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小
野
寺
敦
子
さ
ん
（
目
白
大
学
人
間
学
部
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
学
科
教
授
）

食
が
浮
き
彫
り
に
す
る
親
子
関
係

よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
心
理
学
だ
と
考
え
る
小
野
寺
さ
ん
は
、
食
生

活
と
親
子
関
係
の
見
取
り
図
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
分
析
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
と
は
│
│
。
家

庭
の
食
の
あ
り
か
た
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
つ
い
て
聞
い
た
。

発
達
と
は
成
長
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い

│
│
専
門
と
さ
れ
て
い
る
発
達
心
理
学
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

ま
ず
は
そ
こ
か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。

発
達
心
理
学
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
だ
し
た
の
は
一
九
五

〇
年
代
こ
ろ
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
児
童
心
理
学
と
い
う
名

称
が
一
般
的
で
し
た
。
人
の
寿
命
が
五
十
年
程
度
だ
っ
た
時
代

は
、
生
ま
れ
て
か
ら
二
十
年
ぐ
ら
い
の
成
長
過
程
を
明
ら
か
に

で
き
れ
ば
十
分
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
が
、
そ
の
後

人
々
の
寿
命
が
延
び
て
き
て
、
も
う
少
し
長
い
ス
パ
ン
で
人
の

成
長
を
見
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
。
そ
こ
で
発

達
心
理
学
に
名
称
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
半
ば
ぐ
ら
い
か
ら
新
し
い
概
念
が
登

場
し
ま
し
た
。
人
間
の
発
達
を
、
受
胎
か
ら
死
に
至
る
ま
で
の

生
涯
に
わ
た
っ
て
捉
え
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
、
今
は
「
人

は
生
涯
発
達
す
る
」
と
い
う
発
達
観
に
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

〝
発
達
〞
の
語
だ
け
聞
く
と
、
何
か
を
獲
得
し
て
成
長
し
て
い

く
こ
と
だ
け
を
指
す
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

う
で
は
な
い
。
記
憶
な
ど
は
衰
退
す
る
け
れ
ど
、
知
恵
や
機
転

を
働
か
せ
る
力
と
い
っ
た
も
の
は
、
歳
を
取
る
ほ
ど
蓄
積
さ
れ
、

人
生
を
豊
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。

獲
得
す
る
こ
と
だ
け
が
発
達
で
は
な
く
、
失
う
こ
と
に
も
意

味
が
あ
る
。
失
う
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
得
る
も
の
も
あ
る
。
死

を
ど
う
受
け
入
れ
る
か
も
発
達
で
あ
る
と
│
│
。
こ
れ
が
い
ま

の
発
達
心
理
学
の
考
え
方
と
な
っ
て
い
ま
す
。

│
│
子
ど
も
時
代
や
思
春
期
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
高
齢
に
な

っ
て
か
ら
も
人
は
発
達
し
て
い
く
、
と
。

そ
う
で
す
。
高
齢
に
な
る
と
失
う
も
の
に
目
が
向
き
や
す
く

な
り
ま
す
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
記
憶
力
や
身
体
能
力
、
あ
る

い
は
未
経
験
の
状
況
に
対
応
す
る
力
な
ど
は
衰
え
て
い
く
け
れ

ど
、
経
験
を
経
て
蓄
積
し
て
き
た
知
恵
を
生
か
し
て
、
人
生
を

豊
か
に
生
き
て
い
く
応
用
力
は
つ
い
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
衰

退
や
喪
失
も
受
け
入
れ
な
が
ら
人
生
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
が
私

た
ち
の
発
達
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

│
│
研
究
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
が
親
子
関
係
の
変
化
と
い
う
こ
と

で
す
が
。

こ
れ
ま
で
心
理
学
に
は
、
生
涯
の
中
で
広
く
親
子
関
係
を
見

て
い
く
見
方
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
親
子
の
関
係
と
い
う
の

も
生
涯
に
わ
た
っ
て
続
く
も
の
で
す
。

自
分
と
わ
が
子
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
自
分
と
親
と
の
関

係
ま
で
見
て
い
く
と
、
親
子
関
係
は
非
常
に
長
い
ス
パ
ン
で
継

続
さ
れ
て
い
く
。
長
寿
社
会
と
な
っ
た
今
は
、
中
年
に
な
っ
て

も
親
が
健
在
と
い
う
方
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
五
十
代
の
場
合
、
自
分
の
子
ど
も
は
二
十
代
半
ば
、

自
分
の
親
は
七
十
代
半
ば
で
健
在
と
い
う
こ
と
が
珍
し
く
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
自
分
の
親
と
自
分
の
子
と
の
両
方
の
関

係
に
は
さ
ま
れ
る
こ
の
年
代
を
「
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
ジ
ェ
ネ
レ
ー

シ
ョ
ン
」
と
呼
び
ま
す
が
、
今
は
か
つ
て
の
よ
う
に
子
ど
も
が

成
人
し
た
ら
親
子
関
係
は
一
区
切
り
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
親
あ
る
い
は
配
偶
者
の
親
と
の
関
係
ま
で
含
め
る
と
、
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