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初
心
者
の
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

お
む
す
び
小
児
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

発
達
外
来
　
　
　
　
　
　
　

　
山
根
亜
希

　

意
表
を
突
く
︑
挑
戦
的
な
タ
イ
ト
ル
だ
︒

上
梓
に
あ
た
っ
て
︑
賛
否
両
論
の
声
も
寄

せ
ら
れ
た
だ
ろ
う
︒「
よ
く
ぞ
言
っ
て
く

れ
た
」
と
快
哉
を
叫
ん
だ
読
者
も
い
れ
ば
︑

眉
を
顰
め
た
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

だ
が
︑「
母
親
」
に
な
れ
ば
︑「
後
悔
」
と

は
言
わ
な
い
ま
で
も
︑
程
度
の
差
こ
そ
あ

れ
︑
一
度
は
胸
中
に
よ
ぎ
る
内
言
で
は
な

い
か
︒
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
︑
筆
者

は
そ
の
一
人
だ
︒
自
分
以
外
の
「
仲
間
」

を
発
見
し
た
こ
と
の
安
堵
感
︒
と
同
時
に
︑

本
著
を
手
に
し
た
こ
と
の
一
抹
の
罪
悪
感
︒

「
母
親
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
︑
さ
ま

ざ
ま
な
感
情
の
襞
を
暗
々
裏
に
抱
え
︑
ま

ま
な
ら
な
い
現
実
と
折
り
合
い
を
つ
け
て

生
き
抜
く
営
み
で
も
あ
る
︒

　

筆
者
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
女
性
社
会
学
者

だ
︒
彼
女
は
「
過
去
に
戻
れ
る
と
し
た
ら

再
び
母
に
な
り
ま
す
か
？
」
と
い
う
質
問

に
「
ノ
ー
」
と
答
え
た
女
性
23
人
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
︑
固
定
的
で
神
聖
視

さ
れ
や
す
い
「
母
性
」
と
い
う
も
の
に
一

石
を
投
じ
た
︒

　

世
界
各
国
で
少
子
化
が
進
行
す
る
中
︑

同
国
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
３
・
０
０

︵
中
央
統
計
局
︶
と
首
位
を
誇
っ
て
い
る
︒

多
産
の
背
景
に
は
旧
約
聖
書
の
「
産
め
よ
︑

増
え
よ
︑
地
に
満
ち
よ
」
と
い
う
教
義
が

あ
り
︑
女
性
は
多
く
の
子
を
出
産
す
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ひ
と

た
び
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
と
︑
子
を
持
た
な

い
選
択
が
「
利
己
的
で
冷
徹
で
あ
る
」
と

の
社
会
通
念
に
疑
義
を
呈
す
る
女
性
の
声

が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
く
︒
取
材
に
応

じ
た
女
性
は
20
代
か
ら
70
代
と
幅
広
い
年

齢
層
だ
が
︑
み
な
一
様
に
我
が
子
を
慈
し

み
︑
同
時
に
母
親
役
割
の
重
圧
を
抱
え
て

懸
命
に
サ
バ
イ
ブ
し
て
き
た
人
た
ち
だ
︒

　

と
も
あ
れ
︑
興
味
深
い
の
は
︑
本
著
が

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
中
心
に
日
本
で
も
大
き
な
反
響

を
呼
び
︑
今
な
お
重
版
が
続
い
て
い
る
と

い
う
事
実
だ
︒
出
版
社
に
は
男
性
か
ら
の

読
者
カ
ー
ド
も
届
い
て
い
る
と
い
う
︒
こ

れ
は
︑
文
化
的
な
背
景
や
社
会
構
造
こ
そ

違
え
ど
︑「
母
親
」
に
な
る
福
音
と
痛
苦

が
世
界
共
通
の
テ
ー
マ
で
あ
り
︑
強
烈
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
翻
っ
て
︑

母
子
の
心
理
的
な
紐
帯
が
強
く
︑
母
性
神

話
が
根
深
い
日
本
で
も
「
母
親
」
へ
の
風

当
た
り
は
大
き
い
︒
産
声
を
あ
げ
た
と
同

時
に
養
育
が
始
ま
る
「
依
存
労
働
」
は
︑

ま
る
で
賽
の
河
原
で
小
石
を
積
む
よ
う
な

果
て
な
き
物
語
だ
︒
子
育
て
は
日
常
の

「
ケ
」
で
あ
り
︑
絵
に
な
る
よ
う
な
ド
ラ

マ
は
少
な
い
︒
一
般
的
に
︑
社
会
的
な
賞

賛
や
評
価
︑
報
酬
が
得
ら
れ
る
こ
と
も
稀

だ
ろ
う
︒
本
著
に
登
場
す
る
真
面
目
な

「
母
親
」
た
ち
も
︑「
理
想
像
」
と
現
実
の

自
分
を
た
え
ず
天
秤
に
か
け
︑
自
責
感
や

無
力
感
を
滲
ま
せ
て
い
る
︒
役
割
が
増
え

る
に
つ
れ
︑
自
分
の
固
有
名
詞
が
消
え
て

い
く
遣
る
瀬
な
さ
︒
社
会
か
ら
断
絶
さ
れ

る
寄
る
辺
の
な
い
不
安
と
孤
独
︒
け
れ
ど

も
︑
そ
れ
ら
は
自
己
責
任
論
に
帰
さ
れ
や

す
い
︒
当
事
者
た
ち
は
多
様
な
語
り
を
通

し
て
︑
黙
殺
さ
れ
て
い
た
感
情
に
気
づ
き
︑

リ
ア
ル
な
輪
郭
を
獲
得
し
て
い
く
︒
そ
れ

こ
そ
が
本
著
の
醍
醐
味
で
あ
ろ
う
︒

　

も
っ
と
も
︑「
母
親
」
に
な
る
こ
と
は
︑

決
し
て
「
後
悔
」
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
︒

子
は
自
分
が
知
る
由
も
な
か
っ
た
世
界
を

伝
達
し
て
く
れ
る
稀
有
な
存
在
で
も
あ
る
︒

行
き
つ
戻
り
つ
の
子
の
育
ち
に
よ
っ
て
︑

親
も
新
た
な
価
値
観
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す

る
︒
そ
し
て
︑
自
分
の
育
ち
方
や
自
身
の

「
母
親
」
と
の
関
係
性
に
も
視
点
を
広
げ
︑

開
か
れ
て
い
く
︒
そ
れ
は
︑「
母
親
」
以

前
の
人
生
に
豊
か
さ
や
奥
行
き
を
付
与
し

て
く
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
︒

　

最
後
に
︒
家
族
の
数
だ
け
家
族
の
築
き

方
が
あ
る
よ
う
に
︑
母
性
も
正
解
は
な
く
︑

母
の
数
だ
け
存
在
す
る
流
動
的
な
も
の
だ

ろ
う
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
誰
か
が
決
め
た
借

り
物
の
母
性
を
取
り
込
む
必
要
な
ど
な
い

は
ず
だ
︒
私
た
ち
は
も
っ
と
自
由
に
な
っ

て
い
い
︒
強
く
そ
う
思
え
る
一
冊
だ
︒

母
親
に
な
っ
て
後
悔
し
て
る 
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