
さ
ら
す
な
ど
の
性
的
虐
待
、不
適
切
な
養

育
環
境
や
食
事
を
与
え
な
い
な
ど
の
ネ

グ
レ
ク
ト（
育
児
放
棄
）、暴
言
に
よ
る
虐

待
、子
ど
も
の
目
の
前
で
家
族
に
暴
力
を

ふ
る
う
心
理
的
虐
待
な
ど
も
含
ま
れ
ま

す
。そ
れ
ら
の
虐
待
や
暴
力
を
受
け
た
結

果
、子
ど
も
が
受
け
る
障
害
は
後
の
人
生

に
も
影
響
す
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た

の
で
す
」

虐
待
や
暴
言
が

子
ど
も
の
脳
を
傷
つ
け
る

　
親
か
ら
の
暴
言
や
厳
し
い
体
罰
、虐
待

を
経
験
し
た
子
ど
も
の
脳
は
ス
ト
レ
ス
に

よ
っ
て
傷
つ
い
て
い
る
。今
か
ら
５
年
前
、

そ
ん
な
衝
撃
的
な
研
究
成
果
が
発
表
さ

れ
た
。福
井
大
学
医
学
部
附
属
病
院
子

ど
も
の
こ
こ
ろ
診
療
部
の
友
田
明
美
教

授
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
内
容
は
、

虐
待
に
よ
る
長
期
的
か
つ
極
端
な
ス
ト
レ

ス
が
、子
ど
も
の
脳
を
傷
つ
け
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
仮
説
を
裏
付
け
る
も
の
だ

っ
た
。

　「
虐
待
と
は
殴
る
、蹴
る
と
い
っ
た
身

体
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

性
的
な
接
触
を
し
た
り
、写
真
、映
像
に

　
幼
児
期
に
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
が
、

成
長
し
て
親
に
な
る
と
自
分
の
子
ど
も

に
も
虐
待
を
行
う
と
い
う「
虐
待
の
世
代

間
連
鎖
」は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。厚
生
労

働
省
の
調
べ
に
よ
る
と
、２
０
１
４
年
度

で
約
８
万
９
０
０
０
件
、２
０
１
５
年
度

の
速
報
値
で
は
10
万
件
を
超
え
る
数
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。全
国
で
そ
れ
だ
け
の

児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
の
も
驚
き
だ

が
、そ
の
約
６
割
が
実
母
、３
割
が
父
親

に
よ
る
と
い
う
の
も
衝
撃
的
だ
。

　
友
田
教
授
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、物

心
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
暴
言
な
ど
に
よ
る
虐

待
を
受
け
た
１
，０
０
０
人
近
い
人
の
脳

を
Ｍ
Ｒ
Ｉ
で
調
べ
た
。そ
の
結
果
、ス
ピ
ー

チ
や
言
語
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
重
要

な
役
割
を
果
た
す
脳
の
聴
覚
野
が
変
形

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。子
ど
も
の
身

体
が
直
接
傷
つ
か
な
い
精
神
的
虐
待
や

言
葉
の
暴
力
で
も
、長
期
に
渡
っ
て
受
け

続
け
る
と
子
ど
も
の
脳
が
傷
つ
く
こ
と
が

画
像
に
よ
っ
て
確
認
、医
学
的
に
証
明
さ

れ
た
の
だ
。

　
友
田
教
授
は
１
９
８
７
年
に
熊
本
大

学
医
学
部
を
卒
業
後
、子
ど
も
の
発
達

に
特
化
し
た「
発
達
小
児
科
」の
診
療
講

座
に
入
局
。子
ど
も
の
発
達
障
害
や
、睡

眠
障
害
、慢
性
疲
労
状
態
が
及
ぼ
す
脳
へ

の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
た
。

２
０
０
３
年
に
は
ア
メ
リ
カ
・ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
に
留
学
、子
ど
も
の
頃
に
虐
待
経
験

を
も
つ
人
の
脳
を
Ｍ
Ｒ
Ｉ
で
可
視
化
し
、

脳
に
で
き
る
傷
に
つ
い
て
共
同
研
究
し
て

き
た
。

医
療
が
介
入
し
、多
職
種
と
連
携

　
児
童
虐
待
を
受
け
続
け
た
子
ど
も
の

脳
が
実
際
に
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
が
画
像

で
確
認
で
き
た
事
実
は
、内
外
に
大
き
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。し
か
し
問
題
は
そ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。友
田
教
授
は

「
脳
に
残
っ
た
傷
が
本
人
の
そ
の
後
の
人

生
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
」と
、警

鐘
を
鳴
ら
す
。

　「
幼
少
期
に
虐
待
の
傷
を
負
っ
た
だ
け

な
ら
、本
人
が
黙
っ
て
い
れ
ば
周
り
に
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。問
題
は
、本
人
が
負
っ
た

心
の
傷
が
大
人
に
成
長
し
た
時
に
い
ろ
ん

な
精
神
症
状
と
関
連
す
る
こ
と
で
す
。た

と
え
ば
う
つ
病
、心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス

障
害(

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ)

、統
合
失
調
症
と
い
っ

た
精
神
疾
患
は
、虐
待
ス
ト
レ
ス
が
き
っ
か

け
で
発
症
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。あ
る

い
は
愛
着
障
害
と
い
っ
て
親
の
愛
な
ど
を

受
け
て
い
な
い
こ
と
で
脳
機
能
に
問
題
が

生
じ
、そ
れ
が
原
因
で
非
行
や
イ
ジ
メ
な

ど
の
問
題
行
動
を
引
き
起
こ
す
。イ
ジ
メ

の
加
害
者
に
な
っ
た
り
、犯
罪
を
引
き
起

こ
す
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。つ
ま
り
、幼
少

期
に
虐
待
な
ど
に
よ
っ
て
心
や
脳
に
傷
を

負
っ
て
し
ま
う
と
、社
会
と
う
ま
く
適
応

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。そ
れ
を

食
い
止
め
る
に
は
、虐
待
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
芽
を
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
発

見
し
て
医
療
が
介
入
し
、学
校
や
行
政
や

地
域
社
会
で
支
え
て
い
く
こ
と
が
き
わ
め

て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」

　
幼
少
期
の
肉
体
的
、心
理
的
ス
ト
レ
ス

と
成
長
し
て
か
ら
の
精
神
疾
患
と
の
因

果
関
係
は
、日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
各

国
の
統
計
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
問
題
は
、単
に
本
人

の
脳
や
心
が
傷
つ
く
だ
け
で
は
な
く
、イ

ジ
メ
や
犯
罪
の
温
床
に
な
っ
た
り
、虐
待

の
世
代
間
連
鎖
や
ネ
グ
レ
ク
ト
に
も
つ
な

が
り
か
ね
な
い
。心
を
病
む
こ
と
で
社
会

に
適
応
で
き
ず
、生
活
に
も
困
窮
し
、生

活
保
護
費
や
医
療
費
の
増
加
な
ど
経
済

全
体
に
与
え
る
影
響
も
少
な
く
な
い
と
い

え
よ
う
。

　
友
田
教
授
は
、１
９
８
７
年
以
来
28
年

以
上
に
わ
た
っ
て
主
に
子
ど
も
の
発
達
に

か
か
わ
る
研
究
、臨
床
を
行
っ
て
き
た
が
、

当
初
は
日
本
国
内
で
子
ど
も
の
発
達
障

害
や
児
童
虐
待
な
ど
に
関
す
る
脳
へ
の
影

響
は「
ほ
と
ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、子
育
て
や
社
会
問
題
と
結
び
つ
け
て

考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」と
振
り
返
る
。

そ
の
後
、90
年
代
に
入
っ
て
不
登
校
が
増

え
は
じ
め
、ス
ト
レ
ス
に
弱
い
子
ど
も
や
自

律
神
経
の
異
常
、慢
性
疲
労
な
ど
が
取

り
ざ
た
さ
れ
た
。２
０
０
５
年
に
は
発
達

障
害
者
支
援
法
が
で
き
、国
も
発
達
障

害
を
見
守
り
、支
援
す
る
体
制
が
整
い
始

め
る
。

　
近
年
は
不
登
校
や
引
き
こ
も
り
、犯
罪

の
低
年
齢
化
な
ど「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
」

を
巡
る
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、医

学
的
か
つ
専
門
的
な
視
点
か
ら
の
理
解

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

様
々
な
患
者
に
対
し
て

早
期
か
ら
適
切
に
介
入

　
福
井
大
学
医
学
部
附
属
病
院
に「
子

ど
も
の
こ
こ
ろ
診
療
部
」が
で
き
た
の
は

２
０
１
１
年
10
月
。友
田
教
授
は
、２
０

１
５
年
か
ら
診
療
部
長
と
し
て
主
に
子

ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
や
そ
の
問
題
の
診

断
、治
療
、支
援
を
専
門
に
取
り
組
ん
で

き
た
。発
達
の
ひ
ず
み
、ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、生

き
辛
さ
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
と
家
族

を
対
象
に
、小
児
科
、神
経
科
精
神
科
、

地
域
医
療
、教
育
、福
祉
と
も
連
携
し
な

が
ら
子
ど
も
の「
育
つ
力
」「
立
ち
直
る

力
」を
支
援
し
て
い
る
。同
じ
時
期
に
総
合

周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
も
設
立
さ

れ
て
い
る
。「
大
学
病
院
が
同

じ
時
期
に
新
生
児
と
、子
ど
も

の
こ
こ
ろ
を
診
る
外
来
部
門

を
持
っ
た
の
は
画
期
的
」と
し

て
、友
田
教
授
は
子
ど
も
の
誕

生
か
ら
成
育
過
程
に
お
け
る

様
々
な
問
題
に
つ
い
て
医
療
が

総
合
的
か
つ
専
門
的
に
介
入

し
、治
療
へ
の
道
筋
が
つ
け
ら

れ
た
こ
と
を
歓
迎
す
る
。

　「
当
診
療
部
で
は
児
童
虐

待
だ
け
で
は
な
く
、不
登
校
か

ら
引
き
こ
も
り
、夜
尿
症
、小

児
心
身
症
か
ら
、自
閉
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
症
、注
意
欠
如
・
多
動

症 
(

Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ)

、睡
眠
障
害
、

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
、小
児
う
つ
な
ど

様
々
な
患
者
さ
ん
が
来
ら
れ
ま
す
。重
症

患
者
さ
ん
が
多
い
で
す
が
、重
症
化
し
て

か
ら
で
は
遅
い
の
で
早
い
う
ち
に
介
入
す

る
こ
と
に
よ
り
負
担
や
症
状
を
軽
減
し
、

子
育
て
支
援
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。ま
ず

は
身
体
に
疾
患
が
な
い
か
を
調
べ
て
子
ど

も
の
特
性
を
把
握
し
、得
意
な
と
こ
ろ
、

長
所
を
見
つ
け
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な

認
知
に
関
す
る
検
査
を
行
い
ま
す
。診
断

が
つ
き
原
因
が
わ
か
れ
ば
心
理
社
会
的

な
治
療
を
し
ま
す
。ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を
通
し
て
社
会
的
な

ス
キ
ル
を
上
げ
る
訓
練
を
し
ま
す
。そ
し

て
子
育
て
支
援
。ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
と
い
っ
て
、親
御
さ
ん
が
子
ど
も
と
上

手
に
関
わ
る
た
め
の
コ
ツ
を
学
び
、子
育

て
の
悩
み
を
解
消
し
ま
す
」

　
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
診
療
部
で
は
、臨
床

心
理
士
を
通
じ
て「
箱
庭
療
法
」な
ど
も

行
っ
て
い
る
。こ
れ
は
、実
際
に
人
形
と
か

模
型
、お
も
ち
ゃ
な
ど
を
使
っ
て
ミ
ニ
チ
ュ

ア
の
箱
庭
を
つ
く
っ
て
も
ら
い
、患
者
が
ど

う
い
う
心
理
状
態
な
の
か
を
探
る
。そ
れ

に
よ
り
症
状
や
特
徴
を
見
極
め
、心
を
解

放
す
る
治
療
を
行
う
。同
診
療
部
で
は
臨

床
心
理
士
が
８
人
い
て
欠
か
せ
な
い
存
在

と
な
っ
て
い
る
。

患
者
家
族
の「
流
れ
」を
変
え
る

　
親
も
、子
ど
も
も
、学
校
の
教
師
も
、基

本
的
に
い
い
と
こ
ろ
苦
手
な
と
こ
ろ
を
理

解
し
て「
褒
め
る
」こ
と
を
主
眼
に
置
く
。

友
田
教
授
は「
概
ね
３
か
月
ぐ
ら
い
訓
練

を
続
け
る
う
ち
に
、親
の
子
ど
も
に
対
す

る
様
子
が
良
い
方
に
変
わ
っ
て
い
く
と
子

ど
も
の
症
状
も
改
善
す
る
」と
い
う
。そ
れ

で
も
あ
ま
り
効
果
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
な

場
合
、薬
物
治
療
で
改
善
を
め
ざ
す
。

　
た
だ
し
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
病
は
風

邪
の
よ
う
に
す
ぐ
に
回
復
す
る
疾
患
と

は
異
な
り
、小
学
生
の
時
に
診
た
患
者

が
高
校
、大
学
ま
で
続
く
場
合
も
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
医
療
的
な
介
入
だ
け
で
は
な

く
、家
庭
は
も
ち
ろ
ん
学
校
、行
政
、地

域
社
会
と
の
連
携
、協
力
が
不
可
欠
だ
。

主
治
医
、臨
床
心
理
士
、言
語
聴
覚
士
、

保
健
師
、児
童
委
員
な
ど
の
連
携
、ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
見
守
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
だ
。

　「
病
院
だ
け
で
改
善
を
目
指
す
の
は
難

し
い
け
れ
ど
、医
療
的
な
介
入
が
あ
る
こ

と
で
、患
者
さ
ん
の
親
た
ち
の
負
担
が
緩

和
、軽
減
さ
れ
流
れ
が
変
わ
る
。そ
れ
が

改
善
の
兆
し
に
つ
な
が
る
」

　
友
田
教
授
は
、子
ど
も
の
こ
こ
ろ
に
関

す
る
基
礎
・
臨
床
研
究
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、そ
の
成
果
を
社
会
還
元
す
る
こ
と

を
担
う「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
研
究

セ
ン
タ
ー
」の
副
セ
ン
タ
ー
長
も
務
め
る
。

２
０
０
９
年
に
福
井
大
学
大
学
院
医
学

系
研
究
科
の
附
属
セ
ン
タ
ー
と
し
て
設
立

さ
れ
た「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
研
究

セ
ン
タ
ー
」は
、２
０
１
１
年
に
は
大
阪
大

学
、金
沢
大
学
、浜
松
医
科
大
学
、千
葉

大
学
の「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
研
究

セ
ン
タ
ー
」と
連
携
し
、文
部
科
学
省
の
支

援
を
受
け
て
５
大
学
に
よ
る「
子
ど
も
の

こ
こ
ろ
の
発
達
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
教

育
研
究
事
業
」を
実
施
し
て
い
る
。教
授

自
ら
が
、子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
研
究

セ
ン
タ
ー
の
発
達
支
援
研
究
部
門
を
け
ん

引
。発
達
障
害
に
関
す
る
先
進
的
な
研

究
、調
査
を
行
な
い
、デ
ー
タ
の
蓄
積
と
新

し
い
知
見
の
確
立
に
努
め
て
い
る
。

少
子
高
齢
化
が
進
む
な
か
、児
童
虐

待
や
子
ど
も
の
発
達
障
害
に
関
す
る

様
々
な
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

て
い
る
。福
井
大
学
医
学
部
附
属
病

院「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
診
療
部
」は
、

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
や
問
題
の

診
断
、治
療
、支
援
を
専
門
と
す
る

全
国
で
も
数
少
な
い
診
療
部
門
だ
。

児童虐待や発達障害を検証し、
健全な子育てを支援。

子どものこころ診療部

Feature 福井大学医学部附属病院
University hospital

特集：北陸の大学病院



さ
ら
す
な
ど
の
性
的
虐
待
、不
適
切
な
養

育
環
境
や
食
事
を
与
え
な
い
な
ど
の
ネ

グ
レ
ク
ト（
育
児
放
棄
）、暴
言
に
よ
る
虐

待
、子
ど
も
の
目
の
前
で
家
族
に
暴
力
を

ふ
る
う
心
理
的
虐
待
な
ど
も
含
ま
れ
ま

す
。そ
れ
ら
の
虐
待
や
暴
力
を
受
け
た
結

果
、子
ど
も
が
受
け
る
障
害
は
後
の
人
生

に
も
影
響
す
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
た

の
で
す
」

虐
待
や
暴
言
が

子
ど
も
の
脳
を
傷
つ
け
る

　
親
か
ら
の
暴
言
や
厳
し
い
体
罰
、虐
待

を
経
験
し
た
子
ど
も
の
脳
は
ス
ト
レ
ス
に

よ
っ
て
傷
つ
い
て
い
る
。今
か
ら
５
年
前
、

そ
ん
な
衝
撃
的
な
研
究
成
果
が
発
表
さ

れ
た
。福
井
大
学
医
学
部
附
属
病
院
子

ど
も
の
こ
こ
ろ
診
療
部
の
友
田
明
美
教

授
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
内
容
は
、

虐
待
に
よ
る
長
期
的
か
つ
極
端
な
ス
ト
レ

ス
が
、子
ど
も
の
脳
を
傷
つ
け
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
仮
説
を
裏
付
け
る
も
の
だ

っ
た
。

　「
虐
待
と
は
殴
る
、蹴
る
と
い
っ
た
身

体
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

性
的
な
接
触
を
し
た
り
、写
真
、映
像
に

　
幼
児
期
に
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
が
、

成
長
し
て
親
に
な
る
と
自
分
の
子
ど
も

に
も
虐
待
を
行
う
と
い
う「
虐
待
の
世
代

間
連
鎖
」は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。厚
生
労

働
省
の
調
べ
に
よ
る
と
、２
０
１
４
年
度

で
約
８
万
９
０
０
０
件
、２
０
１
５
年
度

の
速
報
値
で
は
10
万
件
を
超
え
る
数
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。全
国
で
そ
れ
だ
け
の

児
童
虐
待
が
行
わ
れ
て
い
る
の
も
驚
き
だ

が
、そ
の
約
６
割
が
実
母
、３
割
が
父
親

に
よ
る
と
い
う
の
も
衝
撃
的
だ
。

　
友
田
教
授
の
研
究
グ
ル
ー
プ
で
は
、物

心
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
暴
言
な
ど
に
よ
る
虐

待
を
受
け
た
１
，０
０
０
人
近
い
人
の
脳

を
Ｍ
Ｒ
Ｉ
で
調
べ
た
。そ
の
結
果
、ス
ピ
ー

チ
や
言
語
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
重
要

な
役
割
を
果
た
す
脳
の
聴
覚
野
が
変
形

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。子
ど
も
の
身

体
が
直
接
傷
つ
か
な
い
精
神
的
虐
待
や

言
葉
の
暴
力
で
も
、長
期
に
渡
っ
て
受
け

続
け
る
と
子
ど
も
の
脳
が
傷
つ
く
こ
と
が

画
像
に
よ
っ
て
確
認
、医
学
的
に
証
明
さ

れ
た
の
だ
。

　
友
田
教
授
は
１
９
８
７
年
に
熊
本
大

学
医
学
部
を
卒
業
後
、子
ど
も
の
発
達

に
特
化
し
た「
発
達
小
児
科
」の
診
療
講

座
に
入
局
。子
ど
も
の
発
達
障
害
や
、睡

※1 箱庭療法
限定された大きさの箱に玩具を自由に置くことで、
言葉に出来ない、伝えきれなかった心の内面世界を
表現することが出来でき、心の整理を行う心理療法。

眠
障
害
、慢
性
疲
労
状
態
が
及
ぼ
す
脳
へ

の
影
響
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
始
め
た
。

２
０
０
３
年
に
は
ア
メ
リ
カ
・ハ
ー
バ
ー
ド

大
学
に
留
学
、子
ど
も
の
頃
に
虐
待
経
験

を
も
つ
人
の
脳
を
Ｍ
Ｒ
Ｉ
で
可
視
化
し
、

脳
に
で
き
る
傷
に
つ
い
て
共
同
研
究
し
て

き
た
。

医
療
が
介
入
し
、多
職
種
と
連
携

　
児
童
虐
待
を
受
け
続
け
た
子
ど
も
の

脳
が
実
際
に
傷
つ
い
て
い
る
こ
と
が
画
像

で
確
認
で
き
た
事
実
は
、内
外
に
大
き
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。し
か
し
問
題
は
そ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。友
田
教
授
は

「
脳
に
残
っ
た
傷
が
本
人
の
そ
の
後
の
人

生
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
」と
、警

鐘
を
鳴
ら
す
。

　「
幼
少
期
に
虐
待
の
傷
を
負
っ
た
だ
け

な
ら
、本
人
が
黙
っ
て
い
れ
ば
周
り
に
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。問
題
は
、本
人
が
負
っ
た

心
の
傷
が
大
人
に
成
長
し
た
時
に
い
ろ
ん

な
精
神
症
状
と
関
連
す
る
こ
と
で
す
。た

と
え
ば
う
つ
病
、心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス

障
害(

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ)

、統
合
失
調
症
と
い
っ

た
精
神
疾
患
は
、虐
待
ス
ト
レ
ス
が
き
っ
か

け
で
発
症
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。あ
る

い
は
愛
着
障
害
と
い
っ
て
親
の
愛
な
ど
を

受
け
て
い
な
い
こ
と
で
脳
機
能
に
問
題
が

生
じ
、そ
れ
が
原
因
で
非
行
や
イ
ジ
メ
な

ど
の
問
題
行
動
を
引
き
起
こ
す
。イ
ジ
メ

の
加
害
者
に
な
っ
た
り
、犯
罪
を
引
き
起

こ
す
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。つ
ま
り
、幼
少

期
に
虐
待
な
ど
に
よ
っ
て
心
や
脳
に
傷
を

負
っ
て
し
ま
う
と
、社
会
と
う
ま
く
適
応

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。そ
れ
を

食
い
止
め
る
に
は
、虐
待
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
芽
を
で
き
る
だ
け
早
い
時
期
に
発

見
し
て
医
療
が
介
入
し
、学
校
や
行
政
や

地
域
社
会
で
支
え
て
い
く
こ
と
が
き
わ
め

て
重
要
だ
と
思
い
ま
す
」

　
幼
少
期
の
肉
体
的
、心
理
的
ス
ト
レ
ス

と
成
長
し
て
か
ら
の
精
神
疾
患
と
の
因

果
関
係
は
、日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界
各

国
の
統
計
か
ら
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
問
題
は
、単
に
本
人

の
脳
や
心
が
傷
つ
く
だ
け
で
は
な
く
、イ

ジ
メ
や
犯
罪
の
温
床
に
な
っ
た
り
、虐
待

の
世
代
間
連
鎖
や
ネ
グ
レ
ク
ト
に
も
つ
な

が
り
か
ね
な
い
。心
を
病
む
こ
と
で
社
会

に
適
応
で
き
ず
、生
活
に
も
困
窮
し
、生

活
保
護
費
や
医
療
費
の
増
加
な
ど
経
済

全
体
に
与
え
る
影
響
も
少
な
く
な
い
と
い

え
よ
う
。

　
友
田
教
授
は
、１
９
８
７
年
以
来
28
年

以
上
に
わ
た
っ
て
主
に
子
ど
も
の
発
達
に

か
か
わ
る
研
究
、臨
床
を
行
っ
て
き
た
が
、

当
初
は
日
本
国
内
で
子
ど
も
の
発
達
障

害
や
児
童
虐
待
な
ど
に
関
す
る
脳
へ
の
影

響
は「
ほ
と
ん
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、子
育
て
や
社
会
問
題
と
結
び
つ
け
て

考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」と
振
り
返
る
。

そ
の
後
、90
年
代
に
入
っ
て
不
登
校
が
増

え
は
じ
め
、ス
ト
レ
ス
に
弱
い
子
ど
も
や
自

律
神
経
の
異
常
、慢
性
疲
労
な
ど
が
取

り
ざ
た
さ
れ
た
。２
０
０
５
年
に
は
発
達

障
害
者
支
援
法
が
で
き
、国
も
発
達
障

害
を
見
守
り
、支
援
す
る
体
制
が
整
い
始

め
る
。

　
近
年
は
不
登
校
や
引
き
こ
も
り
、犯
罪

の
低
年
齢
化
な
ど「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
」

を
巡
る
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、医

学
的
か
つ
専
門
的
な
視
点
か
ら
の
理
解

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

様
々
な
患
者
に
対
し
て

早
期
か
ら
適
切
に
介
入

　
福
井
大
学
医
学
部
附
属
病
院
に「
子

ど
も
の
こ
こ
ろ
診
療
部
」が
で
き
た
の
は

２
０
１
１
年
10
月
。友
田
教
授
は
、２
０

１
５
年
か
ら
診
療
部
長
と
し
て
主
に
子

ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
や
そ
の
問
題
の
診

断
、治
療
、支
援
を
専
門
に
取
り
組
ん
で

き
た
。発
達
の
ひ
ず
み
、ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、生

き
辛
さ
を
抱
え
る
子
ど
も
た
ち
と
家
族

を
対
象
に
、小
児
科
、神
経
科
精
神
科
、

地
域
医
療
、教
育
、福
祉
と
も
連
携
し
な

が
ら
子
ど
も
の「
育
つ
力
」「
立
ち
直
る

力
」を
支
援
し
て
い
る
。同
じ
時
期
に
総
合

周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
も
設
立
さ

れ
て
い
る
。「
大
学
病
院
が
同

じ
時
期
に
新
生
児
と
、子
ど
も

の
こ
こ
ろ
を
診
る
外
来
部
門

を
持
っ
た
の
は
画
期
的
」と
し

て
、友
田
教
授
は
子
ど
も
の
誕

生
か
ら
成
育
過
程
に
お
け
る

様
々
な
問
題
に
つ
い
て
医
療
が

総
合
的
か
つ
専
門
的
に
介
入

し
、治
療
へ
の
道
筋
が
つ
け
ら

れ
た
こ
と
を
歓
迎
す
る
。

　「
当
診
療
部
で
は
児
童
虐

待
だ
け
で
は
な
く
、不
登
校
か

ら
引
き
こ
も
り
、夜
尿
症
、小

児
心
身
症
か
ら
、自
閉
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
症
、注
意
欠
如
・
多
動

症 
(

Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ)

、睡
眠
障
害
、

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
、小
児
う
つ
な
ど

様
々
な
患
者
さ
ん
が
来
ら
れ
ま
す
。重
症

患
者
さ
ん
が
多
い
で
す
が
、重
症
化
し
て

か
ら
で
は
遅
い
の
で
早
い
う
ち
に
介
入
す

る
こ
と
に
よ
り
負
担
や
症
状
を
軽
減
し
、

子
育
て
支
援
に
つ
な
げ
て
い
ま
す
。ま
ず

は
身
体
に
疾
患
が
な
い
か
を
調
べ
て
子
ど

も
の
特
性
を
把
握
し
、得
意
な
と
こ
ろ
、

長
所
を
見
つ
け
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な

認
知
に
関
す
る
検
査
を
行
い
ま
す
。診
断

が
つ
き
原
因
が
わ
か
れ
ば
心
理
社
会
的

な
治
療
を
し
ま
す
。ソ
ー
シ
ャ
ル
ス
キ
ル

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を
通
し
て
社
会
的
な

ス
キ
ル
を
上
げ
る
訓
練
を
し
ま
す
。そ
し

て
子
育
て
支
援
。ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
と
い
っ
て
、親
御
さ
ん
が
子
ど
も
と
上

手
に
関
わ
る
た
め
の
コ
ツ
を
学
び
、子
育

て
の
悩
み
を
解
消
し
ま
す
」

　
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
診
療
部
で
は
、臨
床

心
理
士
を
通
じ
て「
箱
庭
療
法
」な
ど
も

行
っ
て
い
る
。こ
れ
は
、実
際
に
人
形
と
か

模
型
、お
も
ち
ゃ
な
ど
を
使
っ
て
ミ
ニ
チ
ュ

ア
の
箱
庭
を
つ
く
っ
て
も
ら
い
、患
者
が
ど

う
い
う
心
理
状
態
な
の
か
を
探
る
。そ
れ

に
よ
り
症
状
や
特
徴
を
見
極
め
、心
を
解

放
す
る
治
療
を
行
う
。同
診
療
部
で
は
臨

床
心
理
士
が
８
人
い
て
欠
か
せ
な
い
存
在

と
な
っ
て
い
る
。

患
者
家
族
の「
流
れ
」を
変
え
る

　
親
も
、子
ど
も
も
、学
校
の
教
師
も
、基

本
的
に
い
い
と
こ
ろ
苦
手
な
と
こ
ろ
を
理

解
し
て「
褒
め
る
」こ
と
を
主
眼
に
置
く
。

友
田
教
授
は「
概
ね
３
か
月
ぐ
ら
い
訓
練

を
続
け
る
う
ち
に
、親
の
子
ど
も
に
対
す

る
様
子
が
良
い
方
に
変
わ
っ
て
い
く
と
子

ど
も
の
症
状
も
改
善
す
る
」と
い
う
。そ
れ

で
も
あ
ま
り
効
果
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
な

場
合
、薬
物
治
療
で
改
善
を
め
ざ
す
。

　
た
だ
し
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
病
は
風

邪
の
よ
う
に
す
ぐ
に
回
復
す
る
疾
患
と

は
異
な
り
、小
学
生
の
時
に
診
た
患
者

が
高
校
、大
学
ま
で
続
く
場
合
も
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
医
療
的
な
介
入
だ
け
で
は
な

く
、家
庭
は
も
ち
ろ
ん
学
校
、行
政
、地

域
社
会
と
の
連
携
、協
力
が
不
可
欠
だ
。

主
治
医
、臨
床
心
理
士
、言
語
聴
覚
士
、

保
健
師
、児
童
委
員
な
ど
の
連
携
、ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
見
守
っ
て
い
く
こ
と
が

重
要
だ
。

　「
病
院
だ
け
で
改
善
を
目
指
す
の
は
難

し
い
け
れ
ど
、医
療
的
な
介
入
が
あ
る
こ

と
で
、患
者
さ
ん
の
親
た
ち
の
負
担
が
緩

和
、軽
減
さ
れ
流
れ
が
変
わ
る
。そ
れ
が

改
善
の
兆
し
に
つ
な
が
る
」

　
友
田
教
授
は
、子
ど
も
の
こ
こ
ろ
に
関

す
る
基
礎
・
臨
床
研
究
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、そ
の
成
果
を
社
会
還
元
す
る
こ
と

を
担
う「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
研
究

セ
ン
タ
ー
」の
副
セ
ン
タ
ー
長
も
務
め
る
。

２
０
０
９
年
に
福
井
大
学
大
学
院
医
学

系
研
究
科
の
附
属
セ
ン
タ
ー
と
し
て
設
立

さ
れ
た「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
研
究

セ
ン
タ
ー
」は
、２
０
１
１
年
に
は
大
阪
大

学
、金
沢
大
学
、浜
松
医
科
大
学
、千
葉

大
学
の「
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
研
究

セ
ン
タ
ー
」と
連
携
し
、文
部
科
学
省
の
支

援
を
受
け
て
５
大
学
に
よ
る「
子
ど
も
の

こ
こ
ろ
の
発
達
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
教

育
研
究
事
業
」を
実
施
し
て
い
る
。教
授

自
ら
が
、子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
発
達
研
究

セ
ン
タ
ー
の
発
達
支
援
研
究
部
門
を
け
ん

引
。発
達
障
害
に
関
す
る
先
進
的
な
研

究
、調
査
を
行
な
い
、デ
ー
タ
の
蓄
積
と
新

し
い
知
見
の
確
立
に
努
め
て
い
る
。

※
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平成18年 熊本大学大学院医学薬学研究部小児発達学分野・准教授
平成21～23年 日米科学技術協力事業「脳研究」分野グループ共同研究

日本側代表者
平成24年～ 大阪大学大学院五大学連合小児発達学研究科福井校教授 兼任

生理学研究所多次元共同脳科学推進センター客員教授 兼任

日本発達神経科学会理事、日本子ども虐待医学会理事、日本ADHD学会理事、
日本小児神経学会評議員などを務める。

「安全な暮らしをつくる新しい公／私空間の構築」
研究開発領域のH27年度採択プロジェクト
「養育者支援によって子どもの虐待を低減するシステムの構築」
（研究代表者：黒田公美氏）のグループリーダー

［専門分野］ 
小児発達学、小児精神神経学

友田 明美 ともだ・あけみ

福井大学子どものこころの発達研究センター教授・副センター長　
福井大学附属病院子どものこころ診療部長

Profile

子どものこころ診療部

Feature 福井大学医学部附属病院
University hospital

特集：北陸の大学病院


