
が
１

人
で
何
か
が
で
き
る
よ
う
に
応
援
し
て
あ
げ
る
。

こ
れ
が
基
地
の
役
割
で
す
。

時
々
、
特
に
ゼ
ロ
、
１
、
２
と
い
う
乳
児
の

段
階
な
ど
で
は
、
こ
の
基
地
の
役
割
と
い
う
と

こ
ろ
が
少
し
難
し
く
な
る
こ
と
も
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
子
供
の
安
全
を
考
え
る
と
、
自

分
の
近
く
に
置
い
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
の
で

は
な
い
か
。
子
供
が
ち
ゃ
ん
と
楽
し
め
る
た
め

に
は
、
私
、
大
人
が
遊
ん
で
あ
げ
た
ほ
う
が
い

い
の
で
は
な
い
か
。
つ
い
、
そ
ん
な
気
持
ち
に

な
っ
て
し
ま
う
。
つ
い
、
抱
え
込
ん
で
、
な
か

な
か
基
地
の
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
う
す
る
と
、
子
供
た
ち
は
、
さ
っ
き
申

し
上
げ
た
、
こ
の
輪
っ
か
の
中
を
、
な
か
な
か

う
ま
く
回
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
、
こ
の
基
地
と
避
難
所
の
２

つ
の
役
割
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
果
た
す
と
い
う
こ

と
が
、
大
人
に
と
っ
て
と
て
も
大
切
な
ん
だ
よ
。

そ
し
て
、
こ
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
考
え

方
で
は
、
子
供
が
成
長
・
発
達
す
る
こ
と
を
ど

う
捉
え
る
か
と
言
う
と
、
ま
さ
に
こ
の
輪
っ
か

が
少
し
ず
つ
、
少
し
ず
つ
大
き
く
な
っ
て
い
く

こ
と
。
こ
れ
を
子
供
の
成
長
・
発
達
と
捉
え
る

わ
け
で
す
。

ゼ
ロ
歳
、
１
歳
の
輪
っ
か
は
す
ご
く
小
さ
い
。

れ
て
安
心
感
を
得
た
ら
、
ま
た
そ
の
人
を
基
地

に
し
て
、
元
気
よ
く
飛
び
出
し
て
い
く
。

ま
た
怖
く
な
っ
た
ら
避
難
所
に
戻
る
。
そ
し

て
、
元
気
に
な
っ
た
ら
基
地
か
ら
出
て
い
く
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
子
供
の
日
常
生
活
は
、
こ
の

輪
っ
か
の
上
を
ひ
た
す
ら
ぐ
る
ぐ
る
、
ぐ
る
ぐ

る
と
回
り
続
け
る
よ
う
な
も
の
だ
。
あ
る
意
味
、

す
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
を
図
に
し
て
い
る
に

す
ぎ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と
、
い
か
に

子
供
が
こ
の
輪
っ
か
を
ス
ム
ー
ズ
に
、
安
定
し

て
回
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
実
は
、
子

供
の
心
の
健
康
な
発
達
に
は
、
際
立
っ
て
重
要

な
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

逆
に
言
え
ば
、
子
供
が
こ
の
輪
っ
か
を
安
定

し
て
ス
ム
ー
ズ
に
回
る
た
め
に
は
、
大
人
が

ち
ゃ
ん
と
こ
の
避
難
所
と
基
地
の
２
つ
の
役
割
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
果
た
し
て
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
避
難
所
、
基
地
は
何
か
。
避
難
所
、
怖
い
、
不
安
、
崩
れ
た
感
情
に
寄
り
添
っ
て
、
共
感

的
に
受
け
止
め
て
あ
げ
る
。
そ
し
て
、「
怖
か
っ
た
ね
」
と
か
、「
寂
し
か
っ
た
」、
時
に
は
子
供
と

同
じ
表
情
に
な
り
な
が
ら
、
子
供
が
寂
し
そ
う
な
表
情
を
し
て
い
た
り
、
痛
そ
う
な
表
情
を
し
て
い

た
り
す
る
と
、
例
え
ば
、
保
育
者
の
先
生
も
、
ま
た
そ
の
表
情
を
見
た
瞬
間
、
同
じ
よ
う
な
顔
つ
き

に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
も
、
実
は
、
そ
れ
は
子
供
の
表
情
を
先
生
が
鏡
に
な
っ
て
映
し
出
し
て
あ
げ
て
い
る
の
と
一
緒
。

表
情
、
そ
し
て
、「
痛
か
っ
た
ね
」、「
寂
し
か
っ
た
ね
」、「
悔
し
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、

子
供
の
心
の
状
態
を
映
し
出
し
て
あ
げ
る
。
実
は
、
そ
れ
が
子
供
を
本
当
に
心
底
ち
ゃ
ん
と
慰
め
る

と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
子
供
の
感
情
を
し
っ
か
り
と
立
て
直
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

く
。
そ
こ
で
、
本
当
に
子
供
は
安
心
感
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
避
難
所
の
役
割
で
す
。

し
か
し
、
大
人
の
役
割
は
そ
こ
で
終
わ
り
で
は
な
く
て
、
も
う
一
つ
、
基
地
の
役
割
が
あ
る
。
避

難
所
に
戻
っ
て
、
も
う
大
丈
夫
と
い
う
安
心
感
を
得
た
子
供
、
安
心
感
を
得
て
、
元
気
に
な
っ
た
子

供
を
、
大
人
は
自
分
の
と
こ
ろ
に
と
ど
め
て
お
く
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
自
分
の
身
か
ら
離
し
て
、

そ
の
子
供
の
背
中
を
押
し
て
あ
げ
る
、
そ
し
て
、
ま
た
子
供
が
１
人
で
、
あ
る
い
は
仲
間
同
士
で
探

索
や
冒
険
に
向
か
っ
て
い
け
る
よ
う
に
応
援
し
て
あ
げ
る
。
そ
し
て
、
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
守
っ

て
あ
げ
る
。
こ
れ
が
基
地
の
役
割
で
す
。
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アタッチメントと『安心感の輪』

• 大人は子どもの「安全な避難所」/「安心の基地」

･･･→ 怖くて不安なものとの遭遇

→ ネガティヴな感情経験（恐れ・不安・欲求不満等）

→ 「安全な避難所」への近接（くっつき）

→ ネガティヴな感情の調節 / 安心感 / 情緒的燃料補給

→ 「安心の基地」からの探索・冒険・自発的遊び

→ また怖くて不安なものとの遭遇･･･

• 子どもの日常はこの繰り返し→『安心感の輪』

• この輪がいかに自然にかつ確実に機能し得るか

→子どもの健やかな心身の発達のカギ

• 子どもの成長＝徐々にこの輪を広げること

「一人でいられる力・時間」の拡張

• 「安全な避難所」 としての大人の役割

• 崩れた感情に寄り添い、共感的に受け止め、それを大人が
「鏡」になって、表情や言葉を通して映し出してあげる

→心の理解能力・共感性・思いやり・・・

• 崩れた感情を立て直し、安心感を回復させる

→自分や他者への基本的信頼

「自分には愛してもらえる価値がある」「他人は信じていい」

→自律性・心のたくましさ

「何かあったらあそこに行けばいい」という見通しに支えら

れた自発的な探索や冒険・新しいものへの挑戦

23
24

• 「安心の基地」としての大人の役割

• 安心感を得て、元気になった子どもを自分のところに留めてお
くのではなく、その背中を押して、また一人で探索や冒険に向
かって行けるように応援し、離れたところから見まもってあげる

→自発性や主体性・意欲や内発的動機づけ・自己効力感・・・

→自律的・自発的な発見・探索を通した「学び」
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す
ぐ
怖
く
な
っ
て
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
く
る
、
先
生
の
と
こ
ろ
に
戻
っ
て

く
る
、
そ
し
て
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
あ
る
い
は
先
生
の
膝
の
上
に
べ
っ
た
り
乗
っ
か
っ
て
い

る
時
間
が
す
ご
く
長
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
輪
っ
か
は
と
て
も
小
さ
い
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
子
供
が
２
歳
な
り
、
３
歳
に
な
り
、
４
歳
に
な
っ
て
、
５
歳
に
な
っ
て
、
小
学
生
、

中
学
生
、
高
校
生
、
大
人
、
ど
ん
ど
ん
輪
っ
か
が
広
が
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
子
供
、
人
間
の
成
長
・

発
達
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

輪
っ
か
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
１
人
で
い
ら
れ
る
時
間
を

ち
ゃ
ん
と
身
に
つ
け
て
、
ど
ん
ど
ん
１
人
で
い
ら
れ
る
時
間
が
拡
張
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。
こ
れ
が
人
間
の
成
長
で
す
。
輪
っ
か
が
広
が
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
輪
っ
か
が
広
が
っ
て
１
人
で
い
ら
れ
る
時
間
が
長
く
な
る
と
い
う
の
は
、
言
い
換
え
れ

ば
、
も
う
め
っ
た
に
物
理
的
な
意
味
で
は
、
避
難
所
、
基
地
に
戻
ら
な
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。

当
た
り
前
の
話
で
す
。
輪
っ
か
が
広
が
っ
て
、
１
人
で
い
ら
れ
る
時
間
が
長
い
と
い
う
の
は
、
言

い
換
え
れ
ば
、
も
う
避
難
所
、
基
地
に
身
を
寄
せ
る
必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。

も
う
め
っ
た
に
戻
ら
な
く
て
い
い
、
も
う
く
っ
つ
か
な
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
子
供
に

と
っ
て
避
難
所
、
基
地
は
要
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
。
消
え
て
な
く
な
っ
て
い
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
の
。
つ
い
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
話
は
逆
で
す
。
ど
ん
な
に
こ
の
輪
っ
か
が
広
が
っ
て
、
１
人
で
い
ら
れ
る
時
間
が
長
く

な
っ
て
も
、
避
難
所
、
基
地
は
決
し
て
消
え
て
は
い
け
な
い
も
の
。
む
し
ろ
、
こ
の
避
難
所
、
基
地

の
一
番
大
き
い
役
割
は
、
た
だ
、
変
わ
ら
ず
に
ず
っ
と
あ
り
続
け
る
こ
と
。
実
際
、
子
供
が
戻
っ
て

こ
よ
う
が
、
戻
っ
て
こ
ま
い
が
、
た
だ
、
避
難
所
、
基
地
は
変
わ
ら
ず
に
あ
り
続
け
る
、
そ
れ
が
一

番
大
切
な
こ
と
。

そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

は
ず
っ
と
こ
の
手
の
ひ
ら
の
部
分
に
く
っ
つ
い
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
考
え
方
で
は
な
く
て
、

実
は
、
い
ざ
と
な
っ
た
ら
い
つ
で
も
戻
っ
て
く
っ
つ
け
る
と
い
う
感
覚
を
子
供
が
持
て
る
よ
う
に
な

る
こ
と
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
輪
っ
か
が
広
が
る
、
１
人
で
い
ら
れ
る
時
間
が
長
く
な
る
。
で
も
、
そ

う
い
う
と
き
で
も
、自
分
に
何
か
あ
っ
た
と
き
に
は
、絶
対
戻
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
ん
。
何
か
あ
っ

た
と
き
に
は
、
絶
対
守
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
も
ん
。
何
か
あ
っ
た
と
き
に
、
絶
対
戻
れ
る
と
こ
ろ

と
し
て
の
避
難
所
が
、
ず
っ
と
変
わ
ら
ず
に
あ
り
続
け
る
。

そ
し
て
、
何
か
思
い
立
っ
た
と
き
に
は
、
絶
対
応
援
し
て
も
ら
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
ん
。
励
ま

し
て
も
ら
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
ん
。
そ
の
基
地
が
変
わ
ら
ず
に
あ
り
続
け
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、

子
供
は
年
齢
が
上
が
っ
て
も
、
何
か
あ
っ
た
と
き
に
は
、
あ
そ
こ
に
行
け
ば
絶
対
大
丈
夫
、
必
ず
戻

21

物理的に「くっついていること」そのものよりも
「いざとなったらいつでも戻ってくっつける」という感覚の重要性

[感情の調律・制御]

[探索の支持・促進]
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の
助
教
授
。
2
0
0
8
年
か
ら
は
准
教
授
。
2
0
1
3
年
か
ら
は
東
京
大
学
の
精
神
科
こ
こ
ろ
の
発

達
診
療
部
に
行
か
れ
ま
し
て
、
併
せ
て
順
天
堂
越
谷
病
院
精
神
科
児
童
思
春
期
部
門
も
併
任
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
2
0
1
5
年
か
ら
は
、
世
田
谷
に
あ
り
ま
す
、
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
こ
こ

ろ
の
診
療
部
思
春
期
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科
の
医
長
と
い
う
こ
と
で
御
就
任
に
な
り
、
2
0
1
7
年
か

ら
は
同
部
長
を
お
務
め
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

本
当
に
多
彩
な
活
動
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
て
、
例
え
ば
、
病
棟
で
の
子
供
療
養
支
援
士
と
い
う

資
格
を
日
本
の
中
に
立
ち
上
げ
ら
れ
て
、
そ
う
い
う
病
棟
内
の
お
子
さ
ん
た
ち
の
支
援
活
動
な
ど
の

教
育
な
ど
に
も
尽
力
さ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
御
活
躍
の
先
生
で
す
。

今
日
は
、
愛
着
に
課
題
が
あ
る
よ
う
な
お
子
さ
ん
に
関
す
る
ご
質
問
も
、
昨
年
、
数
多
く
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
田
中
先
生
に
小
児
科
医
の
立
場
、
児
童
精
神
の
立
場
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
ご
講
演
を

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
お
願
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
田
中
先
生
、
ご
講
演
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

れ
る
と
こ
ろ
を
ち
ゃ
ん
と
持
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
何
か
自
分
が
思
い
立
っ
た
と
き
に
は
、
そ

れ
を
ち
ゃ
ん
と
応
援
し
て
も
ら
え
る
と
こ
ろ
、

人
を
持
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
避
難
所
、
基
地
と

い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
避
難
所
、
基
地
が
、
ま
さ
に
し
っ
か
り

と
成
り
立
っ
て
い
る
状
況
で
、
子
供
は
こ
の

輪
っ
か
を
回
る
。
そ
し
て
、
輪
っ
か
を
徐
々
に

広
げ
て
い
け
る
、
ち
ゃ
ん
と
１
人
で
い
ら
れ
る
、

そ
し
て
、
自
律
性
と
い
う
も
の
を
獲
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
ん
だ
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
を
少
し
頭

の
ど
こ
か
に
置
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
な
と
願
う

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
お
話
し
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ア
タ
ッ
チ

メ
ン
ト
の
基
本
的
な
と
こ
ろ
を
、
本
日
、
お
話

し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
清
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
、
本
当
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
拍
手
）　

【
岡
】
遠
藤
先
生
、
す
ば
ら
し
い
ご
講
演
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
ご
質
問
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
い
た
だ
い
て
い
る
御
質
問
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
、
ま
た
後
で
ま
と
め
て
お
答
え
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
非
常
に
分
か
り
や
す
く
ご
説
明
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
２
番
目
の
演
者
を
御
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
日
、「
子
ど
も
と
愛
着
、
そ
の
支
援
を
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま
す
の
は
、

田
中
恭
子
先
生
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ご
略
歴
は
皆
さ
ん
の
お
手
元
の
資
料
の
と
こ
ろ
に
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
簡
単
に
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

田
中
先
生
は
、
私
と
同
じ
小
児
科
医
で
、
私
も
患
者
さ
ん
を
通
じ
て
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

1
9
9
6
年
に
順
天
堂
大
学
医
学
部
を
ご
卒
業
後
、
同
大
学
の
小
児
科
学
講
座
に
入
局
さ
れ
て
、

2
0
0
2
年
か
ら
は
英
国
の
ダ
ン
デ
ィ
ー
大
学
の
心
理
学
部
に
留
学
さ
れ
て
、
発
達
心
理
学
の
研
究

テ
ー
マ
で
御
研
究
も
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
2
0
0
4
年
か
ら
は
、
順
天
堂
大
学
医
学
部
の
小
児
科

Autonomy / Relatedness
(1人でいること) / (2人でいること)

• 「何かあった時には必ず２人になれる・２
人でいられる」という高度な見通し・確信
に支えられて「１人で自律的にいられる」

•何か特別なことを多くしてあげることより
も、養育者がただ変わらずに「避難所」
「基地」としてあり続けることの重要性
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子
ど
も
と
愛
着
、
そ
の
支
援
を
考
え
る

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
　
こ
こ
ろ
の
診
療
部
　
児
童
・
思
春
期
リ
エ
ゾ
ン
診
療
科
診
療
部
長

�

田
中　

恭
子

今
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
こ
こ
ろ
の
診
療
部
児
童
・
思
春

期
リ
エ
ゾ
ン
診
療
科
か
ら
参
り
ま
し
た
、
田
中
恭
子
と
申
し
ま
す
。

私
は
小
児
科
医
で
す
。
一
応
、
専
門
と
い
う
か
、
日
々
の
診
療
で
は
、
病
気
を
お
持
ち
の
お
子
さ

ん
の
発
達
や
、
あ
と
は
ご
家
族
の
課
題
を
一
緒

に
解
決
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ね
と
い
う
ふ
う
に
関

わ
り
を
持
た
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
あ
と
、
先

生
方
の
幼
稚
園
や
保
育
園
に
も
、
多
分
、
ご
病

気
を
お
持
ち
の
方
た
ち
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思

う
ん
で
す
。
子
供
が
病
気
を
持
つ
と
い
う
こ
と

は
、
実
は
、
メ
デ
ィ
カ
ル
ト
ラ
ウ
マ
と
い
っ
て
、

子
供
た
ち
の
ト
ラ
ウ
マ
、
も
し
く
は
ご
家
族
の

ト
ラ
ウ
マ
に
つ
な
が
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
最

近
は
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

で
す
の
で
、
日
々
の
臨
床
と
し
ま
し
て
は
、

お
子
さ
ん
が
病
気
を
お
持
ち
の
御
家
族
や
、
病

気
を
持
っ
て
い
る
お
子
さ
ん
に
、
後
で
申
し
上

げ
る
よ
う
な
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
も
の
を
使
い
な
が
ら
、
お

話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
な
立
場

で
す
。今
日
は
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

先
ほ
ど
遠
藤
先
生
の
す
ば
ら
し
い
お
話
を
聞

い
て
い
て
、
遠
藤
先
生
に
は
本
当
に
い
ろ
い
ろ

な
面
で
御
指
導
い
た
だ
い
て
い
て
、
た
く
さ
ん

の
著
書
も
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
私
の

タ
イ
ト
ル
を
ご
覧
の
と
お
り
、
間
違
え
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
。「
子
ど
も
の
愛
着
」
と
書
い

て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。

私
が
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
、
小
児
科
医
で
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
臨
床
を
さ
れ
て
い
た
奥
山
眞
紀

子
と
い
う
先
生
が
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、奥
山
先
生
か
ら
も
、今
は
「
愛
着
」
と
使
わ
な
い
で
「
ア

タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
と
使
う
ん
だ
よ
な
ん
て
指
導
を
さ
れ
な
が
ら
、
つ
い
つ
い
「
子
ど
も
の
愛
着
」
と

書
い
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
を
借
り
て
、「
子
ど
も
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
、
そ
の

支
援
を
考
え
る
」
と
い
う
形
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
あ
る
時
期
、
児
童
相
談
所
で
非
常
勤
で
働
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
虐
待
を
し
た
か
も
し

れ
な
い
親
御
さ
ん
と
会
話
を
す
る
中
で
、
お
母
さ
ん
が
言
う
ん
で
す
。「
私
は
愛
さ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
愛
し
方
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
愛
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
の
方
を
責
め
る
わ
け
に
い
か
な
く
て
、
詳
し
い
こ
と
を
伺
う

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
親
御
さ
ん
の
生
い
立
ち
の
中
に
、
愛
さ
れ
た
経
験

だ
と
か
、
先
ほ
ど
遠
藤
先
生
が
ず
っ
と
お
話
し
し
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
安
心
で
安
全
の
基
地
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
の
体
験
が
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
乏
し
か
っ
た
、
そ
う
い
っ
た
お
母
さ
ん
だ
っ
た

の
か
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

だ
か
ら
、
や
は
り
「
愛
着
」
と
使
う
こ
と
は
、
人
を
愛
し
な
さ
い
と
強
制
的
に
考
え
て
し
ま
っ
て

い
る
、
自
分
の
価
値
を
他
者
に
強
制
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
今
、
こ
こ
で
「
ア
タ
ッ
チ
メ

ン
ト
」
と
換
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
お
話
を
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
１
）
小
児
虐
待
に
関
す
る
最
新
の
研
究
論
文
よ
り

最
初
の
「
小
児
虐
待
に
関
す
る
最
新
の
研
究
論
文
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
少
し
読
み
づ
ら
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
の
資
料
に
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
は
飛
ば
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
岡
先
生
の
こ
の
２
年
半
ぐ
ら
い
の
コ
ロ
ナ
の
経
過
を
グ
ラ
フ
で
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

本
当
に
こ
の
２
年
、
３
年
近
く
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
ね
。
日
々
、
お
子
さ
ん
た
ち
と
接
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
先
生
方
は
、
本
当
に
子
供
た
ち
の
安
心
・
安
全
を
考
え
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
保
育

の
環
境
を
整
え
る
べ
き
な
の
か
、
親
御
さ
ん
に
対
す
る
言
葉
か
け
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
な
ど
、

実
践
の
中
で
工
夫
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
も
、
自
分
の
子
供
が
思
春
期
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
自
分
の
子
供
が
す
ご
く
保
育
園
で
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
発
達
の
勉
強
を
し
て
き
た
立
場
と
し
て
は
、
そ
の
保
育
の
現
場

と
い
う
も
の
が
物
す
ご
く
大
事
だ
と
、
日
々
感
じ
て
い
ま
す
。

少
し
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
後
の
ス
ラ
イ
ド
も
結
構
あ
る
の
で
、
話
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
８
月
に
自
分
が
コ
ロ
ナ
に
か
か
っ
た
と
き
に
、
す
ご
く
職
場
が

本日の内容

・小児虐待に関する最新の研究論文より

・子どものＡＣＥ体験とトラウマ症状

・ACE体験の予防と介入

関係性の支援という新たな視点

アタッチメントの支援

トラウマインフォームドケア

ポジティブペアレンティング
2
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最
近
、
重
要
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
４
・
５
に
、
ざ
っ
と
「
小
児
科
医

の
役
割
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

今
日
は
、
こ
の
会
で
の
趣
旨
と
異
な
り
ま
す
の

で
、
ま
た
、
も
し
お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
読
み
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
ス
ラ
イ
ド
６
で
す
が
、
こ
の
「
孤

独
感
」
と
い
う
の
が
、
虐
待
を
受
け
た
人
の
持

つ
情
緒
的
な
問
題
と
し
て
共
通
し
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
既
に
こ
の
辺
り
は
、

な
ぜ
孤
独
感
を
持
つ
か
と
い
う
推
測
と
し
て
、

先
ほ
ど
の
遠
藤
先
生
の
お
話
の
中
に
た
く
さ
ん

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

人
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
か
、
一
貫

し
た
「
自
己
感
」
と
い
う
も
の
が
失
わ
れ
て
き

た
環
境
の
中
で
、
孤
独
と
い
う
も
の
が
関
係
し

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
ト
ラ
ウ
マ
と
い
う
も
の
が
、
い

わ
ゆ
る
神
経
基
盤
と
い
う
か
、
脳
内
の
中
で
ど

の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
の
か
な
ど
、
そ
う
い
う

研
究
も
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。
お
時
間
が
あ
る

と
き
に
お
読
み
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
７
）

ス
ラ
イ
ド
８
は
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―
19
下
に
お
け

る
虐
待
と
の
関
連
の
文
献
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、

や
は
り
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
日
本
は

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
全
国

一
斉
休
校
と
い
う
も
の
が
、
2
0
2
0
年
３
月

何
日
か
の
金
曜
日
の
夕
方
、
突
然
、「
全
国
一

斉
休
校
で
す
」
と
言
わ
れ
て
、
結
構
子
供
を
持

つ
親
御
さ
ん
や
、
学
校
も
す
ご
く
戸
惑
っ
た
と

思
う
ん
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
う
中
で
、
学
校
や
幼
稚
園
な
ど
、
安

忙
し
い
と
き
に
休
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
な
が
ら
、
で
も
、
や

は
り
臨
床
に
戻
っ
た
と
き
に
、
も
し
か
し
た
ら

増
え
る
か
も
し
れ
な
い
、
増
え
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
虐
待
に
対
し
て
、
私
は
ち
ゃ
ん
と
最
新

の
知
見
を
持
っ
て
接
し
た
い
と
思
っ
て
、
ひ
た

す
ら
文
献
を
読
ん
だ
と
い
う
の
が
こ
の
８
月

だ
っ
た
ん
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
３
）

例
え
ば
、
小
児
の
救
急
外
来
で
、
性
的
虐
待

が
、
家
庭
に
引
き
籠
も
る
こ
と
の
多
か
っ
た
こ

の
期
間
に
増
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う

い
っ
た
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
て
、
国
際
的
に

も
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
言
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
岡
先
生
率
い
る
小
児
科
学
会
が
あ
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
小
児
科
医
が
虐
待
の
予

防
と
早
期
発
見
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
国
際
的
に
も
言
わ

れ
て
き
て
い
ま
す
。

特
に
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
病
気
を

持
っ
て
い
る
お
子
さ
ん
、
特
に
経
済
的
な
負
担

や
、
医
療
的
な
ケ
ア
を
お
う
ち
の
中
で
さ
れ
て

い
る
親
御
さ
ん
は
、
育
児
や
養
育
以
外
に
た
く

さ
ん
の
こ
と
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
す

よ
ね
。
そ
れ
は
相
当
大
変
だ
と
思
う
ん
で
す
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
で
の
親
御
さ
ん
自
身
の
持

つ
ス
ト
レ
ス
や
、
あ
と
、
病
気
に
よ
っ
て
は
、

お
子
さ
ん
に
行
動
上
の
問
題
や
、
発
達
の
問
題

が
出
て
く
る
お
子
さ
ん
た
ち
も
お
ら
れ
ま
す
ね
。

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
子
を
ど
う
育
て

た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
お
悩
み
な
ど
が

あ
っ
て
、小
児
科
医
と
い
う
も
の
は
、こ
う
い
っ

た
も
の
も
認
識
し
な
が
ら
、
親
御
さ
ん
の
ケ
ア

も
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

①小児救急外来を受診した児童性的虐待事例の検討

本研究では、小児三次救急外来を受診した性的虐待で来院した0～16歳の子ど
もたち790名をレトロスペクティブに検討した。被害者は主に少女（747名，
94.8％）であり，加害者は主に男性（763名，96.6％）であった。虐待は315人
（39.9％）の被害者が13歳以前に初めて発生した。13歳以上の少女と比較して、
13歳未満の少女は、家族からの虐待（47.7％対8.0％、P＜0.001）および自分の
家での虐待（55.7％対21.0％、P＜0.001）をより頻繁に受けていた。すべての子
どもにおいて，親の離婚と家庭内に実親の一方または両方がいないことが多く，
287/783人（36.7%）が離婚した親を持ち，実親の両方と同居しているのは
374/784人（47.8%）にすぎなかった。本調査結果は、ハイリスクな子どもの特定
と保護に役立つと思われる。また、ほとんどの子どもが複数回発症していることから、
潜在的にリスクの高い子どもをより注意深く監視し保護する必要性が示唆された。

１）小児医療と虐待

3

小児科医は積極的に障害のある児におけるmaltreatmentの可能性を認識、評価し、予防に努めなけれ
ばならない
【予防】家族のニーズを認識し、encourageし、養育者の身体的・社会的・精神的ニーズに応えること

自助会・レスパイトケア・在宅医療などの資源、Positive parenting、Medical home
【教育】子供にかかわるあらゆる職種への教育の支援、児とのかかわり方において重要なロールモデル

となり得ること、周りの医療従事者の虐待への認識を高めること
【Advocacy】プライマリーケアに携わり、患者や家族のadvocateという役割、個々に機能する、様々

な政府や非政府団体との関係におけるadvocacy、Public policyへのadvocacy。
１．すべてのこどものmaltreatmentの兆候や症状を認識し保護機関への報告義務を理解する

２．外来受診の度に家族のwellbeingを評価する

３．障害を有する児を持つ家族が発達段階に応じた一般的な課題への対応方法について、具体的
な提案ができるようにしておく。

４．支援するために必要なサービス、利用可能な地域のリソースや機関を紹介する。

５．健康診断の際に適切なしつけ：positive parentingの指導を行う。また障害を有する児の養育
skillに詳しい専門家を紹介することを検討する。

６．障害を有する児の教育的な治療計画に積極的に関与し、チームでの包括的支援に関わる

７．At- risk child、障害を有する児やその家族を支援するため

のシステム改善を地域レベルでadvocateする

②児童虐待とネグレクト：プライマリーケア小児科医の役割-２

5

②児童虐待とネグレクト：プライマリーケア小児科医の役割

小児科医は、虐待の予防と早期発見において重要な役割を担っている。一次予防は、小児科医がすべての
家族に対して行う予見的指導と支援の一部であるべきである。障害を有する児におけるmaltreatmentの
発生率と有病率の最新データは、障害の定義の違いやmaltreatmentの分類が統一されていないことや虐
待やネグレクトの発生率は過小評価される懸念がある。一般的に、虐待とネグレクトの原因は障害を有する
児でそのリスクを増しうる。以下がその要因である。

•経済的な負担
•親の休息が取れないこと
•母親の物質使用障害
•児の行動上の問題（攻撃性、不従順、コミュニケーションの問題）
•親の不適切な期待、障害を有する児が直面する困難さへの理解の欠如
•複数のcaregiverの存在
•児の障害そのもの（知的な制約、コミュニケーション能力、痛みの捉え方）

4

①子どもの虐待と生涯を通じた孤独の関連性。
系統的レビューとマルチレベル・メタアナリシス

児童虐待が孤独と正の相関があるという証拠はあるが、この相関の強さはまだ明らかではない。このメタ分析
では、虐待歴のある人とない人の間で孤独感に違いがあるかどうか、また、どのような要因が児童虐待と孤
独感の関連に影響を及ぼす可能性があるかを検討する。116の効果量を報告した52の研究（N =
1,705,493; Mage = 30.93; 49.6% 女性）を対象に3レベルのメタアナリシスが実施された。結果は、中
程度の全体的な効果（g = 0.45, p < 0.001, 95% CI [0.36, 0.53]）を示し、虐待歴のある人は、平均
して、虐待歴のない人よりも孤独を感じることが示された。モデレータ分析により、効果量は、他のタイプの児
童虐待と比較して、心理的虐待およびネグレクトの方が大きく、孤独感評価時の参加者の年齢が高いと減少
することが示された。これらの結果は、虐待歴のある人、特に心理的虐待や感情的ネグレクトを受けた人は、
生涯を通じて孤独を経験しやすいことを示唆している。また、孤独感は、虐待歴のある人のための予防・介入
プログラムにおいて注意を払うべきものであることが示唆された。

２） 虐待児の臨床所見

6
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う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
な
ど
、

そ
う
し
た
部
分
で
子
供
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
取
っ
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
非
常
に
コ
ロ

ナ
禍
で
は
重
要
視
さ
れ
た
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。（
ス
ラ
イ
ド
９
）

そ
れ
か
ら
、『
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
』
と
い
う
す

ご
く
エ
ビ
デ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
高
い
論
文
に
書
か

れ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
コ
ロ
ナ
が
子
供

の
発
達
に
及
ぼ
す
影
響
と
い
う
の
は
、
決
し
て

軽
視
で
き
な
い
ん
で
す
が
、
た
だ
、
科
学
者
た

ち
は
、
意
味
の
あ
る
解
釈
を
す
る
に
は
時
期
早

尚
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
10
）

な
ぜ
な
ら
ば
、
子
供
た
ち
の
脳
は
、
非
常
に

過
疎
的
で
す
。
そ
こ
に
入
り
込
ん
で
、
彼
ら
の

軌
道
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、

私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
様
々
な

研
究
か
ら
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
言
う
と
、
他
の
人
が

ど
う
感
じ
て
い
る
か
、
読
み
解
く
た
め
の
手
が

か
り
と
し
て
、
声
の
ト
ー
ン
や
、
体
の
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
を
使
っ
た
表
現
、い
わ
ゆ
る
文
脈
と
い
っ

た
も
の
、
今
ま
で
皆
様
が
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
、

こ
れ
か
ら
も
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
大

事
な
の
だ
と
、
エ
ビ
デ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
高
い
論

文
に
こ
う
や
っ
て
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。

あ
と
は
、
安
全
な
環
境
で
他
の
人
と
遊
ぶ
機

会
を
与
え
る
こ
と
だ
っ
た
り
、
家
族
・
子
供
を

支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
政
策
も
も
ち
ろ

ん
必
要
で
す
し
、
私
た
ち
は
子
供
た
ち
に
良
い

と
思
う
刺
激
を
与
え
な
が
ら
、
一
緒
に
遊
び
、

本
を
読
み
聞
か
せ
て
、
こ
れ
ま
で
も
、
今
も
、

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
、
変
わ
ら
な
い
愛
情
を

注
い
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
家
族
が
、
そ

全
基
地
で
あ
っ
た
子
供
さ
ん
た
ち
は
な
お
さ
ら

の
こ
と
、
家
庭
内
に
引
き
籠
も
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
状
況
の
中
で
、
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
虐

待
的
な
養
育
を
体
験
し
た
子
供
た
ち
が
多
か
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
親
御
さ
ん
か
ら
し
て
も
理
屈
は
あ
っ

て
、
や
は
り
親
が
し
つ
け
を
行
う
必
要
性
が
た

く
さ
ん
増
し
て
し
ま
っ
た
。
親
御
さ
ん
の
も
と

も
と
持
っ
て
い
る
お
力
や
リ
ソ
ー
ス
な
ど
で
不

均
衡
が
生
じ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た

こ
と
で
、
多
分
、
コ
ロ
ナ
禍
で
、
子
供
た
ち
の

健
康
度
と
い
う
も
の
に
結
構
格
差
が
出
た
可
能

性
が
あ
っ
て
、
も
と
も
と
リ
ソ
ー
ス
が
あ
っ
て
、

家
族
内
が
安
全
の
基
盤
で
あ
っ
た
子
供
た
ち
は
、

こ
の
コ
ロ
ナ
と
い
う
も
の
を
よ
り
よ
い
ス
ト
レ

ス
と
し
て
抱
え
な
が
ら
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
に
つ

な
げ
る
こ
と
が
で
き
た
子
た
ち
も
た
く
さ
ん
い

る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
も
と
も
と
何
ら

か
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
し
て
い
る
お
子
さ
ん
や
、

家
庭
の
基
盤
が
な
か
な
か
弱
い
養
育
環
境
の
あ

る
お
子
さ
ん
な
ど
は
、
や
は
り
精
神
的
な
Ｑ
Ｏ

Ｌ
を
、
こ
れ
か
ら
も
何
ら
か
の
形
で
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を

出
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が

言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

先
ほ
ど
岡
先
生
が
細
か
い
マ
ス
ク
の
デ
ー
タ

を
エ
ビ
デ
ン
ス
の
高
い
ジ
ャ
ー
ナ
ル
か
ら
引
用

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
強
調

す
る
こ
と
は
な
い
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
私
た
ち
の
す
べ
き
こ
と
と
し
て
は
、
マ
ス

ク
で
か
ぶ
さ
れ
て
い
て
も
、
抑
揚
の
あ
る
声
の

ト
ー
ン
や
、
非
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
私
も
結
構
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
や
っ
て
し
ま

• コロナが子どもの発達に及ぼす影響は決して軽視できません。
• しかしながら科学者たちは、意味のある解釈をするには時期尚早であると述べています。なぜならば子
どもたちの脳は非常に可塑的です。そこに入り込んで、彼らの軌道を変えることができることを私たちは
知っています。とくに子どもたちは、他人がどのような感情を抱いているかを、 他の人がどう感じている
かを読み解くための手がかりとして、声色、身体表現、文脈などがあります。その機能を維持させ増幅す
る工夫をすることができます。

• 親は、定期的に子どもと遊んだり、話したりすることで、前進することができます。
• 安全な環境で他の人と遊ぶ機会を与えること、家族および子どもを支援することを目的とした政策も重
要であることが指摘されつつあります。

• しかし、現在苦境に立たされている子どもは通常よりも多いかもしれないということを私たちは知る必要
があります。しかしそれだけで立ち止まらずに、子どもたちには発達するという大きなベクトルをもち回復
力をもつという子どもの強みを強調し子どもの成育環境に働きかける具体的な行動が求められるで
しょう。

• 私たちは、子どもたちに良いと思う刺激を与え、一緒に遊び、本を読み聞かせ、これまでも今も、そしてこ
れからも変わらない愛情を注ぐことが必要です。家族が、地域が、そして社会が、その役割を果たすこと
が必要です。

②コロナ禍の子どもと発達への影響-2
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②トラウマに関連した脳内ネットワークの変化

トラウマによる解離体験の病因は十分に解明されていない。本研究では脳を用いた解離重

症度測定の頑健性と感度を検証している。小児期の虐待歴があり、現在心的外傷後ストレス

障害（PTSD）を抱えている女性65名の機能的MRIスキャンに固有ネットワーク結合解析を

適用した。解離症状が重いほど、前頭葉制御ネットワークとデフォルトモードネットワークの

様々な領域が同時に活動する可能性が高いことが示唆された。この結果は、解離症状が強

い人ほど、内的志向の目標指向性認知が優位であることを示唆している可能性がある。今後、

個人の縦断的な追跡調査により、複雑な解離性障害の影響を受ける神経系が治療にどのよ

うに反応するかを観察し、新しい治療標的を明らかにするとともに、臨床的な交絡因子の可能

性を探る必要がある。

7

①パンデミックによる学校・保育所閉鎖時の児童虐待について

オランダで初めて行われたCOVID-19に関連した学校や保育施設のロックダウン中の児童虐待の有
病率は1,000人の子どもあたり14人と推定された．ロックダウンのない期間に比べ、ロックダウン中は心理
的ネグレクトの有病率が3倍高いことが明らかになった。この有意な差は、心理的ネグレクト全体と、教育ネ
グレクトと家庭内暴力の目撃という2つの主要なサブタイプに反映されていた。他のタイプの児童虐待につ
いては、有意差は認められなかった。ロックダウン中に心理的なネグレクトが特に増加した理由として、親が
自身の仕事を続けながら子どものしつけを行う必要性があり親の能力・リソースとの間で生じた不均衡が
原因であると考えられる。また家庭内暴力を目撃した子どもの数の増加は、家族が一緒に過ごさなければ
ならなくなったことと、ストレスの増加で説明できる。
また、イタリア、イギリス、アメリカの家庭を対象にしたアンケート調査でも家庭内口論が多くなることが示さ
れている。ロックダウン中のマルトリートメントも同様であった。そのリスクは低学歴の親を持つ家庭では、虐
待のリスクは 10 倍になった。

３）Covid-19による影響

8

②コロナ禍の子どもと発達への影響

• パンデミック時に生まれた赤ちゃんは、パンデミック前に生まれた赤ちゃんに比べて、平均して運動
能力、手先の器用さ、コミュニケーション能力で劣っていたという報告

• コロナウィルスの蔓延を抑えるのに重要な役割を果たしたロックダウンは、多くの若い家族が孤立し、
遊びの時間や社会的な交流が奪われている

• ストレスで手薄になった介護者の多くは、乳幼児が必要とする1対1の時間も確保できていない。
• 初期のデータでは、マスクの使用が子どもたちの情緒的発達に悪影響を与えることはないとされて
いないが、出生前のストレスは、脳の接続性に何らかの変化をもたらすかもしれない。

• 低所得家庭の赤ちゃん、男児は女児よりも 影響が大きい
• マスクは、感情や言葉を表現するのに重要な顔の部分を隠してしまうため、子供の感情や言葉の発
達にも影響を与えているのではないか。
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先
生
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
今
こ
そ
御
自
身
の
セ
ル
フ
ケ
ア
も
大
事

に
さ
れ
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
し
、

先
生
方
が
セ
ル
フ
ケ
ア
を
な
さ
っ
て
い
る
そ
の

姿
を
見
な
が
ら
、
き
っ
と
子
供
た
ち
も
セ
ル
フ

ケ
ア
を
覚
え
て
い
く
、
私
は
そ
ん
な
気
が
し
て

お
り
ま
す
。

あ
と
、「
Ｃ
ｏ
ｐ
ｅ
」
と
い
っ
て
、
自
己
肯

定
感
。「
Ｃ
ｈ
ｏ
ｉ
ｃ
ｅ
」
と
い
っ
て
、
私
た

ち
が
結
論
を
言
う
の
で
は
な
く
て
、
子
供
た
ち

に
選
択
肢
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
も
大

事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
後
ほ
ど
お
話
し
す
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
ト
ラ
ウ
マ
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、

エ
ビ
デ
ン
ス
を
持
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
が
大
事
で
す
よ
と
言
わ
れ
て
い
た
り
、

ざ
っ
と
こ
ん
な
論
文
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、

ま
と
め
て
い
ま
す
の
で
、
も
し
お
時
間
が
あ
っ

た
ら
、ぜ
ひ
お
読
み
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。（
ス

ラ
イ
ド
13
・
14
）

（
２
）�

子
ど
も
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
体
験
と

ト
ラ
ウ
マ
症
状

こ
こ
か
ら
が
今
日
の
メ
イ
ン
な
と
こ
ろ
に

な
っ
て
き
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
16
）

Ａ
Ｃ
Ｅ
研
究
と
い
う
も
の
は
、
多
分
、
皆
さ

ん
も
御
存
じ
の
と
お
り
、
子
供
時
代
の
逆
境
的

体
験
が
ど
の
よ
う
に
身
体
、
心
、
社
会
的
な
機

能
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
っ
た
研
究
が
、
物

す
ご
く
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。現
時
点
で
は
、

こ
う
い
っ
た
ト
ラ
ウ
マ
体
験
が
多
け
れ
ば
多
い

ほ
ど
、
脳
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
、
ス
ト
レ
ス
ホ
ル
モ

し
て
、
地
域
が
、
社
会
全
体
が
、
そ
の
役
割
を

果
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
と
書
か
れ
て
い
ま
し

た
。ポ

ジ
テ
ィ
ブ
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
こ
と
を

後
で
お
話
し
す
る
の
と
、
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
ケ
ア
に
つ
い
て
も
後
ほ
ど
お
話

し
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ス
ラ
イ
ド
12
の
、

こ
の
４
つ
の
Ｃ
と
い
う
の
が
結
構
大
事
で
、「
Ｃ

ａ
ｌ
ｍ
」。
患
者
さ
ん
、
目
の
前
の
お
子
さ
ん

を
ケ
ア
す
る
と
き
の
自
分
自
身
に
も
ぜ
ひ
目
を

向
け
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
ね
。
自
分
自
身

が
、
つ
い
つ
い
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
お
子
さ

ん
に
対
し
て
、
私
た
ち
も
情
緒
を
持
つ
人
間
で

す
か
ら
、
い
ら
立
ち
が
あ
っ
た
り
、
何
で
う
ま

く
行
か
な
い
ん
だ
ろ
う
な
ど
、
や
は
り
感
情
的

に
な
る
こ
と
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

で
も
、
そ
ん
な
と
き
に
、
あ
っ
、
何
か
自
分

は
い
ら
い
ら
し
て
い
る
な
と
か
、
何
か
自
分
は

焦
っ
て
い
る
な
と
思
っ
た
ら
、
少
し
そ
の
場
を

離
れ
て
、
子
供
た
ち
に
「
今
、
先
生
、
ち
ょ
っ

と
離
れ
て
く
る
か
ら
ね
」
と
言
い
な
が
ら
、
深

呼
吸
を
さ
れ
た
り
、
自
分
が
心
地
よ
く
な
る
よ

う
な
瞑
想
法
と
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か

景
色
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
温
か
い
お
茶
を
飲

ん
で
い
た
だ
き
な
が
ら
、
少
し
気
持
ち
を
落
ち

着
か
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
や
り
な
が
ら
、

子
供
た
ち
と
関
わ
っ
て
い
く
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
が
「
Ｃ
ａ
ｌ
ｍ
」
で
す
ね
。

「
Ｃ
ａ
ｒ
ｅ
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
同
じ

で
す
。
セ
ル
フ
ケ
ア
。
先
生
方
の
セ
ル
フ
ケ
ア

は
い
か
が
で
す
か
。
結
構
子
供
た
ち
の
こ
と
を

第
一
優
先
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
な
か
な

か
御
自
身
の
セ
ル
フ
ケ
ア
ま
で
手
が
回
ら
な
い

② トラウマ・インフォームド・ケア
ほとんどの子どもは幼少期に何らかのトラウマを経験し、これらの体験は、分子、細胞、臓器レベルで影響を及ぼし、
生涯を通じて身体的、感情的、発達的、行動的健康に影響を及ぼす。トラウマ・インフォームド・ケアはこのような科
学的知見を小児科医療とアウトカムに反映させ、改善するものである。トラウマに実際に対処し、回復力を促進す
るために、小児科医は、親と子ども、2世代に渡るアプローチが可能である。愛着関係を評価し、その愛着を利用し
て、養育者の役割である調節力とレジリエンスを促進する介護者の役割を促すことができる。TICの提供は、小児
科の一般的な診療行為によって達成されるものであり、以下の4つのC-トラウマに配慮したケアにおけるスキルを
強調している。

・Calm：患者をケアする際の自身に目を向け。呼吸を整え、自分自身を落ち着かせることができる

・Care：患者と自分自身のために、良いセルフケアと思いやりを強調する

・Cope：患者と自分自身のために、強さ、回復力、希望を築くための対処法を強調する

・Choice: 自律性の支援と自己決定権の尊重。

小児科医が子どもがトラウマを抱えていることを認識、再トラウマ化を防ぐための戦略を最適化する
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●心的外傷後ストレス障害持つほとんどの子どもや青年に対してはトラウマに焦点を当てた心理療法による第一選択
治療を推奨する

●トラウマに焦点を当てた心理療法の禁忌は、即時安定化を必要とする急性臨床状態（例：急性自殺傾向、精神病、
躁病、薬物中毒；認知ベースの療法では、重度の発達障害や認知障害などである。

●PTSDやPTSDの症状を持つ患者に対して以下トラウマに焦点を当てた心理療法を推奨
①PTSDまたはPTSDの症状を持つ7歳以上の子どもには焦点型認知行動療法（TF-CBT）を推奨
②訓練を受けたセラピストの不足やリソースの制約により、治療を受けられない場合は、グループTF-CBTや

Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schoolを代替手段として用いることが可能である。
③3歳から6歳の子供 - PTSDやPTSDの症状を持つ3歳から6歳の子供には、CPPを推奨。
④3歳以下の子ども - CPPの、愛着ベースの治療がより有益である

●著しいPTSD症状が続くPTSDの子どもたち（あるいはトラウマに焦点を当てた療法が適応とならなかった子どもた
ち）に対しては、グアンファシンまたはクロニジンによる治療

●著しい睡眠障害があるPTSDの子ども（またはトラウマに焦点を当てた治療が適応とならない子ども）には、プラゾ
シンによる治療

③小児および青年期の心的外傷後ストレス障害に対するアプローチ

13

小児逆境体験（ACE）研究

Adverse Childhood Experiences ：子ども時代の逆境的体験
（虐待、家族の機能不全、その他のトラウマ体験）

子どもの発達への影響

• 生物学的影響： 脳へのダメージ、ストレスホルモンの調節不全など
•心理社会的影響： 愛着、社会的スキル・自己効力感の低下など

身体健康を害する行動： 喫煙、肥満、物質乱用、性的逸脱行動など
•長期的影響の指摘
- 疾患や障害 - 社会適応上の問題

https://www.rwjf.org/en/library/infographics/the-truth-about-aces.html#/download 16
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た
ち
も
多
い
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
18
）

そ
れ
か
ら
、
大
人
に
な
る
と
薬
物
依
存
や
発

達
障
害
と
言
わ
れ
て
い
る
方
の
中
に
は
、
か
な

り
ト
ラ
ウ
マ
体
験
が
あ
る
方
や
、
ト
ラ
ウ
マ
に

よ
る
幻
覚
が
出
て
く
る
と
、
幻
覚
と
い
う
視
点

だ
け
で
見
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
統
合
失
調
症
と

診
断
が
つ
か
れ
た
り
、
あ
と
は
、
全
般
性
不
安

障
害
や
鬱
と
診
断
が
つ
か
れ
た
り
、
様
々
な
病

名
が
つ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
っ
た
と
き
に
、
必
ず
ト
ラ
ウ
マ
の
視

点
も
入
れ
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
が
、
今
の
精
神

学
の
中
で
は
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ

る
病
名
だ
け
で
語
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
方

の
成
育
歴
の
中
に
ト
ラ
ウ
マ
体
験
が
な
か
っ
た

か
ど
う
か
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
見
て
い
く
と

い
う
の
が
、
今
、
重
要
視
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
心
理
的
な
側
面
か
ら
行
く
と
、

逆
境
体
験
が
あ
る
と
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
問

題
、
そ
れ
か
ら
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
、
こ
の
２
つ

の
課
題
が
出
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
ス

ラ
イ
ド
17
）

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
問
題
が
あ
る
と
、
易
ト

ラ
ウ
マ
性
と
い
う
特
徴
が
出
て
き
て
、
あ
る
出

来
事
、
普
通
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
お

子
さ
ん
に
と
っ
た
ら
何
げ
な
い
体
験
が
、
そ
の

子
に
と
っ
た
ら
物
す
ご
い
ト
ラ
ウ
マ
体
験
に
な
っ

て
、
心
が
傷
つ
い
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
コ
ロ
ナ

も
そ
う
で
す
ね
。
も
し
か
し
た
ら
、
普
通
の
大

多
数
の
お
子
さ
ん
た
ち
は
耐
え
ら
れ
る
ス
ト
レ

ス
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
ト
ラ
ウ
マ
体
験
が
あ
る
、

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
脆
弱
性
が
あ
る
お
子
さ
ん

に
と
っ
た
ら
、
物
す
ご
い
ト
ラ
ウ
マ
体
験
に
な
る

わ
け
で
す
ね
。

ン
の
調
節
不
全
が
起
き
て
き
た
り
、
社
会
的
に

も
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
形
成
に
影
響
が
出
た
り
、

社
会
的
な
ス
キ
ル
、
自
己
肯
定
感
の
低
下
な
ど
、

様
々
な
身
体
、
心
、
社
会
と
い
っ
た
も
の
に
影

響
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
き
て
、し
か
も
、

Ａ
Ｃ
Ｅ
体
験
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
糖
尿
病

が
多
か
っ
た
り
、
心
筋
梗
塞
が
多
か
っ
た
り
、

死
が
早
い
と
い
う
か
、
寿
命
率
の
低
下
に
つ
な

が
る
と
い
う
、
か
な
り
す
ご
い
論
文
が
出
さ
れ

て
い
る
の
が
、
こ
の
Ａ
Ｃ
Ｅ
研
究
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
Ａ
Ｃ
Ｅ
研
究
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ

る
Ｔ
ｏ
ｘ
ｉ
ｃ　

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
と
い
う
も
の

が
、
今
、
話
題
に
な
っ
て
い
て
、
先
ほ
ど
申
し

上
げ
た
よ
う
に
、
程
よ
い
ス
ト
レ
ス
は
、
私
た

ち
の
心
の
成
長
に
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
の
Ｔ
ｏ
ｘ
ｉ
ｃ　

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
と
い
う

の
は
、
社
会
的
、
情
緒
的
な
緩
衝
材
が
な
く
、
い
わ
ゆ
る
子
供
に
と
っ
て
の
安
心
で
安
全
な
環
境
が

な
い
ま
ま
、
長
期
に
わ
た
る
逆
境
や
、
苦
し
い
逆
境
が
あ
っ
た
と
き
に
、
分
子
細
胞
を
高
度
レ
ベ
ル

で
起
こ
す
様
々
な
生
物
的
な
変
化
を
指
す
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
17
）

い
わ
ゆ
る
逆
境
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
変
化
が
適
用
的
、
か
つ
健
康
増
進
的
と
み
な
さ
れ
る

か
と
い
う
の
は
、
少
し
時
期
を
見
な
い
と
分
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
コ
ロ
ナ

に
よ
る
影
響
が
子
供
に
対
し
て
Ｔ
ｏ
ｘ
ｉ
ｃ
な
の
か
、
毒
性
を
も
た
ら
す
ス
ト
レ
ス
な
の
か
、
そ
れ

と
も
毒
性
で
な
い
の
か
と
い
う
の
は
、
や
は
り
時
間
を
経
な
い
と
分
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
後
ほ
ど
ご
紹
介
す
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
既
に
持
っ
て
い
る
お
子
さ
ん

た
ち
に
と
っ
て
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
、
社
会
的
な
生
活
の
変
化
が
Ｔ
ｏ
ｘ
ｉ
ｃ　

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
に

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

一
応
、
私
は
医
者
で
す
の
で
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
の
話
も
し
て
お
い
た

ほ
う
が
い
い
か
な
と
。
先
ほ
ど
遠
藤
先
生
が
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
お
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、

ト
ラ
ウ
マ
的
な
視
点
も
、
こ
こ
で
少
し
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

逆
境
体
験
が
あ
る
と
、
や
は
り
ト
ラ
ウ
マ
の
症
状
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
、
過
去
の
ト
ラ
ウ
マ

体
験
が
あ
る
と
、
様
々
な
精
神
病
名
が
つ
く
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と

き
れ
い
に
診
断
さ
れ
る
方
も
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
子
供
の
場
合
は
、
結
構
お
な
か
や
頭
の
症
状
、

体
の
症
状
で
出
て
き
て
、
心
因
性
の
腹
痛
と
か
、
心
因
性
の
頭
痛
な
ん
て
言
わ
れ
て
い
る
お
子
さ
ん

ACEにより引き起こされるToxic Stress

 社会的・情緒的な緩衝材がなく、長期にわたる逆境や著しい逆境があった場合に、分子、細胞、行
動レベルで起こるさまざまな生物学的変化を指す。

 逆境によって引き起こされた変化が、適応的かつ健康増進的とみなされるか、不適応的で「毒性」
とみなされるかは、状況によって異なる。

 虐待的な状況においては、グルココルチコイド受容体遺伝子のメチル化、扁桃体の大きさや活動の
増加、脅威となる手がかりに対する過敏性、などの生物学的変化は、少なくとも最初は、これらの変
化が脅威となる環境での適応とみなされるかもしれない。

 しかし、同じ生物学的変化が、時間の経過とともに不適応、毒性、健康被害であることが判明する可
能性も十分にある。

17

生態的表現型(ecophenotype)
Teicher et al 2013 

発症年齢が低い、経過が悪い、多重診断数が多い、初期治療への反応が悪い➥トラウマによる影響は？

過去の
トラウマ体験

PTSD

うつ
双極性障害

薬物依存

統合失調症
（解離性幻覚）

不安障害

発達障害
ASD・
ADHD

逆境体験と臨床像

18

愛着問題とトラウマ
心理的側面から

 愛着の問題

⇒易トラウマ性

ある出来事が予測以上の外傷的体験となり

心因反応を生じその後に影響（震災・入院・事故・死別など）

 トラウマ

⇒安心感の崩壊

愛着パターンの変化

常に臨戦態勢

自己感の発達への影響

19

27

17

1817



そ
う
す
る
と
、
嫌
だ
っ
た
体
験
、
苦
痛
だ
っ

た
体
験
が
、
あ
た
か
も
今
起
こ
っ
て
い
る
か
の

よ
う
に
常
に
感
じ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
侵
入

症
状
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
私
た
ち
が
普
通
だ
っ
た
ら
安
心
し

て
安
全
に
い
ら
れ
る
よ
う
な
場
所
で
も
、

ち
ょ
っ
と
し
た
物
音
だ
っ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し

た
他
者
の
動
き
を
、
何
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
か
、
何
か
さ
れ
た
と
き
の
体
験
が
よ
み
が

え
っ
て
き
て
し
ま
っ
て
、
怖
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
突
然
、
窓
際
に
行
っ
て
し
ま
う
お
子
さ
ん

や
、
突
然
、
病
室
と
い
う
か
、
ク
ラ
ス
を
飛
び

出
し
て
し
ま
う
お
子
さ
ん
が
い
る
か
も
し
れ
な

い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
を

見
た
ら
、
も
し
か
し
た
ら
ト
ラ
ウ
マ
体
験
か
ら

さ
ら
に
、
こ
の
ト
ラ
ウ
マ
の
症
状
が
あ
る
と
、
安
心
感
が
崩
壊
し
て
、
常
に
臨
界
体
制
。
今
、
何

が
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
何
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
常
に
臨
界
体
制
で
お
び
え

て
い
た
り
、
過
覚
醒
と
い
っ
て
、
目
を
見
開
い
て
、
自
分
を
守
ろ
う
と
し
て
、
常
に
危
険
が
な
い
か

ど
う
か
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
て
、
何
か
物
事
が
起
き
る
と
さ
っ
と
逃
げ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
多
動
・
衝
動

と
い
う
も
の
に
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
後
は
、
自
己
感
の
発
達
。
自
分
で
こ
れ
が
で
き
る
、
自
分
は
こ
れ
を
や
れ
ば
、
こ
れ
が
で
き

る
ん
だ
と
い
う
自
己
肯
定
感
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
も
影
響
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

子
供
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と
い
う
の
は
、も
ち
ろ
ん
家
庭
内
の
こ
と
だ
け
で
も
な
く
て
、や
は
り
震
災
だ
っ

た
り
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
カ
ル
ト
ラ
ウ
マ
と
い
っ
て
、
子
供
自
身
が
病
気
を
患
う

こ
と
で
あ
っ
た
り
、
事
故
や
コ
ロ
ナ
で
、
日
本
で
も
子
供
に
と
っ
て
大
事
な
人
と
の
死
別
を
経
験
し
た

子
供
た
ち
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
子
供
た
ち
の
ト
ラ
ウ
マ
関
連
症
状
と
い
う
の
は
、
分
離
不
安
が
強

く
な
っ
た
り
、
か
ん
し
ゃ
く
が
ひ
ど
い
、
い
ら
い
ら
が
強
い
、
攻
撃
が
増
え
た
、
そ
れ
か
ら
、
で
き

て
い
た
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、
い
わ
ゆ
る
し
ゃ
べ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
歩
か
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
り
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
赤
ち
ゃ
ん
返
り
の
よ
う
な
症
状
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
様
々
な
身

体
症
状
、
頭
痛
、
腹
痛
、
あ
と
、
も
と
も
と
持
っ
て
い
る
病
気
の
症
状
が
悪
く
な
る
。
例
え
ば
、
ア

レ
ル
ギ
ー
の
お
子
さ
ん
で
、
す
ご
く
皮
膚
の
症
状
が
悪
く
な
っ
て
い
る
方
は
い
ま
せ
ん
か
。
結
構
い

る
な
と
思
っ
て
い
て
、
ぜ
ん
そ
く
を
お
持
ち

だ
っ
た
方
が
、
せ
き
の
症
状
が
す
ご
く
強
く

な
っ
て
い
た
り
、
そ
う
い
っ
た
現
病
の
症
状
が

再
現
さ
れ
た
り
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
、
明
ら

か
な
苦
痛
を
示
さ
な
く
て
、
一
見
元
気
に
見
え

る
よ
う
な
お
子
さ
ん
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
様
々

な
ト
ラ
ウ
マ
関
連
症
状
と
い
う
の
を
、
私
た
ち

は
理
解
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
20
）

こ
こ
か
ら
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
お
話
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
た
だ
、
こ
こ
は
医
療
の
お
話
で
は
な

い
の
で
、
ざ
っ
と
の
ご
説
明
に
な
る
か
と
思
い

ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
21
）

い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
し
た
子
供
た
ち

と
い
う
の
は
、
こ
の
侵
入
症
状
と
い
う
も
の
が

あ
る
ん
で
す
ね
。（
ス
ラ
イ
ド
22
）

子どものトラウマ関連症状

 養育者へのまとわりつき、分離不安

 癇癪がひどい、いらいらが強い、攻撃が増えた

 発達スキルの停滞・後退（言葉が減った、しゃべらなくなった、歩かなくなったなど）

 様々な身体症状（頭痛、腹痛、原病による症状の再現）

 侵入症状（フラッシュバック）を現実に起こっていると誤って認識→日常的な不安
や恐怖、悪夢をよくみる

 明らかな苦痛を示さない、一見元気にみえる

20

PTSD(心的外傷後ストレス障害）

A:実際に危うく死にそうな出来事や重篤なけがを体験した

（1回以上の性的暴行を含む）

１．直接体験

２．他の人の同様の体験を目撃

３．身近な親族や友人が同様の体験をしたと知った、聴いた

４．トラウマとなる出来事を繰り返し体験する、または嫌悪を催すような詳細に暴露される

21

B. 侵入症状

１．出来事の記憶がしつこくよみがえる

6歳を超える子どもではできごとに関連する遊びを繰り返すことがある

２．反復的で苦痛な夢(過覚醒）

子どもでははっきりとした内容のない怖い夢のことがある

３．出来事が再び起こっているように感じる

子どもでは遊びの中でトラウマ特異的な再演がおきることがある

４．記憶がよみがえった時の心理的苦痛(解離）

５．記憶なよみがえった時の生理的な反応(身体症状）
22

C：回避症状

*１．できごとをなるべく思いださない、考えない、

感じないようにする

*２．出来事を思い出すような人、場所、行動、会話、もの、

状況を回避する

こどもが症状を訴えたがらない、あるいは訴える

ことを拒否する場合、背景に回避がある可能性

23

28

20

2122
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く
る
侵
入
症
状
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う

い
う
視
点
を
少
し
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必

要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
回
避
と
い
う
の
は
、
出
来
事
を

思
い
出
し
て
し
ま
う
と
、
嫌
だ
っ
た
体
験
を
意

識
に
上
が
ら
せ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
そ
れ
で

苦
痛
で
す
よ
ね
。（
ス
ラ
イ
ド
23
）

そ
う
す
る
と
、
出
来
事
を
な
る
べ
く
思
い
出

さ
な
い
、
考
え
な
い
よ
う
に
す
る
、
感
じ
な
い

よ
う
に
す
る
。
い
わ
ゆ
る
す
ご
く
大
変
な
体
験

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
子
供
た
ち
が
、
あ
た

か
も
元
気
そ
う
に
し
て
い
る
、
あ
た
か
も
何
事

も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
大
丈
夫
で
す
、
何
事
も

あ
り
ま
せ
ん
と
い
う
よ
う
な
無
表
情
で
、
感
情

に
抑
揚
の
な
い
、
言
葉
に
抑
揚
の
な
い
返
し
方

を
す
る
よ
う
な
お
子
さ
ん
。
そ
の
お
子
さ
ん
も
、

も
し
か
し
た
ら
ト
ラ
ウ
マ
が
あ
っ
て
、
思
い
出
し
た
く
な
く
て
、
感
情
を
自
分
で
自
己
防
衛
す
る
た

め
に
、
訴
え
た
が
ら
な
い
と
か
、
訴
え
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
と
、
覚
醒
、
反
応
性
の
変
化
と
、
よ
く
子
供
の
本
に
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
無
防
備
で
、

自
己
破
壊
的
な
行
動
。
思
春
期
に
な
る
と
リ
ス
ト
カ
ッ
ト
を
繰
り
返
し
て
し
ま
っ
た
り
、
摂
食
障
害
の
一

部
に
も
、
や
は
り
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
問
題
が
あ
る
お
子
さ
ん
た
ち
が
お
ら
れ
ま
す
ね
。（
ス
ラ
イ
ド
25
）

そ
れ
か
ら
、
過
度
の
警
戒
心
や
、
過
剰
な
驚
愕
反
応
、
集
中
困
難
で
睡
眠
に
も
影
響
が
出
て
く
る
。

こ
れ
を
ざ
っ
と
見
る
と
、
え
っ
、
こ
れ
は
自
閉
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
で
は
な
い
の
と
か
、
注
意
欠
如
多
動

症
で
は
な
い
の
と
か
、
少
し
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
い
わ
ゆ
る
発
達
障
害
の
特
性
と
似
た
よ
う

な
症
状
が
、
や
は
り
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
課
題
を
持
つ
お
子
さ
ん
、
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
た
く
さ
ん
し

て
い
る
お
子
さ
ん
の
中
に
は
出
て
く
る
ん
で
す
ね
。

判
別
は
難
し
い
で
す
。
す
ご
く
難
し
い
し
、
状
況
依
存
的
、
こ
の
場
所
だ
と
大
丈
夫
で
、
こ
の
場

所
だ
と
す
ご
く
行
動
が
変
わ
る
と
い
う
、
１
つ
の
所
見
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
診
断

で
き
な
い
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
、
疑
っ
た
お
子
さ
ん
た
ち
に
は
、
２
つ
の
視
点
（
侵
入
症
状
や
回
避
症
状
）
を
持
っ
て
、

医
療
機
関
や
療
養
機
関
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。（
ス
ラ
イ
ド
26
）

子
供
へ
の
発
達
へ
の
影
響
と
い
っ
た
も
の
は
、
ス
ラ
イ
ド
27
に
少
し
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

発達障害の特性と類似

＊１．人やものに対するいらだたしさと激しい怒り

２．無謀で自己破壊的な行動

＊３．過度の警戒心

＊４．過剰な驚愕反応

＊５．集中困難

＊６．睡眠障害

E：覚醒や反応性の変化
6歳以下の場合は＊印の２つ以上

25

が
、
６
行
目
の
い
わ
ゆ
る
４
つ
の
特
徴
と
し
て
、

自
閉
様
の
行
動
、
脱
抑
制
型
の
対
人
交
流
、
認

知
機
能
障
害
、
不
注
意
、
多
動
。
そ
れ
で
、
す

ご
く
面
白
か
っ
た
と
い
う
か
、
ど
う
し
て
か
分

か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
思
春
期
ま
で
に
、

認
知
発
達
の
遅
れ
は
徐
々
に
と
い
う
か
、
著
明

に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
エ
ビ
デ
ン
ス

が
出
て
き
て
い
る
み
た
い
で
、
ま
た
自
閉
様
の

行
動
や
、
脱
抑
制
型
の
対
人
交
流
。
誰
か
れ
構

わ
ず
、
見
知
ら
ぬ
人
に
も
く
っ
つ
い
て
い
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
お
子
さ
ん
た
ち
、
Ｔ
Ｐ
Ｏ
を
わ

き
ま
え
な
い
ぐ
ら
い
、
ベ
タ
ベ
タ
人
に
く
っ
つ

い
て
い
っ
て
し
ま
う
お
子
さ
ん
た
ち
が
い
る
か

も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た

対
人
交
流
の
問
題
は
徐
々
に
軽
減
す
る
と
言
わ

れ
て
い
る
一
方
で
、
不
注
意
や
多
動
と
い
っ
た

も
の
は
、
成
人
期
に
も
残
る
と
言
わ
れ
て
い
る

ん
で
す
ね
。

こ
れ
は
、
な
ぜ
な
ん
で
す
か
ね
。
私
も
勉
強

不
足
で
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
一
応
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
と
、
あ
と
は
、
ス
ラ
イ
ド
28
の
発
達
性
ト
ラ

ウ
マ
障
害
。
ま
だ
精
神
科
の
診
断
基
準
に
は
、

こ
の
基
準
が
明
確
に
は
入
っ
て
い
な
い
も
の
の
、

「
発
達
性
ト
ラ
ウ
マ
障
害
」と
い
う
言
葉
が
あ
っ

て
、
ト
ラ
ウ
マ
体
験
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
問

題
を
受
け
た
子
供
た
ち
は
、
感
情
面
や
生
理
面

の
調
節
が
う
ま
く
行
か
な
い
こ
と
や
、
注
意
や

行
動
の
調
節
の
不
全
、
自
己
や
関
係
性
の
調
節

不
全
。
同
じ
こ
と
を
私
は
ず
っ
と
繰
り
返
し
申

し
上
げ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ

た
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
ね
。

侵入や回避など（再演）の手がかり
Cohen et al 2012

 子どもの感情の反応が状況に見合わないほど過激

→ちょっとしたことで激怒する

 子どもの行動の反応が状況に見合わないほど過激

→ちょっとしたけんかで即座に暴力をふるう

 子どもが今いる人以外の誰かに反応しているように見える

→あなたの方を向かずにつぶやいている

 子どもが「普通の」状況では意味がないと思われるような「変な」行動をする

解離の存在

26

• 虐待が持続した場合、子どもの発達に影響が及ぶ。

• 身体的および心理的虐待とそれによって受ける心的外傷(トラウマ)、あるいはネグレクトによる
剥奪的環境は、それぞれ異なる経路で子どもの発達に影響を与える(Nemeroff, 2016)。

• 剥奪的環境におかれた子どもに特異的な心理発達のパターンとしてDeprivation Specific
Psychological Patterns (DSPs)が提唱された。

• 4つの特徴として①自閉症様行動、②脱抑制的対人交流、③ 認知機能障害、④不注意・多動。

• それぞれの経過として、思春期までに認知発達の遅れは著明にキャッチアップし、自閉様行動、
および脱抑制的対人交流の問題も徐々に軽減する。

• 一方で、不注意・多動などの ADHD症状は成人期に向けてむしろ増加、その他の研究でも、思
春期、成人期にかけてADHDの頻度は明らかに増加しており、エピジェネティックな要因による

ADHD症状の新たな発達経路として注目されている(Sonuga-Barke . 2017)。

子どもの発達への影響

27
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る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ず
っ
と
見
て
い
る
と
、
ふ
ー
っ
と
記
憶
を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
、
眠
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
お
子
さ
ん
や
、
突
然
、
倒
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
お
子
さ
ん
が
思
春
期
だ
と
出
て
く
る
か

も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
お
子
さ
ん
や
、
感
情
麻
痺
、
否
定
的
な
自
己
価
値
観
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
複
雑
性
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
に
は
多
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
29
）

本
当
に
嫌
な
話
と
い
う
か
、
怖
い
話
ば
か
り
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
も
臨
床
の
中

で
、
こ
う
い
っ
た
お
子
さ
ん
や
御
家
族
と
向
き
合
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
う
ま
く
行
か
な
い
こ
と
も

た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
が
、
子
供
た
ち
に
は
回
復
す
る
力
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
P
O
S
T 

T
R
A
U
M
A
T
I
C 

G
R
O
W
T
H
と
い
う
研
究
も
進
ん
で
き
て
い
て
、
や
は
り
子
供
た
ち
は

ト
ラ
ウ
マ
チ
ッ
ク
な
体
験
を
、
１
つ
の
自
分
の
心
の
成
長
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
成
長
の
ベ
ク

ト
ル
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
は
お
子
さ
ん
た
ち
の
大
き
な
強
み
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

成
長
し
て
、
発
達
し
て
い
く
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
の
は
、
大
人
に
も
ち
ょ
こ
っ
と
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
け
れ
ど
も
、
子
供
な
ら
で
は
の
本
当
に
大
事
な
強
み
で
す
。
私
た
ち
は
そ
う
い
う
視
点
を
大

事
に
持
ち
な
が
ら
、
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
30
）

（
３
）
Ａ
Ｃ
Ｅ
体
験
の
予
防
と
介
入　
〜
関
係
性
の
支
援
と
い
う
新
た
な
視
点
〜

で
は
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
と

い
う
こ
と
で
、
も
う
既
に
遠
藤
先
生
が
す
ご
く

大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ば
ん
ば
ん
と
出
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
少
し
文
献

的
な
と
こ
ろ
も
踏
ま
え
て
、
ス
ラ
イ
ド
32
を
少

し
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
。

Ｔ
ｏ
ｘ
ｉ
ｃ　

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
か
ら
様
々
な

影
響
を
防
ぐ
た
め
に
何
が
で
き
る
か
と
い
う
論

文
も
出
て
い
た
ん
で
す
ね
。
こ
の「
Ｓ
Ｓ
Ｎ
Ｒ
」

と
い
う
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
書
か
れ
て
い
て
、

こ
の
「
Ｓ
Ｓ
Ｎ
Ｒ
」
は
何
か
と
い
う
と
、
安
心

と
安
全
と
育
む
、
養
育
の
関
係
性
。
安
心
で
安

全
性
を
持
っ
た
、
子
供
た
ち
の
心
が
育
ま
れ
る

よ
う
な
関
係
性
、
こ
れ
を
略
し
た
の
が
「
Ｓ
Ｓ

Ｎ
Ｒ
」
と
言
う
み
た
い
で
、
そ
れ
を
社
会
の
中

で
築
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
大
事
な

ん
で
す
よ
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

複
雑
性
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス

障
害
）
と
い
う
も
の
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ
―
11
で
診
断

基
準
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
複
雑
性
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
は
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と

違
っ
て
何
が
特
徴
的
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
議

論
さ
れ
て
き
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
感
情
の
調
節

困
難
。感
情
、気
持
ち
が
、ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー

の
よ
う
に
激
し
く
変
動
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
あ
る
と
き
は
、
す
ご
く
喜
ん
で
楽
し
ん
で

い
た
か
の
よ
う
に
見
え
て
、あ
る
と
き
は
、突
然
、

何
も
外
的
な
刺
激
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

し
ゅ
ん
と
な
っ
て
、
悲
し
み
に
暮
れ
て
し
ま
う
、

あ
と
は
、
自
己
破
壊
的
な
行
動
や
、
ス
ト
レ
ス

下
で
の
解
離
。
解
離
と
い
う
の
は
、
記
憶
を
部

分
的
に
飛
ば
し
て
し
ま
っ
て
、
一
貫
し
た
記
憶

が
取
り
戻
せ
な
い
で
い
る
。
自
己
防
衛
で
は
あ

発達性トラウマ障害

A 暴露

児童期または青年期早期に始まり一年以上にわたり継続する逆境的なできごとを

複数回または持続的に体験、または目撃している。

・反復的で深刻な対人暴力のエピソードを直接的体験または目撃

・主たる養育者の交代の繰り返し、主たる養育者との分離の繰り返し、深刻で持
続的な心理的虐待の結果として生じる保護的な養育の深刻な中断。

B 感情面や生理面の調節不全
子どもは過剰覚醒を調整する通常の発達的能力が障害されている

C 注意や行動の調節不全
子どもは注意の持続、学習、ストレス対処に関する通常の発達的能力が障害されている

D 自己や関係性の調節不全

子どもは自己同一性の感覚や対人関係を構築する発達能力が障害されている

28

複雑性PTSD

 感情制御困難（感情がジェットコースターのように激しく変動）、自己破壊的行動（自
傷など）、ストレス下での解離状態（別人格となる、記憶をなくすなど）、感情麻痺、否
定的自己概念（無価値観）などの持続的な思い込みで、対人交流の障害などがみ
られる場合、複数のトラウマ体験による複雑性トラウマの可能性がある。

 記憶の断裂、時間間隔の混乱、眠気の消失

 生理的症状と心理的症状が相互に区別できない→慢性疼痛

 希死念慮、他者への恒常的不信、非現実的救済願望など

➥・EMDR（眼球運動による脱感作と再処理法）

・少量処方（炭酸リチウム、抗精神病薬、ラメテルオ

ンなど）、漢方（小建中湯、桂皮加芍薬湯、など）

・簡易トラウマ処理：呼吸法、手動処理など）

杉山 小児の精神と神経 59巻1号2019 29

POST TRAUMATIC GROWTHとは

 Post(後）-Traumatic（外傷）-Growth（成長）：つまり危機的体験（災
害や事故，大きな病を患うこと，大切な人の死など，人生を揺るがすような
つらい出来事）および、それに引き続く苦しみの中から，精神的な成長が
体験されることという理論

・精神性的変容

・他者との関係

・新たな可能性の発見

・人間としての強さ
・人生に対する感謝

 レジリエンス（逆境に対する精神的回復力、復元力、耐久力を育む大切な
因子：「自尊感情」「安定した愛着」「楽観主義」「支持的な人からの支
援」など。
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Toxic Stressによる身体・心理・社会的影響を防ぐために
 安全で安定した育成的な関係 (SSNR) を促進することが重要である。

 虐待、いじめ、災害などの個別の脅威的な出来事から、貧困、人種差別、社会的孤立、ネグレクトなどの継続的で
慢性的な苦難まで、さまざまな逆境が存在することを認識することです。

 これらの様々な逆境は、毒性ストレス反応を引き起こし、SSNRの形成を阻害する可能性をもつ

 子どもとのSSNRを形成・維持するのみだけでなく、子どもが逆境に負けず、たくましく活躍するための基本的な
社会的・情緒的スキルを身につける足場として、核となるライフスキルを持つ大人が不可欠である

 小児期の有害なストレス反応を防ぎ、生涯にわたる最適な発達を支援するためには、人間関係の健康を促進する
ことが小児医療の不可欠な要素となり小児医療に関する研究とアドボカシーの主要な目的になる。

 幼少期の逆境は物語の半分に過ぎず、幼少期の肯定的な体験はその後の人生の転帰の改善と関連。

 例えば、積極的で応答的な養育者、絵本の読み聞かせ、質の高い幼児教育、発達に適した遊びの機会など、好ま
しい関係性の経験は、学習、行動、健康に良い影響を与える。

 幼児期の体験は、有害なものも肯定的なものも、生物学的に組み込まれ、生涯を通じて病気と健康の両方に影響
を与えるようである。

 幼少期の逆境は物語の半分に過ぎず、幼少期の肯定的な体験はその後の人生の転帰の改善と関連。

 例えば、積極的で応答的な養育者、絵本の読み聞かせ、質の高い幼児教育、発達に適した遊びの機会など、好ま
しい関係性の経験は、学習、行動、健康に良い影響を与える
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い
ろ
い
ろ
と
こ
こ
に
書
か
れ
て
は
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
幼
少
時
期
の
逆
境
は
物
語
の
半
分
に

す
ぎ
ず
、
幼
少
時
期
の
肯
定
的
な
体
験
は
、
そ
の
後
の
人
生
の
転
機
の
改
善
と
関
連
す
る
と
書
か
れ

て
い
る
ん
で
す
ね
。

で
す
の
で
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
お
子
さ
ん
が
こ
れ
ま
で
育
っ
て
き
た
過
程
の
中
で
、
ト
ラ
ウ
マ
体
験

や
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
課
題
を
抱
え
て
い
た
と
し
て
も
、
私
た
ち
社
会
が
、
そ
し
て
、
先
生
方
が
、

こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
「
Ｓ
Ｓ
Ｎ
Ｒ
」
の
関
係
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
目
の
前
で
見

て
い
た
ら
、
な
か
な
か
子
供
の
行
動
も
収
ま
ら
な
い
し
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
し
つ
け
が
で
き
て

い
な
い
な
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
継
続
し
た
、
安
定
し
た
、
一
貫
性

の
あ
る
先
生
方
の
関
わ
り
が
、
き
っ
と
そ
の
子
が
５
年
後
、
10
年
後
、
30
歳
、
40
歳
、
50
歳
に
な
っ

た
と
き
に
、
何
ら
か
の
肯
定
感
に
つ
な
が
る
と
い
う
か
、
人
を
信
頼
し
よ
う
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
な

が
る
と
い
う
論
文
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

非
常
に
励
ま
さ
れ
る
論
文
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
積
極
的
で
応
答
的
な
双
方
向
性
で

の
関
わ
り
や
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
質
の
高
い
幼
児
教
育
、
発
達
に
適
し
た
遊
び
の
機
会
、
好
ま

し
い
関
係
性
の
経
験
、
そ
う
い
っ
た
も
の
は
、
学
習
、
行
動
、
健
康
に
と
て
も
良
い
影
響
を
与
え
る

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ス
ラ
イ
ド
33
は
、
少
し
読
み
づ
ら
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
小
児
期
の
毒
性
ス
ト
レ
ス
を
予
防
す

る
た
め
の
公
衆
衛
生
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
こ
の
三
角
形
は
、
ト
ラ
ウ
マ
の
レ
ベ
ル

の
深
刻
度
に
応
じ
て
、
例
え
ば
、
ト
ッ
プ
の
と
こ
ろ
だ
と
、
Ｔ
Ｆ
―
Ｃ
Ｂ
Ｔ
と
い
う
、
ト
ラ
ウ
マ
、

フ
ォ
ー
カ
ス
、
認
知
行
動
療
法
な
ど
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
ベ
ー
ス
と
し
た
親
子
の
交
流
を
深
め
る

よ
う
な
心
理
療
法
が
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
私
ど
も
は
、
臨
床
の
中
で
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
は
い
る
も
の
の
、
や
は
り
何
が
大
事
か
と
い
う
と
、
そ
の
治
療
に
行
き
着
く
ま
で
に
、

こ
の
ベ
ー
ス
と
な
る
１
の
部
分
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
の
ケ
ア
が
必
要
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
、し
か
る
べ
く
治
療
に
つ
な
げ
て
い
く
ま
で
に
、ど
れ
だ
け
ポ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
、そ
の
子
の
生
活
の
中
で
子
供
た
ち
の
ケ
ア
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
先
ほ
ど
の「
Ｓ
Ｓ
Ｎ
Ｒ
」

の
環
境
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
大
事
と
言
わ
れ
て
い
て
、
普
遍
的
な
一
次
予
防
が
適
用
さ
れ

な
か
っ
た
り
す
る
と
、
こ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
治
療
の
有
効
性
は
低
下
す
る
可
能
性
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
す
の
で
、
本
当
に
先
生
方
の
関
わ
り
は
大
事
な
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
ス
ラ
イ
ド
34
も
文
献
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
非
常
に
手
狭
で
申
し
訳
な
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
発
達
科
学
の
「
新
た
な
関
係
性
の
健
康
」
と
い
う
新
し
い
科
学
が
あ
る
と
い
っ
て
、
私
も

物
す
ご
く
興
味
深
く
て
、
今
、
読
み
あ
さ
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
発
達
科
学
の
新
た
な
知
見

は
、
子
供
と
関
与
し
て
同
調
す
る
、
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
す
る
関
わ
り
、
そ
う
い
っ
た
応
答
的
で
相
互

的
な
作
用
が
と
て
も
大
事
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
て
、
多
分
、
先
生
方
は
、
日
々
こ
れ
を
実
践
さ
れ

て
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
応
答
的
で
相
互
的
な
関
わ
り
で
す
ね
。

小児期の毒性ストレスを予防するための公衆衛生的アプローチ

有害ストレス関連診断（不安症、反抗挑戦性障害、心的外傷後ストレスなど）の症状がありエビデンスに基づく適切な治療が必要で
ある、普遍的な一次予防が同様に適用されなかったりすると、これらのエビデンスに基づく治療の有効性は低下する可能性がある 33
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お
母
さ
ん
の
た
め
に
、
何
ら
か
の
精
神
保
健
の

窓
口
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
と
て
も
大

事
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
応
答
的
で
養
育
的
な
育
児
の
奨

励
、
肯
定
的
な
コ
ー
ピ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
と
、
実

行
機
能
ス
キ
ル
の
構
築
、
子
供
自
身
が
セ
ル
フ

ケ
ア
の
ス
キ
ル
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
必
要
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

養
育
的
で
支
持
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ

と
、
安
全
で
安
定
し
た
保
護
的
で
公
平
な
環
境

で
子
供
た
ち
が
生
活
を
し
て
、
成
長
し
て
、
遊
ん

で
、
学
ぶ
と
い
っ
た
体
験
そ
の
も
の
が
、
健
康
を

促
進
す
る
因
子
と
な
る
と
い
っ
た
こ
と
で
す
ね
。　

先
ほ
ど
、
親
御
さ
ん
た
ち
の
ケ
ア
の
こ
と
を

少
し
だ
け
お
話
し
ま
し
た
。
虐
待
の
世
代
間
伝

達
と
言
わ
れ
て
い
て
、
や
は
り
被
虐
待
の
親
御

さ
ん
の
生
育
過
程
の
中
に
、大
事
に
さ
れ
な
か
っ

た
と
か
、
愛
さ
れ
な
か
っ
た
体
験
な
ど
が
あ
る

親
御
さ
ん
は
、
や
は
り
子
供
た
ち
に
ど
う
接
し

た
ら
い
い
の
か
。
大
事
に
育
て
た
い
け
れ
ど
も
、

大
事
に
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
、
愛
す
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
、
多
分
、
す
ご
く
混
乱
さ
れ

て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
40
）

そ
う
い
っ
た
親
御
さ
ん
を
ど
う
す
る
か
は
す

ご
く
難
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た

方
が
い
た
ら
、
社
会
が
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
よ
と

い
う
温
か
い
声
か
け
を
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、

そ
の
方
を
否
定
せ
ず
、
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
し

な
が
ら
、
お
母
さ
ん
が
で
き
る
こ
と
を
一
緒
に

考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
と
い
う
こ
と
で
関

わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
の
で
す
。

私
が
出
会
っ
て
き
た
親
御
さ
ん
で
、
本
当
に

こ
う
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
お
母
さ
ん

そ
れ
か
ら
、
も
と
も
と
新
生
児
の
脳
と
い
う

の
は
、
乳
児
と
つ
な
が
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム

さ
れ
て
い
た
り
、
今
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
研

究
も
い
ろ
い
ろ
な
脳
の
部
分
と
、
生
物
学
的
な

基
盤
で
、
様
々
な
エ
ビ
デ
ン
ス
が
出
て
き
て
い

る
わ
け
な
ん
で
す
。
幼
少
時
期
の
脳
と
子
供
の

発
達
に
は
、
関
わ
り
を
持
つ
大
人
と
の
関
係
性

が
非
常
に
大
事
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
関
係
性
の
健
康
と
回
復
力
と
の

関
係
と
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
。
ス
ラ
イ
ド
35
も
、
論

文
を
少
し
ま
と
め
た
も
の
に
な
る
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
子
供
の
レ
ベ
ル
で
は
基
礎
的
な
能
力
、

社
会
的
な
ス
ト
レ
ス
や
、
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
、
言
語
、
衝
動
の
自
己
統
制
能
力
、
ワ
ー
キ

ン
グ
メ
モ
リ
、
認
知
的
な
柔
軟
性
、
こ
れ
は
、

先
ほ
ど
遠
藤
先
生
の
お
話
に
も
た
く
さ
ん
出
て

き
た
と
思
い
ま
す
。
表
層
的
な
、
抽
象
的
な
思

考
能
力
、
計
画
、
問
題
解
決
な
ど
の
実
行
能
力
、

こ
れ
は
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
構
成
要
素
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
モ
デ
ル
化
し
て
、
私
た
ち
が
子
供
た
ち

の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
、
子
供
た
ち
と
接
し
て
い

く
こ
と
が
必
要
だ
と
書
か
れ
て
い
る
の
と
、
あ

と
は
、
母
親
の
精
神
衛
生
。

お
母
さ
ん
に
何
ら
か
の
精
神
疾
患
が
疑
わ
れ

る
場
合
、
お
母
さ
ん
が
否
定
し
た
と
し
て
も
、

先
生
た
ち
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
少
し
お
疲
れ

の
よ
う
で
す
し
、
す
み
ま
せ
ん
、
私
は
勝
手
な

が
ら
心
配
し
て
い
ま
す
よ
。
も
し
よ
か
っ
た
ら
、

こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

そ
の
間
、
私
た
ち
が
し
っ
か
り
お
子
さ
ん
を
見

ま
す
よ
と
、
少
し
気
が
か
り
な
お
母
さ
ん
が
い

た
ら
、
ち
ゅ
う
ち
ょ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
で

す
け
れ
ど
も
、
ぜ
ひ
お
子
さ
ん
た
ち
の
た
め
に
、

虐待の世代間伝達

虐待は世代を超えて受け継がれる

被虐待児が親が、子に虐待を行う確率は１／３

虐待カウンセリングで出会ったケース方々の言葉

・自分は育ててもらったという経験がないから 子どもの愛し方を知らない。

・マイペースな子どもが嫌いです

・母乳を飲んでくれません。母として失格です。もう育てられません

39

関係性の健康という新しい科学

 関係性の健康とは、SSNRを形成し維持する能力
のことであり、SSNRは、有害となりうるストレス反応
を耐容性やポジティブな反応に変えるだけでなく、
子どもが将来の逆境に適応的かつ健康的に対処
できるようにするための基礎的なレジリエンススキ
ルを構築する主要な手段となる。

 発達科学の新たな知見は子どもと関与し、同調す
る大人の間の応答的相互作用が最も重要であるこ
とを示唆。

 乳児が大人の養育者と社会的、感情的につながる
ようにプログラムされているだけではなく、新生児の
親の脳は乳児とつながるようにプログラムされてい
ると思われる。

 報酬回路には線条体、腹側被蓋野、前帯状皮質、
前頭前野があり、ドーパミンとオキシトシンの上昇に
よって社会的相互作用がより報酬的になり、それに
よって親の乳児ケアへの関与がより促されている

 社会情報回路には、前部島、下前頭回、上側頭回、
補足運動野などの構造が含まれ、他者が経験して
いるであろうことの内部表現と、幼児の行動に対す
るより共感的な反応をサポートしている。

 最後に、感情調節回路には、扁桃体、上側頭溝、側
頭頭頂接合部、前頭前野が含まれ、社会的認知と
ストレス反応のダウンレギュレーションを促進する。

 二者間のつながりの必要性が、両親と乳児の間の
生物行動学的同調性の発達を促進する。

 幼少期の脳と子どもの発達には、関わりを持つ大
人との関係性の経験が大きく影響する。

34

関係性の健康と回復力の関係とレジリエンス
 大人が関与し同調することの重要性は、子ども、家族、コミュニティが逆境にあっても成長するために必要な
重要な要素を定義することに、あらためて関心が集まっています。

 レジリエンスとは、ある種の子ども、家族、コミュニティが逆境に健全かつ適応的に対応するための能力、リ
ソース、スキルの現れであると理解されています。

 子どものレベルでは、基礎的な能力（社会的スキル、感情のコントロール、言語、衝動の抑制、ワーキングメ
モリ、認知的柔軟性、抽象的思考、計画、問題解決などの実行機能）は、レジリエンスの構成要素であり、モ
デル化し、教え、学び、実践し、強化し、賞賛する必要がある。

 最近の文献レビューでは、小児医療の臨床に関連する5つの修正可能なレジリエンス要因が特定
（1）「母親の精神衛生問題への対処」

（2）「応答的で養育的な育児の奨励」

（3）「肯定的なコーピングスタイルと実行機能スキルの構築」

（4）「子どものセルフケアスキルとルーチンの指導」

 「養育的で支持的な関係にあること、安全で安定した保護的で公平な環境で生活し、成長し、遊び、学ぶこ
と、建設的な社会参加とつながりの機会があること、社会的・感情的能力を学ぶこと」などは、肯定的な子
ども時代の経験を通じて関係的健康を促進する因子となる

35

養育者がうけた虐待やトラウマの問題

 解離性同一性障害の原因になる

 記憶の曖昧性、人格の分離などから安定した養育環境の形成が困難

 虐待をうけた者が虐待を行うという負の連鎖

 対人関係は苦手で自尊感情も低下→攻撃性につながることも

 通常の子育て、当たり前の子育てがわからない、モデルがない

 信頼関係を築きにくく援助希求性が低い孤立化しやすい

40
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す
ご
く
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ト
ラ
ウ
マ
を
持
つ
子
供
と
の
関
わ
り
の
中
で

大
事
だ
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
ど
れ
も
大
事
な
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
領
域
の
主

な
治
療
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
は
、
子
供
自
身
に

関
わ
る
こ
と
。
特
に
年
齢
が
小
さ
い
お
子
さ
ん

だ
と
、
子
供
自
身
に
関
わ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

子
供
を
取
り
巻
く
養
育
環
境
に
も
働
き
か
け
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
多
分
、
先
生
方
が
日
々
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
年
齢

が
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
子
供
自
身
に
も
関
わ
っ

て
い
く
必
要
性
が
あ
っ
て
、
子
供
自
身
に
も
ト
ラ

ウ
マ
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て
た
認
知
行
動
療
法
を
、

年
齢
に
よ
っ
て
は
や
っ
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
効

果
的
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
43
）

心
理
教
育
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
の
気
持
ち
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
能
力
を
高
め
た
り
、
あ
と
は
、

肯
定
的
な
関
わ
り
を
増
や
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
と
は
、
結
構
体
の
症
状
に
出
て
く
る

お
子
さ
ん
た
ち
も
い
ま
す
の
で
、
繰
り
返
す
腹
痛
や
、
繰
り
返
す
頭
痛
が
、
い
ろ
い
ろ
な
身
体
の
検

査
を
し
た
け
れ
ど
も
、
問
題
が
な
け
れ
ば
、
も
し
か
し
た
ら
心
が
つ
ら
い
か
な
、
心
が
疲
れ
て
い
る

か
も
ね
、
何
か
つ
ら
か
っ
た
ら
、
先
生
に
教
え
て
ね
、
痛
い
ね
、
つ
ら
か
っ
た
ね
と
言
い
な
が
ら
、

子
供
が
訴
え
て
い
る
痛
み
を
否
定
し
な
い
で
、
心
の
訴
え
と
感
じ
な
が
ら
、
一
緒
に
な
っ
て
背
中
を

さ
す
っ
て
あ
げ
る
と
か
、
痛
か
っ
た
ね
、
つ
ら
か
っ
た
ね
、
痛
い
と
言
っ
て
い
い
よ
と
否
定
し
な
い
、

そ
う
い
っ
た
関
わ
り
が
求
め
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
肯
定
的
な
自
己
感
や
体
験
の
つ
な
が
り
を
環
境
の
中
で
子
供
た
ち
が
体
験
し
て
い
く

こ
と
で
、
断
片
化
さ
れ
た
記
憶
が
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
断
片
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
子
供
た
ち
の
大
変
だ
っ
た
記
憶
が
、
自
分
の
中
で
ま
と
ま
り
出
し

て
、
や
っ
と
将
来
を
見
据
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。

ス
ラ
イ
ド
44
で
す
が
、
繰
り
返
し
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
小
さ
け
れ
ば
小
さ

い
ほ
ど
、
身
体
的
な
欲
求
、
お
な
か
が
す
い
た
か
ら
母
乳
が
欲
し
い
、
ミ
ル
ク
が
欲
し
い
、
あ
と
、

眠
り
た
い
か
ら
眠
ら
せ
て
、
や
は
り
乳
児
期
の
早
期
は
、
特
に
身
体
的
な
欲
求
を
し
っ
か
り
と
安
全

と
安
心
の
環
境
の
中
で
満
た
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
と
て
も
大
事
で
す
。

そ
こ
か
ら
、
三
、
四
か
月
に
な
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
笑
顔
が
出
て
き
た
り
、
あ
と
、
早
け
れ
ば
、

は
、
本
当
に
大
変
な
中
で
お
育
ち
に
な
っ
た
ん
だ
な
と
私
は
思
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
養
育
者
が

受
け
た
虐
待
や
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
と
い
っ
た
も
の
は
、
や
は
り
親
御
さ
ん
ご
自
身
も
精
神
疾
患
の
リ

ス
ク
因
子
に
な
り
ま
す
し
、
記
憶
の
曖
昧
性
や
人
格
の
分
離
な
ど
が
起
き
て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
で
す
。

そ
れ
で
、虐
待
を
受
け
た
者
が
虐
待
を
行
う
と
い
う
悲
し
い
負
の
連
鎖
。そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ

て
、
他
者
へ
の
攻
撃
性
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
本
当
は
そ
の
方
は
幼
稚
園
の
先
生
や
子
供
に
対

し
て
攻
撃
的
に
な
り
た
く
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ふ
と
気
づ
く
と
、
無
意
識
に
人
を
攻
撃
し
て

い
る
と
き
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
通
常
の
子
育
て
、
当
た
り
前
の
子
育
て
が
分
か
ら
な
く
て
、

モ
デ
ル
が
な
い
方
た
ち
も
、
中
に
は
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
信
頼
関
係
が
築
き
に
く
く
て
、
つ

ら
い
と
き
に
つ
ら
い
と
言
え
な
い
親
御
さ
ん
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
。

そ
う
い
っ
た
と
き
に
有
効
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
後
で
ご
説
明
す
る
、
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
、
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
の
治
療
で
は
な
い
で
す
。
ト
ラ
ウ
マ
・

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
既
に
皆
さ
ん
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
に
つ
な
が
る

か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
後
ほ
ど
御
説
明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
３
）
Ａ
Ｃ
Ｅ
体
験
の
予
防
と
介
入　
〜
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
支
援
〜

ト
ラ
ウ
マ
の
治
療
に
お
け
る
ア
タ
ッ
チ
メ
ン

ト
の
意
義
と
い
う
こ
と
で
、
治
療
の
話
は
、
今

日
は
あ
ま
り
し
な
く
て
い
い
か
と
思
う
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
形
成
で
、
複

雑
な
ト
ラ
ウ
マ
の
症
状
か
ら
ど
の
よ
う
に
回
復

し
て
い
く
か
と
い
う
中
で
、
こ
の
Ａ
Ｒ
Ｃ
モ
デ

ル
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重
要
だ
と
言
わ
れ
て

き
て
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
42
）

こ
れ
は
、
安
心
と
安
全
の
環
境
を
ど
う
つ
く

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
そ
う
い
う
安

心
と
安
全
の
場
の
中
で
、
自
分
自
身
が
自
分
の

感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
な
体
験
を

積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
自
己
制
御
。

そ
う
い
う
中
で
、
自
分
自
身
が
持
っ
て
い
る
力

を
発
揮
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
Ａ
Ｒ
Ｃ
モ
デ
ル
が

• アタッチメント領域の主な治療のターゲット
は、子ども自身よりも養育システム自体であ
る。養育システムの鍵となる実親や里親、入
所施設のスタッフや治療者など子どもに生活
環境で接する存在が、子どもの示すトラウマ
反応に直面した際の自分自身の情緒的体験を
認識し制御できることが目標となる。

• 心理教育を通じて情動調律の能力を高め、肯
定的な関わりを増やすことを目指す。

• 自己制御の領域の治療には、感情体験を言葉
にして、きっかけの出来事、自分の生理的状
態、行動と対処法をつなぐことが含まれる。

トラウマをもつ子どもとの関わり

• 感情に圧倒されてしまうかシャットダウンする
ような身体反応に対して、子ども自身が内的状
態とつながりをもちながら感情を取り扱う方法
を学び、安全な関係性のなかで感情を伝えられ
るような情緒的絆を築くことである。

• 問題解決や実行機能などの課題においては、子
どもが自分の行為の結果を予測し効果的な選択
ができることを助け、主体性感覚を育むことが
ターゲットとなる。

• 多くの子どもが体験の断片化を生じ、また早期
の探索行動の抑制によって自己感の発達が抑制
され、否定的な自己概念が内在化されている。

• 肯定的な自己感や体験のつながり・まとまりを
獲得することで、自身の将来に方向性を見出せ
るようになることが目標となる

43

• 成人の複雑性 PTSDの場合には、2相の治療過程「安定化(Stabilization)」と「トラウマ処理に
焦点化した介入」の2段階に分けた治療モデルが示されている。

• 安定化の段階で行われるスキルトレーニングは、情動制御困難、自己に関連する否定的意味づ
け、社会機能の障害、解離などへの対処を目標としている。

• 発達途上にある子どもにおいては、これらの目標はいずれも養育者とのアタッチメント形成の
過程で達成される社会・情緒発達のマイルストーンである。

• 養育者あるいは代理となる養育環境から高い感受性と一貫性を備えたかかわりが提供されるこ
とで、情動制御や肯定的な自己概念、対人関係、安定した自己感覚を新たに獲得する。

• ヴァン・デア・コーク(van der Kolk, 2005)は、子どもは安全感や環境の予測可能性が高まる
ことで、脅威へのとらわれによって抑制されていた探索行動が増え、身体感覚への注目、楽し
みや身体的な熟達を体験することを強調している。

• アタッチメント形成と複雑化したトラウマ症状からの回復の過程は重なり合うことを踏まえ、
アタッチメントー自己制御ーコンピテンシー：(ARC)モデルの治療パラダイムが提唱されてい
る(Arvidson etal., 2011 )。

トラウマ治療におけるアタッチメントの意義

42
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し
た
」
と
か
、「
お
遊
戯
会
で
す
ご
く
す
ば
ら

し
い
演
技
を
し
ま
し
た
」、「
本
当
に
上
手
に
あ

な
た
は
よ
く
や
っ
た
よ
ね
」
と
、
つ
い
つ
い
褒

め
ま
す
。
褒
め
る
こ
と
は
す
ご
く
大
事
で
す
し
、

褒
め
て
い
た
だ
い
て
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

子
供
た
ち
が
一
生
懸
命
走
っ
た
の
に
、
ゴ
ー
ル

の
直
前
で
転
ん
で
し
ま
っ
た
と
か
、
お
友
達
に

自
分
の
遊
ん
で
い
た
ミ
ニ
カ
ー
を
取
ら
れ
て
し

ま
っ
て
、「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
い
て
い
る
お
子
さ

ん
と
か
、
も
し
か
し
た
ら
子
供
た
ち
が
ス
ト
レ

ス
に
感
じ
て
い
る
よ
う
な
と
き
に
、
随
伴
的
な

関
わ
り
が
物
す
ご
く
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。（
ス
ラ
イ
ド
45
）

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
と
い
う
と
、
メ
ン
タ

ラ
イ
ジ
ン
グ
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、

感
情
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
で
す
ね
。「
一
生
懸
命
走
っ

て
い
た
ね
。
格
好
よ
か
っ
た
よ
。
最
後
に
ち
ょ
っ
と
転
ん
じ
ゃ
っ
た
け
ど
、
あ
な
た
は
最
後
ま
で
走

り
抜
い
た
じ
ゃ
な
い
。
で
も
、
つ
ら
か
っ
た
ね
。
ち
ょ
っ
と
悔
し
か
っ
た
ね
。
で
も
、
お
母
さ
ん
見

て
い
た
よ
」
と
か
、「
先
生
た
ち
見
て
い
た
よ
」
と
い
う
、
子
供
た
ち
が
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、

少
し
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
に
、
私
た
ち
が
想
像
を
働
か
せ
な
が
ら
、
そ
の
感
情
を
言
葉
で
代
弁
し
て

あ
げ
る
と
い
う
か
、
も
し
か
し
た
ら
悔
し
か
っ
た
か
な
、
悲
し
か
っ
た
か
な
、
怒
っ
ち
ゃ
っ
た
か
な

と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
か
け
を
す
る
こ
と
で
、
自
分
は
そ
う
い
う
感
情
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
子
供
た
ち
が
気
づ
い
て
い
き
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
46
）

私
た
ち
が
与
え
た
そ
の
言
葉
と
い
う
も
の
が
、
一
貫
性
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
子
供
た
ち
の
中
に
、

心
を
思
う
気
持
ち
、
他
者
を
思
う
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
く
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
メ
ン
タ
ラ

イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
心
を
思
う
感
覚
と
い
う
か
、
プ
ロ
セ
ス
で
す
ね
。（
ス
ラ
イ
ド
47
）

そ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
今
、
M
e
n
t
a
l
i
z
a
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d 

T
r
e
a
t
m
e
n
t

と
言
っ
て
、「
メ
ン
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
」
と
い
う
言
葉
が
少
し
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
子
供
が
し
ん
ど
か
っ
た
と
き
、
う
れ
し
か
っ
た
と
き
も
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
子
供

た
ち
が
感
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
感
情
に
私
た
ち
が
少
し
言
葉
を
当
て
は
め
な
が
ら
、
あ
れ
だ
っ
た
か

な
、
こ
れ
だ
っ
た
か
な
と
い
っ
た
言
葉
か
け
を
す
る
。
そ
れ
が
、
一
貫
性
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
自

分
の
中
の
安
定
化
に
つ
な
が
る
。

た
だ
、
そ
れ
が
一
貫
性
の
な
い
関
わ
り
で
あ
る
と
、
自
分
の
中
に
自
己
否
定
す
る
よ
う
な
感
覚
が

養
育
を
し
て
く
れ
る
重
要
な
人
物
と
他
者
を
識

別
し
て
い
く
よ
う
な
人
見
知
り
と
い
う
も
の
が

始
ま
っ
て
き
ま
す
ね
。
そ
う
し
て
く
る
と
、
そ

う
い
っ
た
関
係
性
の
欲
求
を
満
た
し
て
あ
げ
る

こ
と
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
う

い
っ
た
年
齢
に
応
じ
た
関
わ
り
も
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。

８
か
月
に
な
る
と
人
見
知
り
が
始
ま
っ
て
、

親
と
他
の
者
と
の
違
い
を
認
識
し
て
、
親
以
外

の
人
を
恐
れ
て
、
不
安
を
持
っ
て
接
す
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
。

乳
児
は
基
本
的
な
信
頼
感
を
養
う
と
、
同
時

に
自
分
の
欲
求
が
満
た
さ
れ
な
い
と
き
の
不
信

の
感
覚
も
芽
生
え
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
乳
幼
児
の
精
神
的
な
健
康
の
た

め
に
は
、
重
要
他
者
で
あ
る
親
と
の
関
係
が
密
接
で
、
満
足
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

私
は
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
実
は
す
ご
く
難
し

い
問
題
で
は
な
く
て
、
こ
う
い
う
幼
児
教
育
が
い
い
で
す
よ
と
か
、
何
と
か
式
の
教
育
が
い
い
で
す

よ
と
い
う
問
題
で
は
な
く
て
、
本
当
に
私
た
ち
が
普
通
に
し
て
い
る
、
泣
い
た
ら
だ
っ
こ
し
て
あ
げ

て
、
お
な
か
が
す
い
た
と
い
う
子
供
に
は
、
母
乳
や
ミ
ル
ク
を
与
え
て
、
遊
び
た
い
と
い
う
子
供
た

ち
に
は
、
遊
び
の
環
境
を
つ
く
っ
て
あ
げ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
す
ご
く
大
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
一

貫
し
た
積
み
重
ね
と
い
う
も
の
が
、
子
供
た
ち
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
つ
な
が
る
。

だ
か
ら
、
私
が
研
修
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
は
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
た
ち
に
、
日
々
の

関
わ
り
が
大
事
な
ん
で
す
よ
。
何
か
新
し
い
こ
と
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
も
っ

と
気
楽
に
考
え
ま
し
ょ
う
。
今
、
こ
う
や
っ
て
お
母
さ
ん
が
な
さ
っ
て
い
る
こ
と
、
今
、
お
父
さ
ん

が
声
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
、
こ
の
積
み
重
ね
が
す
ご
く
大
事
な
ん
で
す
よ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
申
し

上
げ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
頭
で
考
え
る
こ
と
な
く
、
私
た
ち
が
日
々
持
っ
て
い
る
五
感
と
い
う
も

の
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
育
児
を
そ
れ
な
り
に
、
そ
の
人
な
り
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
か
、

そ
う
い
っ
た
支
援
が
で
き
る
と
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
遠
藤
先
生
が
こ
の
辺
り
を
本
当
に
詳
し
く
言
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
て
、
ス
ト
レ
ス
が
な
い

状
況
の
中
で
の
随
伴
的
な
関
わ
り
、
例
え
ば
、
私
た
ち
は
子
供
た
ち
が
「
運
動
会
で
１
位
を
取
り
ま

• 生まれた直後は自分の生理的、身体的欲求を自
力で満たすことはできず、泣いて助けを求めま
す。養育者に抱かれて授乳されると新生児は養
育者の働きかけに反応し視線を合わせ(アイコ
ンタクト)、声やにおいを識別するなど、ある
程度の親子相互関係が成立し、この親子間相互
の働きかけはエントレインインメント、と呼ば
れています。

• 身体的欲求が満たされるというこのプロセスの
積み重ねが精神的安らぎも与えることに繋がり、
乳児は自分が置かれている世界や親がくれるも
のを信頼するという感情や自分の存在を肯定的
にとらえる自己信頼感が養われるようになりま
す。更に乳児は3カ月になると周囲のものを視
覚的に把握し初め追視が始まり、無差別に反応
する社会的微笑が現れます。

アタッチメントの支援

• 8か月になると、人見知りが始まり、親と他の
ものとの違いを認識し親以外の人を恐れ不安を
もって接するようになり、乳児は基本的信頼感
を養うと同時に自分の欲求が満たされないとき
は不信の感覚を芽生えるのです。

• このように乳幼児の精神的健康のためには、重
要他者である親との関係が密接で満足に満ちた
ものであることが必要であり、ボウルビーは乳
児が親に愛着を覚えるのは食欲などの生物学的
本能を満たすだけではなく親への愛着行動自体
が根源的欲求であると表しました。

• このプロセスは、とてもprimitiveなプロセスで
あり、決して流行りの幼児教育や情操教育に時
間を費やせばよりよく形成されるというもので
はありません。養育者であるお父さん、お母さ
んが、頭で考えすぎることなく５感を通じ
“もっと気楽に子育てをすること”を支援する
ことが大切です。 44

関係性における3つの要素

Emotional Warmth
日常生活全般における温かみのある情動

的な雰囲気

Mutual Reciprocity
ストレスがない状況での随伴的な

関わり

Attachment
ストレスを経験している際の

随伴的な関わり

45

34

44

45
引用元：小平雅基　第１回発達障害者支援研修：指導者養成研修パートⅢ 2020年厚生労働省の

　　　　   　　　　 障害者対策総合研究事業かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 



アタッチメントの重要な機能

共感性、自己意識などの礎となる

感情に共感的に反応することで、
映し出してあげる（感情のラベリング）

相手が自分の心のなかのイメージを
正確に認識してくれたと認識

アタッチメント対象としての
信頼関係

46

アタッチメントの重要な機能
（Mentalization-Based Treatment）

心のなかのイメージにズレが生まれる

メンタライジング機能

メンタライジング：自己と他者の行動を、その背後
にある心理状態という面から理解し、解釈すること 積み重なってきた信頼する人の意見

47
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46
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引用元：小平雅基　第１回発達障害者支援研修：指導者養成研修パートⅢ 2020年厚生労働省の

　　　　   　　　　 障害者対策総合研究事業かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 

引用元：小平雅基　第１回発達障害者支援研修：指導者養成研修パートⅢ 2020年厚生労働省の

　　　　   　　　　 障害者対策総合研究事業かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 



生
ま
れ
て
く
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
の
中
に
あ
る
感
情
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自

分
が
自
分
で
な
い
よ
う
な
感
覚
、
自
己
否
定
す
る
よ
う
な
感
覚
が
生
ま
れ
て
き
て
、
そ
れ
が
自
己
の

安
定
感
の
難
し
さ
と
関
係
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
メ
ン
タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
、
私

た
ち
が
子
供
と
の
関
わ
り
の
中
で
日
々
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
、

M
e
n
t
a
l
i
z
a
t
i
o
n
-
B
a
s
e
d 

T
r
e
a
t
m
e
n
t
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

少
し
時
間
も
押
し
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
行
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

（
３
）
Ａ
Ｃ
Ｅ
体
験
の
予
防
と
介
入　
〜
ト
ラ
ン
ス
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
ケ
ア
〜

ト
ラ
ウ
マ
の
治
療
と
い
う
か
関
わ
り
は
、
ス
ラ
イ
ド
49
の
三
角
形
に
図
示
さ
れ
て
い
て
、
一
番
上

は
T
r
a
u
m
a
-
s
p
e
c
i
f
i
c 

c
a
r
e
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
医
学
の
中
で
心
理
学
の

専
門
家
と
や
っ
て
い
く
よ
う
な
Ｔ
Ｆ
Ｃ
Ｂ
Ｔ
と
い
う
、
ト
ラ
ウ
マ
フ
ォ
ー
カ
ス
と
認
知
行
動
療
法
や
、

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
と
い
っ
て
、
親
子
間
の
交
流
を
他
者
が
支
援
す
る
こ
と
で
、
関
係
性
の
支
援
を
し
て
い
く

よ
う
な
治
療
法
な
ど
が
あ
る
ん
で
す
。

で
も
、
そ
れ
も
や
る
だ
け
で
は
駄
目
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
日
々
の

生
活
の
中
で
、
ど
こ
で
も
、
誰
で
も
可
能
な
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ケ
ア
と
い
う
も
の
を

し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
亀
岡
智
美
先
生
と
い
う
神
戸
の
児
童
精
神
学
の
先
生
が
、
つ
い
こ
の
間
、
つ
い
こ
の
間

と
言
っ
て
も
、少
し
時
間
が
た
っ
て
、で
も
数
か
月
前
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
本
を
出
し
て
く
だ
さ
っ

て
、
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
日
々
、
私
た
ち
が
ど
こ
で
も
、
誰
で
も
で

き
る
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ケ
ア
に
つ
い
て
、
あ
る
介
入
事
例
な
ど
も
細
か
く
出
し
て
い

た
だ
き
な
が
ら
、
本
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
そ
こ
か
ら
少

し
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
50
）

ト
ラ
ウ
マ
を
た
く
さ
ん
抱
え
て
い
る
人
た
ち
を
目
の
前
に
し
て
い
る
と
、
な
か
な
か
私
た
ち
が

思
っ
て
い
る
よ
う
な
支
援
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
り
、
私
た
ち
も
不
全
感
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
と
き
は
、
私
た
ち
の
不
全
感
を
認
識
し
な
が
ら
、
で
も
、
こ

の
目
の
前
の
方
は
、
目
の
前
の
子
供
た
ち
は
、
本
当
に
大
変
な
中
、
１
人
で
頑
張
っ
て
こ
こ
ま
で
生

き
て
き
た
ん
だ
と
い
う
尊
敬
の
気
持
ち
で
す
よ
ね
。「
よ
く
頑
張
っ
て
き
ま
し
た
ね
」、「
苛
酷
な
状

況
を
よ
く
１
人
で
生
き
抜
い
て
き
ま
し
た
ね
」、「
あ
な
た
は
と
て
も
勇
気
の
あ
る
方
で
す
よ
」、「
勇

気
の
あ
る
お
子
さ
ん
で
す
よ
」
な
ど
、
こ
れ
を
私
は
臨
床
の
中
で
日
々
使
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、「
本
当
に
よ
く
頑
張
っ
て
き
た
ね
」、「
本
当
に
あ
な
た
に
は
力
が
あ
る
ん
だ
ね
」、「
勇
気
を
た

く
さ
ん
持
っ
て
い
る
ん
だ
ね
」、
そ
う
い
う
言
葉
が
け
、
も
う
既
に
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

持続可能なTICモデル
効果が実証された治療プログラムを核にしたTIC

訓練を受けた臨床家
が提供する

Trauma-specific care

専門家が提供する
Trauma-responsive care

どこでも誰でも可能な
Trauma-informed 

care

効果が実証された
スキルの伝達

一般に活用可能な
スキルの伝達

治療が必要な
ケースを紹介・相談

ケアが必要な
ケースを紹介・相談

亀岡智美 実践トラウマインフォームドケア さまざまな領域での展開 日本評論社 49
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ら
か
っ
た
ね
。
で
も
、
大
丈
夫
だ
よ
。
一
緒
に

考
え
よ
う
ね
」
と
、
あ
と
は
、
子
供
が
沈
黙
し

て
い
た
ら
、
そ
の
沈
黙
に
一
緒
に
耐
え
る
時
間

も
す
ご
く
大
事
で
、
沈
黙
に
耐
え
て
く
だ
さ
っ

た
先
生
方
に
対
し
て
は
、
多
分
、
た
く
さ
ん
の

信
頼
を
子
供
た
ち
は
置
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
ス
ラ
イ
ド
56
）

沈
黙
に
耐
え
る
の
は
結
構
大
変
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
時
空
間
を
子
供
た
ち
が

体
験
で
き
る
と
、
自
分
は
そ
れ
で
も
い
い
ん
だ
、

う
ま
く
言
葉
に
で
き
な
く
て
も
い
い
ん
だ
、
そ

の
場
に
一
緒
に
い
て
く
れ
る
ん
だ
、
そ
う
い
う

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
今
ま
で
よ
く
頑
張
っ
て
き
ま
し
た
ね
」と
か
、

「
こ
れ
か
ら
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
ね
」、

「
お
話
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
ね
。
で
も
、
つ
ら

あ
と
は
、
自
分
の
行
動
を
自
分
で
決
定
し
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
感
覚
を
取
り
戻
し
て
い
く

た
め
に
、
危
険
な
行
動
を
子
供
が
や
っ
て
い
る

と
き
は
、
や
は
り
止
め
て
い
く
必
要
性
も
あ
る

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
は
、

子
供
た
ち
に
選
択
肢
を
与
え
て
、
遊
び
だ
っ
た

ら
、「
こ
っ
ち
と
こ
っ
ち
、
ど
っ
ち
が
い
い
？
」、

「
何
々
ち
ゃ
ん
、
好
き
な
の
ど
っ
ち
か
な
」
と

言
い
な
が
ら
、
子
供
た
ち
が
、「
じ
ゃ
あ
、
僕
、

こ
れ
」
と
か
、「
私
、
こ
れ
に
す
る
」
と
か
、

選
択
肢
を
与
え
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
子
供
た

ち
が
本
来
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
自
分
で
選

ぶ
力
、
自
己
決
定
能
力
の
回
復
に
つ
な
が
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ス
ラ
イ
ド
51
の
Ｔ
Ｉ
Ｃ
（
ト
ラ
ウ
マ
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
ケ
ア
）
の
主
要
な
前
提
条
件
、
４

つ
Ｒ
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
４
つ
の
Ｒ
は
「
R
e
a
l
i
z
e
」、
知
識
を
持
つ
。

い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ウ
マ
の
知
識
を
持
つ
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
、
ト
ラ
ウ
マ
を
持
っ
て
い
る
子
供
が

ど
う
い
う
症
状
が
出
る
の
か
と
い
う
知
識
を
持
っ
た
ら
、
そ
れ
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
。
気
づ
い
た

ら
、
対
応
す
る
。
ト
ラ
ウ
マ
に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
を
統
合
し
て
、
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
再
ト

ラ
ウ
マ
化
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
ト
ラ
ウ
マ
を
体
験
し
て
い
る
子
供
た
ち
と
い
う
の
は
、

ま
た
い
じ
め
に
遭
い
や
す
か
っ
た
り
、
つ
い
つ
い
違
う
大
人
か
ら
の
叱
責
に
遭
い
や
す
か
っ
た
り
す

る
の
で
、
再
ト
ラ
ウ
マ
化
を
防
ぐ
よ
う
な
支
援
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
、
ト
ラ
ウ

マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ケ
ア
の
大
事
な
４
つ
の
Ｒ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
時
間
が
来
て
い
ま
す
の
で
、
ケ
ア
の
と
き
に
、
子
供
た
ち
の
問
題
行
動
と
し
て
、
自
分
の

中
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
表
現
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
55
）

そ
う
す
る
と
、
治
療
者
も
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
つ
い
つ
い
「
こ
れ
は
い
い
で
す
」、「
こ
れ

は
悪
い
で
す
」、「
こ
れ
は
良
く
な
い
行
動
で
す
」
と
ジ
ャ
ッ
ジ
し
て
し
ま
っ
た
り
、
そ
れ
を
非
難
し

て
し
ま
っ
た
り
、
ル
ー
ル
の
一
方
的
な
押
し
つ
け
を
し
て
し
ま
っ
た
り
、
反
省
文
を
書
か
せ
る
と
か
、

一
方
的
な
約
束
を
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
話
を
そ
ら
し
た

り
、
聞
か
な
い
と
か
、
一
方
的
に
話
す
と
か
、
常
識
だ
け
を
述
べ
て
指
導
や
説
得
を
す
る
と
か
、
安

易
に
解
決
策
を
示
す
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
し
な
い
で
い
た
だ
い
て
、
真
剣
に
耳
を
傾
け
て
、

感
情
理
解
、「
あ
あ
だ
っ
た
ね
」、「
こ
う
だ
っ
た
ね
」
と
、
私
た
ち
が
感
情
を
代
弁
し
て
あ
げ
て
、「
つ

クライエントと治療者の間に
「相互の尊敬」があり「必要な情報が共有される」つながりは、
クライエントの支援への積極的な関与につながる。

・クライエントは「過酷な状況を一人で生き抜いてきた勇気ある人」
という視点を持って接する。
・クライエントの能動的な選択を最大限尊重させることが必要
・自分の行動を自分で決定しコントロールする感覚を取り戻す

→TICではさらにエンパワメントの視点が大切にされる

トラウマインフォームドケア

亀岡智美 実践トラウマインフォームドケア さまざまな領域での展開 日本評論社

50

TICの主要な前提条件：4つのR

Realize
知識をもつ

トラウマの広範な
影響を知り回復の
可能性を理解する

Resist
re-traumatization
再トラウマの予防

クライエントと
支援者の

再トラウマを
予防する

Recognize
気づく

クライエント・
家族・支援者の
トラウマ症状の
サインに気づく

Respond
対応する

トラウマについて
の十分な知識を
統合し対応する

亀岡智美 実践トラウマインフォームドケア さまざまな領域での展開 日本評論社 51

虐待された子どもの反応

トラウマとなる出来事を振り返ることがで
きない。
怖い。
何があったのかはっきりわからない。
症状の認識がない。
自分はおかしくなった。
自分を責める。
自分が悪かったから起きた。
自分なんかいないほうがよい。
自分の感情に気づかない。
感情を行動で表す。
周囲からの働きかけを否定的に受け止める。
世の中は危険だ。
どうせ周囲はわかってくれない。

悪循環

問題行動として表出
不穏興奮、攻撃的態度、
自傷、自殺企図、解離

治療者の対応
ジャッジ、厳罰、批判、
ルールの押し付け、反
省文書かせる、一方的
な約束、理論だけを述
べる 根拠のない激励

亀岡智美 実践トラウマインフォームドケア さまざまな領域での展開 日本評論社

①話をそらす、聞かない
②一方的に話す
③常識をのべ、指導や説得する
④安易に解決策を示す
⑤励ましをする
⑥責める、批判する

支援／治療における再トラウマ化を防ぐ

55

虐待された子ども自分の状態への理解が進む。
自分の感情への気づきが高まり、その感情を
妥当なものであると受け止める。
世の中全部が危険ではないかも。周囲はわ
かってくれるかも。
↓
トラウマとなる出来事を振り返ってみる勇気。

治療者の共感→リフレクト→ミラーリング
本人の行動や症状（不穏興奮、攻撃的態度、自傷、
自殺企図、解離など）の背景にある心理状態をみる
Ex）あなたが体験したことは、虐待といいます。あ
なたに責任はありません。
いままでよく頑張ってきましたね。これからは一緒
に考えましょう。お話を聞かせてくださいね。つら
いときは深呼吸したり、少しお休みしてもいいです
よ。ご自身が使いやすいリラクゼーションを考えま
しょう
興奮して暴れてしまったのはよほどつらかったので
しょうか？怖かったのでしょうか？
記憶がよみがえってきたのでしょうか？
記憶が飛ぶほどつらかったのでしょうか。

トラウマ体験

生活の中の
リマインダー

トラウマ関連症状

対応

亀岡智美 実践トラウマインフォームドケア さまざまな領域での展開 日本評論社

①真剣に耳を傾ける
②感情を理解、受け止める
③沈黙に耐える
④共感する
⑤治療を勧める

支援／治療における再トラウマ化を防ぐ
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ち
の
気
持
ち
の
代
弁
を
し
て
い
く
必
要
性
が
あ

る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
遊
び
や
関
わ
り

の
コ
ツ
を
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
沿
っ
て
書
か
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
の
と
、
あ
と
、
遊
び
の
生

物
心
理
社
会
的
な
効
果
と
い
う
こ
と
で
、
遊
び

は
脳
内
の
一
部
を
刺
激
し
て
、
Ｂ
Ｄ
Ｎ
Ｆ
と

言
っ
て
、
少
し
抑
鬱
感
情
と
関
係
し
て
い
る
よ

う
な
生
物
学
的
な
物
質
と
関
連
す
る
と
か
、
ノ

ル
エ
ピ
ネ
フ
リ
ン
を
活
性
化
し
て
、
意
欲
や
脳

の
過
疎
性
を
改
善
す
る
と
か
、
遊
び
や
ス
ト
レ

ス
、
拾
う
、
抑
鬱
を
軽
減
し
て
、
協
調
、
バ
ラ

ン
ス
、
柔
軟
性
を
高
め
る
と
か
、
指
示
的
で
な

い
子
供
の
自
由
遊
び
、
枠
組
み
の
な
い
自
由
な

遊
び
と
い
う
も
の
は
、
子
供
の
自
主
的
な
探
索

や
学
習
を
促
進
す
る
な
ど
、
こ
う
い
う
効
果
が

得
ら
れ
る
と
言
っ
て
い
て
、
先
生
方
御
自
身
の

日
々
の
関
わ
り
と
い
う
の
は
、
今
、
物
す
ご
く
エ
ビ
デ
ン
ス
ベ
ー
ス
ド
で
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。（
ス
ラ
イ
ド
59
）

も
う
一
つ
、
ペ
ア
レ
ン
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
も
の
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
の
感

情
の
調
節
に
つ
い
て
は
、
学
童
期
の
お
子
さ
ん
た
ち
は
対
象
で
は
な
い
。
で
も
、
そ
う
で
も
な
い
な
。

そ
う
で
も
な
い
か
ら
、
少
し
だ
け
ご
紹
介
し
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
60
）

児
童
期
の
子
供
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
Ｃ
Ａ
Ｐ
と

言
っ
て
、
子
供
の
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
と
か
、
地
域
に
Ｃ
Ａ
Ｐ
が
あ
る
の
を
、
先
生
方
、
御
存
じ
で

す
か
。
そ
こ
で
、
幼
児
期
か
ら
、
小
さ
い
子
供
た
ち
が
自
分
の
体
を
守
る
方
法
を
集
団
で
心
理
教
育

し
て
く
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
す
ば
ら
し
い
な
と
思
っ
て
、
も
う
簡
単
に
、「『
Ｎ
ｏ
！
』『
Ｇ
ｏ
！
』

『
Ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
！
』
で
す
よ
」
と
言
う
ん
で
す
。
嫌
な
と
き
は
「
嫌
だ
」
と
言
っ
て
い
い
よ
と
い
う
こ

と
と
、
嫌
な
こ
と
を
さ
れ
た
ら
逃
げ
ま
し
ょ
う
。「
Ｇ
ｏ
！
」
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
。
そ
れ

か
ら
、
嫌
な
こ
と
を
さ
れ
た
と
き
は
、
お
話
し
し
て
い
い
ん
で
す
よ
と
い
う
、「
Ｎ
ｏ
！
」「
Ｇ
ｏ
！
」

「
Ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
！
」
と
、
物
す
ご
く
分
か
り
や
す
く
て
、
私
は
外
来
の
お
子
さ
ん
た
ち
に
こ
れ
を
伝
え

て
い
ま
す
。

「『
Ｎ
ｏ
！
』『
Ｇ
ｏ
！
』『
Ｔ
ｅ
ｌ
ｌ
！
』
を
知
っ
て
い
る
？　

あ
な
た
の
体
と
心
を
守
る
た
め
に

す
ご
く
大
事
な
ん
だ
よ
。
こ
れ
を
や
っ
て
い
い
ん
だ
よ
」
と
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
先
生
た
ち
の

現
場
で
も
で
き
る
と
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

い
と
き
は
深
呼
吸
し
た
り
、
少
し
お
休
み
し
て

も
い
い
で
す
よ
。
ご
自
身
が
使
い
や
す
い
、
リ

ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
方
法
を
使
っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
ね
。
興
奮
し
て
暴
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ

れ
は
も
し
か
し
た
ら
物
す
ご
く
つ
ら
か
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
怖
か
っ
た
の
で
す
か
。
も

し
か
し
た
ら
、
嫌
だ
っ
た
経
験
が
よ
み
が
え
っ

て
き
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
記
憶
が
飛
ぶ
ほ
ど
つ

ら
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
」
み
た
い
な
、

私
た
ち
が
目
の
前
に
い
る
子
供
の
つ
ら
さ
に
想

像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
、「
あ
あ
だ
っ
た
か
な
」、

「
こ
う
だ
っ
た
か
な
」と
い
う
メ
ン
タ
ラ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
と
い
っ
た
も
の
が
、
子
供
た
ち
の
ト
ラ

ウ
マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ケ
ア
に
つ
な
が
る

と
い
っ
た
こ
と
で
す
。

大
事
な
こ
と
、
２
つ
で
す
。
子
供
本
人
へ
の

働
き
か
け
と
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

子
供
が
生
育
し
て
い
る
環
境
に
働
き
か
け
る
と

い
う
こ
と
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
57
）

こ
の
環
境
へ
の
働
き
、
遊
び
の
こ
と
は
先
生

方
が
す
ご
く
御
専
門
だ
と
思
う
の
で
、
こ
の
遊

び
の
エ
ビ
デ
ン
ス
と
い
う
の
も
、
や
は
り
小
児

科
の
中
で
見
直
さ
れ
て
き
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る

双
方
向
性
の
遊
び
で
す
よ
ね
。「
い
な
い
い
な

い
ば
あ
」
だ
っ
た
り
、「
か
く
れ
ん
ぼ
」
だ
っ

た
り
、「
ボ
ー
ル
の
や
り
取
り
」
だ
っ
た
り
、

「
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
」
や
「
手
遊
び
」、
い
わ
ゆ
る

双
方
向
性
の
遊
び
。
多
分
、
先
生
方
は
大
得
意

だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ

子
供
た
ち
の
発
達
や
安
心
・
安
全
に
つ
な
が
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
58
）

そ
れ
か
ら
、
学
童
期
に
な
る
前
か
ら
、
子
供

た
ち
が
気
持
ち
に
気
づ
け
る
よ
う
に
、
子
供
た

子どもの成育環境への働きかけ

特性に合わせた環境調整

ポジティブディシプリン・ペアレンティング

大切にしたいこと

子ども本人への
働きかけ

環境（親、教育者、
学級、学年）への
働きかけ

大事なこと

57

”遊び ”の生物心理社会的効果

 遊びは、扁桃体、背外側前頭皮質、海馬、および橋におけるBDNFのRNA産生を刺激する。

(Gordon NS 2003)

 遊びはまた、ノルエピネフリンを活性化し、それはシナプスでの学習を促し、脳の可塑性を改善する。
(Michael Yogman,2018)

 遂行機能、言語、多様性と空間的概念、社会的発達、身体的発達と健康、主体的価値の形成に関
与する。(Kinchin J, 2012.,Walker CM,. 2013)

 遊びは、ストレス、疲労、抑うつを軽減し、協調、バランス、柔軟性を高める。（ Goldstein J. 2011）

 遊びの中で、乳幼児の非言語的行動を観察すること、相互的なやりとりに参加すること、感情を共
有することは、その後の創造性、問題解決、チームワークに関連する (Michael Yogman,2018)

 指示的ではない子どもの自由遊びは、子どもの自主的な探索を学習を促進する。（Bonawitz EB, 2010）

 遊びを通じた肯定的な子育て活動は親のストレスを軽減し親子関係の強化をもたらす。

→ペアレンティング・プログラム
59

遊びやかかわりのコツ

 乳児期後期
・原因と効果、ものの永続性などの高次脳機能の発達が出現。いないいないばあ、かくれんぼうなど。
ボールやりとり、ジェスチャーや手遊びなど模倣を促す。

 幼児期
・こころの理論が関与する仲間と関わる遊びの機会（役割を持った遊びなど）は、交渉する能力を養い、
問題解決能力や洗練された言語を使うことを学び、自己統制に関係する前頭前野の発達に関与する。
(Michael Yogman, et al 2018 )

 学童期
・誰でも不安になったり悲しくなることがある。気持ちに気づいて誰かに話すと気持ちが楽になることを
アドバイスする。

・達成心、責任感、何かに貢献できたという感覚を積み重ねると、自尊心（自己肯定感）が強くなる。保
護者自身が、約束を守る、時間を守る、やるべきことを果たすなど、見本となる行動を示すこと

・保護者が批判的で過度な期待を押し付けたり、逆に無関心だとこどもの自尊心を傷つける

58
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そ
れ
か
ら
、
ス
ラ
イ
ド
61
で
す
が
、
感
情
の

調
節
を
手
助
け
す
る
と
い
う
こ
と
で
、「
今
、

ど
ん
な
気
持
ち
で
す
か
。
も
し
か
し
た
ら
寂
し

い
？　

つ
ら
い
？　

当
て
は
ま
る
も
の
は
あ
り

ま
す
か
」。

児
童
期
の
お
子
さ
ん
だ
っ
た
ら
、「
い
ら
い

ら
し
て
い
る
」
と
言
っ
た
ら
、「
今
、
い
ら
い

ら
レ
ベ
ル
は
ど
れ
ぐ
ら
い
で
す
か
」
と
、
そ
の

い
ら
い
ら
レ
ベ
ル
、
感
情
に
数
字
を
当
て
は
め

て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
お
子
さ
ん
が
「
い
ら
い

ら
レ
ベ
ル
は
７
か
な
」
と
言
っ
た
ら
、「
じ
ゃ
、

あ
な
た
自
身
が
も
っ
と
楽
し
く
、
あ
な
た
ら
し

く
生
活
で
き
る
た
め
に
、
ど
れ
く
ら
い
レ
ベ
ル

ま
で
下
げ
た
ら
、も
う
少
し
楽
に
な
れ
そ
う
？
」

と
聞
い
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。（
ス
ラ
イ
ド
62
）

子
供
が
、「
じ
ゃ
あ
、
レ
ベ
ル
３
か
な
」
と
か
、

こ
の
と
き
に
大
事
な
の
が
、「
レ
ベ
ル
ゼ
ロ
に

し
な
く
て
い
い
ん
で
す
よ
。
そ
の
不
安
や
つ
ら

さ
を
ゼ
ロ
に
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
よ
ね
。

ゼ
ロ
に
し
な
く
て
も
、
あ
な
た
自
身
が
も
っ
と

楽
し
く
、
あ
な
た
ら
し
く
生
活
で
き
る
レ
ベ
ル

は
ど
れ
く
ら
い
か
な
」
と
、
子
供
た
ち
と
対
話

し
な
が
ら
聞
い
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。（
ス
ラ

イ
ド
62
）

子
供
が
、「
じ
ゃ
あ
、３
ぐ
ら
い
か
な
」と
言
っ

た
ら
、「
あ
あ
、そ
う
か
、そ
う
か
。３
だ
ね
。じ
ゃ
、

３
ぐ
ら
い
に
下
げ
る
た
め
に
、
あ
な
た
だ
っ
た

ら
何
が
で
き
そ
う
？　

何
々
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
ら

ど
ん
な
こ
と
で
き
そ
う
？
」
と
か
、「
あ
る
子

供
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
よ
」
み
た
い
な
感

じ
で
、
日
々
の
中
で
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
実
践

し
て
い
た
だ
く
。

私
ど
も
の
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

児童期の子どもへのアドバイス

 安全の確立：性犯罪などから身を守るため以下を確認しましょう。

・家の外には悪い大人もいること

・知らない人についていかない。お父さん、お母さんから離れない

・下着で隠れているところは他の大人が触ってはいけない大事なところであること。

・いやと思うことをされたら必ずお父さん、お母さんに教えること。

 No！ Go！ Tell！（NPO CAPセンターJAPAN)

 人権教育の必要性：あなたが感じた“いやだなあ”“困ったなあ”という感覚や気持ちは、

あなたの“特別に大切な3つの権利：安心・自信・自由”が

奪われそうになっているサインです。

60

子どもの気持ちを大事にしましょう

＊どんな気持ちでもふたをせずに気付けるように手助けする

＊どんな気持ちでも伝えて良いことを伝える

＊お絵描きをしながら、お風呂に入りながら…でもOK

話を聴く前に・・・

話し始めたら・・・

＊どんな気持ちであっても否定せず、受け止めてください。

＊ 「いやだったんだね」「そうだね。そう思ったんだね」

「上手にお話できたね」など子どもの気持ちに言葉を添えることで、受け止めたこと

が伝わります。

＊ 子どもなりにがんばっていることを認め、親子互いにねぎらいの言葉を大切に

したいですね。
この春、どんな過ごし方をしましたか？

このときの体験を振り返り、
これからにも生かせるといいですね！！

子どものワークも参照にしてみてくださいね！

感情の調整を手助けする（Manage their emotions）

61

どんなきもち？
気もちレベルを教えてね

今の気持ちを表現する

たのしい

つらい

さびしい

うれしい

イライラ

どんな気持ちも大切に

＊ 自分や大切な人の気持ちを大切にすることが、自分たち

を守ることにつながります

イライラ
レベル７
くらいかな…

100

0

○○のことを
考えていた
なぁ

62

39

6061
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ム
ペ
ー
ジ
に
、
今
、
御
紹
介
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
や
、
こ
う
い
う
心
理
教
育
の
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
の
で
、
も
し
よ
ろ
し

か
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
の
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
63
）

親
御
さ
ん
ご
自
身
が
、
Ｓ
Ｓ
Ｎ
Ｒ
、
子
供
に

と
っ
て
の
安
全
で
安
心
な
肯
定
的
な
し
つ
け
が

で
き
る
環
境
を
な
か
な
か
つ
く
れ
な
い
と
き
、

そ
う
い
っ
た
と
き
こ
そ
、
や
は
り
私
た
ち
社
会

が
子
供
た
ち
、
ご
家
族
を
支
え
て
い
く
必
要
性

が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

そ
う
い
っ
た
と
き
に
、
個
の
責
任
だ
と
押
し

つ
け
な
い
で
、
ト
ラ
ウ
マ
・
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

ケ
ア
の
精
神
で
関
わ
る
。

ま
た
、
こ
こ
に
少
し
励
ま
さ
れ
る
よ
う
な
論

文
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

児
童
期
の
好
意
的
な
体
験
、
安
全
だ
と
感
じ
て
い
る
、
子
供
が
安
全
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
養

育
者
が
１
人
以
上
い
た
こ
と
と
か
、
親
友
が
１
人
以
上
い
た
こ
と
と
か
、
サ
ポ
ー
ト
で
ア
ド
バ
イ
ス

し
て
く
れ
る
健
全
な
大
人
が
い
た
と
い
う
体
験
を
し
た
子
供
た
ち
は
、
ト
ラ
ウ
マ
症
状
を
和
ら
げ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。（
ス
ラ
イ
ド
64
）

（
３
）
Ａ
Ｃ
Ｅ
体
験
の
予
防
と
介
入　
〜
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
〜

時
間
が
来
て
い
る
の
で
、
こ
の
後
、
少
し
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
こ
と
な
ど
を
ご
紹
介
し
な
が
ら
、

締
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す

ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
今
、
エ
ビ
デ
ン
ス
も
出
て
き
て
い
て
、

P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
ア
プ
ロ
ー
チ
、
一
般
の
方
々
が
対
象
と
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
れ
ば
、
い

わ
ゆ
る
Ａ
Ｓ
Ｄ
や
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
な
ど
、
発
達
に
特
性
を
持
つ
ハ
イ
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
も
の
も

ご
ざ
い
ま
す
。（
ス
ラ
イ
ド
66
）

こ
の
P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
い
う
こ
と

を
研
究
さ
れ
て
、
日
本
に
広
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
団
体
が
お
ら
れ
ま
す
。
元
保
育
士
さ
ん
で
、
前

に
セ
ー
ブ
・
ザ
・
チ
ル
ド
レ
ン
に
い
た
方
が
お
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
本
も
結
構

厚
く
出
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
ん
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
67
）

親ごさん自身が生きづらさや様々な困難さをもつとき、
子育てが難しいとき、そんなときこそ！
社会があたたかく支援する

個の責任だと押し付けない TICの精神で

大切にしたいこと

子ども本人への
働きかけ

環境（親、教育者、
学級、学年）への
働きかけ

大事なこと

児童期の好意的な体験（Benevolent Childhood Experiences; BCEs）：
「安全だと感じている養育者が1名以上いた」「親友が1名以上いた」「サポートやア
ドバイスをしてくれる大人がいた」）はトラウマ症状を和らげる。Karatziasら（2020） 64

外来では、ストレスに対するセルフケ

ア（自分でコントールできる方法）と

しておすすめの4つの方法をアニメー

ションでご紹介しています。

・深呼吸

・筋弛緩法

・マインドフルネス

子どもへの心理教育
リラクゼーション動画の紹介

https://www.ncchd.go.jp/news/2021/210819.html

https://youtu.be/bsiYMxlNYeM

https://youtu.be/fxvESsy7h0I

①⾳を探す https://youtu.be/AmTtWLE8X8c

②遠くを⾒る https://youtu.be/tQJzvd38FJU
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あ
あ
い
う
行
動
を
し
た
の
は
、何
か
理
由
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
。
ち
ょ
っ
と
教
え
て
ね
」と
、

悪
い
こ
と
を
し
て
も
味
方
で
い
て
く
れ
る
と
か
、
や
ら
な
い
と
き
に
叱
る
の
で
は
な
く
て
、
や
っ
て

い
る
と
き
に
何
も
言
わ
な
い
。
そ
う
い
う
と
き
は
、
少
し
距
離
を
空
け
る
。
積
極
的
な
関
心
を
向
け

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
や
、
無
理
し
て
い
る
な
と
思
っ
た
ら
、
積
極
的
に
失
敗

を
褒
め
る
と
い
う
か
、
特
に
慢
性
疾
患
を
持
っ
て
い
る
お
子
さ
ん
た
ち
は
頑
張
り
屋
さ
ん
が
多
い
で

す
の
で
、「
大
丈
夫
？　

頑
張
り
過
ぎ
て
い
な
い
？　

少
し
休
も
う
か
」
み
た
い
な
言
葉
が
け
を
す

る
こ
と
も
大
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
子
供
の
発
達
段
階
を
私
た
ち
も
よ
く
知
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
つ
い
つ
い
感
情
的
に
な
っ
て
切
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
や
は
り
私
た
ち
も
人
間
で

す
の
で
、あ
あ
、つ
い
つ
い
怒
っ
て
し
ま
っ
た
な
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、そ
う
い
っ

た
と
き
こ
そ
、「
さ
っ
き
は
ご
め
ん
ね
。
先
生
も
ち
ょ
っ
と
ス
ト
レ
ス
だ
っ
た
な
。
ち
ょ
っ
と
つ
ら
か
っ

た
ん
だ
。
で
も
、今
、仲
直
り
の
ぎ
ゅ
う
し
よ
う
ね
」
と
い
う
形
で
関
わ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
は
、
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
話
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
少
し
飛
ば
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

最
後
、
コ
ロ
ナ
の
入
院
病
棟
の
話
も
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
結
局
、
遠
藤
先
生
が
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
、

安
心
と
安
全
の
環
境
を
ど
れ
ぐ
ら
い
つ
く
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
す
ご
く
大
事
か
な
と
思
っ
て
い

ま
す
の
で
、
コ
ロ
ナ
で
保
育
の
重
要
さ
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
大
事
だ
な
と
本
当
に
思
い
ま
し
た
。
も
っ

と
も
っ
と
入
院
病
棟
の
中
に
も
病
児
保
育
が
広
が
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

支
援
は
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
で
は
な
い
か
な
と
私
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
人
と
人
が

つ
な
が
る
１
つ
の
き
っ
か
け
に
な
る
と
思
い
ま
す
し
、
絆
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
医
療

も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
保
健
や
、
保
育
に
関
わ
る
皆
様
方
が
、
定
期
的
に
親
御
さ
ん
と
会
う
中
で
、

子
供
た
ち
の
頑
張
り
や
親
御
さ
ん
の
頑
張
り
に
、ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
書
き
を
し
な
が
ら
、エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
し
な
が
ら
、
親
子
を
社
会
か
ら
切
り
取
っ
た
形
で
は
な
く
て
、
社
会
が
子
供
の
持
つ
権
利
を

守
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
強
い
意
識
の
中
で
、社
会
が
育
児
に
自
信
を
持
つ
、そ
う
し
た
視
点
が
、今
、

私
は
こ
の
中
で
大
事
な
の
か
な
と
思
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
先
生
方
の
セ
ル
フ
ケ
ア
を
大
事
に
な
さ
り
な
が
ら
、
ま
た
子
供
た
ち
の
健
康
を
一
緒
に
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
い
間
、
ど
う
も
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

【
岡
】
田
中
先
生
、
本
当
に
多
岐
に
わ
た
る
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
か
ら
、
さ
ら
に
ト
ラ
ウ
マ
と
い
う
観
点
で
、
子
供
た
ち
の
心
の
傷
に
ど
う
対
応

し
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
、
実
際
の
ご
経
験
も
含
め
て
お
話
し
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。

ご
質
問
は
、
ま
た
後
で
お
受
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
、
講
演
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
わ

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
、
肯
定
的
な
し

つ
け
の
６
つ
の
枠
組
み
と
し
て
大
事
な
の
は
、

日
々
の
実
践
、
子
供
の
発
達
を
理
解
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
温
か
さ
と
支
援
、
そ
れ
か
ら
、

一
応
、
安
全
の
確
保
が
必
要
で
す
の
で
、
ル
ー

ル
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
、
目
の
前
の
お
子
さ

ん
た
ち
に
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く
て
、
５

年
後
、
10
年
後
、
こ
の
子
が
ど
う
あ
っ
て
ほ
し

い
な
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

日
々
の
一
貫
し
た
関
わ
り
を
続
け
る
と
い
う
こ

と
、そ
れ
が
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。（
ス

ラ
イ
ド
68
）

う
れ
し
い
と
き
も
、
悲
し
い
と
き
も
、
共
感

を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
か
ら
、
悪
い
と
こ
ろ
を
徹
底
的
に
指
摘

す
る
の
で
は
な
く
て
、
悪
い
こ
と
を
し
て
も
、

「
そ
う
か
、
そ
う
か
、
つ
ら
か
っ
た
ん
だ
ね
。

ペアレンティング・プログラム
Rutter‘s Child and Adolescent Psychiatry sixth edition 2015

 High Risk アプローチ

（発達や行動特性をもつ方が対象）

・CARE
・Parent-Child Interaction Theray
・ペアレントトレーニング

・Parent management training Oregon
・Nurse Family Partnership

 Population アプローチ

（一般の方々が対象）

・Nobody Perfect
・Triple P
・Incredible Years
・Strengthening Families
・ポシティブディシプリン

多数のエビデンスが証明されている
（NICE2013, Trivedi D 2016）

66

ポジティブ・ディシプリン

 セーブ・ザ・チルドレンが、カナダのマニトバ大学ジョーン・E・デュラント博

士（児童臨床心理学者）とともに考案した、しつけ・子育ての効果的な手法です。

ポジティブ・ディシプリンを自分のものとすることで、子育てにあるストレスや

不安を軽減させることが可能になります。

 ポジティブ・ディシプリンの特徴は、非暴力に根差し、長期的な目的を設定した

上で、子どもの主体性を育んでいくことにあります。

子どもの気持ちに寄り添うため、子どもの一般的発達理解も進めます。

67

ポジティブディシプリンの６つの枠組み

68
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うれしいときも、悲しい時も共感する

おかあさん、
見てみて~！

あら！
上手に描けたわね！

おかあさんは
ちゃんと僕のことを
見てくれるんだ！

お母さーん！
お友達だちが遊んじゃだ
めって言った～

おかあさんは
ちゃんと僕のことを
わかってくれるんだ

そんなこと言われたら
嫌だったね。
お母さんも悲しいわ

明橋大二 子育てハッピーアドバイス 一万年堂出版
ポジティブ・ディシプリンのすすめ ジョーン・E・デュラント (著), セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (監修), 柳沢圭子 (翻訳) 69

悪いところを徹底的に指摘する

また弟に意地
悪して！！

かわいいのは弟だけで
僕はこの家にはいらな
いんだ・・・

謝りなさい！
謝りなさいっ言って
るでしょう！！

意地悪する子は
いらない！
出ていきなさい！
おやつもなし！

悪いことをしても、味方でいてくれる

どうしたんだい？
どんなことがあっても、
人をたたくのはよくない
ことだよね

でも、どうしてたた
いたのかな？
何か訳があったの？

自分の気持ちも
受け入れてくれ
る・・・

明橋大二 子育てハッピーアドバイス 一万年堂出版
ポジティブ・ディシプリンのすすめ ジョーン・E・デュラント (著), セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (監修), 柳沢圭子 (翻訳) 70
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やらないときに叱る

宿題は！？
もう終わってるの！？

やっているとき何も言わない
勉強するのは
当たり前よね…

うるさいなあ・・・

やったときは、すかさずほめる

⾃分から宿題を始めるなん
てスゴイじゃないの！

別に・・・

まんざらでもない気分♪

やっていないときは何も言わない
明橋大二 子育てハッピーアドバイス 一万年堂出版
ポジティブ・ディシプリンのすすめ ジョーン・E・デュラント (著), セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (監修), 柳沢圭子 (翻訳) 71

無理していると思ったら、積極的に失敗をほめる

でもお母さんホッとしたなあ。
いつもいい点ばかりじゃ疲れ
ちゃうじゃない。
こういう点数も取ってくれな
いと！

はなこでもそんな失敗する
んだねえ。
いつもしっかりしすぎなん
だから抜けることだってあ
るって。
ドジなはなこも好きだよ。

あら、60点なんて珍
しいわね。

今日ピアノのレッスン日
だったのに忘れちゃった
の？

ほっ

明橋大二 子育てハッピーアドバイス 一万年堂出版
ポジティブ・ディシプリンのすすめ ジョーン・E・デュラント (著), セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (監修), 柳沢圭子 (翻訳) 72
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自己中心的なの
は「自分を大切
にする」こと

ダメッ！！

失敗によって学
んでいます

お風呂入るよ

やだ

言うことを聞か
ないのは自我の
芽生え

子どもの発達段階を知る

明橋大二 子育てハッピーアドバイス 一万年堂出版
ポジティブ・ディシプリンのすすめ ジョーン・E・デュラント (著), セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (監修), 柳沢圭子 (翻訳) 73

ついキレてしまったときは、後で気持ちを伝える

いかん。
またキレてしまった

さっきはちょっと言い過
ぎたよ。
あんなに怒ってごめんね

仲直りのギュー
しよう

大好き。

明橋大二 子育てハッピーアドバイス 一万年堂出版
ポジティブ・ディシプリンのすすめ ジョーン・E・デュラント (著), セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (監修), 柳沢圭子 (翻訳) 74
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コロナ禍の入院病棟の親子分離

正常な分離不安
通常生後6か月前後で出現し、幼児期前半（3歳ころ）まで続くことがあります。

子どもがアタッチメント対象の提供する安心感を対象がその場にいなくても、心の中に保持する能力
を身につけると、不安は減っていきます。

多くの分離不安は皆が経験するものであり、一過性で程度も軽く、数日間で解消され、またその分離
を通して子どもは心的成長を遂げます。

分離不安を強める要素
親が安心できる対象ではない、安全基地ではない

うまく甘えられないために不安が増強している

家族内不和による不安
親が子どもを手放したくないという抱え込み

離れている時間があっても、いつも通り親が待っていてくれるという日常が
何より子どもの安心・安全になります。

つながっている
から大丈夫

やっぱり
安心・安全

77

親子のつながりの確保のために…

誕生～1歳3か月頃（乳幼児期）

• 子どもの様子を記したメモや写真・動画の提供
• 入院中の様子を親が知ることができる
• 親と子の連続性が確保され、情緒的なつながりを持つ
ことができる

• 双方向的な要素を含む遊びで自我を育て自立を促す
– あやす、いないいないばあ
– 高い高い、飛行機ブンブン
– いっぽんばしこちょこちょ
– どうぞ、ちょうだい
– 追いかけっこ
– おままごと

月 日 （ ） 名前

【熱】 : 【今日の様子】

度

【食事】（どのくらい）

朝

昼

おやつ

夕

【排便】 【お家の方から】

あり ・ なし

【睡眠】

ぐっすり

まあまあ

眠れなかった

例「一日の連絡帳」

78
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親子のつながりの確保のために…

 1歳3か月頃～６歳（幼児期）

• なじみのあるおもちゃ、衣類、など、ベッドサイドに置く
• 面会時は子どもの好きな遊びを一緒に共有し、親子で楽しむ
• 一人で過ごせた時間を、たくさんほめる
• 次の面会はいつであるかを、明確に知らせる。日々の様子を日記で記す。
• 両親はケアに最大限に参加する

79

支援はオールマイティーではないかもしれません。

しかしながら人と人とをつなぐ絆になります。

私たち子どもの医療や保健に関わるスタッフが、定期的に親子と出会う

健診の場などを利用して、子どものレジリエンスを育む親子のエンパワ

メントを継続的に行い、親子を社会から切り取った形ではなく、“社会が

子どものもつ権利を遵守する”、“社会が育児に自信をもつ”、ことへの

働きかけがもう少し必要なのかもしれません。

ぜひ、ご自身のセルフケアも大事になさってください。
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可
能
な
範
囲
で
答
え
て
あ
げ
よ
う
ね
と
い
う
こ

と
で
す
。（
ス
ラ
イ
ド
27
）

ス
ラ
イ
ド
29
に
図
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
図

が
あ
っ
て
、
横
軸
と
縦
軸
が
あ
っ
て
、
横
軸
に

「
内
的
状
態
／
シ
グ
ナ
ル
」
と
書
い
て
あ
る
と

思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
例
え
ば
、
子
供

が
お
な
か
が
す
い
て
い
る
、そ
し
て
、「
ぎ
ゃ
あ
」

と
泣
い
た
。
そ
れ
の
あ
り
・
な
し
と
い
う
の
が

横
軸
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
縦
軸
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ

を
読
み
取
っ
て
応
答
し
た
。「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣

い
た
。そ
れ
を
聞
い
た
保
育
者
の
先
生
が
、あ
っ
、

泣
い
て
い
る
、
泣
い
て
い
る
。
お
な
か
が
す
い

て
い
る
ん
だ
。
ミ
ル
ク
を
あ
げ
な
き
ゃ
。
あ
げ

る
と
い
う
、
あ
り
・
な
し
で
す
。
横
軸
の
あ
り
・

な
し
と
、
縦
軸
の
あ
り
・
な
し
、
そ
の
組
合
せ

で
４
つ
の
場
合
分
け
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

そ
の
中
の
「
Ｈ
Ｉ
Ｔ
」
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
す
ね
。
こ
れ
は
、
日
本
語
で
言
う
と
「
当
た

り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
い
た
。

あ
っ
、
お
な
か
が
す
い
て
い
る
ん
だ
。
ミ
ル
ク

を
あ
げ
な
き
ゃ
。
あ
げ
る
。
こ
れ
は「
当
た
り
」

で
す
。

「
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｓ
」は「
外
れ
」で
す
よ
ね
。「
ぎ
ゃ

あ
」
と
泣
い
た
。
で
も
、
聞
き
逃
し
て
し
ま
っ

た
。
何
に
も
し
な
い
。
外
れ
。
そ
う
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

言
っ
て
み
れ
ば
、「
Ｈ
Ｉ
Ｔ
」、「
当
た
り
」

と
い
う
の
は
、
心
理
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
敏

感
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
敏
感
性
」

と
い
う
の
は
、
子
供
の
シ
グ
ナ
ル
を
ち
ゃ
ん
と

捉
え
て
、
素
早
く
応
答
し
て
あ
げ
る
、
そ
の
程

総
合
討
論

【
岡
】
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。　

最
初
に
、
私
か
ら
の
質
問
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
遠
藤
先
生
の
お
時
間
が
足
り
な

く
て
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
ス
ラ
イ
ド
28
の
中
に
、「『
情
緒
的
利
用
可
能
性
』
を
支
え
る
４
つ
の
要
素
」

と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
多
分
、
先
ほ
ど
の
安
心
の
輪
と
い
う
中
で
お
話
し
し
た
内
容
だ
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
具
体
例
み
た
い
な
形

で
資
料
の
中
に
ご
説
明
い
た
だ
い
て
い
て
、「
敏

感
性
」、「
非
侵
害
性
」、「
環
境
の
構
造
化
」
と

い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
先
生
、
も
し
よ

ろ
し
か
っ
た
ら
、
少
し
こ
の
点
を
ご
説
明
い
た

だ
け
ま
す
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
保
育
園
で
も

使
え
る
の
か
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。

【
遠
藤
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
、
時
間
の
関
係
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
安
心
感
の
輪
を

ス
ム
ー
ズ
に
回
し
て
あ
げ
る
た
め
に
、
安
全
な

避
難
所
、
そ
し
て
、
安
心
の
基
地
、
そ
の
２
つ

の
役
割
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
果
た
し
て
あ
げ
る
と

い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

で
も
、
そ
の
避
難
所
と
基
地
、
そ
の
２
つ
の

役
割
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
果
た
す
た
め
に
ど
ん
な

心
構
え
を
持
っ
て
お
け
ば
い
い
か
な
と
い
う
ヒ

ン
ト
に
な
る
よ
う
な
話
が
、「
情
緒
的
利
用
可

能
性
」
と
い
う
、
少
し
言
葉
は
難
し
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
大
人
と
い
う
の

は
子
供
自
身
が
必
要
な
と
き
に
利
用
で
き
る
存

在
で
あ
れ
ば
い
い
。

い
っ
ぱ
い
何
か
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
大
切

と
い
う
よ
り
は
、
子
供
が
求
め
て
き
た
と
き
に
、

子
供
が
シ
グ
ナ
ル
を
発
信
し
て
き
た
と
き
に
は
、

「情緒的利用可能性」を支える４つの要素

• 敏感性
子どものシグナルを適切に読み取り、素早く応答する

• 非侵害性
子どもが一人でいられていることを尊重し、踏み込まない

• 環境の構造化
「黒子」になって子どもの楽しい遊びや安全な生活を下支えする

• 情緒的な温かさ
「応援団」として子どもの自発的な活動にエールを送る

28

• 子どもに関わる大人が「安全な避難所」と「安心の基地」
として機能するために持っておくべき心構え

→「情緒的利用可能性」

• 大人はいつも子どもの状態を気にかけて、その後ろを
心配してついて回ったり、転ばぬ先の杖になろうとして
先回りしたりするのではなく、どっしりと構え、子どもが
求めてきた時に情緒的に利用可能な存在であればいい

• 逆に言えば、特に必要とされない時は、子どもの活動に
あえて踏み込まない（侵害的でない）こともまた重要

27

HIT

MISS

FALSE
ALARM

CORRECT 
REJECTION

読み取り / 応答

内的状態 / シグナル

ありなし

敏感性
あり

なし

的確な読み取りと素早い応答
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鳴
ら
な
く
て
い
い
ア
ラ
ー
ム
な
の
で
、
一
般
的
に
は
火
災
報
知
器
の
誤
作
動
み
た
い
な
も
の
を
指
し

て
言
う
の
が
、「
Ｆ
Ａ
Ｌ
Ｓ　

Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ｍ
」
な
ん
で
す
ね
。
大
人
の
ほ
う
が
大
騒
ぎ
し
て
し
ま
っ
て
、

本
当
は
別
に
子
供
は
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
シ
グ
ナ
ル
を
発
信
し
て
い
な
い

か
も
し
れ
な
い
、
だ
け
ど
、
子
供
に
は
こ
れ
が
必
要
だ
、
こ
れ
も
や
っ
て
あ
げ
な
き
ゃ
、
あ
れ
も
や
っ

て
あ
げ
な
き
ゃ
と
な
っ
て
し
ま
う
の
が
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
Ｆ
Ａ
Ｌ
Ｓ　

Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ｍ
」、

一
般
的
な
言
葉
で
言
う
と
、「
先
回
り
」
と
「
干
渉
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
敏
感
で
な
い
と
い
け
な
い
、
敏
感
で
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く

な
り
過
ぎ
る
と
、
時
々
、
先
回
り
し
た
り
、
干
渉
し
た
り
す
る
こ
と
が
生
じ
て
し
ま
う
。

そ
う
い
う
中
で
、
実
は
、
こ
の
「
情
緒
的
利
用
可
能
性
」
と
い
う
考
え
方
は
、
確
か
に
「
当
た
り
」

の
確
率
を
高
め
て
い
く
こ
と
、
シ
グ
ナ
ル
に
対
し
て
応
え
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
は
こ
れ
で
重
要
な
ん

だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
だ
け
重
要
で
は
な
く
て
、
も
う
一
つ
、
す
ご
く
大
切
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
と
い

う
の
が
、
ス
ラ
イ
ド
31
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
に
「
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｒ
Ｅ
Ｃ
Ｔ　

Ｒ
Ｅ
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
丸
が
つ
い
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
も
全
部
信
号
の
話
で
、
こ
の
場
合
の
「
Ｒ
Ｅ
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
」
と
い
う
の
は
、

子
供
を
拒
絶
す
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
号
が
送
ら
れ
て
い
な
い
ん
だ
か
ら
、
き
っ
ぱ

り
何
も
し
な
い
で
い
よ
う
ね
。

「
Ｈ
Ｉ
Ｔ
」
は
重
要
。「
当
た
り
」
の
確
率
が

高
い
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、

も
う
一
方
で
、
子
供
が
特
に
シ
グ
ナ
ル
を
発
信

し
て
こ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
何
も
し
な

い
で
い
よ
う
ね
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
実
は
、
す

ご
く
大
切
な
ん
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
。

小
さ
い
子
供
に
何
も
し
て
あ
げ
な
い
の
は
か

わ
い
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。で

も
、
こ
の
丸
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
く

て
、
子
供
が
、
今
、
１
人
で
遊
べ
て
い
る
ん
だ

か
ら
、
１
人
で
何
か
で
き
て
い
る
ん
だ
か
ら
、

あ
る
い
は
仲
間
同
士
で
こ
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な

活
動
を
で
き
て
い
る
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
を
ち
ゃ

ん
と
尊
重
し
て
あ
げ
よ
う
。
尊
重
し
て
、
そ
こ

に
踏
み
込
ま
ず
に
見
守
っ
て
あ
げ
よ
う
と
い
う

度
と
い
う
の
が
「
敏
感
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
Ｈ
Ｉ
Ｔ
」
の
部

分
、「
当
た
り
」
の
部
分
の
確
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
、「
敏
感
性
」
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
れ
は
、
恐
ら
く
、
先
生
方
が
日
々
気
を
つ
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
子
供
の

シ
グ
ナ
ル
に
は
で
き
る
だ
け
応
え
て
あ
げ
よ
う
。
そ
し
て
、
応
え
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
を
実
践
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
敏
感
性
」
は
す
ご
く
大
切
で
す
。
心
理
学
の
文
脈
で
も
、「
敏
感
性
」
の
高

い
親
御
さ
ん
や
保
育
者
の
先
生
に
ち
ゃ
ん
と
ケ

ア
さ
れ
て
い
る
子
供
と
い
う
の
は
、
し
っ
か
り

と
健
康
に
育
つ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま

す
。た

だ
し
、
実
は
、
こ
の
「
敏
感
性
」
と
い
う

と
こ
ろ
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
と
、

時
々
、「
敏
感
性
」
を
通
り
越
し
て
、
私
た
ち

は
「
過
敏
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
し
か
し
た

ら
、
子
供
は
こ
ん
な
こ
と
を
や
り
た
が
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
、
こ
ん
な
こ
と
を
自
分
に

訴
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
あ
れ
も
や
っ

て
あ
げ
な
き

ゃ
、
あ
っ
ち
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
、「
敏

感
性
」
を
通
り
越
し
て
「
過
敏
」
に
な
っ
て
し

ま
う
。

「
過
敏
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
実
は
、
何

が
起
き
る
か
と
い
う
と
、
ス
ラ
イ
ド
30
に
「
Ｆ

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｅ　

Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ｍ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に

丸
が
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
横
軸
で
、
別

に
子
供
は
シ
グ
ナ
ル
を
発
信
し
て
き
て
い
な
い

よ
、
別
に
何
か
感
じ
て
い
な
い
よ
、
だ
け
ど
、

勝
手
に
大
人
の
ほ
う
が
き
っ
と
こ
う
に
違
い
な

い
、
こ
れ
を
や
っ
て
あ
げ
な
い
と
い
け
な
い
。

「
Ｆ
Ａ
Ｌ
Ｓ　

Ａ
Ｌ
Ａ
Ｒ
Ｍ
」
と
い
う
の
は
、

実
は
、
信
号
の
話
な
の
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
、

鳴
ら
な
く
て
い
い
ア
ラ
ー
ム
と
い
う
こ
と
で
す
。

HIT

MISS

FALSE
ALARM

CORRECT 
REJECTION

読み取り / 応答

内的状態 / シグナル

ありなし

あり

なし

情緒的利用可能性

侵害的でないこと

構造化（「黒子」）＋温かい情緒的雰囲気（「応援団」）→発達の足場を築く

的確な読み取りと素早い応答

HIT

MISS

FALSE
ALARM

CORRECT 
REJECTION

読み取り / 応答

内的状態 / シグナル

ありなし

先回り・干渉
あり

なし

的確な読み取りと素早い応答

48

31

30



要
す
る
に
、
自
分
は
こ
れ
が
で
き
る
か
ら
、

こ
れ
か
ら
や
る
か
ら
見
て
て
、
応
援
し
て
と
い

う
意
味
で
す
。
こ
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
こ

と
を
心
が
け
て
い
た
だ
く
と
、
先
ほ
ど
の
基
地

と
避
難
所
の
役
割
と
い
う
も
の
が
、
自
然
に
バ

ラ
ン
ス
よ
く
果
た
せ
る
こ
と
が
あ
る
か
な
と
思

う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ん
な
と
こ
ろ

を
少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。（
参
考
ス
ラ
イ
ド
32
）

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ス
ラ
イ
ド
28
が
少
し
気
に
な
っ
た
も
の
で
す

か
ら
、
非
常
に
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
い
た
だ
い
た
質
問
を
適
宜
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
遠
藤
先
生
、
あ

る
い
は
田
中
先
生
か
ら
ご
回
答
い
た
だ
こ
う
と

思
い
ま
す
。

ま
ず
、
こ
れ
は
遠
藤
先
生
で
し
ょ
う
か
。
若
い
保
育
士
さ
ん
の
中
に
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
つ
い

て
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
自
身
が
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
持
っ
て
い
な
い
わ

け
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
ん
で
す
が
、
伝
え
て
い
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
立
て
が
あ
る
で
し
ょ
う

か
と
い
う
こ
と
で
、
保
育
士
さ
ん
の
教
育
な
ど
で
何
か
ご
ざ
い
ま
す
か
。

【
遠
藤
】
こ
れ
は
、
保
育
者
の
先
生
に
限
ら
ず
、
親
御
さ
ん
も
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
多
分
、
子
育
て
が
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
な
と
か
、
保
育
が
な
か
な
か
う
ま
く
で
き
て

い
な
い
な
と
悩
ん
だ
と
き
に
、
き
っ
と
本
当
は
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
必
要
な
ん
だ

ろ
う
、
し
て
あ
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
、
い
っ
ぱ
い
何
か
を
や
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
、

で
は
、
何
を
や
っ
て
あ
げ
れ
ば
い
い
の
と
い
う
と
こ
ろ
で
悩
ん
で
い
る
こ
と
が
す
ご
く
多
い
と
思
い

ま
す
。
ど
の
よ
う
に
、
何
を
し
つ
け
た
ら
い
い
の
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
悩
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
今
日
、
私
が
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
の
は
、
何
か
い
っ
ぱ

い
や
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
が
大
人
の
役
割
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
何
か
い
っ
ぱ
い
や
っ
て
あ
げ

る
と
い
う
こ
と
以
上
に
重
要
な
の
が
、
た
だ
、
変
わ
ら
ず
に
避
難
所
と
基
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
子
供
が
何
か
を
怖
が
っ
て
シ
グ
ナ
ル
を
発
信
し
て
き
た
ら
、
そ
の
段
階
で
可
能
な
と
こ
ろ
で
応

え
て
あ
げ
よ
う
。
そ
し
て
、
今
度
は
、
子
供
が
何
か
を
し
た
が
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
を
応
援
し
て
あ

げ
よ
う
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
受
け
止
め
て
、
慰
め
る
、
そ
し
て
、
元
気
に
な
っ
た
ら
送
り
出
す
。
避

難
所
と
基
地
と
い
う
役
割
が
し
っ
か
り
果
た
せ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
子
供
と
の
関
係
性
と
い
う
の
は

の
が
、
こ
の
丸
で
す
。

そ
し
て
、
実
は
、
そ
の
丸
の
中
に
、
先
ほ
ど

の
ス
ラ
イ
ド
28
で
言
う
と
、「
環
境
の
構
造
化
」

と
か
、「
情
緒
的
な
温
か
さ
」
と
い
う
も
の
が

あ
っ
て
、
こ
れ
を
少
し
比
喩
で
言
う
と
、「
環

境
の
構
造
化
」
と
い
う
の
は
、
黒
子
で
い
よ
う

ね
。
お
芝
居
の
黒
子
で
す
。
演
じ
手
の
背
景
に

あ
っ
て
、
自
分
は
全
然
目
立
た
な
い
。
言
っ
て

み
れ
ば
、
下
支
え
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
子

供
が
楽
し
く
遊
べ
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
安
全

に
生
活
で
き
る
よ
う
に
、
い
つ
も
大
人
が
直
接

子
供
の
相
手
に
な
っ
て
あ
げ
な
く
て
も
、
子
供

の
発
達
を
支
え
る
こ
と
は
で
き
る
わ
け
で
す
。

子
供
の
遊
び
が
も
っ
と
活
発
に
な
る
よ
う
に
、

今
日
は
ど
の
お
も
ち
ゃ
を
ど
こ
に
置
い
て
お
い

て
あ
げ
よ
う
か
な
と
か
、
最
近
、
こ
こ
で
み
ん
な
ぶ
つ
か
っ
て
転
ん
で
し
ま
っ
て
、
大
泣
き
し
て
し

ま
う
ん
だ
よ
ね
。
だ
っ
た
ら
、
少
し
家
具
の
配
置
を
変
え
よ
う
か
な
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
い
う

こ
と
が
、
黒
子
と
し
て
子
供
た
ち
の
楽
し
い
遊
び
や
安
全
な
生
活
を
支
え
る
、
こ
れ
が
「
環
境
の
構

造
化
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
黒
子
と
し
て
の
役
割
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
、「
情
緒
的
な
温
か
さ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
応
援
団
と
い
う
比
喩
を
使
っ

て
い
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
直
接
手
伝
っ
て
あ
げ
る
と
、
も
う
応
援
団
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
離
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
エ
ー
ル
を
送
る
人
、
こ
れ
が
応
援
団
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

見
守
っ
て
あ
げ
る
。
で
も
、
た
だ
、
ぼ
ー
っ
と
見
て
あ
げ
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
さ
に
応
援
団
と

し
て
エ
ー
ル
を
送
っ
て
あ
げ
る
、
声
か
け
し
て
あ
げ
る
、
に
こ
っ
と
し
て
あ
げ
る
。
あ
る
い
は
、
た

だ
、
じ
ー
っ
と
ち
ゃ
ん
と
見
て
お
い
て
あ
げ
る
。
も
う
先
生
方
は
よ
く
お
分
か
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
実
は
、
園
の
中
で
す
ご
く
頻
繁
に
聞
か
れ
る
言
葉
。
子
供
た
ち
は
遊
ん
で
い
る
と
き
、
ど
う
い

う
言
葉
を
発
す
る
か
。
実
は
、「
見
て
て
、
見
て
て
」
と
い
う
言
葉
を
す
ご
く
頻
繁
に
発
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

「
こ
れ
か
ら
こ
れ
す
る
か
ら
見
て
て
、
見
て
て
」、「
見
て
て
」
を
す
ご
く
い
っ
ぱ
い
言
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
あ
れ
は
「
手
伝
っ
て
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
て
、「
見
て
て
」
な
ん
で
す
ね
。
見

て
お
い
て
も
ら
い
た
い
ん
で
す
。
ま
さ
に
、
そ
こ
で
見
て
お
い
て
あ
げ
る
と
い
う
の
が
応
援
団
の
役

割
で
す
。

子どもとの関係性の基本

• 安心の基地/安全な避難所である：基本的にどっし
りと構え、あちこち不規則に動き回わらない

• 子どもがシグナルを送ってきたら応える

• 弱って帰ってきたら情緒的に燃料補給してやる

• 大人の方から子どもが１人でやっていることに踏
み込むことを極力しない（「黒子」として支える）

• 心理的に寄り添いつつ、離れたところから「応援
団」として温かく見守り、時折、声かけなどしてエー
ルを送り、子どもの自発的な活動を励ます

「情緒的利用可能性」を支える４つの要素

• 敏感性
子どものシグナルを適切に読み取り、素早く応答する

• 非侵害性
子どもが一人でいられていることを尊重し、踏み込まない

• 環境の構造化
「黒子」になって子どもの楽しい遊びや安全な生活を下支えする

• 情緒的な温かさ
「応援団」として子どもの自発的な活動にエールを送る
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の
子
が
切
り
替
え
ら
れ
る
よ
う
な
五
感
と
い
う
か
、「
何
々
ち
ゃ
ん
」
と
言
っ
て
ボ
デ
ィ
ー
タ
ッ
チ

し
て
、
注
意
を
そ
ち
ら
に
向
け
て
あ
げ
る
と
、
年
齢
が
小
さ
け
れ
ば
小
さ
い
ほ
ど
、
注
意
を
そ
ち
ら

に
向
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
そ
の
と
き
に
「
何
々
ち
ゃ
ん
、
す
ご
く
上
手
に
落
ち
着
け
た
ね
」

と
い
う
す
ご
く
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
を
か
け
て
あ
げ
な
が
ら
、
ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、

同
じ
よ
う
な
関
わ
り
を
し
て
、
落
ち
着
け
た
こ
と
を
褒
め
て
あ
げ
る
。

あ
と
、
特
性
に
よ
っ
て
は
、
先
生
た
ち
は
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
子
に
よ
っ
て
落
ち
着
け
る
場
所
は
違
う
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
こ
う
い
う
狭
い
と
こ

ろ
や
、
場
所
に
よ
っ
て
は
テ
ィ
ピ
ー
み
た
い
な
、
テ
ン
ト
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
入
っ
て
自
分
を
落
ち

着
か
せ
る
子
が
い
た
り
、
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
診
療
室
の
中
に
は
、
小
屋
み
た
い
な
も
の
を
作
っ

て
、
少
し
多
動
衝
動
が
強
い
子
は
、
自
ら
そ
こ
に
入
っ
て
、
少
し
落
ち
着
い
て
戻
っ
て
き
た
り
す
る

の
で
、
何
か
し
ら
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
が
で
き
る
よ
う
な
場
所
と
か
、
あ
と
、
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
と
い
う
、

先
生
方
は
御
存
じ
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
少
し
そ
の
場
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
を
有
効
に

使
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
本
日
の
先
生
の
資
料
の
中
に
も
、
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、

参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
今
度
は
遠
藤
先
生
に
、
コ
ロ
ナ
の
状
況
で
、
現
在
、
年
長
組
の
お
子
さ
ん
と

い
う
の
は
、
入
園
当
初
か
ら
コ
ロ
ナ
禍
で
、
普
通
で
な
い
生
活
を
ず
っ
と
続
け
て
お
ら
れ
て
、
卒
園

に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
子
供
た
ち
と
今
の
子
供
た
ち
が
、
例
え
ば
、
他

者
へ
の
信
頼
、
愛
情
の
育
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
や
た
ら
と
電
子
機
器
を
用
い
て
の
関
わ
り
が
増
え
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
後
の
心
身
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、

御
心
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
先
生
の
ご
専
門
の
立
場
か
ら
、
も
し
何
か
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
遠
藤
】
本
日
、
最
初
に
岡
先
生
か
ら
、
世
界
で
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
行
わ
れ
て
、
こ
の
状
況
が

子
供
た
ち
の
心
、
あ
る
い
は
身
体
の
健
康
に
ど
う
い
う
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
の
お
話
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
正
直
、
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
す
。

た
だ
、
割
合
最
近
は
、
実
は
、
そ
ん
な
に
影
響
は
出
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
の

ほ
う
が
強
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

よ
く
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
な
と
思
う
の
は
、
例
え
ば
、
コ
ロ
ナ
前
、
マ
ス
ク
を
し
て
い
な
か
っ

た
私
た
ち
、
子
供
と
接
し
て
い
る
と
き
、
子
供
と
話
を
し
て
い
る
と
き
に
、
先
生
方
が
小
さ
い
子
供

さ
ん
に
話
を
し
て
い
る
と
き
、
話
を
し
て
い
る
お
子
さ
ん
が
先
生
方
の
顔
を
見
る
。
顔
を
見
た
と
き

に
、
先
生
の
顔
の
ど
こ
を
見
て
い
る
か
。
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
ゃ

べ
っ
て
い
る
先
生
の
口
元
の
動
き
を
じ
ー
っ
と
見
続
け
て
い
る
お
子
さ
ん
は
い
た
で
し
ょ
う
か
。
い

ち
ゃ
ん
と
で
き
る
よ
う
に
な
る
よ
。
ま
ず
、
そ
こ
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
も
、
あ
れ
も
、
こ
れ
を
し
な
き
ゃ
、
こ
の
や
り
方
は
駄
目
で
す
よ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

そ
の
前
に
避
難
所
と
基
地
と
い
う
と
こ
ろ
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
基
本
的
に
子
供
と
の
関
係
と

い
う
の
は
う
ま
く
つ
く
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
子
供
が
し
っ
か
り
と
そ
の
先
生
を
認
め
て
く
れ
る
。

そ
う
す
る
と
、
そ
の
先
生
と
子
供
と
い
う
の
は
、
し
っ
か
り
と
遊
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

だ
か
ら
、
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
切
な
の
か
な
と
、
個
人
的
に
は
思
う

と
こ
ろ
で
す
。

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
次
の
ご
質
問
は
、
新
し
い
保
育
士
さ
ん
の
背
中
に
乗
っ
た
り
、
足
に
巻
き
つ

い
た
り
す
る
、
ま
た
、
日
常
的
に
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
い
ら
立
っ
て
か
ん
し
ゃ
く
が
長
引
く
と
い
う

お
子
さ
ん
が
多
い
ク
ラ
ス
で
、
経
験
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ほ
か
の
職
員
か
ら
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

に
つ
い
て
で
き
る
限
り
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
疲

れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
特
に
若
い
方
で
そ
う
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
何
か
新
任
の
方
に
分
か
り
や
す
く
有
効
に
ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
よ
う
な
言
葉
は
ご
ざ
い
ま
す

か
。田

中
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
田
中
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。
日
々
、
な
か
な
か
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
で
、
か
ん
し
ゃ
く
が
長
引
い
て
し
ま
っ

て
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
い
ら
立
っ
て
し
ま
う
お
子
さ
ん
た
ち
が
多
い
中
、
多
分
、
先
生
方
は
集
団
の

保
育
で
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
さ
れ
て
こ
ら
れ
て
い
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
医
者
と
い
う
立
場
で
す
の
で
、
今
、
私
が
申
し
上
げ
る
こ
と
が
実
現
可
能
か
ど
う
か
、
ま

た
、
逆
に
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
お
子
さ
ん
た
ち

は
何
ら
か
の
発
達
の
特
性
な
の
か
、先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
、何
ら
か
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
が
あ
っ

て
、
自
分
の
行
動
や
感
情
に
ま
と
ま
り
が
な
く

な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
と
に
か
く
、

先
ほ
ど
遠
藤
先
生
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う

に
、
私
た
ち
が
黒
子
に
な
っ
て
、
遊
び
の
環
境

を
安
全
な
も
の
に
す
る
。
家
具
の
置
き
場
所
や
、

危
険
の
な
い
遊
び
環
境
を
整
え
る
こ
と
は
す
ご

く
大
事
で
す
。

枠
組
み
を
つ
く
り
な
が
ら
、
そ
ん
な
子
に
、

例
え
ば
、
必
要
が
あ
れ
ば
医
療
に
つ
な
げ
て
い

た
だ
く
こ
と
も
大
事
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
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確
か
に
、
マ
ス
ク
で
口
元
の
動
き
や
頬
の
動
き
が
隠
れ
て
見
え
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
マ
イ

ナ
ス
は
マ
イ
ナ
ス
な
ん
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
マ
ス
ク
で
隠
れ
な
い
顔
の
上
半
分
に
、
非
常
に
豊
か

な
表
情
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
い
う
も
の
を
フ
ル
に
使
え
ば
、
十

分
に
子
供
と
の
間
で
気
持
ち
を
や
り
取
り
で
き
る
。

そ
し
て
、
ま
た
言
葉
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
子
供
と
い
う
の

は
、
別
に
大
人
の
人
の
口
元
の
動
き
を
じ
ー
っ
と
見
て
、
ま
ね
て
、
初
め
て
「
あ
」、「
い
」
と
い
う

発
音
の
仕
方
を
学
ぶ
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
例
え
ば
、
本
当
に
目
の
不

自
由
な
お
子
さ
ん
と
い
う
の
は
、
全
然
口
元
の
動
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
言

葉
の
発
音
な
ど
は
学
べ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
も
、
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
ご
く
当
た
り
前
の
よ
う
に
、
ち
ゃ
ん
と
言
葉
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
す
ご
く
心
配
に
は
な
る
ん
で
す
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
マ
ス

ク
を
し
て
い
て
も
、
実
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
子
供
と
感
情
的
に
つ
な
が
る
こ
と
は
で
き
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

あ
と
、だ
っ
こ
に
関
し
て
も
、確
か
に
コ
ロ
ナ
で
、昔
は
特
に
「
三
密
の
回
避
」
と
言
わ
れ
て
、だ
っ

こ
を
控
え
よ
う
か
な
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
今
日
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
と
こ
ろ
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
そ

れ
は
、
イ
コ
ー
ル
だ
っ
こ
で
は
な
い
。
イ
コ
ー
ル
だ
っ
こ
で
は
な
い
の
で
、
と
に
か
く
、
子
供
に
安

心
感
を
与
え
る
と
い
う
部
分
の
大
切
さ
を
考
え
て
あ
げ
れ
ば
、
声
で
安
心
感
を
与
え
た
り
、
表
情
で

安
心
感
を
与
え
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
で
き
る
は
ず
で
す
。

必
ず
し
も
、
身
体
的
に
密
着
し
な
く
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
す
の
で
、
そ
う
い

う
と
こ
ろ
で
補
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
く
と
、
個
人
的
に
は
、
こ
う
い
う
状
況
で
も
、
そ

ん
な
に
子
供
た
ち
と
の
間
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
、
関
係
性
な
ど
に
ダ
メ
ー
ジ
が
及
ん
で
い
る
こ
と
は

考
え
な
く
て
い
い
か
な
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
今
度
は
、
ま
た
田
中
先
生
に
少
し
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
自
治
体
の
言
語
療
法
士
さ
ん
、
作
業
療
法
士
さ
ん
、
発
達
支
援
員
さ
ん
、
い
ろ
い
ろ
な
方

か
ら
保
育
園
に
サ
ポ
ー
ト
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
多
分
、
発
達
に
課
題
の
あ
る
お
子
さ

ん
な
ど
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
、
自
己
肯
定
感
が
低
い
お
子
様
が
多
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
保
育
園
で
で
き
る
こ
と
は

何
か
あ
る
で
し
ょ
う
か
と
い
う
ご
質
問
で
す
。

【
田
中
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

す
ご
く
大
事
な
視
点
で
、本
当
に
子
供
た
ち
の
自
己
肯
定
感
、自
尊
心
と
違
う
自
己
肯
定
感
と
い
っ

て
、
自
分
が
チ
ョ
イ
ス
し
て
、
選
ん
だ
行
動
を
取
っ
て
、
行
動
を
起
こ
し
た
ら
、
結
果
が
と
て
も
よ

な
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
が
語
り
か
け
て
い
る
と
き
に
は
、
大
概
、
先
生
の
目
を
見
て
い
る
ん
で
す
。

大
概
、
先
生
の
目
を
見
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
子
供
と
い
う
の
は
、
顔
の
中
で
も
目
の
付
近
を
非
常
に
頻
繁
に
見
る
。
こ
の
こ
と
は
、

科
学
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
１
つ
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
、
目
そ
の
も
の
が
表
情
の
一
部
で
す
。
古
来
、
日

本
で
は
、「
目
は
口
ほ
ど
に
物
を
言
う
」
と
ず
っ
と
言
わ
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。
実
は
、
人
間
の
目

と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
ほ
か
の
動
物
の
目
と
全
然
構
造
が
違
っ
て
い
て
、
実
は
、
黒
目
と
白
目
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
黒
目
の
動
き
が
相
手
に
す
ご

く
伝
わ
り
や
す
い
ん
で
す
。

実
は
、
人
間
と
い
う
生
き
物
だ
け
が
、
目
と
い
う
も
の
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
に
し
て

い
る
と
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、
日
常
の
私
た
ち
の
感
情
の
や
り
取
り
や
意
思
疎
通
に
お

い
て
、
言
葉
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
言
葉
以
上
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
目
と
い
う
も
の
が
す
ご
く
大

切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
た
く
さ
ん
の
研
究
か
ら
示
さ
れ
て
い
て
、
子
供
た
ち

は
先
生
の
目
を
見
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
実
は
、
目
の
付
近
に
は
た
く
さ
ん
表
情
に
関
わ
る
筋
肉
が
あ
る
ん
で
す
。

も
ち
ろ
ん
眉
毛
の
引
上
げ
、
引
下
げ
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
目
の
見
開
き
。
こ
れ
は
当
た
り
前
で

す
。こ

れ
は
表
情
の
一
部
な
ん
で
す
が
、
あ
と
、
眼
輪
筋
と
言
っ
て
、
目
の
周
り
に
細
か
い
筋
肉
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、「
目
が
笑
っ
て
い
る
」
と
言
う
と
き
に
動
い
て
い
る
筋
肉
が
眼
輪
筋
で
す
。

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
口
元
で
笑
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
の
口
元
は
、
マ
ス
ク
で
隠
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
で
も
、
目
の
周
り
の
筋
肉
と
い
う
の
は
マ
ス
ク
で
隠
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
お
分
か

り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
、
口
元
は
意
図
的
に
動
か
せ
ま
す
。
実
は
、
口
元
で
は
愛
想
笑
い
が

で
き
ま
す
。
う
そ
笑
い
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
目
の
周
り
の
眼
輪
筋
と
い
う
と
こ
ろ
は
、

実
は
、意
図
的
に
動
か
せ
な
い
ん
で
す
。
自
然
に
動
い
て
し
ま
う
。
自
然
に
動
い
て
し
ま
っ
て
、笑
っ

て
し
ま
う
、
目
に
表
れ
る
笑
い
と
い
う
の
は
、
正
真
正
銘
、
心
の
奥
底
か
ら
湧
き
出
た
喜
び
、
う
れ

し
さ
、
そ
う
い
う
こ
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
目
の
真
ん
中
、
黒
目
の
部
分
、
瞳
の
部
分
が
微
妙
に
大
き
く
な
っ
て
く
る
。
自
分
に

と
っ
て
愛
情
の
対
象
が
目
の
前
に
い
た
り
、
好
き
な
も
の
が
あ
る
と
、
私
た
ち
は
自
然
に
瞳
の
部
分

が
広
が
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
小
さ
い
子
供
を
見
な
が
ら
、
先
生
方
の
黒
目
が
徐
々
に
広
が
っ
て
い

く
わ
け
で
す
。
そ
れ
も
ま
た
表
情
の
一
部
で
、
子
供
に
は
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

実
は
、
目
の
周
り
に
も
い
ろ
い
ろ
な
筋
肉
が
あ
っ
て
、
豊
か
な
表
情
を
伝
え
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

眉
間
に
し
わ
が
寄
る
と
、
こ
れ
は
駄
目
だ
よ
と
か
、
そ
れ
は
嫌
な
も
の
だ
よ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

与
え
ま
す
。
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子
供
も
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
す
。

例
え
ば
、「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
く
と
、
そ
れ
を
嫌
っ
て
し
ま
う
お
母
さ
ん
や
お
父
さ
ん
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
子
供
が
怖
く
て
「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
く
と
、
か
え
っ
て
子
供
が
そ
れ
を
疎
ん
じ
ら
れ
る
。

「
ぎ
ゃ
あ
」
と
声
を
上
げ
る
と
、「
何
で
泣
く
の
。
う
る
さ
い
か
ら
あ
っ
ち
行
っ
て
よ
」
と
言
わ
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
お
子
さ
ん
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
う
る
さ
い
子
は
嫌
い
だ
か
ら
、
お
父
さ
ん
、

お
母
さ
ん
は
帰
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
遠
く
へ
行
か
れ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
泣
い
て
近
づ
け

ば
近
づ
こ
う
と
す
る
ほ
ど
、
遠
ざ
け
ら
れ
た
り
、
も
っ
と
遠
く
へ
行
か
れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
こ
と

に
な
っ
た
ら
、
子
供
の
安
心
感
は
、
も
っ
と
も
っ
と
ひ
ど
く
脅
か
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

泣
け
ば
泣
く
ほ
ど
、
安
心
感
が
脅
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
中
で
、
子
供
は
ど
う
す
る
か
と

い
う
と
、
泣
か
な
い
、
近
づ
こ
う
と
し
な
い
、
怖
く
て
不
安
で
も
あ
ま
り
泣
か
な
く
な
る
し
、
く
っ

つ
こ
う
と
し
な
く
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、親
を
避
け
る
。
そ
う
い
う
の
を
、回
避
タ
イ
プ
の
ア
タ
ッ

チ
メ
ン
ト
と
言
っ
た
り
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
も
一
定
割
合
い
る
。
怖
く
て

不
安
な
の
に
く
っ
つ
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
輪
っ
か
が
な
か
な
か
う
ま
く
回
ら
な
い
と
い
う

お
子
さ
ん
が
い
た
り
し
ま
す
。

一
方
で
、
１
回
く
っ
つ
く
と
、
ず
ー
っ
と
親
の
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
、
楽
し
く
遊
ん
で
い
れ
ば

い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ず
っ
と
ぐ
ず
ぐ
ず
し
続
け
て
し
ま
う
よ
う
な
お
子
さ
ん
も
い
ま
す
。

時
に
は
激
し
い
怒
り
を
ず
ー
っ
と
ぶ
つ
け
て
し
ま
っ
て
、
結
果
的
に
は
親
か
ら
な
か
な
か
離
れ
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
お
子
さ
ん
が
い
た
り
す
る
。

そ
う
い
う
お
子
さ
ん
の
こ
と
を
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
タ
イ
プ
と
言
っ
た
り
す
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い

う
お
子
さ
ん
と
い
う
の
は
、「
ぎ
ゃ
あ
」
と
泣
い
て
く
っ
つ
く
こ
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
あ
れ
、
い

る
は
ず
の
お
父
さ
ん
い
な
い
、
お
母
さ
ん
い
な
い
。
ど
こ
行
っ
ち
ゃ
っ
た
の
。
ま
た
戻
っ
て
み
た
ら
、

ま
た
い
な
い
。
ど
こ
行
っ
ち
ゃ
っ
た
の
。
ま
た
戻
っ
て
み
た
ら
、
あ
あ
、
よ
う
や
く
い
た
。
い
て
く

れ
た
。
い
た
り
、
い
な
か
っ
た
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
気
ま
ぐ
れ
な
養
育
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
親
の
都
合
と
か
、
気
分
、
感
情
次
第
で
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
こ
と
が

あ
る
一
方
で
、
全
然
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
た
ち
で
す
。

子
供
視
点
で
言
え
ば
、
い
つ
、
ど
う
す
れ
ば
確
実
に
く
っ
つ
い
て
安
心
感
に
浸
れ
る
か
、
そ
の
見

通
し
が
す
ご
く
立
ち
に
く
い
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
た
ち
は
、
も
う
日
常
、
警
戒
心
が

強
く
な
る
。
お
母
さ
ん
、
今
、
ど
こ
に
い
る
の
、
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
。
警
戒
心
が
強
い
。

さ
ら
に
は
、
置
い
て
い
か
れ
た
ら
大
変
。
す
ご
く
不
安
が
強
い
。
置
い
て
い
か
れ
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た

ら
、
自
分
の
ほ
う
か
ら
く
っ
つ
い
て
回
れ
。
そ
う
す
る
と
、
し
が
み
つ
き
、
後
追
い
と
い
う
の
が
す

ご
く
激
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
の
こ
と
を
、
よ
く
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
タ
イ
プ
の

お
子
さ
ん
と
言
い
ま
す
ね
。

だ
っ
こ
さ
れ
な
が
ら
も
、
不
安
で
、
不
安
で
仕
方
が
な
い
お
子
さ
ん
た
ち
で
す
。
だ
っ
こ
さ
れ
て

か
っ
た
と
い
う
、
自
分
が
や
っ
た
こ
と
、
自
分
が
選
択
肢
を
選
ん
で
、
自
分
が
起
こ
し
た
行
動
が
よ

か
っ
た
と
褒
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
自
己
肯
定
感
に
つ
な
が
る
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
自
分
は

何
で
も
で
き
る
と
い
う
、
自
尊
心
と
は
少
し
異
な
る
と
言
わ
れ
て
い
て
、
自
分
で
何
か
行
動
を
起
こ

し
た
ら
、
そ
の
結
果
が
よ
か
っ
た
、
そ
れ
が
褒
め
ら
れ
た
と
い
う
経
験
が
自
己
肯
定
感
と
言
わ
れ
て

い
る
ん
で
す
。

「
10
歳
の
壁
」
と
言
っ
て
、
思
春
期
を
迎
え
る
前
ま
で
に
自
己
肯
定
感
を
育
む
の
が
、
思
春
期
を

う
ま
く
乗
り
切
る
コ
ツ
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
な
の
で
、
先
生
に
ご
指
摘
い
た
だ

い
た
ご
質
問
は
す
ご
く
大
事
だ
な
と
思
っ
て
伺
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
子
供
た
ち
は
、
も
う

先
生
方
も
御
存
じ
の
と
お
り
、
や
は
り
周
り
と
の
環
境
か
ら
、
自
分
は
こ
れ
が
で
き
た
ん
だ
、
自
分

が
や
っ
て
よ
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
自
己
肯
定
感
を
育
む
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
で
す
の
で
、

周
り
か
ら
の
肯
定
的
な
声
か
け
が
す
ご
く
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、「
や
っ
た
ね
」、「
こ
れ
が
で
き
た
ね
」
と
、
あ
ま
り
大
ま
か
に
言
う
の
で
は
な
く
、「
こ
れ

こ
れ
、
あ
れ
が
で
き
た
ね
」
と
い
う
よ
う
に
、
具
体
的
に
そ
の
お
子
さ
ん
の
行
動
を
褒
め
て
い
く
こ

と
が
大
事
と
言
わ
れ
て
い
て
、
結
果
的
に
見
た
ら
、
大
人
か
ら
し
た
ら
ま
だ
ま
だ
ね
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、「
何
々
ち
ゃ
ん
は
本
当
に
こ
こ
ま
で
頑
張
っ
た
ね
」
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
プ

ロ
セ
ス
を
褒
め
て
い
く
と
い
っ
た
こ
と
を
、
お
子
さ
ん
た
ち
に
言
葉
で
た
く
さ
ん
伝
え
て
あ
げ
る
と
、

き
っ
と
２
年
後
、３
年
後
、10
年
後
、20
年
後
の
自
己
肯
定
感
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ぜ
ひ
お
子
さ
ん
た
ち
の
個
々
の
行
動
を
見
て
あ
げ
て
、
褒
め
て
あ
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。今

度
、
遠
藤
先
生
に
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
質
問
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
子
供
と
保

護
者
と
の
間
に
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
で
き
な
い
場
合
に
、
保
育
所
で
も
い
い
と
い
う
話
を
聞
き
、
保

育
士
さ
ん
た
ち
に
も
そ
の
よ
う
に
話
し
て
い
ま
す
。
保
護
者
た
ち
の
支
援
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で

し
ょ
う
か
。
子
供
は
、
や
は
り
親
と
の
愛
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
と
い
う
、

な
か
な
か
難
し
い
質
問
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
遠
藤
】
確
か
に
、
非
常
に
難
し
く
、
重
い
ご
質
問
か
な
と
思
い
ま
す
。

今
日
、「
安
心
感
の
輪
」
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

た
だ
、
そ
の
「
安
心
感
の
輪
」
を
な
か
な
か
う
ま
く
回
れ
て
い
な
い
お
子
さ
ん
の
話
は
、
今
日
は
、

時
間
の
関
係
で
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
田
中
先
生
の
ス
ラ
イ
ド
の
中
に
も
あ
っ
た

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
は
一
人
一
人
の
子
供
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
御
家
庭
の
事
情
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
親
子
関
係
に
よ
っ
て
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に

は
一
人
一
人
の
子
供
の
違
い
が
生
じ
て
き
ま
す
。「
安
心
感
の
輪
」
を
ス
ム
ー
ズ
に
回
れ
て
い
な
い
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も
ち
ろ
ん
家
庭
で
の
親
子
関
係
を
い
い
方
向
に
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
理
想
的
で
す
。

し
か
し
、
な
か
な
か
そ
こ
に
は
時
間
が
か
か
る
。
や
は
り
そ
の
試
み
を
し
て
い
く
必
要
性
は
あ
る

か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
お
子
さ
ん
た
ち
は
、
園
で
の
先
生
と
の
関
わ

り
を
通
し
て
、
子
供
に
と
っ
て
園
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
家
庭
と
は
独
立
し
た
、
も
う
一
つ
の
す
ご
く

大
切
な
育
ち
の
場
、
社
会
的
な
世
界
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
ち
ゃ
ん
と
子
供
の
発
達

を
支
え
て
い
く
と
い
う
考
え
方
も
、
一
方
で
は
必
要
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
大
切
な
ん
だ
と
思
い
ま

す
。親

御
さ
ん
を
支
援
し
て
い
く
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
は
な
か
な
か
時

間
が
か
か
る
話
だ
し
、
あ
る
い
は
一
番
連
絡
を
取
り
た
い
親
御
さ
ん
ほ
ど
、
な
か
な
か
連
絡
が
取
れ

な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
園
で
は
よ
く
あ
る
話
だ
と
思
い
ま
す
。

親
御
さ
ん
を
支
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
す
ご
く
大
切
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
方
で
、
そ
の

お
子
さ
ん
の
発
達
を
考
え
る
と
、
園
で
の
子
供
た
ち
の
生
活
を
基
盤
に
し
て
、
そ
れ
を
う
ま
く
支
え

て
促
し
て
い
く
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
も
い
い
の
か
な
と
個
人
的
に
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

少
し
長
く
な
り
ま
し
た
。

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

や
は
り
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
必
ず
報
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

お
話
だ
と
思
い
ま
す
。

も
し
会
場
の
方
か
ら
、
今
日
の
お
話
を
伺
っ
て
、
何
か
御
質
問
が
あ
れ
ば
、
お
受
け
し
た
い
と
思

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

今
は
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
少
し
考
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

田
中
先
生
に
い
た
だ
い
て
い
る
ご
質
問
で
、
非
常
に
具
体
的
な
お
話
で
す
け
れ
ど
も
、
し
つ
け
と

い
う
理
由
で
、
口
調
も
態
度
も
厳
し
く
、
姉
妹
で
も
下
の
子
に
は
優
し
い
け
れ
ど
も
、
お
姉
ち
ゃ
ん

に
は
厳
し
い
保
護
者
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
で
、
小
さ
い
頃
か
ら
の
寂
し
さ
も
相
ま
っ
て
、
何
か
と

注
目
し
て
ほ
し
い
思
い
か
ら
、
自
傷
行
為
や
、
物
隠
し
、
周
囲
へ
気
を
巡
ら
せ
過
ぎ
て
落
ち
着
か
な

い
等
の
子
供
。
こ
う
い
っ
た
お
子
さ
ん
へ
の
対
応
の
仕
方
、
接
し
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
田
中
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

少
し
難
し
い
問
題
が
、
こ
の
数
行
の
中
に
幾
つ
か
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
な
と
は
思
い
つ
つ
、
姉
妹

の
中
で
、
下
の
子
に
は
優
し
い
け
れ
ど
も
、
お
姉
ち
ゃ
ん
に
厳
し
い
保
護
者
へ
の
対
応
。
す
ご
く
難

し
い
で
す
よ
ね
。

た
だ
、
多
分
、
こ
の
下
の
子
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
寂
し
さ
も
相
ま
っ
て
か
、
何
か
と
注
目
し
て

ほ
し
い
思
い
か
ら
か
、
自
傷
行
為
や
、
物
隠
し
、
周
囲
へ
の
気
を
巡
ら
せ
過
ぎ
て
落
ち
着
か
な
い
子

供
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

い
る
状
態
は
、
物
理
的
に
は
安
全
な
状
態
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
は
、
親
御
さ
ん
の
気
持

ち
を
信
じ
切
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
不
安
、
だ
か
ら
、
し
が
み
つ
く
。
絶
対
も
う
置
い
て
行
か
な

い
で
と
い
う
抗
議
の
意
味
で
、
激
し
く
泣
き
続
け
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
お
子
さ
ん
と
い

う
の
も
、
実
際
、
い
た
り
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
も
っ
と
不
適
切
な
養
育
、
例
え
ば
、
虐
待
な
ど
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
お
子
さ
ん
。
虐

待
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
お
子
さ
ん
と
い
う
の
は
、
時
々
、
く
っ
つ
き
た
い
の
か
、
離
れ
た
い
の
か
、

よ
く
分
か
ら
な
い
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
行
動
を
示
す
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ど
っ
ち
つ

か
ず
。
時
々
、固
ま
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
フ
リ
ー
ズ
し
て
し
ま
う
。
不
自
然
に
行
動
が
固
ま
っ

て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
親
を
近
く
に
し
て
、
す
く
ん
で
し
ま
う
。
あ
る
い
は
ぼ
ー
っ
と
不
自
然
に
う

つ
ろ
な
状
態
が
長
く
続
い
て
し
ま
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

で
も
、
何
で
虐
待
さ
れ
て
い
る
お
子
さ
ん
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
か
な
と
い
う
と
、
虐
待

と
い
う
の
は
、
子
供
に
と
っ
て
解
決
不
可
能
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
言
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
本
来
、
親
と
い
う
存
在
は
、
子
供
が
何
か
に
お
び
え
た

と
き
に
、
ま
さ
に
逃
げ
込
む
と
こ
ろ
、
避
難
所
で
す
。

で
も
、
虐
待
と
い
う
の
は
、
そ
の
逃
げ
場
、
避
難
所
が
子
供
に
手
を
上
げ
る
、
足
で
蹴
る
、
言
っ

て
み
れ
ば
、
子
供
を
一
番
怖
が
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
一
番
の
避
難
所
、
一
番
の
逃
げ

場
が
、
子
供
に
と
っ
て
一
番
怖
い
と
こ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
逃
げ
場
が
一
番
怖
い
。
こ
れ
が
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
で
す
。
虐
待
の
厄
介
さ
は
、
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。

結
局
、
一
番
の
逃
げ
場
が
怖
い
と
こ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
子
供
は
ど
こ
に
も
逃
げ
よ

う
が
な
い
。
そ
う
い
う
中
で
、
く
っ
つ
く
こ
と
も
、
離
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
時
々
フ
リ
ー
ズ
す
る

と
い
う
不
自
然
な
行
動
に
な
っ
て
表
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

家
庭
の
中
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
、
今
、
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
輪
っ
か
が
う
ま
く
回
れ
て

い
な
い
お
子
さ
ん
た
ち
が
い
る
わ
け
で
す
。

で
も
、
そ
う
い
う
お
子
さ
ん
た
ち
も
、
当
然
、
園
に
は
入
園
し
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
入
園
し
て

間
も
な
く
、
多
分
、
そ
の
直
後
、
あ
る
い
は
そ
の
後
、
数
か
月
間
ぐ
ら
い
は
、
そ
れ
こ
そ
家
庭
で
の

親
子
関
係
を
引
き
ず
っ
て
、
先
生
方
に
も
す
ご
く
不
安
定
な
行
動
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
的

で
す
。
そ
し
て
、
す
ご
く
手
を
焼
く
と
い
う
こ
と
も
、
こ
れ
も
普
通
の
話
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
そ
こ
で
ぐ
っ
と
辛
抱
強
く
、
親
と
は
違
っ
て
、
園
の
中
で
、
そ
れ
こ
そ
避
難
所
と
基
地
の

役
割
を
、
と
に
か
く
地
道
に
、
愚
直
に
果
た
そ
う
と
す
る
と
、
家
庭
の
中
で
は
輪
っ
か
を
回
れ
て
い

な
い
子
供
も
、
徐
々
に
園
の
中
で
は
輪
っ
か
を
回
れ
る
よ
う
に
な
る
。

実
際
、
家
庭
で
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
、
家
庭
の
外
の
園
で
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
、
同
じ
子
供

で
も
全
然
違
う
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
く
さ
ん
の
研
究
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
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の
後
、
環
境
が
悪
く
な
っ
た
場
合
に
ど
う
い
う
影
響
が
あ
り
ま
す
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
の
辺
り
御
説
明
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
遠
藤
】
確
か
に
、
幼
少
期
に
安
定
し
た
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
ち
ゃ
ん
と
経
験
で
き
て
い
た
お
子

さ
ん
で
も
、
そ
の
後
、
環
境
が
少
し
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
に
寄
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
家
庭
環
境
が

大
き
く
変
わ
る
。
親
御
さ
ん
が
別
居
す
る
と
か
、
離
婚
し
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
お
子
さ
ん
自
身
が
学
校
に
移
っ
た
と
き
に
、
な
か
な
か
学
校
に
な
じ
め
な
か
っ
た
り
、
そ
う

い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
出
来
事
が
起
き
る
と
、
一
時
的
に
お
子
さ
ん
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
、
あ
る
い
は

お
子
さ
ん
の
行
動
が
不
安
定
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
あ
る
こ
と
で
す
。

た
だ
、よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
の
は
、い
わ
ゆ
る
テ
ー
プ
レ
コ
ー

ダ
ー
で
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
録
画
を
し
続
け
て
い
く
。
何
か
刺
激
を
受
け
れ
ば
、
そ
の
刺
激
の
と
お
り

に
変
わ
る
。
ま
た
別
の
刺
激
を
受
け
れ
ば
、
ま
た
変
わ
る
。
ど
ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
録
画
の
し
直
し

と
い
う
形
で
進
ん
で
い
く
も
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
実
は
、
幼
少
期
に
し
っ
か
り
と

安
定
し
た
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
形
成
で
き
て
い
る
お
子
さ
ん
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
、
一
時
的
に
環

境
が
少
し
悪
化
し
て
、
す
ご
く
行
動
が
不
安
定
に
な
っ
て
も
、
そ
の
後
、
立
ち
直
る
確
率
が
非
常
に

高
い
と
い
う
こ
と
も
、
研
究
の
中
で
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

や
は
り
基
盤
が
ち
ゃ
ん
と
つ
く
ら
れ
て
い
る
お
子
さ
ん
と
い
う
の
は
、
一
時
的
に
揺
れ
る
こ
と
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
基
盤
が
し
っ
か
り
つ
く
ら
れ
て
い
る
分
だ
け
、
少
し
環
境
が
変
わ
っ
た
り
す
る
と
、

そ
こ
で
は
ち
ゃ
ん
と
適
応
し
て
、
ま
た
明
る
く
、
そ
し
て
、
社
会
的
に
も
、
ほ
か
の
人
と
ち
ゃ
ん
と

つ
な
が
り
を
持
ち
な
が
ら
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま

す
。こ

れ
は
、
今
日
、
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
、
自

分
は
ち
ゃ
ん
と
人
か
ら
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
と
か
、
や
は
り
人
は
信
じ
て
い
い
ん
だ
な
と
い
う
感

覚
が
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
そ
う
い
う
信
頼
関
係
の
中
で
、
ち
ゃ
ん
と

立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
る
よ
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
研
究
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
す
の
で
、
幼
少
期
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
そ
う
い
う
意
味
で
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
を
少
し
考
え

て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
そ
の
後
、
環
境
が
悪
く
な
っ
て
も
、
き
っ
と
頑
張
っ
て
も
ら
え
る
。
そ
の
根
っ
こ
を

皆
さ
ん
が
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
ら
、
田
中
先
生
に
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
は
特
に
発
達
に
障
害
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う

な
お
子
さ
ん
の
場
合
に
難
し
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
発
達
に
障
害
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
お
子

さ
ん
の
ご
両
親
と
、
そ
の
子
と
の
間
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
、
愛
着
が

薄
い
と
悩
む
御
両
親
に
、
ど
の
よ
う
に
励
ま
し
、
援
助
し
て
い
け
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ

こ
の
子
が
な
ぜ
そ
う
い
う
行
動
を
取
る
の
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
と

い
う
の
が
、
発
達
の
特
性
な
の
か
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
課
題
か
ら
来
る
よ
う
な
孤
独
感
や
、
信
頼

感
の
な
さ
や
、
ど
う
に
も
言
わ
れ
よ
う
の
な
い
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
難
し
さ
と
い
っ
た
も
の
が

行
動
上
に
出
て
い
る
の
か
、
は
た
ま
た
発
達
の
特
性
も
あ
れ
ば
、
こ
の
子
に
合
っ
た
特
性
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
課
題
と
重
な
っ
て
、
よ
り
育
て
方
が
難
し
く
な
っ
て
、
こ
の
子
に
症

状
が
出
て
い
る
の
か
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
か
な
と
は
思
う
ん
で
す
。

た
だ
、
そ
う
い
っ
た
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
し
か
る
べ
く
と
こ
ろ
に
つ
な
げ
ら
れ
れ
ば
、
心
理
医
学
、

精
神
学
、
心
理
学
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
な
さ
れ
て
、
適
切
な
見
立
て
が
出
さ
れ
る

中
で
、
ケ
ア
の
方
針
が
出
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
も
し
か
し
た
ら
、
や
は
り
ト
ラ
ウ
マ
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
視
点
で
、
ト
ラ
ウ
マ
・

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
こ
と
で
、「
こ
こ
は
危
険
だ
よ
」
と
か
、「
こ
こ
は
危
な
か
っ

た
ね
」
と
か
、
様
々
お
子
さ
ん
が
思
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
感
覚
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
言
語
化
し
て

い
き
な
が
ら
、
危
険
の
あ
る
環
境
を
そ
の
ま
ま
続
け
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
先
ほ
ど
遠

藤
先
生
も
言
わ
れ
た
よ
う
な
環
境
の
構
造
化
、
い
わ
ゆ
る
子
供
が
安
全
な
中
で
遊
べ
る
よ
う
な
環
境

を
整
え
な
が
ら
、
敏
感
に
子
供
た
ち
の
応
答
に
気
づ
い
て
、
子
供
た
ち
の
感
情
を
言
語
化
し
な
が
ら
、

情
緒
的
な
温
か
さ
で
遊
び
を
見
守
る
と
か
、
あ
と
は
、
先
ほ
ど
褒
め
る
と
い
っ
た
こ
と
も
申
し
上
げ

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
多
分
、
そ
の
子
は
、
も
し
か
し
た
ら
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
褒
め
ら
れ
る
体
験
が

す
ご
く
少
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
ら
、
少
し
で
も
そ
の
子
が
日
々
、
例
え
ば
、
大
人
か
ら
し
た
ら
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ

な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
御
飯
を
食
べ
て
い
た
り
、
上
手
に
午
睡
が
で
き
て
い
た
り
、
少
し
で
も
お

片
づ
け
が
で
き
た
り
、
何
か
そ
う
い
う
少
し
で
も
で
き
て
い
そ
う
な
こ
と
を
、「
何
ち
ゃ
ん
、
こ
れ

は
よ
く
で
き
て
い
る
ね
」
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
葉
が
け
。
そ
れ
を
す
る
こ
と
で
、
も
し
か
し
た
ら
自

己
感
が
取
り
戻
せ
る
可
能
性
と
い
う
の
は
、
ゼ
ロ
で
は
な
い
の
か
な
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。

繰
り
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
安
全
で
安
心
な
サ
ー
ク
ル
を
園
の
中
で
つ
く
っ

て
い
く
こ
と
。
そ
し
て
、
何
か
必
要
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
保
健
師
さ
ん
に
介
入
を
お
願
い
し
た
り
、

親
御
さ
ん
に
、「
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
お
子
さ
ん
は
、
少
し
何
か
し
ら
の
支
援
が
必
要
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。
こ
こ
に
相
談
し
て
み
た
ら
、
い
い
解
決
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
」
と
言
う
こ

と
で
、
そ
う
い
っ
た
窓
口
に
つ
な
げ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
お
子
さ
ん
の
対
応
は
難
し
い
で
す
よ

ね
。遠

藤
先
生
に
は
、
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
乳
幼
児
に
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
が
築
か
れ
て
、
そ
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て
い
ま
す
か
」
と
聞
い
て
あ
げ
る
こ
と
は
、
お
母
さ
ん
に
と
っ
て
、
日
々
や
っ
て
い
る
し
つ
け
が
園

の
中
で
も
継
続
さ
れ
て
、
一
貫
さ
れ
て
行
え
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
き
っ
と
自
信
と
安
心
に
つ
な

が
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
な
の
か
な
と
い
う
気
は
い
た
し
ま
す
。

【
岡
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
、
田
中
先
生
の
資
料
の
最
後
の
ほ
う
に
あ
っ
た
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
知
識
を
園
で
も
活
用

し
て
い
た
だ
い
て
、
ま
た
お
母
さ
ん
、
ご
両
親
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
ろ
う

か
な
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

そ
れ
で
、
私
の
ほ
う
で
１
つ
、
コ
ロ
ナ
の
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
と
い
う
こ
と
で
、
園
児
に
勧
め
る

か
ど
う
か
、
悩
ん
で
い
ま
す
。
国
や
小
児
科
学
会
の
見
解
を
知
り
た
い
で
す
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ

は
少
し
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ワ
ク
チ
ン
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
十
分
に
情
報
を
お

伝
え
し
た
上
で
、
御
本
人
、
お
子
さ
ん
の
場
合
に
は
親
権
者
で
あ
る
親
御
さ
ん
が
判
断
し
て
接
種
す

る
と
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

特
に
コ
ロ
ナ
の
ワ
ク
チ
ン
は
、
残
念
な
が
ら
結
構
お
熱
が
出
た
り
、
私
自
身
も
熱
な
ど
出
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
反
応
が
そ
こ
そ
こ
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
十
分
な
説
明

が
必
要
だ
な
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
小
児
科
学
会
の
中
で
も
、
こ
の
こ
と
は
一
生
懸
命
専
門
家
が
み
ん
な
で
議
論
を
し
ま
し
た
。

最
初
の
頃
は
、
少
な
く
と
も
終
始
ず
っ
と
分
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、
と
も
か
く
重
症
化
を
防
ぐ
と
い

う
こ
と
。
こ
こ
だ
け
は
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
去
年
の
夏
頃
ま
で
は
、
子
供
た
ち
に
ワ
ク

チ
ン
を
勧
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
重
症
化
を
防
ぐ
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
ワ
ク
チ
ン
は
意

義
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
親
御
さ
ん
の
判
断
で
行
き
ま
し
ょ
う
と
お
伝
え
し
て
い
ま
し
た
。

た
だ
、
先
ほ
ど
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
亡
く
な
る
お
子
さ
ん
や
、
急
性
脳
症

の
お
子
さ
ん
な
ど
が
、
決
し
て
多
く
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
定
の
数
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う

こ
と
で
、
ワ
ク
チ
ン
は
推
奨
す
る
と
表
現
を
変
え
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
子
供
た
ち
が
重
症
化
し
な
い
の
に
、
重
症
化
を
予
防
す
る
ワ
ク
チ
ン
を
そ
こ
ま
で

勧
め
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
実
際
に
は
、
ご
家
庭
の
中
に
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ

う
い
う
意
味
で
お
子
さ
ん
が
、
そ
れ
こ
そ
先
生
方
も
そ
う
い
う
こ
と
で
つ
ら
い
思
い
を
さ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
保
育
園
な
ど
で
も
ら
っ
て
き
て
、
子
供
か
ら
お

じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
か
か
る
の
が
心
配
だ
と
、
そ
う
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の

で
、
意
義
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
ま
で
勧
め
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
も
迷
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
し
た
。

で
も
、
一
定
程
度
、
や
は
り
亡
く
な
る
お
子
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
病
気
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

そ
の
こ
と
を
お
伝
え
し
た
上
で
、
今
は
推
奨
す
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
い
ま
す
。

と
で
、
か
な
り
難
し
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
田
中
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
質
問
は
、
確
か
に
回
答
は
難
し
い
の
で
す
が
、
先
生
方
が
そ
う
い
う
視
点
を
持
っ
て
お
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
が
、
私
は
す
ご
い
な
と
思
っ
て
、
そ
う
い
う
視
点
を
お
持
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

き
っ
と
親
御
さ
ん
に
も
伝
わ
っ
て
、
私
は
こ
れ
で
い
い
の
か
な
と
い
う
自
信
に
つ
な
が
る
の
か
な
と

思
っ
た
ん
で
す
。

や
は
り
発
達
特
性
を
持
つ
お
子
さ
ん
の
子
育
て
は
、
本
当
に
難
し
い
で
す
よ
ね
。
本
当
に
そ
う
思

い
ま
す
。

と
は
い
っ
て
も
、
医
療
者
な
の
で
、
必
要
な
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
ス
キ
ル
、
発
達
特
性
を
持
つ
お

子
さ
ん
の
ペ
ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
言
っ
て
、
通
常
は
１
時
間
か
１

時
間
半
ぐ
ら
い
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
５
回
以
上
や
ら
な
い
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
言
わ
れ
て
い
な
い
ん
で

す
ね
。
そ
れ
だ
け
目
的
を
持
っ
た
、
構
造
化
さ
れ
た
集
団
で
や
る
こ
と
が
多
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
基
盤
は
同
じ
と
い
う
か
、
先
ほ
ど
少
し
申
し
上
げ
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ペ

ア
レ
ン
テ
ィ
ン
グ
、
肯
定
的
な
し
つ
け
の
と
こ
ろ
で
も
お
話
し
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
は
同

じ
で
す
。

子
供
の
行
動
を
３
つ
に
分
け
て
、
好
ま
し
い
行
動
、
こ
れ
か
ら
も
続
け
て
ほ
し
い
行
動
が
出
た
ら
、

た
く
さ
ん
褒
め
る
、
具
体
的
に
褒
め
る
、
ス
テ
ッ
プ
を
褒
め
る
。
例
え
ば
、
言
葉
が
け
が
上
手
で
は

な
く
て
も
、
ハ
グ
し
た
り
、
頭
な
で
な
で
で
も
い
い
で
す
し
、
に
こ
っ
と
大
き
な
笑
顔
を
出
す
だ
け

で
も
い
い
で
す
し
、
グ
ー
サ
イ
ン
を
出
す
だ
け
で
も
い
い
で
す
し
、
ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の

中
で
は
、
お
子
さ
ん
を
ど
の
よ
う
に
褒
め
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
６
人
ぐ
ら
い
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
、

「
あ
る
お
母
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
褒
め
方
を
し
ま
し
た
」、「
お
母
さ
ん
、
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
」
と
か
、

「
Ｂ
さ
ん
と
い
う
お
母
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
褒
め
方
を
し
ま
し
た
」、「
そ
れ
も
あ
り
で
す
ね
」
と
か
、

み
ん
な
で
や
っ
て
い
る
こ
と
を
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
す
る
ん
で
す
よ
ね
。

で
す
の
で
、
そ
の
お
母
さ
ん
が
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
１
つ
1
つ
を
、
具
体
的
に
お
子
さ
ん
を
褒
め

る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
具
体
的
に
「
お
母
さ
ん
、
こ
れ
、
い
い
で
す
ね
。
私
も
使
っ
て
み
よ
う
か
な
」

と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
褒
め
て
い
く
と
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
先
ほ
ど
、
上
手
に
関
心
を
与
え
な
い
と
い
う
遠
藤
先
生
の
お
話
も
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
過
干
渉
に
な
り
過
ぎ
ず
、
上
手
に
距
離
を
空
け
て
い
る
お
母
さ
ん
や
、
ま
た
上
手
に
セ

ル
フ
ケ
ア
を
な
さ
っ
て
い
る
お
母
さ
ん
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
１
つ
1
つ
先
生
方
が
気
づ
い

て
、「
お
母
さ
ん
、
す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
ぜ
ひ
続
け
ま
し
ょ
う
ね
」
と
か
、
あ
と
は
、
お
母
さ
ん

が
ふ
だ
ん
や
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
お
う
ち
で
の
し
つ
け
に
つ
い
て
、
も
う
さ
れ
て
い
る
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
園
の
中
で
も
、「
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
お
母
さ
ん
は
い
つ
も
ど
う
さ
れ
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私
の
知
っ
て
い
る
先
生
が
保
育
園
に
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
場
合
に
も
、
書
き
込
み
の
自
由
記
載
で
そ

う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
皆
さ
ん
の
周
り
の
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
気
に
な
る
子
と
か
、
ア
タ
ッ
チ

メ
ン
ト
の
問
題
と
か
、
発
達
の
課
題
の
あ
る
子
が
増
え
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
方
、
印
象
だ
け

で
い
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
の
く
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

（
該
当
者
挙
手
）

【
岡
】
分
か
り
ま
し
た
。
す
ご
く
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
ね
。
分
か
り
ま
し
た
。

た
だ
、
私
、
す
ご
く
大
事
な
こ
と
は
、
多
分
、
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
、

社
会
が
変
わ
っ
て
、
お
子
さ
ん
に
よ
っ
て
す
ご
く
違
う
。
恐
ら
く
、
家
庭
に
よ
っ
て
す
ご
く
違
う
と

思
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
中
で
、
や
は
り
課
題
の
あ
る
お
子
さ
ん
や
、
課
題
の
あ
る
御
家
庭
が
、
今
、

手
を
挙
げ
ら
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
苦
戦
し
て
い
る
お
子
さ
ん
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
可
能
性
が
あ
っ
て
、
そ
の
子
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
よ
り

は
っ
き
り
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
も
し
そ
の
よ
う
な
お
子
さ
ん
た
ち
が
い
た
ら
、
そ
の
お
子
さ
ん

た
ち
に
早
く
気
づ
い
て
あ
げ
て
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
す
ご
く
大
事
に
な
っ
て
く
る

の
か
な
。

今
ま
で
は
、
園
の
中
で
コ
ロ
ナ
が
発
生
し
た
ら
い
け
な
い
、
怒
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、

病
院
な
ど
も
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
感
染
対
策
に
必
死
で
し
た
が
、
社
会
と
し
て
は
、
こ
れ
か

ら
そ
の
よ
う
に
困
っ
て
い
る
子
た
ち
が
い
な
い
か
と
い
う
ほ
う
に
シ
フ
ト
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
時
期
な
の
で
は
な
い
か
な
と
す
ご
く
思
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
、
例
え
ば
、
そ
も
そ
も
マ
ス

ク
を
外
そ
う
と
い
っ
た
と
き
に
、
外
せ
な
い
子
も
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
心
配
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、「
わ
ー
い
。
楽
に
な
っ
た
」
と
外
し
て
、
大
喜
び
し
て
走
り
回
れ
る
子
と
、
も
し
か

し
た
ら
、
そ
う
で
な
い
子
と
、
こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
課
題
が
出
て
き
そ
う
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
、

皆
さ
ん
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
、
正
解
は
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
し
ば
ら
く
は
い
ろ

い
ろ
工
夫
を
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
い
け
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
コ
ロ
ナ
に
関
し
て
は
正
解
は
な
い
の
で
、
何
か
を
選
択
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
間
違
い

で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
病
院
の
中
だ
っ
て
、
実
は
、
病
院
ご
と
に
感
染
対
策
の
方
針
が
す
ご
く
違

う
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
決
し
て
答
え
は
１
つ
で
は
な
い
の
で
、
自
分
た
ち
の
選
択
を
ち
ゃ
ん
と
議
論
し
て
、

ち
ゃ
ん
と
園
長
先
生
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
決
め
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
や
は
り
社
会
が
も
う
少
し
子
供
の
コ
ロ
ナ
に
対
し
て
寛
容
に
な
っ
て
も
ら
う
こ

と
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
な
と
。
保
育
園
が
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
と
い
う
の
は
、
さ
す
が
に
き
つ
い
な
と

思
い
ま
す
。
病
院
も
、
正
直
き
つ
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
マ
ス
ク
に
関
し
て
は
、
非
常
に
多
く
の
御
質
問
を
い
た
だ
い
た
中
で
、
コ
ロ
ナ
禍
で

の
工
夫
点
が
あ
れ
ば
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
ま
だ
学
会
と
し
て
も
正
式
に
コ
メ
ン
ト
は
出
し
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か

ら
ど
の
よ
う
に
コ
ロ
ナ
の
感
染
対
策
を
緩
め
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
多
分
、
今
後

の
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
私
は
今
、
病
院
長
と
い
う
、
病
院
の
責
任
者
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
、

と
て
も
悩
ん
で
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
患
者
さ
ん
た
ち
は
今
で
も
病
院
の
中
で
は
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
を

求
め
て
い
る
ん
で
す
。
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
を
求
め
ら
れ
る
以
上
は
、
面
会
を
制
限
し
な
い
と
い
け
な
い
し
、

私
た
ち
が
マ
ス
ク
を
し
た
り
、
感
染
対
策
を
す
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ

ど
も
、
確
か
に
う
ち
の
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
は
、
宴
会
な
ど
も
一
切
し
て
い
な
い
で
す
し
、

会
食
も
３
人
ま
で
と
い
う
ふ
う
に
、
厳
し
い
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
い
つ

ま
で
や
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
の
は
、
本
当
に
悩
ん
で
い
ま
す
。

保
育
園
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
社
会
か
ら
ど
こ
ま
で
そ
の
感
染
を
抑
制
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ

る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
多
分
、
判
断
の
基
準
に
な
っ
て
く
る
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
私
自
身
の
立
場
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
保
育
園
や
学
校
か
ら
基
準
は
緩
め
て
い
っ
て
ほ
し

い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
子
供
た
ち
が
こ
れ
だ
け
長
い
間
、
感
染
対
策
で
頑
張
っ
て
き
た
わ
け
で
す

の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
緩
め
る
と
し
た
ら
、
大
人
の
宴
会
か
ら
緩
め
る
と
い
う
の
は
、
あ
れ

は
、
や
は
り
私
は
お
か
し
い
と
思
う
ん
で
す
。
経
済
的
な
理
由
と
い
う
の
は
分
か
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
学
校
や
保
育
園
に
感
染
対
策
を
強
い
な
が
ら
、
大
人
だ
け
勝
手
に
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
考

え
て
も
私
は
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
て
、
や
は
り
保
育
園
に
も
ゼ
ロ
コ
ロ
ナ
を
求
め
る
の
で
は
な
く

て
、
あ
る
程
度
起
こ
っ
て
も
、
そ
れ
は
社
会
の
中
に
あ
る
ん
だ
か
ら
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
こ
と
で

緩
め
ら
れ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

で
す
け
ど
、
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
国
が
感
染
対
策
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
指
針
を
出
す
か
と
い
う

と
こ
ろ
に
か
か
っ
て
い
て
、
特
に
子
供
が
コ
ロ
ナ
陽
性
に
な
っ
た
と
き
の
親
御
さ
ん
の
仕
事
が
で
き

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
、
恐
ら
く
影
響
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

正
直
言
っ
て
、
子
供
た
ち
の
多
く
は
軽
い
の
で
、
あ
ま
り
困
っ
て
い
な
い
で
す
よ
ね
。
子
供
自
体

は
、
本
人
た
ち
が
重
く
な
ら
な
い
の
に
感
染
対
策
す
る
の
は
か
わ
い
そ
う
だ
な
と
い
う
の
が
正
直
な

と
こ
ろ
で
す
。
早
く
感
染
対
策
を
ゆ
る
め
る
意
味
で
は
、
や
は
り
ワ
ク
チ
ン
は
打
っ
て
い
た
だ
い
た

ほ
う
が
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
こ
の
方
か
ら
、
今
日
の
話
題
に
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
て
か

ら
、
い
わ
ゆ
る
気
に
な
る
子
が
増
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
と
か
、
ま
た
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
、
あ

る
い
は
発
達
へ
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
相
談
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
よ
う
な
気
が

す
る
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
。
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だ
か
ら
、
そ
う
い
う
改
善
が
で
き
た
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
し
か
し
た
ら
、
子
供

た
ち
に
及
ぶ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
影
響
と
い
う
の
は
、
和
ら
い
で
い
る
と
い
う
か
、
先
生
方
が
そ
こ
で
い

い
保
育
を
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
実
践
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
子
供
の
発
達
が
伸
び
て
い
る
と
い

う
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
、
個
人
的
に
は
、
実
際
、
そ
う
い
う
感
想
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ

き
な
が
ら
思
っ
た
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
岡
】
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

い
や
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
素
敵
な
ご
質
問
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
大
体
主
な
ご
質
問
に
は
お
答
え
で
き
て
、
時
間
に
も
な
り
ま
し
た
の
で
、
本

日
の
こ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
締
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。（
拍
手
）

―
―　

了　

―
―

こ
れ
で
、
大
体
時
間
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
会
場
か
ら
御
質
問
等
、
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
。
１
つ
ぐ
ら
い
ご
質
問
を
い
た
だ
け
る
の
は
う
れ
し
い
で
す
ね
。

【
質
問
者
】
す
み
ま
せ
ん
。
少
し
変
な
質
問
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
コ
ロ
ナ
禍
で
、

逆
に
よ
か
っ
た
と
い
う
か
、
育
ま
れ
た
も
の
と
か
、
い
い
点
が
あ
っ
た
の
か
、
教
え
て
い
た
だ
き
た

い
ん
で
す
。

【
岡
】
す
ご
く
び
っ
く
り
し
た
質
問
で
、
確
か
に
あ
ま
り
考
え
た
こ
と
が
な
い
で
す
ね
。
も
う
悪

い
こ
と
ば
か
り
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
早
く
コ
ロ
ナ
が
終
わ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
で
、

だ
け
ど
、お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、も
し
か
し
た
ら
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
ね
。
お
父
さ
ん
が
真
っ

す
ぐ
う
ち
へ
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
本
当
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、

ア
ウ
ト
ド
ア
の
ス
ポ
ー
ツ
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
確
か
に
そ
う
い
う
目
で
も
う
一
回
…
…
。

す
み
ま
せ
ん
。
私
は
、
実
は
全
く
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
病
院
に
勤
め
て
い
て
、
コ
ロ
ナ

で
よ
く
な
っ
た
こ
と
は
１
つ
も
な
い
で
す
。
本
当
に
な
い
で
す
。
も
う
嫌
な
こ
と
ば
か
り
で
す
け
れ

ど
も
、
も
し
か
し
た
ら
い
い
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
保
育
園
の
子
供
た
ち
に
も
い
い
こ
と

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
ね
。

ぜ
ひ
皆
さ
ん
で
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

先
生
方
、
あ
り
ま
す
か
。

【
遠
藤
】
先
ほ
ど
、
冒
頭
で
コ
ロ
ナ
に
関
わ
る
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
２
回
目
は
、
保
育
者
の
先
生
方
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
自
由

記
述
、
う
ち
の
園
で
は
こ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
、
こ
う
い
う
こ
と
に
困
っ
て
い
ま
す
、
で
も
、

こ
う
い
う
こ
と
も
、
意
外
に
い
い
方
向
に
働
い
た
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
感
想
も
、
実
は
、
す
ご

く
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
中
で
、
１
つ
は
、
我
々
の
保
育
は
、
そ
も
そ
も
子
供
の
た
め
に
な
っ
て
い
た
か
と
い
う

反
省
を
し
た
と
い
う
の
が
声
と
し
て
は
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
そ
の
中
で
一
番
多
い
の
が
行

事
で
す
ね
。
行
事
は
、
子
供
の
た
め
に
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
の
問
い
直
し
を

し
ま
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
す
ご
く
多
か
っ
た
で
す
。

も
っ
と
言
え
ば
、
行
事
は
、
た
だ
、
保
護
者
に
見
せ
る
た
め
の
行
事
。
実
は
、
子
供
た
ち
に
そ
の

た
め
の
練
習
を
さ
せ
て
、
で
も
、
遊
び
と
い
う
も
の
が
二
の
次
、
三
の
次
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、

こ
う
い
う
保
育
は
、
本
当
に
子
供
の
た
め
に
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
い
う
中
で
、
本
当
に
子
供
に
と
っ
て
必
要
な
行
事
は
何
な
ん
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
子

供
の
育
ち
を
支
え
る
と
い
う
中
で
、
日
々
私
た
ち
保
育
者
が
や
る
べ
き
こ
と
は
何
な
ん
だ
ろ
う
か
。

そ
う
い
う
も
の
を
、
ち
ゃ
ん
と
も
う
一
回
話
し
合
っ
て
、
園
の
保
育
の
や
り
方
を
い
い
方
向
に
変
え

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
声
が
、
意
外
に
多
か
っ
た
で
す
。
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【
講
師
ご
紹
介
】

岡
　
明
（
お
か
　
あ
き
ら
）（
座
長
）

略
歴

昭
和
59
年　

東
京
大
学
医
学
部
附
属
病
院
小
児
科
入
局

平
成
２
年　

米
国H

arvard

大
学Boston

小
児
病
院
神
経
科
研
究
員

平
成
10
年　

鳥
取
大
学
医
学
部
脳
神
経
小
児
科
助
教
授

平
成
16
年　

国
立
成
育
医
療
セ
ン
タ
ー
神
経
内
科
医
長

平
成
19
年　

東
京
大
学
医
学
部
小
児
科
准
教
授

平
成
21
年　

杏
林
大
学
医
学
部
小
児
科
教
授

平
成
25
年　

東
京
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
小
児
科
教
授

令
和
２
年　

埼
玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
長

現
在
に
至
る
。

役
職
・
学
会
等

日
本
小
児
科
学
会
会
長

日
本
小
児
神
経
学
会
前
理
事
長

日
本
保
育
保
健
協
議
会
副
会
長

日
本
小
児
保
険
協
会　
　

 

理
事

専
門
分
野

小
児
科
学
、
小
児
神
経
学

遠
藤
　
利
彦
（
え
ん
ど
う
　
と
し
ひ
こ
）

略
歴

・
東
京
大
学
教
育
学
部
卒
業　

・
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

・
博
士
（
心
理
学
）

・
東
京
大
学
教
育
学
部
・
助
手
、
聖
心
女
子
大
学
文
学
部
・
専
任
講
師
、

　

九
州
大
学
大
学
院
人
間
環
境
学
研
究
院
・
助
教
授
、

　

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
・
准
教
授
、

　

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
・
准
教
授
等
を
経
て

現
在　

東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
・
教
授

同
附
属
発
達
保
育
実
践
政
策
学
セ
ン
タ
ー(Cedep)

・
セ
ン
タ
ー
長

役
職
・
学
会
等

日
本
学
術
会
議
会
員

専
門
分
野

発
達
心
理
学
・
感
情
心
理
学
・
進
化
心
理
学
・
保
育
／
幼
児
教
育
学

田
中
　
恭
子
（
た
な
か
　
き
ょ
う
こ
）

略
歴

平
成
8
年　

順
天
堂
大
学
医
学
部　

卒
業　

順
天
堂
医
学
部
小
児
科
学
講
座

平
成
14
年　

平
成
14
年
度
厚
生
労
働
省
科
学
研
究
（
子
ど
も
家
庭
総
合
研
究
）
推
進
事
業
に
か
か
る

　
　
　
　
　
「
外
国
へ
の
日
本
人
研
究
者
派
遣
事
業
」
派
遣
研
究
員
と
し
て
英
国D

undee

大
学

　
　
　
　
　

心
理
学
部
留
学
（
研
究
テ
ー
マ
：
発
達
心
理
学
）Stevenson College 

に
て

　
　
　
　
　

H
ospital Play Specialism

コ
ー
ス
修
学 

平
成
16
年　

順
天
堂
大
学
医
学
部
小
児
科
助
教　
　
　
　
　
　

平
成
20
年　

順
天
堂
大
学
医
学
部
小
児
科
学
講
座　

准
教
授　

平
成
25
年　

東
京
大
学
病
院
精
神
科
こ
こ
ろ
の
発
達
診
療
部　

国
内
留
学

平
成
26
年　

順
天
堂
越
谷
病
院
精
神
科
児
童
思
春
期
部
門
併
任

平
成
27
年　

国
立
研
究
開
発
法
人　

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
こ
こ
ろ
の
診
療
部
思
春
期
メ
ン
タ
ル

　
　
　
　
　

ヘ
ル
ス
科
（
平
成
29
年
4
月
よ
り
児
童
・
思
春
期
リ
エ
ゾ
ン
診
療
科
に
改
名
）
医
長

平
成
29
年　

同
診
療
科
部
長

現
在
に
至
る

役
職
・
学
会
等

日
本
小
児
科
学
会
（
代
議
員
）、
日
本
小
児
心
身
症
学
会
（
理
事
、
編
集
委
員
会
）、

日
本
小
児
精
神
神
経
学
会
（
代
議
員
）、Bayley

乳
幼
児
発
達
検
査
第
３
版
標
準
化
刊
行
委
員
、

日
本
子
ど
も
療
養
支
援
協
会
（
理
事
）、
ハ
イ
リ
ス
ク
児
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
究
会
（
常
任
幹
事
）、

難
病
の
子
ど
も
支
援
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
運
営
委
員
）、
子
ど
も
の
権
利
条
約
研
究
所
（
運
営
委
員
）

専
門
分
野

小
児
の
発
達
・
精
神
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