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後
半
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。
代
表

的
ス
キ
ル
に
は
左
表
の
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
ス
キ
ル

や
、
3
つ
の
避
け
る
ス
キ
ル
等
が
あ
り
ま
す
。

 

民
主
的
、
共
感
的
で
あ
る
こ
と
は
良
い
こ

と
で
す
が
、
時
と
し
て
親
は
、
子
ど
も
と
の

対
等
性
を
重
視
し
す
ぎ
、
親
の
役
割
を
見
失

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
子
ど
も
に

「
リ
ン
ゴ
を
描
い
て
」
と
言
わ
れ
る
と
「
う

ん
、
わ
か
っ
た
！
」
と
親
が
絵
を
描
い
て
し

ま
う
。
そ
れ
も
１
つ
の
親
の
反
応
で
す
が
、

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
で
は
、
そ
の
時
「
○
○
ち
ゃ
ん
は

リ
ン
ゴ
を
描
い
て
欲
し
い
ん
だ
ね
」
と
〝
繰

り
返
し
〞
ま
す
。
ま
た
、
親
の
方
が
遊
ぶ
側

に
な
っ
た
り
模
範
的
な
絵
を
示
す
の
で
は
な

く
、
子
ど
も
の
絵
を
「
う
ま
く
描
け
た
ね
〜
」

親
子
間
の
よ
り
よ
い
関
わ
り
方
を
提
示

│
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
と
は
ど
の
よ
う
な
療
法
で
す

か
？

 

ア
メ
リ
カ
のSh

eila E
yb

erg

教
授
が

１
９
７
０
年
代
に
開
発
し
た
親
子
関
係
改
善

の
た
め
の
心
理
療
法
で
す
。
主
に
2
〜
7
歳

の
幼
児
と
そ
の
親
を
対
象
に
、
週
1
回
1
時

間
、
12
〜
20
回
程
度
の
親
子
同
室
プ
レ
イ
セ

ラ
ピ
ー
を
実
施
し
、
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
、

ぐ
ず
る
、
嘘
を
つ
く
、
叩
い
た
り
蹴
っ
た
り

す
る
、
か
ん
し
ゃ
く
を
起
こ
す
と
い
っ
た
子

ど
も
の
問
題
行
動
を
改
善
し
て
い
き
ま
す
。

│
日
本
へ
の
導
入
は
２
０
０
８
年
と
最
近

で
す
ね
。

 

エ
ビ
デ
ン
ス
収
集
に
時
間
を
か
け
た
ん
で

す
。Eyb

erg

教
授
は
技
法
を
正
確
に
伝
え
る

こ
と
を
最
優
先
に
し
て
い
る
の
で
、
セ
ラ
ピ

ス
ト
養
成
に
も
時
間
と
手
間
が
か
か
り
ま
す
。

日
本
に
お
け
る
認
定
ト
レ
ー
ナ
ー
は
、
導
入

者
の
加
茂
登
志
子
先
生
の
チ
ー
ム
の
み
で
、

私
を
含
め
実
践
者
で
も
数
十
名
程
度
。
首
都

圏
で
は
児
相
を
中
心
に
普
及
し
始
め
て
い
ま

す
が
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
の
技
法
で
す
。

│
親
子
同
室
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
と
は
？

 

室
内
で
親
子
一
緒
に
遊
ん
で
も
ら
い
、
そ

の
様
子
を
別
室
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
が
モ
ニ
タ
ー

越
し
に
観
察
し
、
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
で
親
に

よ
い
関
わ
り
方
を
行
動
レ
ベ
ル
で
ラ
イ
ブ

コ
ー
チ
し
ま
す
。
子
ど
も
に
は
セ
ラ
ピ
ス
ト

が
介
入
せ
ず
お
母
さ
ん
が
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
よ

う
に
子
ど
も
に
受
容
的
に
関
わ
る
〝
入
れ
子

構
造
〞
が
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
の
大
き
な
特
徴
で
す
。 

│
ラ
イ
ブ
コ
ー
チ
ン
グ
の
よ
い
点
は
？

 

親
が
子
ど
も
を
可
愛
く
思
え
な
い
と
き

「
こ
う
い
う
考
え
方
を
し
ま
し
ょ
う
」
と
洞
察

を
促
し
て
も
、
親
は
頭
で
は
理
解
し
て
も
気

持
ち
が
つ
い
て
い
き
ま
せ
ん
。
直
接
そ
の
場

で
具
体
的
な
関
わ
り
方
を
示
す
と
す
ぐ
実
践

で
き
、
そ
れ
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
子
ど
も
の
意

欲
や
集
中
力
を
引
き
出
す
。
効
果
が
す
ぐ
目

に
見
え
、
親
の
意
欲
を
引
き
出
す
の
が
Ｐ
Ｃ

Ｉ
Ｔ
の
利
点
で
す
。

│
具
体
的
に
は
、
親
子
で
ど
の
よ
う
な
や

り
と
り
を
す
る
の
で
す
か
？

 

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
は
、
親
が
子
に
受
容
的
に
関
わ

り
親
子
の
信
頼
感
を
構
築
す
る
前
半
、
子
が

親
の
言
う
こ
と
を
聞
く
練
習（
し
つ
け
）を
す
る

感情のコントロールができない子どもや、子どものネガ
ティブな感情や行動に対処できない親が増えている。
そのような現状を踏まえ、神戸女学院大学大学院の附属
施設であり研修・研究機関である心理相談室では、子ど
もの心や行動の問題に対し、親子の関わりの質を高める
ことで親子関係や子どもの問題行動を改善する心理療法
『親子相互交流療法（PCIT）』を導入した。
昨年12月、本学心理相談室で“関西初”となるPCITを開
始した國吉知子教授に話を伺った。

親
子
の
交
流
を
深
め
、

子
ど
も
の
問
題
行
動
改
善
を
図
る

◉ 

ラ
イ
ブ
コ
ー
チ
ン
グ
に
よ
る
親
子
同
室
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー

●人間科学部 心理・行動科学科

KUNIYOSHI Tomoko

【 PRIDEスキル（Doスキル） 】
•賞賛（Praise） …………………… 肯定的な“行動”に対し“具体的賞賛”を与える
•繰り返し（Refl ect） ……………… 子どもの適切な“言葉”を繰り返す
•まねをする（Imitate） …………… 子どもの適切な“遊び（行為）”をまねる
•行動の描写（Describe） ………… 子どもの適切な行動を“実況中継”する
•楽しむ（Enthusiasm，Enjoy） …… 特別な時間を子どもと楽しむ

【 避けるスキル（Don’tスキル） 】
•命令 ……………子どもに何をすべきか（すべきでないか）を親が決める
•質問 ……………子どもに答えを出すよう求める（親が会話をリードしてしまう）
•批判（皮肉） ……子どもに対して不承認の表現をする

▼

別室のセラピストがモニター越しに観察し、
子どもと遊ぶ親にトランシーバーでライブコーチングを行う

カメラを備え付けたプレイルームで親子一緒に遊
んでもらう（写真は大学院生によるロールプレイ）

■ 親子相互交流療法（PCIT）：親子同室プレイセラピー
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と
少
し
距
離
を
と
っ
て〝
賞
賛
〞し
ま
す
。
幼

児
は
親
が
き
ち
ん
と
承
認
し
、
見
守
り
、
褒

め
る
と
喜
び
を
感
じ
て
非
常
に
安
心
し
ま
す
。

親
も
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で〝
親
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
〞
と
良
い
意
味
で
の
親
の
権
威
を
確
保
す

る
の
で
す
。

│
親
子
の
立
ち
位
置
を
同
等
に
し
な
い
、と
。

 

現
代
は
「
友
達
親
子
」
と
い
う
よ
う
に
、

親
子
の
境
界
線
を
曖
昧
に
す
る
風
潮
が
あ
る

よ
う
で
す
が
、
家
族
に
は
秩
序
が
必
要
で
、

親
が
子
ど
も
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
し
ま

う
と
子
ど
も
は
困
り
ま
す
。
親
が
親
の
ス
タ

ン
ス
、
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
取
り
、
親
の
役
割
を

引
き
受
け
る
こ
と
で
子
ど
も
は
安
心
し
て〝
子

ど
も
〞
を
満
喫
で
き
る
。
逆
説
的
で
す
が
、

そ
れ
が
幼
児
の
適
切
な
行
動
や
自
立
を
促
す

の
で
す
。
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
意
味
が

あ
り
ま
す
。
共
感
的
、
受
容
的
な
関
わ
り
が

ベ
ー
ス
に
あ
れ
ば
、
適
度
な
世
代
間
境
界
が

保
た
れ
て
い
る
方
が
子
ど
も
の
心
が
安
定
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
家
族
療
法
の
知
見
に
も

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

│
遊
び
の
最
中
、
子
ど
も
が
興
奮
し
て
攻

撃
的
に
な
る
等
の
問
題
行
動
を
起
こ
し
た
場

合
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
で
す
か
？

 

ま
ず
不
適
切
な
行
動
に
は〝
適
度
な
無
視
〞

を
し
、
そ
の
行
動
が
繰
り
返
さ
れ
な
い
よ
う

に
し
ま
す
が
、興
奮
し
制
御
が
き
か
な
く
な
っ

た
子
ど
も
に
は
、
安
全
な
部
屋
で
一
人
に
す

る
、椅
子
に
座
ら
せ
る
と
い
う
方
法
で
、数
分

間
の〝
タ
イ
ム
ア
ウ
ト
〞を
と
り
ま
す
。
罰
を

与
え
た
り
叱
責
す
る
の
で
は
な
く
、
状
況
か

ら
距
離
を
と
ら
せ
て
落
ち
着
か
せ
る
ん
で
す
。

4
歳
の
子
ど
も
で
も
、本
気
で
向
き
合
う
に
は

も
の
凄
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
。
実
際
、
タ

イ
ム
ア
ウ
ト
の
部
屋
に
連
れ
て
行
く
時
に
大

騒
動
に
な
る
子
ど
も
さ
ん
も
い
て
、
ち
ょ
っ

と
厳
し
く
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

の
後
、
親
子
関
係
は
落
ち
着
く
ん
で
す
よ
。

 

幼
児
は
親
の
注
目
や
自
分
に
メ
リ
ッ
ト
の

あ
る
行
動
を
引
き
出
そ
う
と
、
親
の
様
子
を

実
に
よ
く
見
き
わ
め
な
が
ら
あ
の
手
こ
の
手

を
使
っ
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
親
が
子
ど
も

の
不
当
な
要
求
に
屈
せ
ず
、
徹
底
性
、
一
貫

性
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の

忍
耐
力
や
自
制
心
を
育
む〝
壁
〞の
役
割
を
果

た
す
の
で
す
。
そ
の
一
方
で
、
適
切
な
行
動

を
親
か
ら
受
容
、
賞
賛
さ
れ
る
こ
と
で
、
子

ど
も
は
親
か
ら
承
認
さ
れ
る
喜
び
を
通
し
て
、

親
子
の
絆
を
実
感
し
、
さ
ら
に
自
分
の
行
動

が
、
社
会
的
貢
献
に
繋
が
る
こ
と
を
学
ん
で

い
き
ま
す
。

関
西
初
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
セ
ラ
ピ
ー
が
始
動

│
心
理
相
談
室
で
は
ど
の
よ
う
な
体
制
で

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
の
セ
ラ
ピ
ー
に
あ
た
る
の
で
す

か
？

 

現
在
は
、
1
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
私
と
須
藤

春
佳
先
生
に
加
え
、
院
生（
修
了
生
）ア
シ
ス

タ
ン
ト
の
チ
ー
ム
体
制
で
手
厚
く
進
め
て
い

ま
す
。
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
で
は
コ
ー
チ
ン
グ
以
外
に
、

習
得
度
を
判
定
す
る
た
め
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

（
記
録
）も
し
ま
す
。
ま
た
、
親
へ
の
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
中
に
子
ど
も
を
み
る
人
な
ど
も
必

要
で
す
。
私
と
須
藤
先
生
の
専
任
教
員
2
名

が
実
践
資
格
を
有
し
、
院
生
有
志
が
積
極
的

に
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
こ
と
は
、
本
学
の

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
学

生
に
と
っ
て
も
、
他
大
学
に
な
い
、
よ
い
学

び
の
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

│
昨
年
12
月
か
ら
実
際
の
セ
ラ
ピ
ー
を
ス

タ
ー
ト
さ
れ
、
い
か
が
で
す
か
？

 

〝
素
晴
ら
し
い
〞
の
一
言
で
す
！ 

ク
ラ
イ

ア
ン
ト
の
親
子
関
係
が
劇
的
に
変
化
し
て
い

ま
す
。
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
は
行
動
療
法
な
の
で
、
セ

ラ
ピ
ス
ト
は
親
に
「
こ
う
い
う
風
に
褒
め
ま

し
ょ
う
」
と
か
「
子
ど
も
さ
ん
の
言
っ
た
事

を
繰
り
返
し
ま
し
ょ
う
」
と
か
、
行
動
レ
ベ

ル
で
の
介
入
し
か
し
ま
せ
ん
。
普
段
、
私
は

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
と
は
別
の
流
派
の
心
理
療
法
を

行
っ
て
い
る
の
で
当
初
「
行
動
へ
の
コ
ー
チ

だ
け
で
本
当
に
変
わ
る
の
か
な
？
」
と
思
っ

て
い
た
部
分
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
親

が
Ｐ
Ｒ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
ス
キ
ル
を
マ
ス
タ
ー
す
る
に

つ
れ
、
子
ど
も
は
自
然
に
子
ど
も
ら
し
く
な

り
、
遊
び
に
集
中
し
、
落
ち
着
く
。
親
は
親

ら
し
く
な
り
、
自
然
に
子
ど
も
を
可
愛
い
と

思
う
よ
う
に
な
る
。
や
っ
て
み
て
初
め
て
、

こ
ん
な
に
効
果
が
あ
る
ん
だ
と
自
分
で
も
驚

き
ま
し
た
。

│
今
後
の
展
開
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

 

セ
ラ
ピ
ー
だ
け
で
な
く
、
定
期
的
に
Ｐ
Ｃ

Ｉ
Ｔ
講
座
や
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
を
基
軸
と
す
る
心
理

教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
講
し
、
子
育
て
支
援

を
充
実
し
て
い
き
ま
す
。ま
た
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル（
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
本
部
）や

国
際
学
会
等
を
通
じ
て
、
各
国
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
指

導
者
や
実
践
者
と
の
交
流
を
よ
り
一
層
深
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
近

隣
の
幼
稚
園
と
も
連
携
し
、〝
教
育
現
場
で
使

え
る
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
を
応
用
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
〞の

開
発
も
計
画
中
で
す
。女
学
院
が
拠
点
と
な

り
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
は
今
後
、
着
実
に
関
西
に
も

普
及
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

大
切
な
の
は
、
素
直
に
感
動
す
る
心

│
先
生
は
何
故
、
臨
床
心
理
学
の
分
野
に

進
ま
れ
た
の
で
す
か
。

 

も
と
も
と
内
省
や
人
の
こ
こ
ろ
や
気
持
ち

に
つ
い
て
考
え
る
の
が
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
。

子
ど
も
の
頃
、
教
会
学
校
で
女
性
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
に
出
会
っ
た
こ
と
も
ご
縁
に
思
え
ま
す

し
、
電
話
相
談
に
携
わ
っ
た
時
に〝
向
い
て
い

る
な
〞と
感
じ
た
こ
と
も
き
っ
か
け
で
す
。

│
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
向
い
て
い
る
と
？

 

相
手
の
話
に
何
ら
か
の〝
関
心
ポ
イ
ン
ト
〞

を
見
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
自
分
の
価

値
観
を
脇
に
置
い
て
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
話
に
全
然

知
ら
な
い
話
題
が
出
て
き
て
も
、「
ふ
〜
ん
、

そ
れ
ど
ん
な
の
？
」
と
自
然
に
関
心
が
向
く
。

実
際
、
不
登
校
の
高
校
生
の
男
子
が
「
先
生
、

観
て
な
！
」
と
持
っ
て
来
た
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ

オ
ン
の
録
画（
ア
ニ
メ
）を
、
正
月
休
み
返
上

で
全
部
観
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
当
時
小
学

生
だ
っ
た
娘
に
「
お
母
さ
ん
、
何
し
て
る

の
？
」
と
聞
か
れ
、「
仕
事
」
っ
て（
笑
）。
ど

ん
な
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
お
会
い
し
て
も
何
か

し
ら
「
い
い
な
ぁ
」
と
思
え
る
点
を
見
つ
け

ら
れ
る
。
そ
う
い
う
間
口
の
広
さ
み
た
い
な

も
の
で
す
ね
。

│
そ
の
お
話
は
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
を
目
指
す

学
生
達
に
役
立
ち
そ
う
で
す
。

 

セ
ラ
ピ
ス
ト
に
大
切
な
こ
と
の
一
つ
は
、

何
で
も
あ
た
り
前
と
思
わ
ず
、「
わ
ぁ
、
す
ご

い
！
」
と
素
直
に
感
動
で
き
る
気
持
ち
。〝
共

感
は
感
動
〞で
す
。「
こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
こ

の
人
の
よ
い
部
分
だ
な
」
と
思
え
る
能
力
が
、

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
寄
り
添
う
姿
勢
に
繋
が
り

ま
す
。
一
見
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
み
え
る
こ
と
を

リ
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
し
、
新
た
な
視
点
や
潜
在

的
な
価
値
、
意
味
を
見
出
し
て
い
く
。
そ
の

セ
ン
ス
を
自
分
の
中
に
ど
う
作
る
こ
と
が
で

き
る
か
。
こ
れ
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
も
身
に

つ
き
ま
す
が
、
一
つ
の
能
力
で
あ
り
、
そ
の

発
想
力
が
大
事
で
す
。

分
野
を
超
え
、
最
適
な
療
法
を
見
出
す

│
今
後
の
展
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

 

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
に
関
し
て
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば

か
り
。
本
学
で
実
践
者
を
育
成
で
き
る
よ
う
、

私
も
研
鑽
を
積
ん
で
い
き
ま
す
。
学
生
が
Ｐ

Ｃ
Ｉ
Ｔ
を
本
格
的
に
学
べ
る
シ
ス
テ
ム
を
本

学
に
作
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま

す
。

 

ま
た
、
私
は
力
動
的
心
理
療
法
や
家
族
療

法
に
加
え
、
現
在
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
、
そ
し
て
、

音
楽
を
聴
き
つ
つ
心
身
の〝
誤
っ
た
緊
張
〞を

調
整
し〝
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
〞（
瞑
想
）状
態

を
作
り
出
す
「
調
整
的
音
楽
療
法（
Ｒ
Ｍ

Ｔ
）」、
眼
球
運
動（
両
側
性
刺
激
）に
よ
る
ト

ラ
ウ
マ
治
療
「
Ｅ
Ｍ
Ｄ
Ｒ
」
な
ど
、
最
新
の

臨
床
実
践
と
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
心
理

学
は
流
派
ご
と
に
独
自
性
を
強
調
す
る
あ
ま

り
、
排
他
的
傾
向
を
持
つ
き
ら
い
が
あ
り
ま

す
。
理
論
背
景
や
方
法
論
が
違
う
た
め
で
す

が
、
異
な
る
流
派
を
知
り
視
野
を
広
げ
て
い

く
と
、
実
は
共
通
点
も
多
い
こ
と
に
気
づ
き

ま
す
。
私
は
こ
れ
ら
の
臨
床
経
験
を
活
か
し
、

心
理
療
法
に
つ
い
て
の
統
合
的
な
ビ
ジ
ョ
ン

を
提
供
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
各
技

法
は
長
期
的
に
み
れ
ば
同
じ
方
向
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
、
徒
歩
な
ど
い

ろ
い
ろ
な
登
り
方
が
あ
り
ま
す
が
、
頂
上
を

目
指
す
の
は
一
緒
。
各
技
法
の
特
色
を
理
解

し
、
ト
ー
タ
ル
に
見
て
各
人
に
合
っ
た
療
法

を
提
供
し
て
い
き
た
い
。
今
は
、
そ
の
た
め

の
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

親
が
親
の
ス
タ
ン
ス
を
取
る
こ
と
が
、

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
の
安
定
と
自
立
を
ひ
き
だ
し
ま
す
。

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
み
え
る
こ
と
を
リ
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
し
、

新
た
な
価
値
や
意
味
を
見
出
し
て
い
く
。

そ
の
セ
ン
ス
を
自
分
の
中
に
ど
う
磨
く
か
が
大
切
で
す
。
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