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第
７
章

　
　
　
　
　

子
ど
も
の
虐
待
の
裏
側　

１
―
―
子
ど
も
へ
の
愛
情
の
否
定

幼
児
虐
待
が
問
題
に
な
る
ま
で

　

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
昔
は
ど
こ
に
で
も
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
い
て
、
庶
民
の
家
庭
で
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
一
家
の
働

き
手
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、そ
の
一
方
で
は〝
や
っ
か
い
者
〟で
も
あ
り
ま
し
た
。
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

極
度
の
〝
富
の
偏
在
〟
が
あ
っ
た
た
め
、
ご
く
一
部
の
富
裕
層
を
例
外
と
し
て
、
今
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
庶
民
全

体
が
貧
し
か
っ
た
か
ら
で
す
。
江
戸
時
代
ま
で
の
わ
が
国
で
は
、
特
に
飢
饉
や
凶
作
の
年
の
農
村
部
で
は
、〝
口
減
ら
し
〟

の
た
め
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
を
殺
す
〝
間
引
き
〟
と
呼
ば
れ
る
嬰
児
殺
害
が
流
行
し
ま
し
た
。
人
口
の
減
少
を
お
そ

れ
た
各
藩
は
、
そ
う
し
た
間
引
き
を
禁
止
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
わ
が
国
に
は
、
昔
か
ら
年
季
奉
公
と
い
う
慣
習
的
な
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
年
限
が
あ
っ
た
と
は
い

え
、ま
た
、時
と
し
て
わ
ず
か
な
が
ら
選
択
の
余
地
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、子
ど
も
自
身
の
意
志
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
、

工
場
や
商
店
に
住
み
込
み
で
働
か
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
一
種
の
奴
隷
制
度
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
明
治
か
ら

昭
和
の
初
期
に
か
け
て
、
特
に
地
方
に
住
む
少
年
少
女
の
多
く
は
、
四
年
間
の
、
後
に
は
六
年
間
の
義
務
教
育
を
終
え
る
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恋
愛
な
ど
も
、
自
由
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
で
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ー
ス
の
日
本
滞
在
日
記

に
よ
れ
ば
、江
戸
時
代
の
な
ご
り
が
色
濃
く
残
る
明
治
初
年
に
は
、男
女
が
知
り
合
う
機
会
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
特
に
女
性
た
ち
に
対
し
て
は
過
酷
な
扱
い
を
す
る
文
化
圏
が
多
く
、
中
近
東
の
国
々
で
は
、
今
で

も
恋
愛
が
禁
止
さ
れ
、
そ
れ
が
発
覚
し
た
だ
け
で
、
家
族
に
よ
る
殺
害
が
容
認
さ
れ
て
い
る
国
す
ら
あ
る
そ
う
で
す
。
そ

の
た
め
に
、年
間
数
千
人
も
の
女
性
た
ち
が
殺
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
殺
害
を
危
う
く
免
れ
た
あ
る
女
性
は
、

少
女
時
代
の
体
験
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。
羊
を
放
牧
さ
せ
て
い
る
時
に
、
う
っ
か
り
寝
込
ん
で
し
ま
っ
た
時
の

出
来
事
で
す
。

　

あ
る
日
、
父
は
私
の
髪
を
つ
か
ん
で
地
面
に
引
き
ず
り
倒
し
、
体
じ
ゅ
う
を
打
ち
つ
づ
け
た
。
そ
し
て
、
引
っ

こ
抜
か
ん
ば
か
り
の
勢
い
で
三
つ
編
み
を
引
っ
張
っ
た
か
と
思
う
と
、
羊
毛
を
刈
る
ハ
サ
ミ
で
ば
さ
っ
と
切
り
落

と
し
た
。
髪
の
毛
を
失
っ
た
私
は
叫
び
た
い
と
こ
ろ
を
ぐ
っ
と
抑
え
た
。
泣
け
ば
、
さ
ら
に
足
蹴
り
を
食
ら
う
だ

け
だ
。
私
が
悪
か
っ
た
の
だ
。
あ
ま
り
に
暑
か
っ
た
せ
い
で
草
地
の
日
陰
で
姉
と
一
緒
に
寝
こ
ん
で
し
ま
い
、
羊

た
ち
を
先
に
行
か
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。〔
中
略
〕

　

打
っ
た
だ
け
で
は
物
足
り
な
か
っ
た
の
か
、
姉
の
カ
イ
ナ
と
ふ
た
り
で
厩
の
柵
に
縛
り
つ
け
ら
れ
、
口
に
は
叫

べ
な
い
よ
う
に
ス
カ
ー
フ
を
押
し
こ
ま
れ
、
家
畜
と
と
も
に
一
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
縛
ら
れ
て
自
由

さ
え
奪
わ
れ
た
私
た
ち
は
、
家
畜
以
下
の
存
在
だ
っ
た
。〔
中
略
〕
父
は
専
制
君
主
で
あ
り
、
女
た
ち
を
所
有
し
、

人
生
を
決
定
し
、
拷
問
す
る
絶
対
的
な
権
力
を
持
っ
て
い
た
。（
ス
ア
ド
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
―
二
一
ペ
ー
ジ
）

　

男
尊
女
卑
と
呼
ば
れ
る
現
象
は
、
今
な
お
世
界
中
で
残
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
は
こ
の
よ
う
に
は
る
か
に
過
酷
で
し
た
。

と
、
口
減
ら
し
も
か
ね
て
、
す
ぐ
に
そ
う
し
た
奉
公
に
出
さ
れ
た
の
で
す
。
か
つ
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
連
続

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
中
で
、
主
人
公
の
「
お
し
ん
」
は
七
歳
で
子
守
り
奉
公
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん

ど
義
務
教
育
も
受
け
る
こ
と
な
く
社
会
に
出
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
も
現
実
に
い
た
の
で
す
（
宮
本
、
一
九
八
四
年
、
七
一

―
七
二
ペ
ー
ジ
。
山
本
、一
九
七
二
年
、一
八
三
ペ
ー
ジ
）。
子
ど
も
自
身
は
小
遣
い
銭
程
度
し
か
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

当
時
は
、
衣
食
住
が
保
障
さ
れ
る
だ
け
で
も
あ
り
が
た
が
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
う
え
、
工
員
の
場
合
に
は
技
術
が
身
に

つ
き
ま
し
た
し
、
商
店
に
奉
公
す
る
丁
稚
の
場
合
に
は
、
成
績
が
よ
け
れ
ば
〝
暖の

れ
ん簾

分
け
〟
と
呼
ば
れ
る
、
独
立
の
道
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

学
校
教
育
に
つ
い
て
言
え
ば
、
第
二
次
大
戦
終
結
ま
で
は
、
義
務
教
育
だ
け
で
社
会
に
出
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
が
ほ
と

ん
ど
で
し
た
。
旧
制
中
学
校
や
高
等
女
学
校
や
師
範
学
校
な
ど
の
上
級
学
校
に
進
学
す
る
子
ど
も
は
、
非
常
に
少
な
か
っ

た
わ
け
で
す
。
ま
し
て
や
、
旧
制
高
校
や
旧
制
大
学
で
高
等
教
育
を
受
け
る
者
は
、
ご
く
少
数
の
裕
福
な
家
庭
の
子
弟
に

限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

若
い
女
性
た
ち
に
も
過
酷
な
運
命
が
待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
昭
和
に
入
っ
て
も
、
ま
だ
人
身
売

買
類
似
の
行
為
が
見
ら
れ
た
の
で
す

［
註
１
］

。
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
年
）
に
、
東
北
六
県
を
冷
害
が
襲
っ
た
時
、
山
形
県
の
あ

る
村
で
は
、
一
五
歳
か
ら
二
四
歳
ま
で
の
女
性
四
六
七
名
の
う
ち
、
一
一
〇
名
（
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
弱
）
も
が
〝
身
売
り
〟

に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
八
年
に
児
童
虐
待
防
止
法
が
制
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
九
年
の
冷
害

の
年
は
、
さ
ら
に
数
多
く
の
少
女
た
ち
が
売
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

今
で
は
想
像
す
ら
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「
か
わ
い
い
」
な
ど
と
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
、
地
域
社
会
全
体
が
困
窮
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、

か
わ
い
が
れ
る
だ
け
の
経
済
的
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
に
、「
か
わ
い
い
子
に
は
旅
を
さ
せ
よ
」
と
い
う
戒
め
の
言
葉
を

地
で
行
く
よ
う
な
態
度
を
、
ど
の
親
も
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
そ
の
医
師
が
、
大
学
病
院
の
皮
膚
科
で
研
修
を
受
け
て
い
た
時
、
ひ
と
り
の
患
者
が
腕
の
ほ
く
ろ

を
取
っ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
、
診
察
室
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
診
察
し
た
皮
膚
科
教
授
は
、 「
取
っ
て
あ
げ
る
か
ら
安
心

し
な
さ
い
」
と
告
げ
て
、
す
ぐ
に
患
者
を
入
院
さ
せ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
患
者
が
診
察
室
か
ら
出
て
ゆ
く
と
、
教
授
は
、

イ
ン
タ
ー
ン
た
ち
に
向
か
っ
て
説
明
し
ま
し
た
。
あ
の
患
者
は
ほ
く
ろ
を
取
っ
て
も
ら
う
つ
も
り
で
い
る
が
、
明
日
の
朝

に
は
、
あ
の
腕
は
な
い
。
ほ
く
ろ
は
、
た
ぶ
ん
悪
性
黒
色
腫
だ
ろ
う
。
転
移
の
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
患
部
の
細
胞
を
採

取
し
て
検
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
、腕
を
切
断
す
る
。
そ
れ
か
ら
細
胞
診
を
し
て
悪
性
か
ど
う
か
調
べ
る
の
だ
。

　

そ
の
話
を
、
耳
を
疑
い
な
が
ら
聞
い
て
い
た
私
は
、
話
し
て
く
れ
た
そ
の
医
師
に
、
な
ぜ
患
者
に
説
明
を
し
て
、
本
人

に
決
め
さ
せ
な
い
の
か
、
も
し
悪
性
で
な
か
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
か
、
と
質
問
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
場
に
い
た
別

の
中
堅
医
師
が
、「
患
者
に
は
そ
う
い
う
判
断
は
で
き
な
い
の
で
、
医
者
が
決
め
る
の
は
当
た
り
ま
え
だ
よ
」
と
発
言
し

た
の
で
す
。
現
在
な
ら
、
も
し
そ
の
よ
う
な
医
師
の
独
断
専
行
や
傲
岸
不
遜
な
態
度
が
発
覚
す
れ
ば
、
即
座
に
人
権
問
題

に
な
り
、
担
当
医
の
責
任
が
問
わ
れ
る
ば
か
り
か
、
マ
ス
コ
ミ
で
も
大
々
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
、
大
学
病
院
全
体
の
信
用

す
ら
失
墜
し
か
ね
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
四
〇
年
以
上
前
に
は
、
そ
の
よ
う
な
処
置
や
対
応
が
堂
々
と
ま
か
り
通
っ
て
お
り
、

患
者
側
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
〝
小
さ
く
〟
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
似
た
よ
う
な
こ
と
は
現
在
で
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
近
藤
誠
さ
ん
の
著
書
（
た
と
え
ば
、
近
藤
、
二
〇
〇
三
年
）
に
は
、
比
較
的
最
近
に
あ
っ
た
と
い

う
そ
の
種
の
実
例
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
昔
と
違
う
の
は
、
多
く
の
患
者
が
〝
泣
き
寝
入
り
〟
し

な
く
な
っ
た
た
め
、
医
師
や
病
院
側
が
患
者
の
出
か
た
を
う
か
が
っ
て
、
戦
々
恐
々
と
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
経
過
を
見
て
も
、
社
会
的
、
経
済
的
格
差
が
、
こ
の
と
こ
ろ
急
速
に
縮
ん
で
き
た
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
国
民
全
体
が
高
学
歴
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
最
近
は
、
格
差
が
再
び

広
が
っ
て
き
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
経
済
的
な
側
面
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
も
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史

子
ど
も
が
過
酷
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
い
う
点
は
、
西
洋
で
も
似
た
り
寄
っ
た
り
だ
っ
た
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
朝
時
代
に
は
、
田
舎
の
家
庭
の
次
男
以
下
は
、〝
町
〟
の
ロ
ン
ド
ン
に
丁
稚
奉
公
に
出
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
こ

で
も
や
は
り
、
衣
食
住
が
保
障
さ
れ
る
だ
け
で
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
、
給
料
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
優
秀
な

丁
稚
に
は
暖
簾
分
け
が
あ
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
年
季
奉
公
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
と
考
え
て
い

い
よ
う
で
す
。
年
齢
的
に
も
、
わ
が
国
と
大
同
小
異
で
し
た
。
小
池
滋
著
『
も
う
ひ
と
つ
の
イ
ギ
リ
ス
史
』（
中
公
新
書
）

と
い
う
本
に
は
、
そ
う
し
た
事
情
が
克
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
本
の
中
に
、〝
産
業
革
命
〟
が
始
ま
っ
て
一
〇
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
一
九
世
紀
中
頃
（
わ
が
国
の
明
治
維
新
に
近
い
頃
）

の
ロ
ン
ド
ン
を
描
い
た
、
実
に
驚
く
べ
き
版
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
「
工
場
で
支
給
さ
れ
る

食
料
が
少
な
い
た
め
に
付
近
の
家
畜
の
餌
を
盗
み
喰
い
す
る
少
年
工
員
」
た
ち
の
姿
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
す
（
小
池
、

一
九
九
一
年
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
）。
そ
こ
に
描
か
れ
た
少
年
た
ち
は
、
一
〇
歳
前
後
の
子
ど
も
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か

し
、
わ
が
国
で
も
西
洋
で
も
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
は
、
過
酷
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
は
い
え
、
本
章
で
問
題
に
す

る
意
味
で
の
虐
待
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
、
こ
の
産
業
革
命
が
世
界
中
に
広
が
り
、
各
国
で
都
市
化
が
進
み
ま
す
。
そ
の
過
程
の
中
で
、
帝
国
主
義
に
よ

る
植
民
地
支
配
が
絶
頂
を
迎
え
ま
す
が
、
そ
れ
も
ふ
た
つ
の
世
界
大
戦
を
経
て
崩
壊
の
一
途
を
辿
り
ま
す
。
そ
し
て
、
わ

が
国
で
は
、
特
に
第
二
次
大
戦
後
に
、
人
間
と
し
て
の
上
下
の
格
差
が
次
第
に
縮
ま
っ
て
き
ま
す
。
敗
戦
の
お
か
げ
で
、

経
済
的
な
発
展
だ
け
を
目
指
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
格
差
の
縮
小
は
、
最
近
に
な
る

に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
急
速
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。

　

格
差
の
縮
小
を
端
的
に
教
え
て
く
れ
る
実
例
の
ひ
と
つ
に
、
医
師
・
患
者
関
係
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。
一
九
七
〇
年
代

の
初
め
に
私
は
、
あ
る
中
堅
の
医
師
か
ら
、
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
六
〇
年
頃
、
医
学
部
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い
生
き
方
で
は
な
く
、〝
霊
〟
に
従
う
新
し
い
生
き
方
」（「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
第
七
章
六
節
）
と
い
う
言
葉
で
表

現
し
て
い
ま
す
。
人
類
が
進
歩
し
、
よ
う
や
く
そ
の
段
階
が
射
程
距
離
に
入
っ
て
き
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
ひ
と
つ
の
結
果
と
し
て
、
昔
な
ら
〝
み
っ
と
も
な
い
〟
と
さ
れ
て
い
た
行
動
を
平
気
で
取
る
若
者
た
ち
が
急
速
に

増
え
、
そ
れ
が
社
会
問
題
に
す
ら
な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
従
来
的
な
犯
罪
が
減
少
し
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た

種
類
の
犯
罪
が
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
旧
来
の
道
徳
を
教
え
込
む
こ
と
で
、〝
秩
序
〟

を
取
り
戻
そ
う
と
考
え
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
し
か
し
、
老
人
の
犯
罪
が
増
え
て
い
る
と
い
う
事
実
や
、
以
上
の
よ
う
な

歴
史
的
経
緯
を
冷
静
に
見
す
え
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
に
古
来
の
道
徳
を
教
え
る
と
い
う
方
法
論
―
―
つ
ま
り
、
開
い
た
道

徳
が
要
請
さ
れ
る
段
階
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
に
、
既
に
崩
壊
し
た
閉
じ
た
道
徳
を
押
し
つ
け
る
と
い
う
や
り
か
た
―
―

は
今
後
ま
す
ま
す
機
能
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
固
執
す
る

の
は
、
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
進
化
に
も
逆
行
す
る
考
え
か
た
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
中
で
、
い
じ
め
や
子
ど
も
の
虐
待
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
考
え
な
い
と
、
い
じ
め
や
子
ど
も
の
虐
待
を
本
当
の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

親
し
さ
と
「
い
じ
め
」
の
関
係

　

児
童
生
徒
の
い
じ
め
問
題
を
、
長
年
研
究
し
て
き
た
教
育
評
論
家
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
い
じ
め

が
起
こ
る
状
況
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
い
じ
め
は
、行
き
ず
り
の
電
車
内
や
街
頭
で
の『
暴
行
・
恐
喝
』

や
、
い
わ
ゆ
る
『
オ
ヤ
ジ
狩
り
』
と
は
っ
き
り
区
別
で
き
ま
す
。
同
一
の
集
団
の
中
で
い
じ
め
が
発
生
す
る
と
い
う
点
が

ポ
イ
ン
ト
で
す
。〔
中
略
〕
本
来
の
人
間
関
係
か
ら
い
え
ば
、
あ
る
べ
き
友
愛
や
い
た
わ
り
や
相
互
支
持
が
逆
転
し
、
人

の
流
れ
を
考
え
れ
ば
、
欧
米
を
含
め
た
他
国
に
依
然
と
し
て
残
る
階
級
に
由
来
す
る
旧
来
の
格
差
と
は
、
本
質
的
に
異
な

る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す

［
註
２
］

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
有
史
以
来
、
人
類
が
夢
見
て
き
た
理
想
の
生
活
―
―
第
二
次
大
戦

以
前
な
ら
、
貴
族
の
生
活
―
―
に
ほ
ぼ
近
い
状
況
が
、
お
そ
ら
く
世
界
に
先
駆
け
て
、
わ
が
国
で
社
会
全
体
と
し
て
実
現

し
た
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
今
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
の
被
害
者
や
社
会
的
弱
者
の
支
援
に
力
を
注
ぐ
人
た
ち
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う

形
で
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
マ
ス
コ
ミ
で
も
ご
く
ふ
つ
う
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と
い
う
考

え
か
た
も
、
現
代
と
い
う
時
代
背
景
の
中
か
ら
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
民
衆
が
使
い
捨
て
に
さ
れ
て
い
た
時
代
を
考
え
れ

ば
、
ま
さ
に
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
す
。
世
界
四
大
文
明
の
時
代
に
は
、
お
そ
ら
く
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
民
衆
が
支
配
階
層

の
意
の
ま
ま
に
動
か
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
す
（
鶴
間
他
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
一
八
ペ
ー
ジ
）。

　

現
在
で
は
、
た
ぶ
ん
一
時
的
な
揺
り
戻
し
が
一
部
に
起
こ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
に
、
当
時
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
経
済
的
余
裕
が
あ
る
た
め
、
子
ど
も
に
時
間
を
割
く
こ
と
が
、
ご
く
ふ
つ
う
に
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
子
ど
も
に
手
を
か
け
る
こ
と
も
か
け
な
い
こ
と
も
、
意
の
ま
ま
に
選
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か

し
、
身
売
り
に
出
す
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
恵
ま
れ
た
状
況
の
中
で
、「
か
わ
い
い
子
に
旅
を
さ
せ
る
」
と
い
う

選
択
肢
を
あ
え
て
取
る
の
は
、「
心
を
鬼
」
に
し
な
い
限
り
き
わ
め
て
難
し
い
は
ず
で
す
。

　

社
会
全
体
と
し
て
の
〝
幼
児
化
〟
や
権
威
の
崩
壊
と
並
行
し
て
、
前
章
で
も
ふ
れ
た
「
世
間
体
の
崩
壊
」
が
起
こ
り
ま

し
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
を
使
う
と
、
現
代
の
わ
が
国
は
、
外
部
の
規
範
に
依
存
す
る
〈
閉
じ
た
道
徳
〉
が
急
速
に
崩

壊
し
、
各
人
の
内
に
あ
る
は
ず
の
〈
開
い
た
道
徳
〉
へ
と
移
行
す
る
歴
史
的
大
転
換
点
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
外
部
の
規
範
が
崩
れ
去
っ
た
た
め
、
触
法
行
為
を
別
に
す
る
と
、
自
分
の
行
動
を
自
分
で
律
す
る
し
か

な
く
な
っ
た
の
で
す
。
二
千
年
前
に
書
か
れ
た
聖
書
で
は
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
葉
と
し
て
、
こ
れ
を
、「
文
字
に
従
う
古




