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渡
辺
久
子
著
『
母
子
臨
床
と
世
代
間
伝
達
』

（
金
剛
出
版
・
二
〇
〇
〇
年
五
月
）

岡※

田
　
尚
子

今
回
取
り
あ
げ
る
『
母
子
臨

床
と
世
代
間
伝
達
』の
著
者
は
、

小
児
科
・
精
神
科
で
長
年
子
ど

も
の
臨
床
に
携
わ
っ
て
き
た
、

〈
乳
幼
児
精
神
医
学
〉
を
専
門

と
す
る
医
師
で
あ
る
。

乳
幼
児
の
心
理
発
達
研
究

は
、
精
神
分
析
の
領
域
に
お
い

て
、
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
（F

reud,S.

）
に
よ
り
創
始
さ
れ
た
こ
こ
ろ
の
発
達

理
論
が
、
そ
の
後
一
九
四
〇
年
代
〜
七
〇
年
代
に
か
け
て
Ａ
・
フ
ロ
イ
ト

（F
reud,A

.

）、
ク
ラ
イ
ン
（K

lein,M
.

）、
マ
ー
ラ
ー
（M

ahler,M
.

）、

ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
（W
inicott,D

.W
.

）
ら
に
受
け
継
が
れ
る
な
か
で
よ
り

実
証
的
に
な
り
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。〈
乳
幼
児
精
神
医
学
〉
は
、
そ

う
い
っ
た
歴
史
的
潮
流
の
な
か
、「
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
特
に
乳
児

の
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
精
神
分
析
以
外
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
統
合

が
積
極
的
に
行
わ
れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
学
際
的
で
超
派
的
な
も
の
」
と

し
て
興
っ
て
き
た
乳
幼
児
心
理
発
達
研
究
の
新
た
な
領
域
で
あ
る
。

本
書
は
序
編
と
、〈
乳
幼
児
精
神
医
学
〉
の
知
見
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

第
Ⅰ
部
と
、
著
者
の
母
子
臨
床
の
実
践
の
実
際
や
、
そ
れ
を
通
し
て
の

知
見
が
豊
富
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
第
Ⅱ
部
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。著

者
は
、
本
書
全
体
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
と
し
て
、
子
ど
も
の
神
経

症
的
障
害
の
治
療
の
中
で
し
ば
し
ば
顕
れ
る
〈
世
代
間
伝
達
〉
と
い
う

現
象
を
取
り
上
げ
て
い
る
。〈
世
代
間
伝
達
〉
と
は
「
親
の
苦
悩
が
子
、

ひ
い
て
は
孫
へ
と
伝
達
す
る
事
態
」
で
あ
り
、
世
代
を
超
え
て
苦
悩
の

連
鎖
が
繰
り
返
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
。

こ
の
〈
世
代
間
伝
達
〉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
我
々

の
こ
こ
ろ
の
中
に
存
在
し
て
い
る
〈
乳
幼
児
心
性
〉
の
あ
り
か
た
を
明

ら
か
に
し
な
が
ら
説
明
を
加
え
て
ゆ
く
。

〈
乳
幼
児
心
性
〉
と
は
、
親
が
、
大
人
に
な
っ
た
今
も
な
お
内
在
し

て
い
る
、
か
つ
て
自
ら
が
乳
幼
児
で
あ
っ
た
頃
に
優
勢
だ
っ
た
情
緒
体

験
の
あ
り
よ
う
の
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
は
胎
児
期
か
ら
既
に
外
界
と

影
響
し
あ
い
な
が
ら
育
ち
、
生
ま
れ
る
が
、
乳
児
期
に
な
る
と
さ
ら
に

鋭
敏
な
感
覚
で
周
囲
の
雰
囲
気
を
察
知
し
、
様
々
な
情
緒
体
験
を
活
発

に
行
い
は
じ
め
る
。
そ
の
中
で
、
親
の
無
意
識
の
不
安
や
緊
張
、
苛
立

ち
や
焦
り
、
敵
意
や
抑
う
つ
な
ど
も
含
め
、
情
緒
の
本
質
を
感
知
し
、

親
と
の
関
わ
り
の
中
で
既
に
多
く
の
葛
藤
を
も
体
験
し
は
じ
め
る
。
乳

幼
児
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
情
緒
体
験
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。乳

幼
児
期
の
情
緒
体
験
は
そ
の
後
の
精
神
発
達
の
礎
と
し
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
時
期
の
体
験
は
原
始
的
な
感
情
と

※
甲
南
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
　
博
士
後
期
課
程
在
籍
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し
て
潜
在
し
、
成
人
期
以
降
に
も
人
と
の
関
わ
り
方
に
影
響
を
及
ぼ
し

つ
づ
け
る
。
つ
ま
り
親
が
子
ど
も
と
関
わ
る
際
の
持
ち
味
に
も
な
っ
て

く
る
も
の
で
あ
る
。

乳
幼
児
期
の
子
ど
も
の
感
情
・
情
緒
表
現
は
非
常
に
ス
ト
レ
ー
ト
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
屈
託
の
な
さ
、
剥
き
出
し
で
あ
る
こ
と
が

誘
因
と
な
り
、
育
児
中
は
親
の
〈
乳
幼
児
心
性
〉
が
腑
活
さ
れ
や
す
く

な
る
。
こ
こ
で
腑
活
さ
れ
る
感
情
・
情
緒
が
特
に
親
自
身
が
体
験
し
て

き
た
乳
幼
児
期
の
未
決
の
親
子
関
係
の
葛
藤
や
不
快
体
験
と
結
び
つ
い

た
も
の
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
子
ど
も
の
感
情
表
現
に
対
し
、
親
の
応

答
の
テ
ン
ポ
が
不
自
然
に
な
っ
た
り
、
無
関
心
に
な
っ
た
り
、
関
わ
り

が
冷
た
く
機
械
的
に
な
っ
た
り
す
る
。
す
る
と
子
ど
も
に
は
親
と
の
関

わ
り
が
違
和
的
で
不
快
な
情
緒
体
験
の
積
み
重
ね
と
な
り
、
神
経
症
的

障
害
が
発
現
し
や
す
い
状
況
に
な
る
。
こ
れ
が
本
書
で
注
目
さ
れ
て
い

る
、
親
の
苦
悩
の
体
験
が
次
世
代
へ
と
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
〈
世
代
間

伝
達
〉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
子
ど
も
の
乳
幼
児
期
は

〈
世
代
間
伝
達
〉
の
好
発
時
期
で
あ
る
。
本
書
で
参
照
さ
れ
て
い
る
フ
ラ

イ
バ
ー
グ
（F

raiberg,S
.

）
は
、
ま
る
で
忘
れ
て
い
た
過
去
の
亡
霊
の

よ
う
に
現
れ
る
親
の
原
始
的
な
深
い
不
安
を
「
赤
ち
ゃ
ん
部
屋
の
お
化

け
」（ghosts

in
the

nursery

）
と
名
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
世
代
を
超
え
て
伝
達
さ
れ
る
の
は
必
ず
し
も
親
の
苦

悩
の
体
験
ば
か
り
で
は
な
い
。
腑
活
さ
れ
る
感
情
・
情
緒
が
親
の
過
去

の
幸
福
の
体
験
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
、
親
子
に
と
っ
て
互
恵

的
な
〈
世
代
間
伝
達
〉
の
体
験
に
な
る
。

著
者
は
こ
の
〈
世
代
間
伝
達
〉
の
具
体
的
な
治
療
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
、〈
親
―
乳
幼
児
治
療
〉
を
紹
介
し
て
い
る
。〈
親
―
乳
幼
児
治
療
〉

は
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
、
フ
ラ
イ
バ
ー
グ
、
コ
ー
ル
（C

all,J.

）
ら
に
よ
り

創
始
さ
れ
、
ク
ラ
メ
ー
ル
（C

ram
er,B

.

）、
レ
ボ
ヴ
ィ
シ
（Lebovici,S.

）

ら
に
受
け
継
が
れ
、
発
展
し
て
き
た
。

乳
幼
児
の
治
療
に
は
、
①
母
親
の
み
の
相
談
・
指
導
・
精
神
療
法
、

②
乳
幼
児
の
み
の
遊
戯
療
法
・
児
童
分
析
、
③
乳
幼
児
と
親
の
同
時
並

行
面
接
、
④
乳
幼
児
と
母
親
が
同
席
の
面
接
・
相
談
、
の
主
と
し
て
四

つ
の
治
療
構
造
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。

〈
親
―
乳
幼
児
治
療
〉
は
④
に
あ
て
は
ま
り
、
治
療
者
は
参
加
し
つ

つ
観
察
す
る
人
と
し
て
親
―
乳
幼
児
関
係
に
直
接
か
か
わ
る
と
い
う
、

独
特
の
治
療
構
造
を
持
っ
て
い
る（

１
）。

面
接
室
で
は
、
親
―
乳
幼
児
―
治
療
者
の
三
者
の
相
互
関
係
が
繰
り
広

げ
ら
れ
、
治
療
者
は
そ
の
中
で
親
子
の
行
動
的
な
相
互
作
用
の
観
察
か
ら

の
情
報
と
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
治
療
者
自
身
の
内
面
に
沸
い
て
く
る
情
緒

的
な
情
報
の
両
方
を
用
い
て
、
客
観
的
か
つ
洞
察
的
に
親
子
の
力
動
的
相

互
作
用
を
把
握
す
る
。
こ
こ
に
き
て
、
親
と
乳
幼
児
は
治
療
者
の
心
の
中

で
間
接
的
に
つ
な
が
っ
て
触
れ
合
い
始
め
る
の
で
あ
る
。
治
療
者
は
そ
れ

を
も
と
に
親
・
子
両
方
に
働
き
か
け
、
関
わ
っ
て
ゆ
く
。

乳
幼
児
の
神
経
症
的
障
害
は
、「
赤
ち
ゃ
ん
と
い
う
も
の
は
い
な
い
。

赤
ち
ゃ
ん
は
母
親
の
一
部
で
あ
る
」
と
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が
語
る
よ
う
に
、

精
神
構
造
論
的
な
、
個
体
内
部
の
イ
ド
・
自
我
・
超
自
我
間
の
ぶ
つ
か
り

合
い
を
示
す
概
念
で
は
な
く
、
現
在
で
は
乳
幼
児
と
養
育
者
環
境
間
の
関

係
性
障
害
・
相
互
性
障
害
と
捉
え
ら
れ
て
い
る（

２
）。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う

に
関
係
そ
の
も
の
を
扱
う
こ
と
が
有
効
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
症
状
を
出
し
て
い
る
の
が
子
ど
も
だ
と
い
う
事
実
は
、
治
療
に

対
す
る
親
の
強
力
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
症
状
そ
の
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も
の
が
、
親
と
治
療
者
、
親
の
過
去
と
現
在
、
子
ど
も
の
症
状
と
親
の
葛

藤
の
つ
な
が
り
を
理
解
す
る
糸
口
を
与
え
て
く
れ
、
親
の
内
省
的
自
己
が

育
つ
の
を
後
押
し
し
、
世
代
間
伝
達
の
解
消
の
触
媒
と
し
て
機
能
す
る
。

以
上
、〈
世
代
間
伝
達
〉
の
概
念
と
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
治
療
を
巡
っ

て
本
書
を
概
観
し
た
。

本
書
の
な
か
で
、
著
者
は
時
代
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。
現
代
社
会
は
、

戦
後
の
経
済
成
長
に
よ
り
、
都
市
化
・
情
報
化
・
商
業
主
義
化
が
進
み
、

目
標
に
向
か
い
、
計
画
的
に
事
を
運
び
、
効
率
の
た
め
に
手
段
を
選
ば
な

い
〈
ビ
ジ
ネ
ス
の
原
理
〉
が
優
勢
と
な
り
、
生
命
あ
る
も
の
を
慈
し
み
は

ぐ
く
む
〈
母
性
原
理
〉
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
ま

た
、
母
親
を
責
め
が
ち
な
日
本
の
風
土
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
、
治
療
者

が
、
親
―
乳
幼
児
間
の
葛
藤
を
理
解
し
、
親
と
乳
幼
児
の
両
者
を
包
み
、

乳
幼
児
の
敏
感
な
感
性
や
発
達
力
、
親
に
内
在
す
る
本
能
的
な
直
感
的
育

児
力
を
支
え
る
姿
勢
を
も
つ
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

被
治
療
者
の
み
な
ら
ず
、
治
療
者
も
ま
た
、〈
母
性
原
理
〉
が
希
薄
に

な
っ
た
社
会
に
育
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
〈
乳
幼
児
心
性
〉
を
内
在
す
る
存

在
で
あ
る
。
著
者
は
、〈
親
―
乳
幼
児
治
療
〉
に
お
け
る
逆
転
移（

３
）の
問
題

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
事
例
を
通
し
て
具
体

的
な
か
か
わ
り
を
豊
富
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
本
書
の
構
成

の
あ
り
方
や
、
具
体
的
な
記
述
の
あ
り
方
か
ら
は
、
治
療
に
や
っ
て
く

る
親
子
に
対
し
て
も
、（
こ
の
著
書
の
読
者
と
な
る
）
治
療
者
に
対
し
て

も
著
者
の
眼
差
し
が
細
や
か
で
、
や
わ
ら
か
く
、
あ
た
た
か
い
こ
と
が

本
書
を
読
む
体
験
の
中
で
伝
わ
っ
て
く
る
。

自
ら
の
母
性
を
こ
れ
か
ら
し
っ
か
り
と
育
て
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
に
、
そ

れ
ま
で
に
周
囲
か
ら
母
性
的
関
わ
り
を
得
た
経
験
が
希
薄
な
状
況
と
い
う

の
は
過
酷
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
育
つ
こ
と
・
育
て
る
こ

と
の
循
環
が
う
ま
く
機
能
し
に
く
い
時
代
・
社
会
に
お
い
て
、
育
つ
こ

と
・
育
て
る
こ
と
の
潤
い
あ
る
循
環
、（
苦
悩
の
伝
達
で
は
な
い
）
あ
た

た
か
く
豊
か
な
〈
世
代
間
伝
達
〉
と
ど
う
関
わ
っ
て
ゆ
く
の
か
。
つ
ま
り
、

個
人
と
し
て
母
性
を
ど
の
よ
う
に
体
験
し
て
ゆ
く
の
か
、
世
界
の
母
性
と

ど
う
触
れ
、
主
体
と
し
て
関
わ
っ
て
ゆ
く
の
か
。
こ
れ
は
治
療
者
も
被
治

療
者
も
、
同
じ
時
代
に
生
き
る
も
の
に
共
通
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る

課
題
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
そ
う

い
っ
た
課
題
へ
の
一
つ
の
入
り
口
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

評
者
は
ま
だ
経
験
年
数
は
浅
い
も
の
の
、
母
子
臨
床
に
携
わ
っ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
子
ど
も
の
発
達
・
情
緒
的
問
題
を
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
枠
組
み
で
、
子
育
て
支
援
も
射
程
に
入
れ

た
、
親
子
を
対
象
と
し
た
臨
床
の
場
を
得
て
い
る
。
実
際
、
臨
床
の
活

動
の
中
で
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
子
ど
も
本
人
に
は
発

達
面
に
も
情
緒
面
に
も
特
に
問
題
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
産
・

育
児
を
通
し
て
も
と
も
と
母
親
が
持
っ
て
い
た
問
題
が
顕
在
化
し
、
母

親
の
支
援
を
中
心
に
関
わ
る
必
要
が
あ
る
ケ
ー
ス
を
経
験
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
こ
ま
で
重
篤
で
な
く
と
も
、
著
者
の
言
う
〈
本
能
的
な
直
感

的
育
児
力
〉
が
希
薄
で
、
う
ま
く
子
ど
も
に
関
わ
っ
て
ゆ
け
な
い
ケ
ー

ス
は
さ
ほ
ど
珍
し
く
は
な
い
。
そ
の
他
、
育
児
力
の
弱
体
化
、
核
家
族

化
の
影
響
で
あ
る
の
か
、
日
常
的
な
育
児
に
関
す
る
判
断
・
疑
問
（
例

え
ば
、「
今
の
気
候
で
あ
れ
ば
パ
ジ
ャ
マ
は
長
袖
・
半
袖
ど
ち
ら
の
も
の

を
着
せ
た
方
が
よ
い
の
か
」、「（
離
乳
食
期
の
乳
児
に
）
お
正
月
に
お
餅

を
食
べ
さ
せ
て
も
よ
い
か
」
等
）
を
、
家
族
で
抱
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

電
話
相
談
が
も
ち
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
た
び
た
び
で
あ
る
。
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実
践
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
本
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
〈
親
―

乳
幼
児
治
療
〉
の
枠
組
み
、
そ
こ
で
の
体
験
内
容
は
、
評
者
に
と
っ
て

新
鮮
で
あ
っ
た
。
実
際
の
治
療
場
面
で
は
、
治
療
者
と
被
治
療
者
が
一

対
一
で
会
う
個
人
面
接
を
基
調
と
す
る
現
場
で
あ
っ
て
も
、
時
に
は
そ

の
枠
組
み
と
は
異
な
る
対
応
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
職

場
の
事
情
で
い
わ
ゆ
る
個
人
面
接
の
形
態
を
と
れ
な
い
／
と
ら
な
い
場

合
も
あ
ろ
う
。
複
数
の
治
療
構
造
の
乱
用
は
も
ち
ろ
ん
治
療
に
お
け
る

危
険
性
を
増
す
だ
け
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
が
、
様
々
な
治
療

構
造
の
知
見
に
通
じ
て
い
る
こ
と
は
、
活
用
で
き
る
治
療
構
造
、
治
療

資
源
が
限
ら
れ
た
現
実
の
中
で
、
治
療
者
と
し
て
何
が
求
め
ら
れ
治
療

に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
か
考
え
る
際
や
、
治
療
者
と
し
て
今
自

分
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
任
っ
て
い
る
の
か
を
改
め
て
振
り
返
る
際
に
、

ひ
と
つ
の
道
標
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
子
ど
も
の
発
達
に
関
し
て
、
評
者
の
携
わ
る
限
り
で
は
あ
る
が
、

経
験
不
足
な
ど
に
起
因
す
る
一
時
的
な
発
達
の
未
熟
さ
で
は
な
く
、
発

達
の
遅
れ
を
持
つ
子
ど
も
や
、
発
達
障
害
を
持
つ
子
ど
も
が
（
今
ま
で

の
検
出
率
の
問
題
で
は
な
く
）
増
え
て
き
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
実
際

に
療
育
施
設
の
利
用
児
も
、
待
機
児
も
増
え
て
き
て
い
る
。
治
療
者
と

し
て
子
ど
も
の
発
達
に
関
わ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
特
別
な
発
達
の
道

筋
を
た
ど
る
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
発
達
検
査
や
療
育
な
ど
子
ど
も
の

発
達
面
の
援
助
の
み
な
ら
ず
、
親
子
の
関
係
性
支
援
に
お
い
て
、
よ
り

複
雑
な
配
慮
や
、
慎
重
な
姿
勢
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
う
い
っ
た
サ

ポ
ー
ト
に
も
本
書
は
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

ま
た
、
母
子
臨
床
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
被
治
療
者
の
生
活

の
場
に
密
着
し
た
援
助
の
場
で
あ
る
ほ
ど
、
関
係
各
機
関
と
の
連
携
も

頻
繁
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
安
定
し
た
質
の
治
療
を
継
続
し
て
ゆ
く
た

め
の
行
政
や
治
療
機
関
へ
の
要
望
や
働
き
か
け
も
、
治
療
を
支
え
る
重

要
な
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
一
つ
に
な
っ
て
く
る
。

著
者
は
援
助
者
と
し
て
、
①
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
…
子
ど
も
へ
の
直
接
的

働
き
か
け
、
②
ミ
ニ
レ
ベ
ル
…
家
族
へ
の
働
き
か
け
、
③
マ
ク
ロ
レ
ベ

ル
…
社
会
へ
の
働
き
か
け
、
の
三
つ
の
次
元
へ
の
働
き
か
け
が
可
能
で

あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
母
子
臨
床
に
携
わ
る
も
の
に
固
有

の
も
の
で
は
な
い
。
本
書
は
対
象
領
域
が
異
な
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

職
域
で
の
治
療
者
と
し
て
の
仕
事
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

註
（
１
）
親
―
乳
幼
児
治
療
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
①
危
機
介
入
・
短

期
治
療
、
②
発
達
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
心
生
理
学
的
指
導
、
③
精
神
療
法
・

表
象
に
焦
点
を
当
て
た
治
療
（
親
―
乳
幼
児
精
神
療
法
）
が
あ
る
。

（
２
）
症
状
に
は
複
数
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。
著
者
は
、
子
ど
も
の
心
の
問
題
の
要
因
と
し
て
、

①
そ
の
子
の
気
質
や
感
性
、
②
現
在
の
発
達
段
階
、
③
病
気
や
不
安
な

ど
の
心
身
の
状
態
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
養
育
環
境
側
の
要
因
と
し

て
、
①
母
親
の
性
格
や
子
ど
も
へ
の
か
か
わ
り
方
や
精
神
状
態
、
②
父

母
関
係
の
葛
藤
、
③
家
族
内
の
関
係
や
社
会
心
理
経
済
的
状
況
・
家
庭

外
の
世
界
と
の
関
係
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）
被
治
療
者
に
対
し
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
、
治
療
者
側
の
感
情
反
応
。

（
お
か
だ
　
な
お
こ
・
臨
床
心
理
学
）
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