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一
小
児
科
医
が
説
く

「わ
か
り

や
す
い
子
育
て
論
」

（
１
）
二
歳
ま
で

子
育
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「安
心
の

提
供
」
で
あ
る
。
大
人
で
も
外
出
先
で

自
宅
の
ガ
ス
の
消
し
忘
れ
を
思
い
出
し

た
ら
、
買

い
物
な
ど
で
き
な
く
な
る
よ

う
に
、
不
安
に
気
を
と
ら
わ
れ
れ
ば
、

ま
と
も
な
生
活
が
で
き
な
い
。
二
歳
ま

で
の
子
ど
も
に
安
心
が
な
い
と
、
壊
れ

た
脳
が
育

つ
可
能
性
が
強
く
な
る
。
二

歳
ま
で
の
安
心
は
次
の
三
つ
に
よ

っ
て

保
証
さ
れ
る
。

①
家
庭
の
安
定
。
特
に
父
親
と
母
親

の
関
係
が
荒
れ
て
乳
児
が
長
期
不
安
に

さ
ら
さ
れ
る
と
、
悪
影
響
が
後
に
表
面

化
す
る
。
本
人
の
記
憶
に
残
ら
な
い
時

期
の
安
心
も
大
切
で
あ
る
。

②

子
ど
も
が
可
愛
が
ら
れ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
親
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
と
い

う
実
感

（例
え
ば
、
親
が
忙
し
す
ぎ
て

は
、
子
ど
も
の
側
か
ら
み
て
、
自
分
が

愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持
て
な

い
）
。
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
も
ち
ろ
ん
大
切

で
あ
る
。

③
達
成
感

（例
え
ば
、
歩
行
が
初
め

て
で
き
た
時
、
親
も

一
緒
に
喜
ぶ
等
と

い
う
共
感
を
含
む
）
。

以
上
の
三
つ
が
保
証
さ
れ
れ
ば
、
子

ど
も
は
安
心
し
て
前
向
き
に
生
き
生
き

し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
脳
が
順
調
に

発
達
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（２
）
二
～
五
歳

キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
人
間
性

の
育
成
」

で
あ
る
。
人
間
性
の
基
礎
は
、
喜
怒
苦

哀
楽
、
す
な
わ
ち
さ
ま
ざ
ま
な
情
動
に

あ
る
。
五
歳
く
ら
い
に
な
る
と
情
動
は

知
性
と
複
雑
に
絡
み
な
が
ら
、
そ
の
後

も
思
春
期
ま
で
発
達
を
続
け
る
。
先
に

述
べ
た
よ
う
な
、
愛
さ
れ
る
こ
と
と
達

成
感
と
い
う
人
生
の
お
よ
そ
二
つ
の
喜

び
が
基
盤
と
な
る
心
豊
か
な
人
生
を
送

る
た
め
の
、
個
性
化
の
ベ
ー
ス
が
育

っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
子
ど
も
に
と

っ
て

こ
の
時
代
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
ず
、
親
た
ち
は
生
活
に
追
わ

れ
て
貴
重
な
時
を
失

っ
て
い
く
こ
と
が

多

い
。
こ
の
時
期
は
子
ど
も
に
人
や
自

然
や
物
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
多
く

の
喜
び
や
嬉
し
さ
が
あ
る
こ
と
を
体
験

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

初
期
は
単
純
な
遊
び
か
ら
後
に
は
ハ

イ
キ
ン
グ
、
ス
ポ
ー
ツ
、
音
楽
、
絵
、
手

芸
、
囲
碁
、
将
棋
、
釣
り
、
園
芸
な
ど
、

射
幸
心
以
外
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
や
る

の
も
よ
い
。
プ
ロ
を
育
て
る
と
い
う
技

山よ

見み

文分

雄お

不
登
校
の
増
加
と
そ
の
原
因
の
多
様

化
、
自
殺
、
い
じ
め
、
虐
待
、
常
識
で
は

理
解
し
難
い
少
年
犯
罪
の
多
発
、
ひ
き

こ
も
り
な
ど
の
最
近
の
現
象
は
社
会
崩

壊
を
予
感
さ
せ
て
、
誰
も
他
人
事
で
は

す
ま
さ
れ
な

い
事
態
に
な

っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
小
児
科
医
は
も

っ
と
わ
か
り

や
す
く
子
育
て
の
重
大
性
と
、
子
ど
も

の
育
て
方
の
基
準
を
、
今
の
親
た
ち
に

説
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

筆
者
は
、
前
記
の
よ
う
な
日
本
に
お

け
る
社
会
問
題
発
生
の
原
因
は
、
昭
和

三
十
年
代
か
ら
バ
ブ
ル
崩
壊
ま
で
、
経

済
の
成
長
に
伴
う
極
端
な
人
手
不
足
か

ら
く
る
家
庭
生
活
の
余
裕
の
な
さ
と
、

お
金
や
生
活
の
利
便
性
の
追
求
が
中
心

に
な

っ
た
人
々
の
生
活
パ
タ
ー
ン
の
中

に
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し

た
中
で
親
は
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
、
子

ど
も
の
心
に
関
心
を
持
た
ず
、　
一
方
で

子
ど
も
を
便
利
に
育
て
る
、
す
な
わ
ち

病
気
を
さ
せ
ず
に
大
き
く
し
て
、
後
は

学
校
に
行
か
せ
、
テ
ス
ト
に
合
格
さ
せ

れ
ば
よ
い
と
い
う
子
育
て
が
な
さ
れ
て

し
ま

っ
た
。　
一
九
九
〇
年
代
に
入

っ
て

社
会
状
況
は
変
わ

つ
て
き
た
が
、
若
い

親
た
ち
の
不
安
は
む
し
ろ
増
大
し
、
か

つ
親
た
ち
が
戦
後
世
代
二
代
目
に
入

っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
事
態
は
む
し
ろ

悪
化
し
続
け
て
い
る
。

人
類
は
二
五
〇
万
年
を
か
け
て
人
間

性
の
発
達
の
上
に
知
性
を
発
達
さ
せ
た
。

す
な
わ
ち
大
脳
旧
皮
質
の
上
に
新
皮
質

が
発
達
し
た
の
で
あ

っ
て
、
人
間
性
を

無
視
し
た
子
育
て
は
、
後
に
な

っ
て
当

人
ば
か
り
で
な
く
親
の
人
生
も
社
会
を

も
台
な
し
に
す
る
と
い
う
、
誰
で
も
知

つ
て
い
る
よ
う
な
大
切
な
原
則
が
軽
視

ま
た
は
無
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
論
に
移
る
。
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Medical lrroy,

術
で
は
な
く
、
子
ど
も
が
生
き
る
こ
と

を
ど
う
感
じ
る
か

（ど
う
思
う
か
、
ど

う
考
え
る
か
で
は
な

い
）
で
あ

っ
て
、

そ
れ
そ
の
も
の
が
子
ど
も
の
人
生
と
し

て
始
ま

っ
て
い
く
。
好
奇
心
を
ど
う
育

て
る
か
、
少
し
く
ら
い
の
苦
し
さ
や
悔

し
さ
や
悲
し
教
を
、
ど
う
う
ま
く
体
験

さ
せ
う
る
か
も
大
切
で
あ

つ
て
、
そ
れ

に
は
親
子
の
遊
び

（短
時
間
で
も
か
ま

わ
な
い
）
、
あ
る
い
は
子
ど
も
同
士
の
遊

び
体
験
が
欠
か
せ
な
い
。

子
ど
も
た
ち
は
、
そ
の
中
で
多
く
の

感
動
を
知
り
、
か
ん
じ
ゃ
く
が
役
に
立

た
な
い
こ
と
を
経
験
し
、
我
慢
も
体
験

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
を

親
が
、
嬉
し
か

っ
た
ね
、
悔
し
か
っ
た

ね
、
よ
く
我
慢
し
た
ね
な
ど
と
、
共
感

を
も

っ
て
補
完
し
再
認
識
さ
せ
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
絵
本
に
よ
る

情
動
の
共
感
も
、
大
切
な
要
素
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
が
あ

っ
て
初

め
て
人
は
、
他
人
の
喜
怒
哀
楽
や
苦
し

み
を
理
解
し
、
人
と
ど
う
向
き
合

っ
て

い
く
べ
き
か
を
知
る
。

筆
者
は
我
慢
の
価
値
に
関
し
て
は
、

一
九
六
〇
年
ス
タ
ン
フ
オ
ー
ド
大
学
心

理
学
教
室
で
行
わ
れ
た
と
い
う

「我
慢

の
実
験
例
」
を
話
す
こ
と
に
し
て
い
る
。

空
腹
の
四
歳
児
を
集
め
、
マ
シ
ュ
マ
ロ

を
み
せ
、
今
す
ぐ
食
べ
る
な
ら

一
個
、

一
五
分
待
て
た
な
ら
二
個
あ
げ
る
と

い

い
、　
一
五
分
待
て
ず
に

一
個
食
べ
た
子

ど
も
た
ち
と

一
五
分
待

っ
て
二
個
食
べ

た
子
ど
も
た
ち
と
の
二
群
に
分
け
、　
一

五
年
後
に
学
カ
テ
ス
ト
を
し
た
結
果
、

そ
の
成
績
に
大
差
が
出
た
の
だ

っ
た
。

人
間
は
同
じ
事
態
に
遭
遇
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
同
じ
喜
び
や
悲
し
み
が
機

械
的
に

一
様
に
湧
く
の
で
は
な
い
。
旅

一
つ
を
例
に
と

っ
て
も
、
旅
を
し
て
感

激
す
る
人
も
い
れ
ば
、
何
の
感
動
も
な

い
人
も
お
り
、
時
に
は
苦
痛
に
感
じ
る

だ
け
の
人
も
い
る
。
そ
の
質
と
量
の
違

い
は
こ
の
時
期
の
幼
児
体
験
の
如
何
に

大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

感
動
す
る
こ
と
の
大
切
な
こ
の
時
期
に

決
し
て
他
人
に
危
害
を
与
え
る
こ
と
を

快
感
と
感
じ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、

そ
の
時
だ
け
は
叱
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

（叱
ら
れ
た
こ
と
と
セ
ッ
ト
に
な

っ

て
、
快
感
は
消
滅
す
る
）
。

先
天
的
な
素
質
、
過
保
護
、
過
干
渉
、

比
較
差
別
、
テ
レ
ビ
の
害
等
に
つ
い
て

は
今
回
は
触
れ
な
い
。

人
間
性
が
よ
く
育

っ
た
人
が
人
望
の

あ
る
人
で
あ
り
、
育
児
の
過
誤
に
よ

っ

て
人
間
性
が
育
た
な
け
れ
ば
、
体
だ
け

が
大
人
に
な

っ
て
野
生
に
戻
り
、
将
来
、

暴
力
な
ど
に
走
り
、
犯
罪
を
起
こ
し
や

す
く
な
る
．
ま
た
、
親
か
ら
愛
さ
れ
て

い
な

い

（た

い
て
い
の
親
は
人

い
に
愛

し
て
い
る
つ
も
り
で
い
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
）
と
感
じ
て
不
安

の
多

い
乳
幼

児
期
を
送
れ
ば
、
何
事
に
も
自
信
が
持

て
ず
、
将
来
不
登
校
や
ひ
き
こ
も
り
と

い
う
事
態
を
招
き
や
す

い
。
さ
ら
に
、

大
人
が
管
理
し
た
面
白
く
な

い
日
々
を

過
ご
し
て
達
成
感

の
喜
び
を
体
験
し
な

け
れ
ば
無
気
力
な
人
物
が
育
ち
や
す
く
、

我
慢
が
育

っ
て
い
な
け
れ
ば
、
わ
が
子

の
将
来
に
つ
い
て
深
く
思
慮
す
る
こ
と

も
な
く
感
情
的
に
な

っ
て
、
安
易
に
離

婚
を
選
択
し
た
り
す
る
。
日
本
の
子
ど

も
た
ち
は
世
界
の
子
ど
も
に
比
べ
て
元

気
が
な

い
と

い
わ
れ
る
所
以
も
、
こ
の

幼
年
期
に
豊
か
な
過
ご
し
方
が
で
き
て

い
な

い
か
ら
で
あ
る
ｃ
完
成
し
た
人
間

を
後
で
治
す
の
は
難
し
く
、
犯
罪
は
罰

則
強
化
に
よ

っ
て
解
決
す
る
と

い
う
よ

う
な
単
純
な
問
題
で
は
な

い
。

（３
）
五
歳
以
降

十
二
歳
ま
で

キ
ー
ワ
ー
ド
は

「社
会
性

の
発
達
」

を
促
す
こ
と
で
あ
り
、
社
会
に
は
多
く

の
ル
ー
ル
が
あ
る
こ
と
、
具
体
的
に
は

働
く
こ
と
の
重
要
さ
や
、
お
金

の
使

い

方
な
ど
に
つ
い
て
知
り
学
ぶ
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
庭
に
お
け
る

こ
の
役
割
を

「
し

つ
け
」
と
呼
ぶ
。
前

段
で
述
べ
た
人
間
性
の
発
達
を
意
図
し

て
育
て
れ
ば
、
子
ど
も
は
必
ず
親
に
な

つ
き
、
信
頼
し
、
か

つ
尊
敬
す
る
の
で

あ

っ
て
、
し

つ
け
は
親
の
意
に
沿

っ
て

ゅ
く
は
ず
で
あ
る
。
叱

っ
て
教
え
る
な

ど
と

い
う
機
会
は
少
な

い
の
で
は
な

い

ユ″
卜
二
歳
以
降
の
思
春
期
、
あ
る
い
は

反
抗
期

の
こ
と
に
つ
い
て
は
触
れ
な

い

が
、
子
ど
も
の
幼
時
の
育
て
方
が
親
が

老
後
に
な

っ
て
か
ら
の
親
子
関
係
に
大

き
く
関
係
す
る
こ
と
に
も
三百
及
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
ｃ

近
年
、
虐
待
防
止
が
叫
ば
れ
る
が
、

こ
れ
は
四
歳
ま
で
の
理
解
力
が
な

い
尚

早
な
時
期
に
、
親
が
勝
手
に
自
分

の
生

活
に
都
合

の
よ
い
こ
と
を
し

つ
け
だ
と

思

っ
て
強
要
す
る
か
、
子
ど
も
が
な

つ

か
ず
信
頼
し
て
い
な

い
大
人
が
暴
力
で

強
制
す
る
た
め
、
し
つ
け
が
し

つ
け
に

な
ら
ず
、
虐
待
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と

思
わ
れ
る
ｃ
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Medical Crroy,

○

最
後
に
、
筆
者
は
子
育
て
に
多
大
な

影
響
を
与
え
る
離
婚
の
端
緒
と
し
て
意

外
に
多

い
と
感
じ
て
い
る
ケ
ー
ス
の
防

止
に
つ
い
て
話
す
こ
と
に
し
て
い
る
。

以
下
は

一
種
の
心
理
的
メ
ヵ
ニ
ズ
ム
と

し
て
説
明
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
夫
婦

喧
嘩
の
カ
ラ
ク
リ
で
あ
り
、
こ
れ
と
別

に

「愛
は
死
よ
り
も
強
し
」
と

い
う
永

遠
の
テ
ー
マ
も
あ
る
の
が
人
間
で
あ
る

が
、
こ
こ
は
多
少
乱
暴
と
は
承
知
し
つ

つ
も
記
述
し
て
み
る
。

人
類
発
生
以
来
、
縄
文
期
前

ま
で
、
男
性
は
共
同
で
狩
猟
生

活
を
し
て
い
た
た
め
、
共
同
作

業
を
す
る
こ
と
に
よ
り
共
感
が

生
ま
れ
、
こ
れ
が
男
性
同
士
の

重
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
素
材
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る

「同

じ
釜
の
飯
を
食

っ
た
仲
間
」
で

あ
る
。
男
性
は
女
性
と
結
婚
し

共
同
生
活
を
し
て
、
毎
日
出
勤

し
毎
日
帰
宅
す
れ
ば
、
そ
れ
だ

け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

得
ら
れ
る
と
勘
違

い
し
て
い
る

ふ
う
が
あ
る
。

一
方
、
女
性
は
、
男
性
が
狩

り
を
す
る
間
、
家
を
守
り
な
が

ら
生
活
の
雑
事
と
子
育
て
を
し

て
い
た
の
で
、
男
性
同
士
の
よ

う
な
共
感
は
生
じ
難
い
。
し
た

が

っ
て
、
各
個
人
の
相
互
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
主
と
し

て
話
す
こ
と
に
よ

っ
て
保
た
れ

た
。
女
性
は
男
性
と
共
同
生
活
で
子
育

て
を
始
め
る
と
、
将
来
に
わ
た
り
夫
が

自
分
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
安
定
し
た
生
活
を
求
め
て
い
る

の
で
あ
り
、
言
葉
で
愛
を
語
る
こ
と
に

よ

つ
て
、
そ
れ
を
永
続
的
に
保
証
さ
れ

た
も
の
と
し
て
確
認
し
た
い
と
願

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
愛
を

語
る
こ
と

へ
の
期
待
度
は
男
性
の
想
像

を
は
る
か
に
超
え
る
。

す
な
わ
ち
、
男
性
の
さ
し
て
い
る
共

感
に
よ
る
愛
の
傘
は
女
性
の
心
に
は
通

用
せ
ず
、
男
性
は
女
性
に
通
じ
る
愛
の

傘
―
男
性
自
身
に
と

っ
て
は
二
重
に
傘

を
さ
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
し
ば
し
ば

歯
の
根
の
浮
く
よ
う
な
感
じ
が
す
る
―

を
言
葉
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

女
性
の
日
常
で
最
も
期
待
し
て
い
る

男
性
か
ら
の
愛
の
言
葉
が
得
ら
れ
な
い

と
、
不
満
と

い
ら
い
ら
が
起
き
や
す
い
。

い
ら
い
ら
す
る
と
些
細
な
こ
と
で
喧
嘩

に
な
る
。
喧
嘩
に
な
る
と
女
性
は
感
情

爆
発
が
起
こ
り
や
す
い
。
感
情
爆
発
は

男
性
の
尊
厳
を
傷

つ
け
る
よ
う
な
暴
言

を
生
み
や
す
く
、
男
性
は
女
性
の
意
図

す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま

に
家
庭
崩
壊

へ
移
行
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
筆
者
は
小
児
科
医
と
し
て
、
離

婚
に
至
る
経
緯
を
知

っ
た
時
、
こ
の
よ

う
な
解
釈
が
成
り
立
つ
例
が
多

い
こ
と

に
気
づ
く
。
よ
い
子
育
て
の
た
め
に
も
、

新
婚
夫
婦
た
ち
に
予
め
注
意
を
喚
起
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

筆
者
自
身
は
、
決
し
て
子
育
て
が
人

よ
り
上
手
だ

っ
た
り
、
あ
る
い
は
徳
を

説
く
よ
う
な
立
派
な
人
間
で
は
な

い
。

し
か
し
、
経
済
の
ス
パ
イ
ラ
ル
な
下
降

を
デ
フ
レ
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
幼
児
期
に

心
の
貧
し
い
育
て
ら
れ
方
を
し
た
世
代

が
さ
ら
に
次
の
世
代
を
育
て
る
と
い
う

現
代
社
会
の
悪
循
環
を
、
何
と
か
断
ち

切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
方

は
多

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
中
の

一

人
と
し
て
、　
一
小
児
科
医
で
あ
る
筆
者

が
永
い
間
考
え
て
き
た
結
論
を
親
た
ち

の
た
め
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
て
み

た
。
ぜ
ひ
ご
批
判
や
助
言
を

い
た
だ
き

た
い
と
思

っ
て
い
る
。

（日
南
市
中
央
通
）
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