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図２
高解像度 MRI  画像 (Voxel-based morphometry) による。
小児期に性的虐待を受けた若年成人女性群（23 名）と、健常対照女性群（14 名）との脳皮質容積の比較検討。被性的虐待群では、両
側の一次視覚野 (17～18  野）に有意な容積減少を認めた（図左下のバーの網かけ濃度、図中の網かけ濃度はＴ値を示す）。
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図１　VBM法による暴言虐待経験者の脳皮質容積増加
高解像度MRI 画像（Voxel-based morphometry）による、小児期に暴言虐待を受けた若年成人群（21 名）と健常対照者群（19 名）との
脳皮質容積の比較検討。被暴言虐待群では左聴覚野（22 野）に有意な容積増加を認めた（図左下のバーの濃度はＴ値を示す）。
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図２　VBM法による厳格体罰経験者の脳皮質容積減少
高解像度 MRI 画像（Voxel-based morphometry）による、小児期に厳格
体罰を受けた若年成人群（23 名）と健常対照群（22 名）との脳皮質容積
の比較検討。被厳格体罰群では右前頭前野内側部（10 野）、右前帯状回
（24 野）、左前頭前野背外側部（９野）に有意な容積減少を認めた（図右
のバーの濃度はＴ値を示す）。

図３　VBM法によるDV目撃経験者の脳皮質容積減少
高解像度 MRI 画像（Voxel-based morphometry）による、
小児期に両親間の家庭内暴力（DV）を目撃した若年成人
群（22名）と健常対照群（30名）との脳皮質容積の比較検討。
DV 目撃群では右舌状回の容積が 6.1％も有意に減少して
いた（図左下のバーの濃度はＴ値を示す）。
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図１　VBM法による暴言虐待経験者の脳皮質容積増加
高解像度MRI 画像（Voxel-based morphometry）による、小児期に暴言虐待を受けた若年成人群（21 名）と健常対照者群（19 名）との
脳皮質容積の比較検討。被暴言虐待群では左聴覚野（22 野）に有意な容積増加を認めた（図左下のバーの濃度はＴ値を示す）。
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図２　VBM法による厳格体罰経験者の脳皮質容積減少
高解像度 MRI 画像（Voxel-based morphometry）による、小児期に厳格
体罰を受けた若年成人群（23 名）と健常対照群（22 名）との脳皮質容積
の比較検討。被厳格体罰群では右前頭前野内側部（10 野）、右前帯状回
（24 野）、左前頭前野背外側部（９野）に有意な容積減少を認めた（図右
のバーの濃度はＴ値を示す）。

図３　VBM法によるDV目撃経験者の脳皮質容積減少
高解像度 MRI 画像（Voxel-based morphometry）による、
小児期に両親間の家庭内暴力（DV）を目撃した若年成人
群（22名）と健常対照群（30名）との脳皮質容積の比較検討。
DV 目撃群では右舌状回の容積が 6.1％も有意に減少して
いた（図左下のバーの濃度はＴ値を示す）。
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表１　家庭環境や親子関係の問題に気づくきっかけとなる代表的な子どもの症状

乳幼児期 低身長、低体重、栄養障害、代理によるミュンヒハウゼン症候群による偽造された疾病、
乱暴、多動（落ち着きがない）、こだわり、かんしゃく、反応性愛着障害、チック

学童期
心身症（反復性腹痛、心因性頻尿、周期性嘔吐症）、注意力障害、学習困難、学力低下、未
熟な衝動統制力、対人関係技能の未熟、反抗挑戦性障害、いじめ、早すぎる思春期への突入、
選択性緘黙

思春期
心身症（不定愁訴、起立性調節障害、過換気症候群、摂食障害、過敏性腸症候群）、不安、
抑うつ、不登校、ひきこもり、不眠、非行、家庭内暴力、強迫症状、自殺企図、リストカット、
大量服薬、統合失調症
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表１　児童虐待に至るおそれのある要因（リスク要因）

１　保護者側のリスク要因 
・妊娠そのものを受容することが困難（望まぬ妊娠、若年の妊娠）
・子どもへの愛着形成が十分に行われていない（妊娠中に早産
等何らかの問題が発生したことで胎児への受容に影響があ
る。出産後の子どもの長期入院など）
・マタニティブルーや産後うつ病など精神的に不安定な状況
・元来性格が攻撃性・衝動的
・医療につながっていない精神障害、知的障害、慢性疾患、ア
ルコール依存、薬物依存
・被虐待経験
・育児に対する不安やストレス（保護者が未熟等による）
・体罰容認などの暴力への親和性
２　子ども側のリスク要因
・乳児期の子ども
・未熟児
・発達障がい児
・何らかの育てにくさを持っている子ども
３　養育環境のリスク要因
・未婚を含む単身家庭
・内縁者や同居人がいる家庭
・子連れの再婚家庭
・夫婦関係をはじめ人間関係に問題を抱える家庭
・転居を繰り返す家庭
・親族や地域社会から孤立した家庭
・生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のある家庭
・夫婦不和、配偶者からの暴力（ドメスティクバイオレンス）
など不安定な状況にある家庭
・定期的な健康診査を受診しない
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人間関係の育ち

友田明美
Akemi TOMODA
福井大学 子どものこころの発達研究センター教授

第
４
回

の
待
虐
童
児

響
影
の
へ
脳

）﹈
援
支
者
育
養
﹇
と
こ
う
添
り
寄
に
親
（
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学
科
脳
の
害
障
着
愛

　
　

な
的
緒
情
い
強
る
れ
さ
成
形
に
物
人
的
性
母
の
定
特

絆
な
的
緒
情
く
づ

　

Bow
lby

　

す
で

　

求
欲
的
体
身
や
求
欲
的
緒
情
な
的
本
基
の
も
ど
子

が
と
こ
る
れ
さ
害
阻
が
成
形
着
愛
た
し
定
安
り
よ
に

（
害
障
着
愛

reactive attachm
ent disorder:RAD

）化
刻
深
が
難
困
応
適
会
社
の
ち
た
年
少
青
る
あ
の
害

響
影
の
へ
脳
・
徴
特
の
児
害
障
着
愛

　

RAD

AD
H
D

（
像
画
鳴
共
気
磁
的
能
機
た
い
用

fM
RI

実
を
法
）

休
び
よ
お
題
課
）
酬
報
無
（
い
な
え
ら
も
が
い
遣
小

　

fM
RI

性
活
の
脳
て
い
用
を

た
し
ま
し
査
調
を
域
領
化

AD
H
D

図１　定型発達群と反応性愛着障害（RAD）群における金銭報酬課題
fMRI 所見
定型発達群と比べて、RAD群では金銭報酬（低額報酬・高額報酬いずれの）
課題時にも腹側線条体の活性が低下していた（＊２の文献より引用）。

脳科学と子どもの心の育ち
人間関係の育ち

友田明美
Akemi TOMODA
福井大学 子どものこころの発達研究センター教授

第
5
回

の
待
虐
童
児

響
影
の
へ
脳

）
は
と
害
障
着
愛
る
よ
に
ト
ク
レ
グ
ネ
・
待
虐
童
児
（　

に
ら
さ

RAD

た
し
応
反
に
み
の
酬
報
高

AD
H
D

RAD

に
題
課
酬
報
額
低
も
に
題
課
酬
報
額
高
は
で

１
図
（
た
し
で
ん
せ
ま
し
応
反
も

　

RAD

に
端
極
が
感
定
肯
己
自
は
ち
た
も
ど
子
の

り
あ
が
徴
特
い
な
か
響
に
心
か
な
か
な
は
葉
言
め
褒

る
す
析
解
を
脳
の
）
期
時
る
あ
が
響
影
な
き
大
に
達

RAD

体
条
線
る
あ
に
脳
大
の
児

こ
た
い
て
し
ぼ
及
を
響
影
く
強
も
最
に
下
低
動
活
の

２
図
（
た
し
ま
り
か
わ
が
と

　

RAD

児
21

べ
調
を
積
容
質
皮
脳
の
人22

が
積
容
の
野
覚
視
次
一
の

20

ま
い
て
し
少
減
％
６
・

３
図
（
た
し

RAD

　

視
（
束
縦
下
ぶ
結
を
域
領
頭
側
ら
か
頭
後
は
人
成
の

て
し
少
減
も
維
線
質
白
の
）
部
一
の
路
経
系
縁
辺
覚

　

系
縁
辺
脳
大
て
し
介
を
束
縦

と
）
馬
海
や
体
桃
扁
（

に
も
と

先

る
す
連
関
に
理
処
情
感
な
的
覚
視
た
し
述

RAD

感
は
た
ま
動
行
題
問
な
的
向
内
る
す
呈
が
児

と
こ
る
い
て
し
ぼ
及
を
響
影
に
下
低
の
能
機
整
調
情

　

﹈
献
文
﹇

虐
童
児
│
傷
い
な
れ
さ
や
い
版
新
『
著
・
美
明
田
友

１
＊

傷
と
待

つ

）
年

２
＊
　

Takiguchi, S., Fujisaw
a, T. X., M

izushim
a, S., et 

al.: Ventral striatum
 dysfunction in children and 

adolescents w
ith reactive attachm

ent disorder: 
A functional M

RI study. Br J Psychiatry O
pen, 

2015.

３
＊
　

Shim
ada, K., Takiguchi, S., M

izushim
a, S., et 

al.: Reduced visual cortex grey m
atter volum

e 
in children and adolescents w

ith reactive 
attachm

ent disorder. N
euroIm

age: Clinical, 
2015.

図２　虐待・ネグレクトを受けた時期の脳活動（腹側線条体）への影響
感受性期解析により、１歳前後までに虐待・ネグレクトを受けたことが RAD
児の線条体の活動低下に最も強く影響を及ぼしていた（＊２の文献より引
用）。

図３　定型発達群と反応性愛着障害（RAD）群の視覚野の容積
VBM法による RAD群（21人）と定型発達群（22人）との脳皮質容積の比較
検討。RAD群では左半球の視覚野（ブロードマン17野）の容積が20.6％減少
していた（＊３の文献より引用）。

脳科学と子どもの心の育ち
人間関係の育ち

友田明美
Akemi TOMODA
福井大学 子どものこころの発達研究センター教授

第
5
回

の
待
虐
童
児

響
影
の
へ
脳

）
は
と
害
障
着
愛
る
よ
に
ト
ク
レ
グ
ネ
・
待
虐
童
児
（
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保
育
園
（
保
育
士
）
が
で
き
る
こ
と

　

原
則
は
ま
ず

子
ど
も
た
ち
の
安
心

安
全
を
確

保
す
る
こ
と
で
す

可
能
な
限
り
早
期
に
虐
待
状
況

か
ら
救
出
し

手
厚
い
養
育
環
境
を
整
え
て
あ
げ
る

こ
と
は

子
ど
も
の
発
達
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で

す

親
子
関
係
の
改
善
と
促
進
の
た
め
に

子
ど
も

家
庭
支
援
セ
ン
タ

や
保
健
セ
ン
タ

な
ど
の
地
域

の
関
係
機
関
と
連
携
を
も
ち
な
が
ら
サ
ポ

ト
を
行

う
こ
と
も
必
要
に
な
る
で
し

う

　

保
育
現
場
で
の
発
見

そ
し
て
地
域
の
関
係
機
関

と
の
連
携
が

そ
の
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
の
長
い

治
療
の
始
ま
り
と
い

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん

虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
し
て
社

会
に
健
全
に
返
し
て
あ
げ
る
か

そ
の
た
め
に
保
育

者
と
し
て
何
が
継
続
的
に
で
き
る
の
か

を
常
に
考

慮
し
た
対
応

支
援
が
求
め
ら
れ
ま
す

　

う
ま
く
連
携
で
き
れ
ば

母
親
の
心
理
的
問
題
に

は

保
健
セ
ン
タ

の
保
健
師

病
院
・
子
育
て
支

援
セ
ン
タ

で
は
臨
床
心
理
士
な
ど
に
よ
る
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
な
ど
を
通
し
て
対
応
し
て
も
ら
い
ま
す

知
的
障
害

う
つ

パ

ソ
ナ
リ
テ

障
害
な
ど
の

精
神
障
害

発
達
障
害
の
あ
る
親
の
場
合

必
要
に

応
じ
て
精
神
科
医
へ
の
紹
介
な
ど
医
療
的
な
支
援
を

行
い

そ
の
上
で

以
下
に
挙
げ
る
生
活
環
境
調
整

や
治
療

社
会
的
養
護
を
行
う
こ
と
も
可
能
に
な
る

か
ら
で
す

１　
保
護
者
へ
の
対
応

　

き

う
だ
い
へ
の
対
応
も
含
め

生
活
の
支
援
と

し
て
育
児
支
援
ヘ
ル
パ

一
時
保
育

シ

ト

ス
テ
イ
な
ど
の
利
用
を
促
し

子
育
て
か
ら
休
息
す

る
時
間
を
確
保
し
ま
す

　

経
済
的
に
困
難
な
家
族
に
対
し
て

生
活
支
援
の

た
め
の
福
祉
資
金
や
自
立
支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ

る
場
合
は

福
祉
事
務
所
に
つ
な
げ
ま
す

２　
治
療

　

薬
物
療
法
は

特
に
慢
性
期
の
治
療
に
有
効
で
す

ま
た
最
初
の
安
定

安
全
の
回
復
の
た
め
に
危
機
介

入
を
行
う
こ
と
も
あ
り

必
要
に
応
じ
て
薬
物
療
法

を
行
い
ま
す

被
虐
待
児
の
中
で

心
的
外
傷
体
験

を
も
つ
子
ど
も
の
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
（
Ｐ

Ｔ
Ｓ
Ｄ
）
症
状

特
に
睡
眠
障
害

集
中
困
難

易

刺
激
性
に
対
し
て
抗
精
神
病
薬
は
効
果
的
で
す

抑

う
つ
状
態
を
伴
う
際
に
は

抗
う
つ
薬
を
慎
重
に
少

量
か
ら
投
与
す
れ
ば
有
効
で
す

　

ま
た

心
理
療
法
は
大
き
く
ト
ラ
ウ
マ
に
対
す
る

心
理
療
法
と

愛
着
（
ア
タ

チ
メ
ン
ト
）
に
対
す

る
心
理
療
法
に
分
け
ら
れ
ま
す

　

ト
ラ
ウ
マ
処
理
の
技
法
と
し
て
は
「
長
時
間
曝
露

療
法
」「
ト
ラ
ウ
マ
フ

カ
ス
ト
認
知
行
動
療
法
」

や
「
眼
球
運
動
に
よ
る
脱
感
作
と
再
処
理
法
（Eye 

M
ovem

ent D
esensitization and Reprocessing 

:EM
D
R

）」
と
呼
ば
れ
る
治
療
法
に
有
用
性
が
示
さ

れ
て
い
ま
す

ま
た

援
助
者
と
言
葉
を
交
わ
す
こ

と
が
で
き
な
い
子
ど
も
な
ど
に
は
遊
戯
療
法
が
有
効

で
す

心
的
外
傷
後
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ

は
そ
の
一
つ

で
す

　

愛
着
形
成
障
害
を
も
つ
子
ど
も
に
対
し
て
は

愛

着
修
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
修
復
的
愛
着
療
法
）
と
い
う

養
育
者
の
ペ
ア
レ
ン
ト
・
ト
レ

ニ
ン
グ
と
親
自
身

の
生
育
歴
を
振
り
返
る
こ
と
を
併
せ
た
心
理
治
療
な

ど
が
あ
り
ま
す
が

ま
だ
脳
科
学
的
に
有
効
か
ど
う

か
を
示
す
エ
ビ
デ
ン
ス
は
あ
り
ま
せ
ん

３　
社
会
的
養
護

　

ト
ラ
ウ
マ
治
療
後
の
援
助
と
し
て
社
会
的
養
護
の

存
在
は
不
可
欠
で
す

被
虐
待
児
た
ち
が
虐
待
の
現

場
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
後
に
生
活
す
る
主
な
場
所
が

児
童
養
護
施
設
に
な
り
ま
す

社
会
的
養
護
の
中
で

信
頼
で
き
る
ま
わ
り
の
大
人
の
存
在
を
通
し
て

適

切
な
自
己
イ
メ

ジ
を
形
成
す
る
と
と
も
に
生
き
る

た
め
の
自
信
を
得
て
い
き
ま
す

ま
た
里
親
と
い
う

形
で
被
虐
待
児
た
ち
を
引
き
取
り

温
か
い
家
庭
生

活
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
は

子
ど
も
た
ち
の
健
や
か

な
成
長
の
た
め
に
も
意
義
深
い
こ
と
で
す

　

も
ち
ろ
ん

子
ど
も
た
ち
に
治
療
を
し
た
か
ら
と

い

て
外
科
手
術
の
よ
う
に
す
べ
て
が
き
れ
い
さ

脳科学と子どもの心の育ち
人間関係の育ち

友田明美
Akemi TOMODA
福井大学 子どものこころの発達研究センター教授

第
６
回

児
童
虐
待
の

脳
へ
の
影
響 

（
虐
待
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
へ
の
対
応
）

ぱ
り
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

時
の
経
過

と
と
も
に

自
分
に
と

て
そ
の
出
来
事
が
ど
ん
な

こ
と
だ

た
の
か
と
何
度
も
何
度
も
考
え
直
す
は
ず

で
す

　

し
か
し

一
度
専
門
家
と
一
緒
に
適
切
な
か
か
わ

り
を
経
験
し

ト
ラ
ウ
マ
に
関
す
る
心
理
教
育
が

入

て
い
れ
ば

過
去
の
ト
ラ
ウ
マ
テ

ク
な
出

来
事
を
思
い
だ
し
て
も

心
的
外
傷
後
成
長
（
ポ
ス

ト 

ト
ラ
ウ
マ
テ

ク 

グ
ロ
ウ
ス
）
視
点
で
自
分

の
経
験
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す

こ
れ
が
一

番
重
要
な
こ
と
で
す

私
た
ち
が
で
き
る
こ
と

│
被
虐
待
児
の
心
の
ケ
ア
の
重
要
性

　

こ
れ
ま
で
様
々
な
児
童
虐
待
へ
の
曝
露
が
脳
に
及

ぼ
す
影
響
や
愛
着
障
害
の
神
経
基
盤
に
関
す
る
知
見

を
概
説
し
ま
し
た

ヒ
ト
の
脳
は

経
験
に
よ

て

再
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
進
化
し
て
き
た
の
で
し

う

児
童
虐
待
へ
の
曝
露
が
脳
に
及
ぼ
す
数
々
の
影
響
を

見
て
み
る
と

人
生
の
早
い
時
期
に
幼
い
子
ど
も
が

晒
さ
れ
た
想
像
を
超
え
る
恐
怖
と
悲
し
み
の
体
験
は

子
ど
も
の
人
格
形
成
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
ず
に
は

お
き
ま
せ
ん

子
ど
も
の
安
全
が
保
障
さ
れ
な
い
と

発
達
も
害
さ
れ

そ
れ
は
子
ど
も
に
と

て
重
大
な

害
と
な
り
ま
す

こ
の
こ
と
は

一
般
社
会
に
も
認

知
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
す

子
ど
も
た
ち
は
深
い
心

の
傷
（
ト
ラ
ウ
マ
）
を
抱
え
た
ま
ま

人
生
の
様
々

な
困
難
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

そ

れ
は
厳
し
い
道
の
り
で

挫
折
し
て
し
ま
う
こ
と
が

多
い
と
い
う
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
す

こ
の
よ
う

に

被
虐
待
児
が
心
に
負

た
傷
は
容
易
に
は
癒
や

さ
れ
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

　

し
か
し

脳
の
傷
は
決
し
て
治
ら
な
い
傷
ば
か
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん

環
境
や
体
験

も
の
の
見
方
や

考
え
方
が
変
わ
る
こ
と
で
脳
も
変
化
し
ま
す

子
ど

も
の
脳
は
発
達
途
上
で
あ
り

可
塑
性
と
い
う
柔
ら

か
さ
を
も

て
い
ま
す

早
い
う
ち
に
手
を
打
て
ば

回
復
す
る
で
し

う

そ
の
た
め
に
は

専
門
家
に

よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
解
離
に
対
す
る
心
理
的
な

治
療

ト
ラ
ウ
マ
に
対
す
る
心
の
ケ
ア
を

慎
重
に

時
間
を
か
け
て
行

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す

　

ト
ラ
ウ
マ
に
よ
る
傷
つ
き
が
回
復
す
る
の
に
必
要

な
こ
と
は

子
ど
も
で
も
大
人
で
も

基
本
的
に
同

じ
で
す

安
心
・
安
全
な
環
境

自
分
に
起
き
て
い

る
こ
と
の
理
解
（
心
理
教
育
）
過
去
の
体
験
と
感

情
を
安
全
な
場
で
表
現
す
る

そ
し
て
健
康
に
生
き

る
た
め
の
ラ
イ
フ
ス
キ
ル
を
習
得
す
る
こ
と
が
重
要

で
す

主
な
治
療
と
し
て
は

前
述
し
た
ト
ラ
ウ
マ

処
理
や
愛
着
形
成
の
た
め
の
「
心
理
療
法
」
「
プ
レ

イ
セ
ラ
ピ

」
で
す

内
的
世
界
を
表
現
す
る
こ
と

に
よ
る
自
己
治
癒
力
の
活
性
化

必
要
に
応
じ
た
薬

物
療
法
な
ど
の
有
用
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
ま
す

　

近
年

人
生
の
最
初
期
に
お
け
る
愛
着
形
成

信

頼
の
形
成
が
人
間
の
発
達
に
と

て
決
定
的
に
重
要

で
あ
る
と
の
認
識
が
広
ま

て
い
る
の
は
意
義
深
い

こ
と
で
す

と
い
う
の
は

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く

る
の
は
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
視
点
だ
け
で
は
な
く

同
時
に

親
に
な

た
者
た
ち
の
困
難
さ
に
も
寄
り

添
う
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
す

少
子
化
・
核
家

族
化
が
す
す
む
社
会
の
中
で

育
児
困
難
に
悩
む
親

た
ち
は
容
易
に
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず

ま

す
ま
す
深
み
に
は
ま

て
い
き
ま
す

養
育
者
で
あ

る
親
を
社
会
で
支
え
る
体
制
は

い
ま
だ
乏
し
い
の

が
現
実
で
す

　

児
童
虐
待
は
家
庭
内
の
問
題
で
は
な
く

社
会
が

早
期
に
介
入
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
ま
す

虐
待

さ
え
し
な
け
れ
ば
「
子
育
て
困
難
で
も
い
い
」
と
は

い
え
ま
せ
ん

様
々
な
レ
ベ
ル
で
支
援
が
必
要
な
保

護
者
が
い
る
一
方
で
「
支
援
」を
受
け
つ
け
ず
に「
介

入
」
に
よ

て
し
か

親
子
と
も
に
救
え
な
い
事
例

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん

そ
う
い
う
意
味
で
は

虐

待
を
減
少
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は

多
職
種
と
連
携

し

ま
た

子
ど
も
の
み
な
ら
ず
親
た
ち
と
も
信
頼

関
係
を
築
き

根
気
強
く
対
応
し
て
い
く
こ
と
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

　

一
連
の
エ
ビ
デ
ン
ス
に
つ
い
て
の
理
解
が

大
人

が
責
任
を
も

て
子
ど
も
と
接
す
る
こ
と
が
で
き
る

社
会
を
築
き

少
し
で
も
子
ど
も
た
ち
の
未
来
に
光

を
当
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願

て
い
ま
す

　﹇
文
献
﹈

友
田
明
美
・
著
『
新
版 

い
や
さ
れ
な
い
傷̶

児
童
虐
待
と
傷

つ
い
て
い
く
脳
』（
診
断
と
治
療
社

２
０
１
２
年
）

友
田
明
美
・
著
『
子
ど
も
の
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ̶

脳
科
学
か
ら
見
た

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
』（
診
断
と
治
療
社

２
０
１
４
年
）

脳科学と子どもの心の育ち
人間関係の育ち

友田明美
Akemi TOMODA
福井大学 子どものこころの発達研究センター教授

第
６
回

児
童
虐
待
の

脳
へ
の
影
響

（
虐
待
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
へ
の
対
応
）
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