
一
　
は
し
が
き

　

ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
六
二
年
、
小
児
科
医
学
会
に
お
い
て
「
被
虐
待
児
症
候
群
」
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
家
庭
内
と

い
う
密
室
で
子
ど
も
を
虐
待
し
て
い
る
親
が
い
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事
実
が
社
会
に
公
表
さ
れ（

１
）
た
。
こ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
全
米

で
は
世
界
に
先
駆
け
て
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
く
が
、
多
額
の
資
金
を
投
入
し
て
も
、
法
制
度
を
活
用
し
て
も
、
児

童
虐
待
件
数
は
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。
最
新
の
二
〇
一
一
年
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
の
通
告
件
数
が
三
四
〇
万
件
（
兄
弟
等
、

一
度
の
通
告
で
何
人
も
保
護
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
児
童
数
と
し
て
は
六
二
〇
万（

2
）

人
）、
裁
判
所
に
お
い
て
虐
待
と
認
定
さ
れ
た
の
が

六
八
万
一
千（

3
）
人
、
虐
待
の
結
果
死
に
至
ら
さ
れ
た
子
ど
も
達
は
一
五
七
〇
人
と
現
在
に
お
い
て
も
平
均
す
れ
ば
毎
日
四
人
以
上
の
子
ど

も
が
虐
待
を
受
け
て
命
を
落
と
し
て
い（

4
）
る
。
日
本
に
お
け
る
児
童
相
談
所
の
児
童
虐
待
相
談
件
数
も
ま
た
上
昇
し
続
け
て
い
る
が
、
同

じ
二
〇
一
一
年
に
は
約
六
万
件
、
虐
待
に
よ
り
死
に
至
ら
さ
れ
た
子
ど
も
の
数
は
五
八（

5
）
人
と
、
人
口
比
が
二
対
一
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

東洋法学　第57巻第 3号（2014年 3 月）

１73

《
論
　
　
説
》

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
家
族
の
崩
壊
と
『
子
ど
も
の
権
利
』

―
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
を
素
材
と
し
て
―

池　

谷　
　

和　

子



に
入
れ
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
児
童
虐
待
の
状
況
は
今
な
お
桁
違
い
に
悪
い
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

少
な
く
と
も
、
上
記
の
件
か
ら
二
つ
の
こ
と
が
推
測
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
つ
に
は
年
間
に
六
八
万
件
も
の
虐
待
が
認

定
さ
れ
、
一
五
七
〇
人
も
の
子
ど
も
達
が
虐
待
に
よ
り
命
を
落
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
本
来
の
親
と
し
て
の
責
任
を
果
た
せ
な

い
親
が
数
多
く
出
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
家
庭
の
養
育
能
力
が
現
実
に
低
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
五
〇
年
以
上
も
児
童
虐
待
の
防
止
に
莫
大
な
予
算
と
力
を
注
い
で
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
虐
待
の
通
告
件
数
が
減
少
傾
向

に
さ
え
な
ら
な
い
の
は
、
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
に
何
ら
か
の
法
的
盲
点
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
森
田
明
教
授
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
「
児
童
虐
待
は
今
や
全
世
界
の
先
進
国
が
共
通
し
て
抱
え
る
深
刻
な
病
理
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
病
理
を
解
決
す
る
た
め
の

手
っ
取
り
早
い
治
療
薬
と
し
て
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
「
子
ど
も
の
権
利
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
だ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、

「
子
ど
も
の
権
利
」
が
い
く
ら
強
調
さ
れ
具
体
化
さ
れ
て
も
、
い
な
時
に
は
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
事
態
が
悪
く
な
り
、
親
子
関

係
を
取
り
巻
く
問
題
は
深
刻
さ
を
増
す
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
我
々
は
し
ば
し
ば
遭
遇
す
る
。
そ
し
て
自
ら
に
問
い
か
け
る
。『
我
々

近
代
人
の
思
考
に
は
ど
こ
か
に
盲
点
が
あ
り
は
し
な
い
か（

6
）
？
』」

　

こ
の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
家
族
の
崩
壊
の
現
状
と
子
ど
も
の
権
利
に
つ
い
て
検
討
し
、
現
在
の
児

童
虐
待
防
止
法
制
度
に
は
い
か
な
る
「
盲
点
9

9

」
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
考
察
を
試
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

二
　
家
族
の
崩
壊
と
子
ど
も
の
権
利

　

一
九
六
〇
年
以
降
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
家
族
の
崩
壊
が
著
し
い
。
例
え
ば
、
一
九
六
〇
年
と
二
〇
一
〇
年
と
を
比
較
す
る
と
、
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一
五
歳
以
上
の
女
性
千
人
あ
た
り
の
年
間
結
婚
数
は
半
分
以
下
に
減
少
し
て
い
る
の
に
対（

7
）

し
、
離
婚
数
は
二
倍
以
上
と
な
っ
て
い（

8
）

る
。

ま
た
同
棲
の
数
も
、
一
九
六
〇
年
の
四
十
四
万
件
か
ら
二
〇
一
一
年
の
七
六
〇
万
件
へ
と
一
七
倍
以
上
に
な
っ
た
と
推
定
さ（

9
）

れ
、
さ
ら

に
非
嫡
出
子
の
出
生
率
は
、
一
九
六
〇
年
の
五
・
三
％
か
ら
、
二
〇
一
一
年
に
は
四
〇
・
七
％
へ
と
大
幅
に
上
昇
し（

１0
）

た
。
こ
の
よ
う
に

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
現
在
、
以
前
に
比
べ
て
よ
り
多
く
の
人
々
が
離
婚
を
選
択
し
た
り
、
結
婚
も
せ
ず
に
同
棲
し
た
り
子
ど
も
さ
え

生
ん
で
し
ま
う
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

　

そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
始
ま
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
定
着
し
、
そ
し
て
今
日
ま
で
日
常
生
活
の
至
る
と
こ
ろ

に
存
在
し
続
け
て
い
る
、
文
化
的
・
個
人
的
・
性
的
な
価
値
観
の
大
規
模
な
変
化
で
あ
る
。
公
民
権
運
動
、
女
性
解
放
運
動
、
学
生
の

政
治
運
動
と
い
っ
た
既
成
概
念
や
権
威
へ
の
挑
戦
か
ら
始
ま
り
、
ド
ラ
ッ
グ
の
蔓
延
、
性
行
為
の
氾
濫
、
大
学
で
の
破
壊
行
為
ま
で
、

一
九
六
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
道
徳
観
念
や
良
識
ま
で
が
捨
て
去
ら
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
始
め
る
よ
う
に
な
っ（

１１
）
た
。
法

的
な
面
か
ら
言
え
ば
、
文
字
通
り
の
個
人
に
お
け
る
自
己
決
定
と
自
由
と
平
等
と
多
様
化
の
拡
大
が
世
の
中
の
風
潮
と
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
は
、
一
九
六
〇
年
代
・
七
〇
年
代
に
家
庭
で
育
っ
た
子
ど
も
達
に
は
決
し
て
歓
迎
さ
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
に
育
っ
た
あ
る
弁
護
士
は
次
の
よ
う
に
証
言
す
る
。「（
六
〇
年
代
の
大
人
達
は
）
新
し
い
自
由
を
勝
ち
得

は
し
た
が
、
そ
の
自
由
の
大
部
分
は
身
勝
手
な
自
己
の
解
放
で
あ
り
、「
他
人
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
」
で
は
な
く
「
私
の
た
め
に

何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
立
場
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
態
度
が
産
み
落
と
し
た
麻
薬
革
命
や
性
革
命
は
、
あ
る
特
定
の
世
代
の
中

流
階
級
を
解
放
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
の
世
代
の
多
く
の
人
々
に
は
大
打
撃
を
与
え
た
の
で
あ（

１2
）
る
。」
子
ど
も
の
こ
と
を
第
一
に

考
え
、
保
護
し
て
く
れ
る
家
庭
が
な
く
な
れ
ば
、
自
分
だ
け
を
頼
り
に
す
る
ナ
ル
シ
ス
ト
に
な
る
し
か
な
い
。「
大
人
達
が
自
分
の
衝

動
を
抑
え
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
自
己
修
養
と
責
任
が
成
功
を
も
た
ら
す
と
い
う
教
訓
を
も
学
ば
ず
、
善
悪
の
区
別
に
つ
い
て
さ
え
明
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確
な
認
識
を
持
て
な
い
環
境
に
追
い
込
ま
れ
た
子
ど
も
達
が
、
ど
う
し
た
ら
成
熟
し
た
大
人
に
な
ど
な
れ
る
の（

１3
）

か
。」

　

す
な
わ
ち
、
離
婚
や
非
嫡
出
子
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
片
親
家
庭
が
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年

に
は
わ
ず
か
九
％
で
あ
っ
た
片
親
家
庭
は
、
二
〇
一
一
年
に
は
二
六
％
ま
で
跳
ね
上
が
っ
て
し
ま
っ（

１4
）
た
。
片
親
家
庭
は
親
が
一
人
で
仕

事
、
家
事
、
近
所
付
き
合
い
、
子
ど
も
の
世
話
等
、
す
べ
て
を
熟
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
自
分
自
身
の
事
を
一
切
後
回
し
に
し
た
と
し
て

も
、
子
ど
も
の
す
べ
て
に
目
が
行
き
届
く
と
い
う
こ
と
は
難
し
く
な（

１5
）
る
。
そ
の
上
、
時
代
の
風
潮
も
相
ま
っ
て
、
親
だ
っ
て
子
ど
も
や

家
庭
の
事
よ
り
も
自
分
の
こ
と
を
優
先
に
考
え
て
何
で
も
自
由
に
し
た
い
と
な
れ
ば
、
簡
単
に
機
能
不
全
家
庭
が
増
加
す
る
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。

　

そ
し
て
、
離
婚
や
非
嫡
を
自
分
の
自
己
決
定
に
よ
っ
て
行
っ
た
者
は
ま
だ
し
も
、
相
手
に
裏
切
ら
れ
捨
て
ら
れ
た
結
果
と
し
て
離
婚

や
非
嫡
を
生
む
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
母
親
は
さ
ら
に
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
収
入
が
少
な
く
な
る
こ
と
に

よ
る
貧
困
状
態（

１6
）
と
、
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
心
の
傷
は
、
そ
う
簡
単
に
癒
や
さ
れ
る
も
の
で
は
な（

１7
）
い
。
他
方
で
、
両
親
の
結
婚
生
活
が
う

ま
く
い
か
な
く
な
る
と
、
子
ど
も
は
親
の
二
倍
の
重
荷
を
背
負
わ
さ
れ
る
。
大
切
な
も
の
を
失
う
こ
と
の
苦
し
み
、
怒
り
を
克
服
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
同
時
に
親
の
心
配
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
破
局
を
迎
え
た
親
た
ち
は
、
自
分
の
無
力
さ
、

み
じ
め
さ
を
、
子
ど
も
た
ち
に
隠
し
切
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ（

１8
）
る
。

　

そ
の
上
、
家
庭
崩
壊
・
貧
困
の
蔓
延
は
ネ
グ
レ
ク
ト
と
ま
で
は
い
え
な
く
と
も
、
一
般
に
児
童
虐
待
を
誘
発
す
る
大
き
な
要
因
の
一

つ
と
考
え
ら
れ
て
い（

１9
）
る
。
家
庭
崩
壊
・
貧
困
は
、
何
よ
り
も
親
自
身
に
多
大
な
ス
ト
レ
ス
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
親
は
子

ど
も
よ
り
も
自
分
の
こ
と
を
優
先
に
考
え
て
し
ま
い
、
子
ど
も
の
状
況
を
積
極
的
に
理
解
し
、
冷
静
に
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
親
は
子
ど
も
の
思
い
や
り
の
あ
る
行
動
に
気
が
つ
い
て
そ
れ
を
褒
め
て
や
る
よ
り
も
、
自
ら
の
ス
ト
レ
ス

を
増
す
可
能
性
の
あ
る
子
ど
も
の
問
題
行
動
の
方
に
過
敏
に
な
っ
て
し
ま
う
。
親
自
身
、
心
の
ゆ
と
り
が
あ
ま
り
に
な
く
な
っ
て
お
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り
、
子
ど
も
と
話
し
合
っ
た
り
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
り
、
面
倒
な
説
得
を
試
み
る
こ
と
が
と
て
も
難
し
い
。
そ
こ
で
親
は
命
令
を
下

し
、
す
ぐ
に
従
わ
な
い
と
子
ど
も
に
手
を
あ
げ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
親
は
子
ど
も
と
は
何
の
関
係
も
な
い
他
の
問
題
に
よ
っ
て
す

で
に
自
分
の
権
威
や
自
尊
心
が
傷
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
え
子
ど
も
に
反
抗
さ
れ
る
と
、
ま
す
ま
す
傷
つ
い
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。

　

ま
た
、
離
婚
や
非
嫡
を
自
己
決
定
に
よ
っ
て
行
っ
た
親
は
自
分
の
選
択
に
満
足
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
果
た
し
て
子
ど
も
達

は
親
の
離
婚
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
心
理
学
者
で
あ
る
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
ラ
ー
ス
タ
イ
ン
ら
の
著

名
な
離
婚
家
庭
調（

20
）

査
で
は
、
両
親
が
離
婚
す
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
事
実
に
子
ど
も
達
が
心
理
的
に
ひ
ど
く
傷
つ
け
ら
れ
、
長
期

に
渡
っ
て
影
響
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
い
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
両
親
は
、
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
自
分
を
守
っ
て
く
れ
る
、
ど
ち

ら
も
自
分
の
世
界
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
両
親
が
分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
世
界
が
真
二
つ
に
裂
け

る
に
等
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
暴
力
が
公
然
と
振
る
わ
れ
る
家
庭
に
育
ち
、
一
方
の
親
と
と
も
に
自
身
が
他
方
の
親
か
ら
の
暴
力
の
犠
牲

に
な
っ
て
い
る
一
握
り
の
年
長
の
子
ど
も
を
除
け
ば
、
両
親
の
離
婚
を
心
か
ら
願
う
子
ど
も
は
極
め
て
少
な
い
。
ま
し
て
離
婚
と
い
う

家
族
関
係
の
終
焉
は
、
片
親
の
死
亡
に
比
べ
れ
ば
相
対
的
で
あ
る
。
子
ど
も
の
な
か
に
は
両
親
が
離
婚
し
そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
誰
か
と
再

婚
し
た
後
も
、
両
親
が
思
い
直
し
て
再
び
一
緒
に
な
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
本
気
で
夢
見
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な（

2１
）
い
。
そ
し

て
、
自
ら
の
預
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
「
両
親
が
揃
っ
て
自
分
を
保
護
し
て
く
れ
て
い
た
家
庭
」
を
突
然
奪
わ
れ
、「
両
親
に
捨
て
ら

れ
た
」
と
い
う
強
い
怒
り
を
心
の
奥
底
に
秘
め
た
ま
ま
思
春
期
に
突
入
し
た
子
ど
も
達
は
、
一
人
に
な
る
こ
と
に
怯
え
、
進
む
べ
き
方

向
性
や
自
信
や
プ
ラ
イ
ド
を
も
つ
こ
と
が
出
来
な（

22
）
い
。
本
来
「
家
庭
」
か
ら
与
え
ら
れ
る
べ
き
「
無
償
の
愛
情
」
を
求
め
て
誰
彼
構
わ

ず
性
的
行
為
を
し
、
傷
つ
い
た
空
虚
な
心
を
麻
痺
さ
せ
る
為
に
ド
ラ
ッ
グ
や
ア
ル
コ
ー
ル
を
濫
用
す（

23
）
る
。
成
年
に
達
す
れ
ば
、
一
人
で

は
い
た
く
な
い
の
で
同
棲
は
す
る
も
の
の
、
親
密
な
関
係
を
恐
れ
て
な
か
な
か
結
婚
に
は
踏
み
切
れ
な
い
者
も
多（

24
）

い
。
な
ぜ
な
ら
「
親
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密
な
人
間
関
係
な
ん
て
維
持
で
き
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
価
値
観
を
両
親
か
ら
身
を
持
っ
て
学
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
子
ど
も
を
中
心
に
愛
情
と
関
心
を
も
っ
て
子
ど
も
の
信
頼
に
答
え
ら
れ
る
安
定
し
た
家
庭
、「
明
日
に
は
親
は
い
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
、
自
分
を
殴
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
心
配
の
な
い
安
心
で
き
る
家
庭
が
子
ど
も
の
健
全
な
生
育
に
は
何
よ
り

必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
安
定
し
長
期
継
続
す
る
家
庭
が
多
様
化
や
自
由
の
名
の
下
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
確
実
に
減
っ
て
き
て
い
る

こ
と
に
懸
念
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

子
ど
も
の
権
利
概
念
の
登
場
も
ま
た
、
家
族
の
崩
壊
現
象
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
で
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
後

半
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
急
激
な
産
業
化
と
都
市
化
は
、
大
量
の
移
民
の
流
入
と
合
わ
さ
っ
て
、
家
族
と
い
う
寄
る
辺
を
持
た
な
い
子

ど
も
た
ち
を
街
に
あ
ふ
れ
だ
さ
せ
た
。
本
来
親
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
子
ど
も
達
の
為
に
は
、
国
が
親
代
わ
り
と
な
っ
て
世
話
す
る
必
要

が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ（

25
）
る
。
そ
の
た
め
、
法
は
家
族
の
力
を
補
強
し
、
補
充
的
に
「
緊
急
か
つ
や
む
を
え
な
い
」
場
合
に
の
み
親

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
呼
び
だ
さ
れ
、
こ
の
場
合
の
子
ど
も
に
与
え
ら
れ
る
「
利
益
」（
客
観
的
ニ
ー
ズ
の
充
足
）
の
事
を
、
そ
も
そ
も

「
子
ど
も
の
権
利
」
と
い
う
名
で
呼
ん
だ
の
で
あ（

26
）
る
。

　

し
か
し
そ
の
後
、
時
代
が
下
り
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
さ
ら
な
る
家
族
の
崩
壊
の
危
機
と
と
も
に
生
じ
て
き
た
の
は
、
既
定
概
念

に
囚
わ
れ
な
い
多
様
化
の
波
と
上
下
関
係
（
権
威
）
に
対
す
る
疑
惑
の
目
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
子
ど
も
も
大
人
と
同
じ
オ
ー
ト
ノ

ミ
ー
の
主
体
で
あ
り
自
己
決
定
権
を
有
し
て
い
る
と
い
う
「
子
ど
も
の
権
利
運
動
」
へ
と
繋
が
っ
て
い（

27
）
き
、
そ
の
こ
と
が
親
子
・
師
弟

間
の
人
間
関
係
を
個
人
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
は
そ
こ
で
の
教
育
機
能
を
い
よ
い
よ
衰
弱
さ
せ
て
い（

28
）
く
の
で
あ
る
が
、

も
ち
ろ
ん
、
児
童
虐
待
の
場
面
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
に
自
己
決
定
さ
せ
る
と
い
う
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
の
権
利
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
む
し
ろ
か
つ
て
の
子
ど
も
の
権
利
（
子
ど
も
に
与
え
ら
れ
る
「
利
益
」（
客
観
的
ニ
ー
ズ
の
充
足
））
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
利
益
」
は
果
た
し
て
「
権
利
」
と
読
み
替
え
て
も
違
い
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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「
権
利
」
と
は
孤
立
し
た
個
人
を
基
礎
に
し
て
成
立
し
た
概
念
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
国
家
に
お
け
る
法
体
系
と
直
接
繋
が
る
法
概
念

で
も
あ
る
。
成
人
し
て
い
な
い
子
ど
も
は
親
と
共
に
暮
ら
し
、
価
値
観
か
ら
生
活
習
慣
ま
で
全
て
に
渡
っ
て
親
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、

自
ら
の
価
値
観
を
形
成
し
て
い
く
。
親
の
側
も
子
ど
も
の
事
を
第
一
に
考
え
て
い
る
と
は
言
え
、
親
の
エ
ゴ
が
全
く
な
い
子
育
て
を
す

る
事
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
親
子
の
利
益
は
親
密
な
関
係
の
上
に
構
築
さ
れ
た
、
相
互
依
存
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
子
ど
も
の

権
利
」
と
い
う
形
で
、
子
ど
も
が
親
の
不
履
行
を
裁
判
で
争
っ
た
り
、
国
に
訴
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
非
現
実
的
で
あ
る
と
同
時
に
、

親
密
な
関
係
を
壊
す
だ
け
の
行
為
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
虐
待
の
よ
う
に
子
ど
も
に
明
ら
か
に
不
利
益
と
な
っ
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
機
能
不
全
を
起
こ
し
た
家
庭
に
は
社
会
や
国
が
子
ど
も
の
最
低
限
守
ら
れ
る
べ
き
利
益
を
判
断
し
介
入
し
て
家
庭
の
機
能

を
も
ち
直
さ
せ
、
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
救
う
べ
き
と
い
う
要
請
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
健
全
な
家
庭
に
対
し
て
は
社
会
や
国
は
過
剰
に

口
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
従
来
か
ら
の
要
請
も
ま
た
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
昨
今
で
は
子
ど
も
を
虐
待
か
ら

救
う
と
い
う
要
請
の
み
脚
光
が
当
て
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
社
会
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
子
ど
も
を
養
育
す
る
こ
と
で
社
会
を
支
え
て
い

る
の
は
、
現
在
に
お
い
て
も
従
来
同
様
に
家
庭
で
あ
り
、
子
ど
も
の
た
め
に
家
庭
を
保
護
す
る
こ
と
も
ま
た
法
制
度
の
重
要
な
役
割
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
子
ど
も
の
監
護
権
に
関
し
て
、
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
テ
ィ
ン
博
士
ら
は
、
州
の
専
門
家
（
裁
判
所
や
福
祉
行
政
機
関
）、
家
庭

（
親
子
関
係
）、
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
裁
判
官
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
誰
が
監
護
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
監
護
す
る
か
と
い
う
の
は
裁
判
官
の
能
力
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
親
子
関
係

は
複
雑
微
妙
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
裁
判
官
達
は
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
作
り
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な（

29
）
い
」、「
家

族
の
結
び
つ
き
は
、
複
雑
で
壊
れ
や
す
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
て
、
法
の
よ
う
な
粗
野
で
非
人
間
的
な
道
具
に
よ
っ
て
、
前
も
っ
て
あ
る

い
は
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
統
御
す
る
こ
と
は
出
来
な（

30
）

い
」、「
裁
判
所
・
福
祉
行
政
機
関
及
び
専
門
家
が
、
職
務
上
、
他
人
の
子
ど
も
の
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親
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
法
が
出
来
る
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
、
州
の
強
権
的
な
介
入
を
排
除
し
て
、
一
人
の
子
ど
も
と
一
人
の

大
人
と
の
間
の
関
係
を
展
開
さ
せ
る
新
た
な
機
会
を
つ
く
る
こ
と
に
過
ぎ
な（

3１
）

い
」
と
述
べ
、
専
門
家
や
法
が
積
極
的
に
介
入
出
来
な
い

分
野
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
専
門
家
や
法
が
積
極
的
に
介
入
す
べ
き
場
所
と
自
重
す
る
場
所
を
見
極
め
、
二
つ
の
要
請
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
る
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

犯
罪
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、
通
常
は
加
害
者
と
被
害
者
を
離
し
て
し
ま
う
こ
と
が
解
決
策
で
あ
り
予
防
策
で
も
あ
る
こ
と
が
多
い

が
、
児
童
虐
待
問
題
の
場
合
に
は
、
家
庭
と
子
ど
も
と
の
関
係
が
親
密
で
、
家
庭
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
子
ど
も
は
物
理
的
に
も
た
っ
た

一
人
で
暮
ら
し
て
い
け
な
い
の
み
な
ら
ず
、
子
ど
も
達
は
心
理
的
に
も
実
の
親
を
欲
し
て
い
る
場
合
が
多（

32
）

い
。
一
般
に
虐
待
と
認
識
で

き
る
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
虐
待
に
は
程
度
も
あ
り
、
必
ず
し
も
家
庭
に
介
入
す
る
こ
と
が
最
終
的
に
良
い
結

果
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
虐
待
の
発
見
及
び
虐
待
解
決
の
た
め
の
家
庭
へ
の
法
的
な
対

応
は
、
非
常
に
難
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

子
ど
も
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
の
は
〈
関
係
〉
で
あ
っ
て
、「
権
利
」
の
名
の
下
で
孤
立
化
さ
れ
た
〈
利
益
〉
で
は
な
い
。
権
利
は

関
係
を
保
障
し
な
い
の
で
あ（

33
）

る
。
そ
れ
は
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
テ
ィ
ン
博
士
ら
が
述
べ
て
い
る
本
質
と
も
ピ
タ
リ
と
一
致
す
る
。
同
様
に
、

親
に
と
っ
て
も
周
囲
と
の
〈
関
係
〉
は
非
常
に
大
事
で
あ
る
。
親
権
者
で
あ
る
親
は
本
当
に
単
独
で
子
育
て
を
し
う
る
の
か
。
日
常
生

活
に
目
を
向
け
れ
ば
、
実
は
親
の
背
後
に
は
親
の
両
親
、
親
せ
き
、
友
人
、
教
会
、
近
隣
、
地
域
社
会
等
、
実
に
数
多
く
の
隠
れ
た
支

援
者
が
存
在
す
る
。
彼
ら
は
権
利
と
義
務
と
い
う
形
で
結
び
つ
い
て
い
る
訳
で
は
な
い
し
、
国
家
に
よ
る
支
援
と
最
も
違
う
点
は
、
彼

ら
は
親
の
性
格
、
生
活
環
境
、
過
去
の
経
験
等
を
、
長
期
に
渡
る
人
間
関
係
を
経
て
非
常
に
よ
く
理
解
し
て
お
り
、
個
別
の
悩
み
、

ニ
ー
ズ
に
具
体
的
に
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

法
は
社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル
で
あ
っ
て
、
万
が
一
に
備
え
懐
疑
的
な
目
を
持
っ
て
法
的
な
対
策
を
た
て
る
こ
と
、
被
害
を
受
け
て
い
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る
者
が
い
れ
ば
権
利
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
常
に
法
律
の
分
野
で
は
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
な
の
は
、
実

際
に
我
々
の
日
常
生
活
に
は
〈
人
間
関
係
〉
が
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
個
人
を
出
発
点
と
す
る
近

代
法
が
、
人
間
の
有
機
的
関
係
を
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
扱
う
枠
組
み
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事（

34
）
実
」
で
あ
る
。
そ
の
点
に
着
目
し

つ
つ
、
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
に
つ
い
て
以
下
に
検
討
を
し
て
い
こ
う
。

三
　
児
童
虐
待
防
止
法
制
度

　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
は
、
刑
罰
を
科
す
刑
事
手
続
き
よ
り
も
、
民
事
の
児
童
保
護
手
続
き
が
主
流
で
あ（

35
）

る
。

　

何
故
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
裁
判
に
は
司
法
取
引
と
い
う
制
度
が
あ
る
た
め
に
、
例
え
実
際
に
虐
待
を
行
っ
た
親
で
あ
っ
て
も
本

来
の
刑
よ
り
も
軽
く
扱
わ
れ
て
し
ま
っ
た（

36
）
り
、
刑
事
手
続
き
は
証
明
の
程
度
も
厳
し
く
、
例
え
証
明
出
来
た
と
し
て
も
親
を
投
獄
す
る

こ
と
は
、
子
ど
も
自
身
も
そ
の
兄
弟
も
監
護
者
や
家
庭
生
活
自
体
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
親
を
刑
務
所
に
入
れ

る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
出
所
し
て
家
庭
に
戻
っ
た
親
は
再
び
虐
待
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
、
虐
待
を
防
止
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で

あ（
37
）
る
。
そ
こ
で
、
親
を
た
だ
罰
す
る
の
で
は
な
く
、
虐
待
の
原
因
を
突
き
止
め
、
福
祉
的
な
サ
ー
ビ
ス
や
治
療
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ

て
家
庭
を
保
護
し
つ
つ
虐
待
が
再
び
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
一
番
の
防
止
策
で
あ
る
。
そ
の
手
続
き
を
「
児
童
保
護
手
続

き
」
と
呼（

38
）
ぶ
。
児
童
保
護
手
続
き
を
大
き
く
分
け
る
と
、（
１
）
定
義
と
通
告
、（
２
）
調
査
と
裁
判
、（
３
）
処
遇
に
分
類
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

（
１
）
定
義
と
通
告

　

そ
も
そ
も
何
を
持
っ
て
児
童
虐
待
と
い
う
べ
き
か
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
殴
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る
・
蹴
る
と
い
っ
た
「
身
体
的
虐
待
」
の
痕
跡
を
小
児
科
の
医
師
が
公
に
し
た
こ
と
で
児
童
虐
待
と
い
う
現
象
が
全
米
中
の
注
目
を
浴

び
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
親
と
し
て
子
ど
も
の
世
話
を
し
て
い
な
い
育
児
放
棄
も
「
ネ
グ
レ
ク
ト
」
と
い
う
虐
待

の
一
類
型
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
言
葉
に
よ
っ
て
日
々
心
を
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
身
体
的
な
傷
と
代
わ
り
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
「
心
理
的
虐
待
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
八
〇
年
代
に
な
り
子
ど
も
に
性
的
行
為
を
す

る
親
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、「
性
的
虐
待
」
も
ま
た
児
童
虐
待
の
一
つ
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

現
在
で
は
主
に
こ
の
四
つ
が
虐
待
の
類
型
と
し
て
分
類
分
け
が
な
さ
れ
て
い（

39
）

る
。
し
か
し
、
よ
り
具
体
的
に
何
が
虐
待
行
為
か
を
法
律

で
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
は
あ
ま
り
に
多
く
の
事
柄
が
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
子
ど
も
が
非
常
に
悪
い
こ

と
を
し
た
時
に
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
身
体
的
虐
待
と
捉
え
る
の
か
否
か
、
親
が
突
然
仕
事
を
解
雇
さ
れ
て
収
入
が
な
く
な
り
、
一
時

的
に
友
人
や
身
内
の
家
に
転
が
り
込
ん
で
引
っ
越
し
を
繰
り
返
す
よ
う
な
「
ホ
ー
ム
レ
ス
に
近
い
」
状
況
を
ネ
グ
レ
ク
ト
と
捉
え
る
の

か
否
か
、
目
に
見
え
る
傷
が
存
在
し
な
い
心
理
的
虐
待
の
客
観
的
な
基
準
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
な
ど
、
判
断
が
難
し
い
こ

と
は
山
ほ
ど
あ
る
。
ま
た
、
親
が
子
ど
も
を
愛
情
表
現
で
抱
き
し
め
た
り
、
小
さ
い
子
と
一
緒
に
入
浴
す
る
こ
と
も
、
親
の
性
的
意
図

の
有
無
に
よ
っ
て
性
的
虐
待
と
な
っ
た
り
な
ら
な
か
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

反
面
、
上
記
の
四
分
類
に
当
て
は
ま
ら
な
く
て
も
、
子
ど
も
を
愛
し
て
い
な
い
親
、
子
ど
も
の
利
益
よ
り
も
自
分
の
利
益
を
優
先
す

る
親
、
子
ど
も
の
年
齢
を
考
慮
出
来
ず
に
日
常
生
活
の
全
て
を
子
ど
も
自
身
に
や
ら
せ
よ
う
と
し
た
り
、
逆
に
全
て
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
よ
う
と
す
る
親
な
ど
、
虐
待
と
思
わ
れ
る
事
例
も
多
く
存
在
す
る
。

　
『
児
童
虐
待
の
定
義
』
と
い
う
本
を
執
筆
し
た
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ノ
ニ
と
ベ
セ
ー
ラ
は
次
の
よ
う
に
論
を
展
開
す
る
。
児
童
虐
待
は
基
本

的
に
家
庭
内
と
い
う
他
人
で
は
な
い
人
間
関
係
の
も
と
で
起
こ
る
が
ゆ
え
に
、
国
の
政
策
と
し
て
は
っ
き
り
と
児
童
虐
待
の
内
容
を
定

義
づ
け
る
こ
と
は
、
子
ど
も
・
親
・
社
会
の
す
べ
て
に
対
し
て
多
大
な
影
響
を
与
え
る
行
為
で
あ
る
。
例
え
ば
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
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虐
待
の
範
囲
が
あ
ま
り
に
狭
く
解
さ
れ
れ
ば
、
身
体
の
安
全
及
び
将
来
の
成
長
を
脅
か
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
命
す
ら
危
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
逆
に
、
親
に
と
っ
て
は
、
虐
待
の
定
義
が
あ
ま
り
に
曖
昧
で
広
く
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
国
家
権

力
が
家
庭
内
に
侵
入
し
て
く
る
の
み
な
ら
ず
、
永
久
に
自
ら
の
子
ど
も
ま
で
失
い
か
ね
な
い
。
社
会
に
と
っ
て
は
、
将
来
の
社
会
を
支

え
る
子
ど
も
達
を
親
が
適
切
に
監
護
・
教
育
を
し
て
立
派
な
社
会
人
に
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
困
る
が
、
反
面
、「
虐
待
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
社
会
が
一
か
ら
十
ま
で
子
育
て
に
関
し
て
親
を
監
視
し
口
を
出
す
こ
と
で
、
現
に
社
会
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る

「
家
族
」
と
い
う
重
要
な
構
成
要
素
が
解
体
し
て
し
ま
っ
て
も
困
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
虐
待
を
定
義
づ
け
る
こ
と
の
本

質
と
は
、
虐
待
を
認
定
さ
れ
た
場
合
に
親
と
子
に
降
り
か
か
る
重
大
な
不
利
益
と
社
会
の
重
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
と
し
て
の
家
族
の

役
割
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、「
現
在
の
私
達
の
社
会
が
子
育
て
に
関
し
て
『
最
低
限
』
期
待
す
る
も
の
は
何
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問

い
へ
と
遡
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
て
い（

40
）
る
。
同
時
に
、
人
種
・
宗
教
・
社
会
的
・
経
済
的
な
多
様
性
が
も
た
ら
す
多
元
的
な
価
値
を
公

平
に
虐
待
の
定
義
に
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
、（
社
会
に
よ
る
家
族
へ
の
無
用
な
介
入
を
多
発
さ
せ
）
健
全
な
家
族
生
活
の
存
続
す
ら
危
う
く

し
か
ね
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
、
虐
待
を
定
義
す
る
こ
と
の
難
し
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は
児
童
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
に
真
っ
先
に
つ
く
ら
れ
た
法
律
が
通
告
法
で
あ（

4１
）
る
。
児
童
虐
待
が
表
面
化

し
て
き
た
と
き
、
親
が
子
ど
も
に
恣
意
的
に
暴
力
を
振
る
う
な
ど
か
つ
て
な
か
っ
た
事
態
に
、
社
会
は
親
・
家
庭
に
対
し
て
過
剰
な
ま

で
の
不
信
感
を
募
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。
親
は
信
用
出
来
な
い
、
家
庭
と
い
う
公
に
は
伺
い
知
れ
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
扉
の
向
こ
う
で
は
何

が
行
わ
れ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
…
何
と
か
隠
れ
て
い
る
虐
待
す
べ
て
を
白
日
の
も
と
に
晒
そ
う
と
し
て
、
無
料
で
誰
か
ら
も
簡
単
に

電
話
で
き
る
通
告
体
制
を
整
え
、
さ
ら
に
医
療
従
事
者
、
精
神
保
健
従
事
者
、
社
会
福
祉
職
員
、
教
育
従
事
者
、
法
執
行
官
な
ど
日
常

業
務
に
お
い
て
虐
待
を
発
見
し
や
す
い
専
門
家
に
対
し
て
は
、
虐
待
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
に
遭
遇
し
た
場
合
に
は
必
ず

指
定
さ
れ
た
公
的
機
関
に
連
絡
を
入
れ
る
よ
う
に
義
務
づ（

42
）

け
、
も
し
通
告
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
法
的
責
任
は
問
わ
れ
な
い
と
い
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う
免
責
規
定
と
、
逆
に
通
告
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
懲
役
や
罰
金
等
の
刑
事
責
任
、
損
害
が
生
じ
た
場
合
の
民
事
責
任
、
免
許
制
の
職

業
の
場
合
に
は
免
許
停
止
や
剥
奪
等
の
行
政
責
任
と
い
う
厳
し
い
罰
則
が
存
在
し
て
い（

43
）

る
。
そ
の
上
「
ラ
ン
デ
ロ
ス
対
フ
ラ
ッ
ド
判

（
44
）

決
」
に
お
い
て
は
、
医
師
と
病
院
に
は
虐
待
の
診
断
及
び
通
告
を
す
る
義
務
が
あ
る
以
上
、
医
師
が
過
失
に
よ
っ
て
虐
待
の
事
実
を
認

識
出
来
ず
に
通
告
を
行
え
な
か
っ
た
場
合
で
さ
え
、
そ
の
医
師
や
病
院
の
責
任
を
問
え
る
、
と
判
示
し
た
。

　

し
か
し
、
少
な
く
と
も
セ
ラ
ピ
ス
ト
、
弁
護
士
、
聖
職
者
に
関
し
て
は
、
通
告
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
あ
る
と
の
議
論

も
よ
く
聞
か
れ
る
。
例
え
ば
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
は
通
常
の
医
者
と
は
違
っ
て
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
な
ど
の
客
観
的
な
虐
待
の
証
拠
を
つ
か

む
訳
で
は
な
い
し
、
な
に
よ
り
治
療
自
体
が
患
者
と
の
信
頼
関
係
の
上
に
成
り
立
っ
て
い（

45
）

る
。
表
に
お
い
て
患
者
を
助
け
る
治
療
者
の

顔
を
し
な
が
ら
、
裏
で
公
的
機
関
に
対
し
て
虐
待
の
恐
れ
あ
り
と
の
密
告
を
し
て
い
る
と
な
れ
ば
、
患
者
は
治
療
者
を
信
頼
し
な
く

な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
治
療
に
必
要
な
現
状
に
つ
い
て
正
直
に
答
え
る
こ
と
も
し
な
く
な
り
、
治
療
者
の
ア
ド
バ

イ
ス
に
も
耳
を
貸
さ
な
く
な
り
、
治
療
者
か
ら
足
が
遠
の
い
て
し
ま
う
事
態
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
同
様
に
、
弁
護
士
も
ま
た
、
依
頼

人
と
の
関
係
が
親
密
で
あ
る
。
弁
護
士
は
依
頼
人
の
法
的
な
代
理
人
と
し
て
依
頼
人
の
意
向
に
従
い
、
依
頼
人
の
手
足
と
な
っ
て
依
頼

を
果
た
す
の
が
原
則
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
依
頼
人
の
意
思
に
明
ら
か
に
反
す
る
虐
待
の
密
告
を
さ
せ
て
も
よ
い
の
だ

ろ
う（

46
）

か
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
依
頼
人
に
解
任
さ
れ
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
職
者
の
場
合
に
は
、
相
手
と
の

信
頼
関
係
と
い
う
よ
り
は
、
職
業
自
体
の
性
質
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
懺
悔
を
し
て
き
た
者
の
話
を
公
的
機
関
と
い
え
ど
も
そ
の
ま
ま

通
告
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
倫
理
及
び
宗
教
的
活
動
の
妨
害
に
抵
触
す
る
か
ら
で
あ（

47
）

る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
各
州
に
お
い
て
内
容
的
に
多
少
の
違
い
を
残
し
な
が
ら
も
、
ど
の
州
の
通
告
法
に
お
い
て
も
通
告
す
べ
き
虐
待
の
範

囲
を
曖
昧
で
広
範
囲
に
し
て
き
て
お
り
、
通
告
し
た
者
は
、
通
告
し
た
結
果
何
が
起
こ
ろ
う
と
も
一
切
の
法
的
責
任
を
問
わ
れ
な
い
反

面
、
逆
に
通
告
し
な
け
れ
ば
刑
罰
や
資
格
剥
奪
す
ら
課
せ
ら
れ
か
ね
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
虐
待
の
可
能
性
が
ど
れ
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ほ
ど
小
さ
く
と
も
、
通
告
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ（

48
）

る
。

（
２
）
調
査
と
裁
判

　

通
告
法
で
は
、
虐
待
の
可
能
性
さ
え
あ
れ
ば
通
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
義
務
づ
け
て
い
る
以
上
、
通
告
件
数
が
上
昇
す
る
こ

と
は
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、
年
間
せ
い
ぜ
い
数
千
件
程
度
と
思
わ
れ
て
い
た
虐
待
件
数
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
連
邦
政

府
が
虐
待
通
告
制
度
の
構
築
の
為
に
巨
額
の
予
算
を
投
じ
る
と
、
鰻
上
り
に
上
昇
し
た
。
一
九
八
〇
年
に
は
一
〇
〇
万
件
を
突
破
し
、

一
九
九
〇
年
に
二
五
〇
万
件
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
三
〇
〇
万
件
、
最
新
の
二
〇
一
一
年
に
は
三
四
〇
万
件
と
、
暗
数
を
考
慮
し
た
と
し

て
も
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
わ
ず
か
数
百
件
で
あ
っ
た
虐
待
通
告
件
数
が
、
た
っ
た
の
五
〇
年
間
で
三
四
〇
万
件
に
ま
で
膨
れ
上
が
っ

た
の
は
尋
常
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
連
邦
を
主
体
と
し
た
通
告
法
制
度
は
、
通
告
数
が
増
え
れ

ば
増
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
調
査
し
、
起
訴
し
、
処
遇
を
行
う
児
童
保
護
機
関
の
負
担
が
増
大
す
る
こ
と（

49
）
や
、
通
告
以
降
に
か
か
る
一
連

の
福
祉
政
策
の
予
算
も
膨
大
に
な
る
と
い
う
単
純
な
事
実
に
全
く
気
が
付
い
て
い
な
か
っ（

50
）
た
。
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
に
高
い
関
心
を

持
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
文
を
執
筆
し
て
き
た
ダ
グ
ラ
ス
・
ベ
シ
ャ
ロ
フ
は
、
最
終
的
に
虐
待
と
は
認
定
さ
れ
な
い
通
告
が
あ
ま
り
に

高
い
現
状
は
、
本
当
に
深
刻
な
虐
待
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
達
を
逆
に
危
険
に
さ
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
表
明
す

（
5１
）
る
。

　
「
立
証
さ
れ
な
い
通
告
の
割
合
が
高
い
と
し
て
も
、
虐
待
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
を
見
つ
け
出
す
た
め
に
は
、
ほ
ん
の
少
し
の
虐
待

の
可
能
性
で
あ
っ
て
も
、
通
告
さ
せ
て
調
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
も
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
最
近
の
立
証
さ
れ
な
い

通
告
の
件
数
は
児
童
保
護
機
関
の
機
能
の
許
容
量
を
大
幅
に
超
え
て
い
る
。
あ
ま
り
に
多
い
通
告
件
数
は
、
児
童
保
護
機
関
の
限
ら

れ
た
人
的
物
的
資
源
を
圧
倒
し
、
ま
た
例
え
最
終
的
に
は
立
証
さ
れ
な
い
事
例
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
だ
一
人
の
虐
待
さ
れ
た
子
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ど
も
を
見
過
ご
す
こ
と
を
恐
れ
た
児
童
保
護
機
関
で
は
、
い
つ
ま
で
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
調
査
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

た
だ
で
さ
え
限
ら
れ
た
資
源
を
実
際
に
は
虐
待
な
ど
な
い
家
族
へ
の
調
査
に
あ
て
る
こ
と
で
、
現
実
に
ひ
ど
い
虐
待
の
中
で
命
の
危

険
す
ら
あ
る
事
例
に
対
し
て
、
即
座
に
効
果
的
な
対
応
が
で
き
な
く
な
る
事
態
が
増
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

　

さ
ら
に
前
述
し
た
定
義
の
曖
昧
さ
と
罰
則
と
免
責
は
、
刑
事
事
件
で
い
う
と
こ
ろ
の
冤
罪
事
件
を
多
発
さ
せ
た
。
二
〇
一
一
年
の
通

告
件
数
三
四
〇
万
件
（
子
ど
も
数
六
二
〇
万
人
）
の
う
ち
、
児
童
保
護
機
関
が
調
査
に
入
っ
た
の
は
そ
の
六
割
の
二
百
万
件
、
起
訴
さ

れ
裁
判
を
経
て
最
終
的
に
児
童
虐
待
が
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
子
ど
も
は
六
八
万
人
（
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
子
ど
も
は
二
四
〇
万
人
）
と

現
在
で
も
約
四
分
の
一
で
あ（

52
）

る
。
残
り
の
四
分
の
三
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
虐
待
と
認
定
さ
れ
る
家
族
で
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
児
童
保
護
機
関
に
身
辺
を
あ
れ
こ
れ
と
調
査
さ
れ
、
裁
判
に
振
り
回
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら

一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
ま
で
は
児
童
保
護
機
関
の
権
威
は
高
く
、
公
然
と
児
童
保
護
機
関
と
対
立
し
た
人
間
は
、
そ
の
ま
ま
イ
コ
ー
ル

子
ど
も
の
敵
で
あ
る
と
さ
え
み
な
さ
れ
て
い（

53
）
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、
児
童
虐
待
と
い
う
無
実
の
罪
を
被
せ

ら
れ
た
親
達
か
ら
の
反
論
と
、
ひ
ど
い
怪
我
を
負
わ
さ
れ
た
重
度
の
虐
待
の
事
例
に
対
す
る
マ
ス
コ
ミ
報
道
が
世
間
を
騒
が
せ
、
児
童

保
護
機
関
へ
の
風
当
た
り
は
強
く
な
る
一
方
と
な
っ
た
。
親
の
反
論
を
継
続
的
に
レ
ポ
ー
ト
す
る
番
組
も
現
れ
、
児
童
虐
待
保
護
機
関

の
職
員
は
十
分
な
証
拠
も
な
い
の
に
虐
待
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
と
い
う
観
点
に
立
ち
、
児
童
保
護
機
関
の
過
剰
な
攻
撃
の
犠
牲
者

と
し
て
親
達
が
繰
り
返
し
テ
レ
ビ
に
映
し
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
他
の
番
組
に
お
い
て
は
、
通
告
を
受
け
て
い
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
デ
シ
ャ
ニ
ー
対
ウ
ィ
ネ
バ
ゴ
判
決
の
事（

54
）
例
の
よ
う
に
、
子
ど
も
を
守
る
た
め
に
家
庭
に
十
分
介
入
し
な
か
っ
た
と
も
批
判
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
マ
ス
コ
ミ
で
の
反
論
に
留
ま
ら
ず
、
親
達
は
自
分
達
の
無
実
を
証
明
す
る
為
に
、
児
童
保
護
機
関
を
相
手
取
っ
て
、
裁
判
を

起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
親
権
が
侵
害
さ
れ
、
妥
当
な
理
由
も
な
し
に
子
ど
も
を
奪
わ
れ
た
と
訴
え
た
親
達
が
勝
訴
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す
る
事
例
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
児
童
保
護
機
関
の
活
動
は
家
庭
生
活
に
あ
ま
り
に
介
入
し
す
ぎ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
一
部
の

人
々
、
児
童
保
護
機
関
の
活
動
は
深
刻
な
虐
待
が
発
生
し
て
い
る
家
庭
に
限
り
、
そ
の
場
合
に
も
広
範
囲
で
明
確
な
証
拠
を
要
件
と
す

べ
き
と
考
え
る
人
々
が
、
児
童
虐
待
防
止
法
に
対
す
る
被
害
者
連
合
（
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｌ
）
を
設
立
し（

55
）
た
。

　

し
か
し
そ
の
結
果
、
児
童
保
護
機
関
は
、
不
用
意
に
マ
ス
コ
ミ
か
ら
叩
か
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
親
か
ら
の
訴
訟
に
対
抗
す
る
た

め
に
、
子
ど
も
達
の
為
と
い
う
よ
り
も
自
分
達
の
活
動
を
正
当
化
し
責
任
を
逃
れ
る
た
め
に
、
可
能
な
限
り
多
く
の
情
報
を
集
め
徹
底

的
に
調
査
を
す
る
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
虐
待
の
調
査
が
し
っ
か
り
と
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、

児
童
保
護
機
関
に
と
っ
て
の
存
在
意
義
と
も
い
う
べ
き
、
虐
待
の
防
止
、
親
や
子
ど
も
へ
の
処
遇
と
い
う
最
も
大
事
な
活
動
に
は
全
く

手
が
回
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
、
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い（

56
）
る
。

　

他
方
で
、
児
童
保
護
機
関
も
、
子
ど
も
や
親
を
助
け
た
い
と
い
う
善
意
に
発
し
た
情
熱
を
免
罪
符
と
し
て
、
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る

訳
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
現
実
に
も
裁
判
所
の
裁
定
を
経
る
こ
と
な
く
、
家
族
に
あ
る
種
の
強
制
的
な
介
入
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
児
童
保
護
機
関
も
ま
た
個
人
の
自
由
や
人
権
を
侵
害
す
る
危
険
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
児
童
保
護

機
関
に
は
調
査
の
後
、
児
童
保
護
手
続
き
へ
と
進
め
る
か
、
そ
れ
と
も
裁
判
に
は
し
な
い
で
他
の
方
法
を
と
る
か
決
定
す
る
法
的
権
限

を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
虐
待
と
疑
わ
れ
た
家
族
に
と
っ
て
は
事
実
上
の
脅
威
と
な
り
、
家
族
か
ら
心
に
も
な
い
「
自
発
性
」
や

「
同
意
」
を
引
き
出
し
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
虐
待
あ
り
と
し
て
通
告
さ
れ
た
人
々
は
経
済
的
に
貧
し
く
、
社
会
的
に
弱
い
立
場
に
い

る
人
も
多
い
。
彼
ら
は
児
童
保
護
機
関
の
脅
威
に
恐
れ
を
な
し
、
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

介
入
さ
れ
る
こ
と
を
簡
単
に
許
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
児
童
保
護
機
関
か
ら
の
要
求
を
拒
絶
す
れ
ば
、
非
協
力
的
な
問
題
あ
る
家

庭
と
判
断
さ
れ
、
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
る
可
能
性
も
高
く
な
る
し
、
身
に
覚
え
の
な
い
虐
待
家
庭
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
は
児
童
保
護
機
関
の
権
限
を
過
大
評
価
し
、
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
た
ら
即
、
子
ど
も
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
と
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思
い
込
ん
で
お
り
、
自
分
達
に
も
児
童
保
護
機
関
の
不
当
性
に
つ
い
て
裁
判
所
に
訴
え
る
権
利
が
あ
る
こ
と
な
ど
全
く
知
ら
な
い
の
で

あ
る
。
児
童
保
護
機
関
の
幻
の
権
威
に
怯
え
、
裁
判
沙
汰
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
彼
ら
は
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
入
れ
、
自
分
の

子
ど
も
を
奪
わ
れ
て
里
親
や
施
設
へ
と
措
置
さ
れ
る
提
案
さ
え
、「
自
発
的
に
」「
黙
々
と
」
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
「
自
発
的

な
」
同
意
は
、
外
側
か
ら
見
れ
ば
、
法
的
に
は
完
全
に
有
効
な
同
意
で
あ
る
。
こ
の
種
の
「
自
発
的
」
に
、
か
つ
「
裁
判
所
の
裁
定
を

経
る
こ
と
な
く
」
交
わ
さ
れ
た
取
り
決
め
は
、
親
や
子
ど
も
の
法
的
保
護
を
保
障
す
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
熱
心
す

ぎ
る
あ
ま
り
勇
み
足
を
し
か
ね
な
い
児
童
保
護
機
関
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
適
切
に
抑
制
す
る
機
能
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

ま
し
て
や
、
こ
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
た
親
は
、
児
童
保
護
機
関
が
表
向
き
は
家
族
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
な
素
振
り
を
し
な

が
ら
、
実
際
に
は
自
分
達
を
脅
迫
し
た
に
等
し
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
児
童
保
護
機
関
と
親
と
の
信
頼
関
係
の
喪
失
は
、
処

遇
段
階
に
至
っ
て
は
、
親
へ
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
課
そ
う
と
も
、
決
し
て
治
療
の
実
の
上
が
ら
な
い
結
果
を
も
た
ら
し
て
し
ま
う

の
で
あ（

57
）
る
。

　

そ
し
て
、
虐
待
を
認
定
し
、
処
遇
を
決
定
す
る
の
は
裁
判
所
の
役
割
で
あ
る
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
虐
待
事
例
に
お
い
て

ま
で
対
立
当
事
者
的
な
裁
判
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
検
事
が
児
童
虐
待
の
訴
追
を
し
、
親
と
子
ど
も
に
は
別
々
に
弁
護
士

が
つ
い
て
、
虐
待
の
有
無
や
処
遇
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
憲
法
上
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
は
な
る

が
、
そ
も
そ
も
の
最
終
目
標
と
な
る
べ
き
「
児
童
の
保
護
・
子
の
危
険
を
除
去
す
る
為
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
よ
り
家
族
を
維
持
し
た
り

再
統
合
を
す
る
こ
と
」
が
難
し
く
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
立
当
事
者
構
造
は
親
子
間
に
極
度
の
緊
張
を
も
た
ら

し
、
対
決
姿
勢
を
と
ら
せ
た
り
、
手
続
き
の
長
期
化
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ（

58
）
る
。
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（
３
）
処
遇

　

子
ど
も
が
虐
待
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
、
し
か
も
放
っ
て
お
け
ば
虐
待
が
高
じ
て
子
ど
も
の
命
さ
え
危
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合

に
は
、
通
告
を
受
け
た
児
童
保
護
機
関
は
、
再
度
の
虐
待
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
子
ど
も
の
治
療
や
心
身
の
安
全
の
た
め
に
も
、
緊
急
に

親
か
ら
引
き
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
子
ど
も
に
は
出
来
る
限
り
家
庭
的
な
環
境

が
望
ま
し
い
と
い
う
視
点
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
は
里
親
制
度
が
多
く
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
里
親
家
庭
に
は
、
緊
急
一
時
的

な
場
合
だ
け
で
な
く
、
虐
待
が
あ
っ
た
か
と
い
う
認
定
及
び
処
遇
決
定
と
い
う
裁
判
の
間
、
時
に
は
処
遇
に
よ
っ
て
親
が
あ
る
程
度
ま

で
更
生
す
る
間
、
さ
ら
に
は
結
局
親
が
立
ち
直
る
こ
と
が
出
来
ず
に
親
権
剥
奪
さ
れ
て
子
ど
も
が
新
た
に
養
子
縁
組
し
た
り
独
立
す
る

ま
で
の
間
ま
で
、
里
親
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
あ
ま
り
に
当
然
と
考
え
ら
れ
、
長
年
と
ら
れ

て
き
た
こ
の
伝
統
的
な
介
入
方
法
に
は
、
深
刻
な
問
題
が
存
在
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
心
理
学
者
で
あ
る
ケ
リ
ー
・
ド
ラ
チ
は
、
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
を
家
庭
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は

そ
れ
自
体
、
子
ど
も
に
対
し
て
心
理
社
会
面
で
の
悪
影
響
の
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
と
明
言
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
子
ど
も

を
家
庭
か
ら
分
離
し
て
措
置
す
る
と
い
う
方
法
は
、
そ
れ
自
体
が
心
理
的
・
社
会
的
悪
影
響
の
危
険
因
子
に
な
り
か
ね
な
い
。
分
離

は
、
子
ど
も
の
初
期
の
愛
着
形
成
や
日
常
的
な
経
験
を
遮
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
虐
待
を
受
け
た
家
族
で
あ
っ
て
も
、
分
離
さ
れ

て
里
親
に
託
さ
れ
た
子
ど
も
は
、
不
安
・
喪
失
感
・
悲
嘆
・
抑
う
つ
の
反
応
を
呈
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
情
緒
的
体

験
を
受
け
た
場
合
、
子
ど
も
の
発
達
の
重
要
な
節
目
を
自
力
で
乗
り
越
え
る
機
会
を
妨
げ
た
り
、
ゆ
が
め
た
り
す
る
可
能
性
が
あ

（
59
）
る
」。
親
子
の
物
理
的
一
体
性
が
情
緒
的
交
流
を
促
進
し
、
そ
の
時
間
的
な
蓄
積
の
中
で
愛
着
関
係
・
信
頼
感
・
自
尊
心
と
い
う
も
の

を
形
成
さ
せ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
人
格
を
発
達
さ
せ
て
い（

60
）
く
。
親
を
加
害
者
と
し
て
即
分
離
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
物
理

的
に
親
を
失
い
、
引
っ
越
し
や
転
校
を
す
る
こ
と
で
親
し
い
友
人
を
失
う
の
み
な
ら
ず
、
子
ど
も
か
ら
心
理
的
に
甘
え
る
こ
と
の
で
き
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る
対
象
を
無
理
矢
理
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

児
童
精
神
科
医
で
あ
る
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ー
フ
ィ
ー
も
ま
た
、
虐
待
と
み
れ
ば
す
ぐ
に
子
ど
も
を
家
庭
外
へ
と
措
置
し
て
し
ま
う
こ

れ
ま
で
の
家
庭
介
入
へ
の
あ
り
方
に
疑
問
を
唱
え
る
一
人
で
あ
る
。「
子
ど
も
の
虐
待
と
は
、
親
子
関
係
の
『
葛
藤
』
で
あ
る
。
子
ど

も
を
家
庭
外
に
措
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
親
子
を
分
離
す
る
こ
と
は
、
こ
の
関
係
を
『
破
壊
』
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
親
子
分
離

と
い
う
措
置
の
背
景
に
は
『
分
離
は
親
子
の
葛
藤
を
癒
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
』
と
い
う
素
朴
な
期
待
と
思
い
つ
き
が
存
在
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
家
庭
崩
壊
は
止
む
こ
と
な
く
、
逆
に
強
調
さ
れ
て
い
く
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対

応
を
『
処
遇
的
』
な
ど
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
親
子
分
離
の
結
果
、
分
離
さ
れ
た
親
の
多
く
が
、
自
分
が
虐
待
し
た
こ
と

を
強
く
否
定
す
る
と
い
う
事
態
を
招
い
て
い（

6１
）
る
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
子
関
係
の
修
復
に
あ
っ
て
は
親
子
を
一
緒
に
し
て

虐
待
を
二
度
と
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う
に
改
善
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
分
離
す
る
こ
と
で
ま
す
ま
す
親
子
の
心
理
的

な
距
離
が
離
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
す
る
。
ま
た
虐
待
す
る
親
の
六
〇
％
が
子
ど
も
の
頃
に
裁
判
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
あ

り
、
家
庭
外
で
生
活
し
た
過
去
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
研
究
結
果
か
ら
、
家
庭
外
処
遇
と
い
う
サ
イ
ク
ル
は
結
局
解
決
せ
ず
に
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
子
ど
も
と
家
族
を
分
離
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
逆
に
有
害
で
あ
り
、
従
来
か
ら
の
介
入
方
法
は

危
険
が
大
き
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
虐
待
者
へ
の
処
遇
に
関
し
て
も
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
貧
困
や
近
親
姦
、
薬
物
依
存
や
暴

力
に
ま
み
れ
て
き
た
家
系
の
行
動
様
式
を
、
子
育
て
研
修
や
夫
婦
向
け
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
変
え
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
る
人
が
本
当

に
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
長
年
里
親
と
し
て
活
躍
し
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
優
秀
里
親
に
も
選
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
キ
ャ

シ
ー
・
ハ
リ
ソ
ン
は
疑
問
を
隠
さ
な
い
。「
ま
る
で
集
中
治
療
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
や
家
族
に
対
し
て
、
バ
ン
ド
エ
イ
ド
を
あ
げ
る

だ
け
で
満
足
す
る
よ
う
な
も
の（

62
）

だ
」
と
い
う
彼
女
の
直
観
は
、
面
白
い
ほ
ど
真
実
を
つ
い
て
い
る
。
現
在
、
虐
待
者
に
も
、
虐
待
を
受
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け
た
子
ど
も
に
対
し
て
も
、
虐
待
防
止
の
為
に
な
さ
れ
て
い
る
処
遇
の
多
く
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
一
般
的
な
研
修
や
夫
婦
向
け
の
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
内
容
は
と
い
う
と
、
個
人
療
法
、
集
団
療
法
、
夫
婦
療
法
、
精
神
分
析
療
法
、
認
知
療

法
、
行
動
修
正
療
法
、
薬
物
療
法
、
催
眠
療
法
、
親
へ
の
教
育
を
指
向
と
す
る
療
法
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
や
方
法
が
あ
り
、
こ
れ
ら

に
関
わ
る
治
療
者
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
数
も
増
加
し
て
き
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
臨
床
に
関
わ
っ
て
い
る
治

療
者
の
誰
も
が
共
通
し
て
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
共
通
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
見
い
だ
せ
ず
、
治
療
者
は
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
さ
ま
ざ
ま
な

理
論
と
経
験
に
照
ら
し
て
、
独
自
の
治
療
行
為
を
行
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ（

63
）

る
。

　

人
間
は
他
の
動
物
に
比
べ
、
親
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
子
ど
も
時
代
が
非
常
に
長
い
。
そ
し
て
大
人
が
身
に
つ
け
て
い
る
育

児
能
力
の
最
も
基
本
的
な
源
泉
は
、「
自
分
は
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
て
き
た
か
」
及
び
「
自
分
は
ど
の
よ
う
に
世
話
を

さ
れ
た
の
か
」
に
つ
い
て
の
意
識
的
及
び
無
意
識
的
な
記
憶
で
あ
る
。
人
間
同
士
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
い
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を

と
る
の
か
を
我
々
が
学
ぶ
の
は
、
子
ど
も
時
代
の
日
常
生
活
が
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。
我
々
は
そ
こ
で
話
し
言
葉
を
覚
え
他
人
と
の
会
話

が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
と
同
様
に
、
対
人
関
係
の
や
り
方
を
学
び
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
遇
し
合
う
の
か
を
学
習
す
る
。
こ
う
し
て

自
然
と
学
習
し
た
も
の
を
基
本
と
し
て
人
生
を
生
き
て
い
く
の
で
あ
る
。
虐
待
す
る
親
が
「
自
分
の
子
ど
も
達
に
は
自
分
が
体
験
し
た

よ
う
な
育
て
方
は
絶
対
に
し
な
い
と
誓
っ
た
の
に
、
実
際
に
は
自
分
が
さ
れ
た
通
り
の
育
て
方
を
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
の
は
、

け
っ
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
親
達
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
子
ど
も
の
育
て
方
講
座
を
受
け
さ
せ
る
だ
け
で

は
、
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
検
討

　

ア
メ
リ
カ
の
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
に
は
、
様
々
な
問
題
点
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
の
直
接
的
原
因
も
指
摘
さ
れ
て
い
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る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
よ
り
注
視
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
背
景
に
は
法
律
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た

ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
テ
ィ
ン
ら
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
人
間
関
係
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
法
律
上
の
虐
待
の

定
義
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
虐
待
の
パ
タ
ー
ン
を
定
義
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
も
そ
も
虐
待
は
親
子
「
関
係
」
に
お
い
て

起
き
る
が
た
め
に
、
あ
ま
り
に
広
範
囲
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
し
、
通
告
義
務
者
に
対
し
て
罰
則
を
科
し
て
ま
で
の
通
告
の
強
要

は
、
通
告
義
務
者
の
職
業
上
の
人
間
「
関
係
」
を
度
外
視
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
通
告
義
務
者
を
ジ
レ
ン
マ
へ
と

追
い
込
み
、
例
え
虐
待
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事
態
に
遭
遇
し
て
も
通
告
で
き
な
い
状
況
も
生
じ
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
児
童
保
護
手
続

き
に
お
い
て
ま
で
当
事
者
対
立
構
造
に
な
っ
て
い
る
為
に
、
弁
論
主
義
・
対
立
構
造
ゆ
え
の
裁
判
の
勝
ち
負
け
に
囚
わ
れ
る
弊
害
が
出

て
し
ま
い
、
本
来
で
あ
れ
ば
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
救
う
最
良
の
方
法
と
は
何
か
を
関
係
者
全
員
で
模
索
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
関
係
者

同
士
の
良
好
な
「
関
係
」
を
築
く
こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
に
お
い
て
人
々
の
周
り
を
取

り
巻
く
人
間
関
係
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
で
は
あ
ま
り
に
考
慮
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
が
た
め

に
、
法
律
制
定
時
の
目
論
見
と
実
際
の
運
用
で
は
大
き
な
隔
た
り
が
出
来
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
今
日
の
虐
待
発
生
の

背
景
事
情
に
は
、
家
族
の
崩
壊
や
地
域
社
会
の
衰
退
と
い
う
よ
う
な
「
人
間
関
係
の
希
薄
化
」
が
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
々
が
慣
習
に
囚
わ
れ
な
い
よ
う
な
個
人
の
自
由
を
最
優
先
と
す
る
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
一
般
に
広
が
る
と

い
う
こ
と
は
、
他
方
に
お
い
て
、
お
互
い
に
助
け
合
う
相
手
を
失
い
、
生
活
上
の
す
べ
て
の
問
題
、
ス
ト
レ
ス
と
い
う
も
の
に
一
人
で

立
ち
向
か
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
が
出
来
る
よ
う
な
強
い
人
間
ば
か
り
が
世

間
に
は
存
在
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

　

マ
ー
ン
フ
ィ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
児
童
虐
待
を
防
止
し
、
無
く
そ
う
と
い
う
努
力
の
結
果
が
ア
メ
リ
カ
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
大
き
な

挫
折
感
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
原
因
と
し
て
は
、
法
的
に
義
務
化
さ
れ
た
通
告
制
度
、
支
配
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と
判
決
と
懲
罰
を
基
礎
と
し
た
伝
統
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止

法
制
度
に
お
い
て
は
、
自
分
の
子
ど
も
を
傷
つ
け
た
親
が
恐
れ
る
こ
と
な
く
訪
問
で
き
る
場
所
、
親
と
子
ど
も
が
何
が
起
こ
っ
た
か
を

率
直
に
話
せ
る
場
所
、
脅
さ
れ
た
り
罰
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
る
こ
と
が
な
い
場
所
が
ど
こ
に
も
確
保
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
親
が
、
平
均
的
な
人
々
か
ら
す
る
と
ほ
ん
の
少
し
人
間
的
に
弱
く
、
も
し
も
誰
か
に
多
少
な
り
と
も
精
神
的
に
頼
る
こ
と
が

出
来
て
い
た
と
し
た
ら
虐
待
な
ど
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
も
、
ア
メ
リ
カ
の
現
行
法
制
度
は
、
親
の
考
え
を
尋
ね
る
こ
と

も
何
を
最
も
望
ん
で
い
る
か
を
聞
こ
う
と
も
し
な
い
で
、
事
実
上
、
親
を
無
視
し
、
拒
否
し
、
脅
し
、
説
教
す
る
こ
と
で
虐
待
を
防
止

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
マ
ー
ン
フ
ィ
ー
は
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
の
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
も
、

子
ど
も
を
育
て
る
過
程
で
失
敗
を
経
験
し
た
人
に
対
す
る
、
同
情
と
信
頼
と
励
ま
し
に
基
づ
い
た
懲
罰
的
色
彩
を
帯
び
な
い
新
し
い
ア

プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
べ
き
と
提
案
し
て
い（

64
）
る
。

　

子
ど
も
は
身
近
な
大
人
か
ら
保
護
・
教
育
を
受
け
る
こ
と
で
、
成
熟
し
た
一
人
前
の
大
人
へ
と
育
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
一
人
前

に
な
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
保
護
・
教
育
は
、
子
ど
も
達
に
と
っ
て
身
体
的
・
精
神
的
に
大
人
と
な
る
必
要
条
件
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
健
全
な
親
子
関
係
・
家
庭
環
境
を
通
し
て
し
か
与
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
生
ま
れ
た
と
き
に
は
自

己
概
念
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
親
か
ら
大
切
に
扱
わ
れ
、
大
切
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
自
身
が

自
分
自
身
の
尊
さ
を
知
り
、
自
分
独
自
の
価
値
観
は
自
分
独
自
に
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
学
ぶ
。
そ
れ
が
大
人
に
な
っ
た
時

に
内
面
か
ら
自
己
尊
重
出
来
る
、
自
尊
心
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
自
尊
心
は
人
が
一
生
涯
生

き
て
い
く
上
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
通
常
、
虐
待
家
庭
で
は
子
ど
も
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
は
な
く
、
子
ど
も
の
自
然
な
特
質
で
あ
る
傷
つ

き
や
す
さ
、
不
完
全
さ
、
依
存
性
、
未
熟
さ
を
認
識
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
虐
待
家
庭
に
お
い
て
育
っ
た
子
ど
も
達
は
、
自
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ら
の
存
在
を
常
に
他
人
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
、
常
に
優
れ
て
い
る
と
考
え
て
他
人
を
見
下
す
こ
と
し
か
出
来
な
い
。
一
般
に

心
が
と
て
も
傷
つ
き
や
す
く
な
っ
た
り
、
傷
つ
く
こ
と
が
な
い
状
態
に
な
っ
た
り
、
非
常
に
反
抗
的
も
し
く
は
逆
に
完
璧
な
よ
い
子
に

な
っ
た
り
、
他
人
に
依
存
し
す
ぎ
る
人
間
に
な
っ
た
り
、
何
が
あ
っ
て
も
決
し
て
他
人
に
助
け
を
求
め
な
い
人
間
に
な
っ
た
り
と
、
両

極
端
に
走
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
格
的
に
適
度
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
な
に
よ
り
、
親
や
養
育
者
、

そ
の
他
の
親
代
わ
り
の
人
間
関
係
に
お
い
て
ひ
ど
く
裏
切
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
子
ど
も
達
は
、
将
来
の
人
間
関
係
に
お
い
て
も
、
と
く

に
権
威
を
も
っ
た
人
物
か
ら
は
ま
た
裏
切
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
し
、
裏
切
者
で
頼
り
に
な
ら
ず
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
権
威

者
像
を
内
面
化
し
て
い
る
た
め
、
愛
着
形
成
能
力
が
著
し
く
損
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
自
分
が
好
き
に
な
っ
た
り
信
頼
し
た
権

威
者
に
は
裏
切
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
回
避
・
用
心
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
虐
待
さ
れ
た

子
ど
も
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ハ
ン
デ
は
一
生
つ
い
て
回
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
り
、
子
ど
も
の
保
護
・
教
育

を
受
け
る
利
益
を
法
的
に
保
障
す
る
こ
と
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
の
利
益
は
「
権
利
」
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
子
ど
も
の
利
益
を
保
障
す
る
法
に
は
「
補
充
性
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
大
変
重
要
で
あ（

65
）
る
。
現
在
、
子
ど
も
の
保
護
・
教
育
を
第
一
義
的
に
担
っ
て
い
る
の
は
家
族
で
あ
り
、
家
族
が
い
て

こ
そ
子
ど
も
は
健
全
に
育
つ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
の
情
緒
関
係
の
継
続
も
ま
た
子
ど
も
の
発
育
上
の
利
益
と
考
え
る（

66
）
と
、

実
親
と
子
ど
も
の
関
係
を
で
き
る
限
り
維
持
す
る
必
要
も
あ
る
。
虐
待
す
る
親
で
あ
っ
て
さ
え
、
子
ど
も
を
親
か
ら
引
き
離
せ
ば
子
ど

も
の
心
を
傷
つ
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
増
し
て
、
子
ど
も
の
幸
せ
を
願
う
あ
ま
り
に
虐
待
の
範

囲
を
拡
大
し
、
些
細
な
こ
と
で
も
国
家
が
家
庭
に
強
引
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
家
庭
内
の
人
間
関
係
を
ギ
ク
シ
ャ
ク
さ

せ
、
家
庭
そ
の
も
の
を
崩
壊
さ
せ
か
ね
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
家
庭
外
へ
と
放
り
出
さ
れ
る
子
ど
も
の
数
は
ま
す
ま
す
増
え
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
本
末
転
倒
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
で
は
、
こ
の
「
補
充
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性
」
が
事
実
上
か
な
り
怪
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
子
ど
も
や
家
庭
に
対
す
る
福
祉
的
処
遇
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、

そ
の
処
遇
が
子
ど
も
や
家
族
の
た
め
で
あ
り
、
ど
ん
ど
ん
行
わ
れ
れ
ば
良
い
と
い
う
錯
覚
を
生
み
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
実
際
に

意
味
す
る
こ
と
は
、
親
を
子
ど
も
の
敵
と
し
て
敵
視
し
た
専
門
家
や
、
貧
し
い
親
は
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
し
て
い
な
い
と
決
め
つ

け
る
児
童
保
護
機
関
の
職
員
達
が
、
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
救
う
と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
で
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
だ
け
で
は
な

く
、
率
先
し
て
家
庭
に
介
入
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
が
現
実
で
あ
る
。
時
に
は
、
健
全
な
家
庭
ま
で
引
っ
掻
き
回
し
て
、
上
手
く
や
っ

て
い
た
家
族
の
関
係
を
壊
し
て
し
ま
う
事
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ（

67
）

る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
、
親
の
側
も
「
親
の
権
利
」
を
主
張
し
、
特
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
数
多
く
起
こ
っ
て
き

た
親
か
ら
児
童
保
護
機
関
へ
の
大
量
の
訴
訟
は
、
ま
す
ま
す
親
と
児
童
保
護
機
関
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
、「
信
頼
関
係
の
下
で
ど
う

し
た
ら
虐
待
を
無
く
し
て
い
か
れ
る
か
と
い
う
話
し
合
い
の
場
」
を
失
わ
せ
て
き
た
。
児
童
保
護
機
関
の
側
も
、
親
か
ら
訴
訟
を
起
こ

さ
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
自
己
保
身
に
ば
か
り
走
る
こ
と
で
、
児
童
保
護
と
い
う
本
来
の
機
能
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
。

　

子
ど
も
を
適
切
に
保
護
・
教
育
す
る
た
め
に
は
、
過
保
護
に
も
ネ
グ
レ
ク
ト
に
も
な
ら
な
い
適
度
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、
そ
の
子
ど

も
の
性
格
・
状
況
に
よ
っ
て
親
の
側
で
瞬
時
に
そ
の
対
応
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
子
ど
も
を
保
護
す
る
側

が
子
ど
も
の
真
の
性
格
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
必
須
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
長
期
的
・
継
続
的
・
親
密
な
関
係
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
長
期
間
、
継
続
し
て
関
係
を
続
け
て
き
た
実
の
親
子
関
係
が
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ

と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
子
ど
も
の
側
か
ら
見
た
場
合
、
自
然
に
な
つ
い
て
甘
え
ら
れ
る
実
の
親
は
非
常
に
貴
重
な
存
在

で
あ（

68
）
る
。
マ
ー
ン
フ
ィ
ー
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
子
ど
も
を
救
う
た
め
に
は
家
族
を
救
う
べ
き
」
と
い
う
思
想
的
基
礎
に
は
、
実
の
親
子

関
係
は
子
ど
も
の
保
護
・
教
育
を
受
け
る
利
益
の
た
め
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
出
来
る
限
り
切
り
捨
て
る
べ
き
で
は
な
い
―
家
族
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を
救
う
こ
と
こ
そ
が
本
当
の
意
味
で
の
虐
待
防
止
に
繋
が
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
親
の
権
利
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
子
ど
も
の

発
育
上
の
利
益
と
い
う
点
か
ら
こ
そ
、
安
易
に
家
族
へ
の
介
入
や
里
親
、
養
子
縁
組
に
依
存
し
す
ぎ
な
い
こ
と
が
大
切
と
考
え
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。

五
　
む
す
び

　
「
子
ど
も
の
権
利
」
や
「
家
族
の
多
様
化
」
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
大
変
魅
力
的
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
家
庭
が
多
様

化
ゆ
え
に
子
ど
も
に
と
っ
て
安
心
出
来
る
場
で
は
な
く
上
手
く
機
能
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
子
育
て
を
家
庭

に
依
存
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
法
学
者
で
あ
る
ブ
ル
ー
ス
・
ヘ
イ
フ
ェ
ン
は
、
家
族
に
対

し
て
、
社
会
を
支
え
る
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
は
も
は
や
期
待
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
社
会
的
風
潮
を
子
ど
も
の
視
点
か
ら
危
惧
し

て
い
る
。
家
族
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
、
あ
き
ら
め
よ
う
、
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
も
し
家
庭
以
外
で
子
ど
も
達
の
発

育
を
伸
ば
す
こ
と
が
出
来
る
適
切
な
場
が
あ
れ
ば
構
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
、
家
庭
以
上
に
適
切
に
子
ど
も
を
養
育

し
、
成
熟
し
た
大
人
へ
と
育
て
上
げ
る
機
関
は
他
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ（

69
）
る
。
愛
情
深
く
、
子
ど
も
の
性
格
ま
で
詳
細
に
把
握
し
て

い
る
両
親
が
、
そ
の
子
に
適
し
た
方
法
で
世
話
を
し
つ
つ
育
て
て
い
く
従
来
の
や
り
方
以
上
に
、
子
ど
も
の
ニ
ー
ズ
を
最
適
に
満
た
せ

る
方
法
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

法
制
度
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
虐
待
の
場
合
に
は
実
の
家
庭
で
あ
っ
て
も
子
ど
も
を
置
い
て
お
く
こ
と
は
出
来
な

い
が
、
し
か
し
他
方
で
、
子
ど
も
側
に
も
出
来
る
限
り
実
の
家
庭
で
保
護
・
教
育
を
受
け
る
利
益
が
あ
る
点
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、「
虐
待
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
を
一
人
で
も
多
く
発
見
し
保
護
す
る
こ
と
を
最
優
先
と
す
る
た
め
に
、
①

例
え
無
実
の
家
庭
が
虐
待
関
連
の
裁
判
に
巻
き
込
ま
れ
て
も
仕
方
が
な
い
、
②
実
の
親
が
ダ
メ
で
あ
れ
ば
、
里
子
に
出
し
た
り
養
子
縁
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（
１
）　H

enry K
em

pe et al., T
he Battered-Child Syndrom

e, １8１ J.A
.M

.A
. １7

―24 （１962

）.

（
2
）　U

.S. D
epartm

ent of H
ealth and H

um
an Services, Child Bureau, Child M

altreatm
ent 20１１,6 （20１2

）.

（
3
）　Id. at 20.

（
4
）　Id. at 56.

（
5
）　

厚
生
労
働
省
の
公
表
資
料
に
よ
る
。
た
だ
し
、
虐
待
死
数
は
四
月
か
ら
三
月
ま
で
を
一
年
間
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。

（
6
）　

森
田
明
『
未
成
年
者
保
護
法
と
現
代
社
会
―
保
護
と
自
律
の
あ
い
だ
―
［
第
二
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
四
頁
。

組
さ
せ
た
り
し
て
、
子
ど
も
に
は
代
わ
り
の
家
庭
を
提
供
し
て
や
れ
ば
問
題
な
い
」
と
い
う
現
行
の
ア
メ
リ
カ
児
童
虐
待
防
止
法
制
度

に
潜
む
根
本
思
想
自
体
が
、
無
実
の
家
庭
ま
で
崩
壊
さ
せ
、
虐
待
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
数
多
く
の
子
ど
も
の
保
護
・
教
育
を
受
け
る
利

益
を
侵
害
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
も
虐
待
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
常
に
関
係
者
を

取
り
巻
く
人
間
関
係
に
配
慮
す
る
こ
と
、
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
救
う
こ
と
は
実
親
か
ら
離
せ
ば
終
わ
り
で
は
な
い
こ
と
、
子
ど
も
の
心

身
の
発
育
的
視
点
を
忘
れ
ず
に
、
子
ど
も
は
継
続
的
で
安
定
し
た
親
子
関
係
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
重
要
で

あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、「
子
ど
も
と
法
」
と
い
う
領
域
す
べ
て
に
お
い
て
、
法
的
な
「
権
利
」
さ
え
与
え
れ
ば
良
い
と
い
う
視
点
で

は
な
く
、
家
族
の
崩
壊
を
食
い
止
め
、
法
が
簡
単
に
創
り
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
親
子
関
係
、
地
域
社
会
、
親
戚
関
係
、
友
人
関
係
、

そ
の
他
の
継
続
的
な
人
間
「
関
係
」
を
い
か
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
個
人
を
出
発
点
と
す
る
近

代
法
の
今
後
の
役
割
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

関
係
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
本
論
文
の
次
の
課
題
と
な
る
。
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（
7
）　Institute for A

m
erican V

alue, T
he N

ational M
arriage Project, T

he State of our U
nions 20１2, 63 （20１2

）.

（
8
）　Id. at 70.

（
9
）　Id. at 77.

（
１0
）　Id. at 94.

（
１１
）　

池
谷
和
子
『
ア
メ
リ
カ
児
童
虐
待
防
止
法
制
度
の
研
究
』（
樹
芸
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
七
四
頁
以
下
。

（
１2
）　Geoffrey H

oltz, W
elcom

e to the Jungle, １88

―１89 （１995

）.

（
１3
）　Id. at 25

―26.

（
１4
）　Institute for A

m
erican V

alue, supra note7 at 90.

（
１5
）　

バ
ー
バ
ラ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
片
親
家
庭
で
は
貧
困
、
情
緒
障
害
、
高
校
中
退
、
十
代
の
妊
娠
、
薬
物
乱
用
、
問
題
行
動
等
、
二
親
揃
っ
た
家

庭
に
比
べ
て
様
々
な
問
題
が
起
こ
り
や
す
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。Barbara W

hitehead, Single-Parent Fam
ilies A

re H
arm

ful １0

―１１, in 

Single-Parent Fam
ilies （K

arin Sw
isher eds. １997

）.

（
１6
）　Id. at 24

―25. 

ア
メ
リ
カ
で
は
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
半
分
が
貧
困
線
以
下
の
生
活
を
し
て
お
り
、
一
九
八
二
年
の
調
査
で
は
、
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の

内
、
白
人
の
六
割
、
黒
人
の
八
割
は
子
ど
も
の
父
親
か
ら
何
ら
の
金
銭
援
助
を
し
て
も
ら
え
て
い
な
い
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
１7
）　Judith W

allerstein et al., Second Chances, 6 （１989

）.

（
１8
）　

マ
リ
ー
・
ウ
ィ
ン
『
子
ど
も
時
代
を
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
』（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
一
六
八
頁
。

（
１9
）　

前
掲
注
１１ 

池
谷
五
〇
―五
一
頁
。

（
20
）　Judith W

allerstein et al., Surviving T
he Breakup （１980

）.

（
2１
）　Judith W

allerstein et al., Supra note １7 at １4.

（
22
）　Id. at １48

―１49.

（
23
）　Id. at １53

―１54.

（
24
）　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
ラ
ー
ス
タ
イ
ン
他
『
そ
れ
で
も
僕
ら
は
生
き
て
い
く
』（
ｐ
ｈ
ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
）
八
二
頁
。
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（
25
）　

前
掲
注
６
森
田
一
〇
二
頁
。

（
26
）　

前
掲
注
６
森
田
一
〇
三
頁
。

（
27
）　

前
掲
注
６
森
田
一
三
三
―一
三
四
頁
。

（
28
）　

前
掲
注
６
森
田
二
八
七
頁
。

（
29
）　Joseph Goldstein et al., Beyond the Best Interests of the Child, 49

―50 （１973

）.

（
30
）　Id. at １１4.

（
3１
）　Id. at １１5.

（
32
）　

子
ど
も
に
と
っ
て
親
は
、
誰
よ
り
も
特
別
な
存
在
で
あ
っ
て
、
他
の
大
人
と
簡
単
に
変
更
が
効
く
よ
う
な
単
な
る
世
話
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
33
）　

前
掲
注
６
森
田
一
五
二
頁
。

（
34
）　

前
掲
注
６
森
田
二
八
九
―二
九
〇
頁
。

（
35
）　

児
童
保
護
手
続
き
は
、
児
童
保
護
機
関
が
裁
判
所
の
監
督
を
受
け
つ
つ
、
子
ど
も
を
保
護
し
、
親
を
更
生
さ
せ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
親
の
行
為
を

犯
罪
と
し
て
罰
す
る
と
い
う
刑
事
手
続
き
と
は
根
本
思
想
か
ら
異
な
っ
て
い
る
。

（
36
）　H

ow
ard D

avidson, T
he Courts and Child M

altreatm
ent 494, in T

he Battered Child （M
ary H

elfer et al. eds., 5th ed. １997

）.

（
37
）　Cynthia Crosson-T
ow

er, U
nderstanding Child A

buse and N
eglect, 253 （１989

）.

（
38
）　Child Protective Proceedings

と
呼
ば
れ
る
手
続
き
で
あ
る
。
児
童
保
護
機
関
が
、
一
般
や
専
門
家
か
ら
虐
待
の
可
能
性
あ
り
と
し
て
通
告
を

受
け
、
調
査
を
し
て
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
。
裁
判
所
が
虐
待
の
認
定
と
処
遇
内
容
を
決
定
し
、
児
童
保
護
機
関
が
実
際
に
親
と
子
に
処
遇
を
実
施
す

る
。
最
終
的
な
第
一
目
標
は
家
族
の
更
生
で
あ
る
が
、
不
可
能
な
場
合
に
は
、
親
権
を
剥
奪
し
、
子
ど
も
を
養
子
に
出
す
事
に
な
る
。
日
本
の
親
権
喪
失

制
度
と
違
い
親
権
の
「
剥
奪
」
で
あ
る
の
で
、
親
権
の
復
活
は
な
い
。

（
39
）　

最
近
で
は
こ
の
四
分
類
（Physical A

buse, N
eglect, Em

otional A
buse, Sexual A

buse

）
に
加
え
て
、「
医
療
上
の
ネ
グ
レ
ク
ト
」（
医
者
に

連
れ
て
行
か
な
い
）
や
「
教
育
上
の
ネ
グ
レ
ク
ト
」（
学
校
に
行
か
せ
な
い
）「
薬
物
乱
用
（Substance A

buse

）」（
親
が
妊
娠
中
に
薬
物
を
摂
取
す
る

こ
と
で
子
ど
も
に
も
悪
影
響
が
で
る
こ
と
や
、
親
が
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
を
子
ど
も
に
摂
取
さ
え
る
等
）
も
類
型
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
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も
あ
る
。

（
40
）　Jeanne Giovannoni and Rosina Becera, D

efining Child A
buse, 2

―5 （１979

）.
（
4１
）　

一
九
六
三
年
か
ら
一
九
六
七
年
ま
で
の
た
っ
た
の
五
年
間
で
、
す
べ
て
の
州
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
自
治
区
で
は
通
告
法
を
制
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

M
onrad Paulsen, Child A

buse Reporting Law
s: T

he Shape of the Legislation, 67 Colum
bia Law

 Review
 １ （１967

）.

（
42
）　H

enry Pervall. ed., Reporting Child A
buse and N

eglect, １

―56 （20１１

）.

（
43
）　Id. at １97
―238.

（
44
）　

ギ
タ
・
ラ
ン
デ
ロ
ス
は
一
九
七
一
年
四
月
二
六
日
、
十
一
か
月
の
と
き
に
母
親
に
サ
ン
ノ
ゼ
病
院
に
連
れ
て
い
か
れ
た
が
、
そ
の
時
の
担
当
医
師
が

フ
ラ
ッ
ド
医
師
で
あ
っ
た
。
ギ
タ
に
は
強
く
捻
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
脛
骨
・
腓
骨
の
骨
折
や
、
無
数
の
打
撲
傷
や
擦
過
傷
が
あ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
虐
待

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
症
状
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
診
断
に
よ
っ
て
頭
蓋
骨
骨
折
を
発
見
す
る
こ
と
も
、
ギ
タ
の
状
態
を
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
も

出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
七
一
年
七
月
一
日
に
別
の
病
院
で
虐
待
と
診
断
さ
れ
る
ま
で
、
母
親
と
そ
の
愛
人
に
再
び
虐
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
は
、
下
級
審
で
の
判
断
を
退
け
、
過
失
が
あ
っ
て
虐
待
と
診
断
で
き
ず
に
通
告
が
出
来
な
か
っ
た

場
合
に
も
、
医
師
や
病
院
に
法
的
責
任
を
問
え
る
と
判
断
し
た
（Landeros v. Flood

）。

（
45
）　Elizabeth A

nderson et al., Consequences and D
ilem

m
as in T

herapeutic Relations w
ith Fam

ilies Resulting from
 M

andatory 

Reporting Legislation, Law
 &

 Policy, A
pril/July 24１

―255 （１992

）.

（
46
）　 Robert M

osteller, Child A
buse Reporting Law

s and A
ttorney-Client Confidences: the Reality and the Specter of Law

yer as 

Inform
ant, 42 （2

） Duke Law
 Journal 203

―278 （１992

）.

（
47
）　H

enry Pervall. ed., supra note 42 at 89

―１08.

（
48
）　Seth K

alichm
an and Cheryl Brosig, M

andatory Child A
buse Reporting Law

s: Issues and Im
plications for Policy, Law

 &
 Policy, 

A
pril/July １6１ （１992

）.

（
49
）　

児
童
保
護
機
関
（Child Protective Services

）
と
は
各
州
に
設
置
さ
れ
た
行
政
機
関
で
あ
る
。
州
に
よ
っ
て
名
称
は
異
な
る
。
虐
待
の
通
告
を

受
け
、
調
査
を
行
い
、
親
子
に
処
遇
を
行
う
等
、
児
童
保
護
手
続
き
に
全
般
的
に
関
わ
る
重
要
機
関
で
あ
る
。
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（
50
）　Judith Sealander, T

he Failed Century of the Child, 65

―66 （2003

）.

（
5１
）　D

ouglas Besharov, U
nfounded allegation 24

―25 （１986

）.
（
52
）　U

.S. D
epartm

ent of H
ealth and H

um
an Services, Child Bureau, Child M

altreatm
ent 20１１, xi （20１2

）.
（
53
）　M

ichael W
eber, T

he assessm
ent of Child A

buse １20, in T
he Battered Child （M

ary H
elfer et al. eds., 5th ed. １997

）.

（
54
）　

ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
デ
シ
ャ
ニ
ー
は
一
九
七
九
年
に
生
ま
れ
た
が
、
翌
年
、
親
の
離
婚
に
伴
っ
て
裁
判
所
の
判
断
に
基
づ
き
、
父
親
が
監
護
権
者
と
な
っ

た
。
父
親
は
再
婚
し
、
さ
ら
に
そ
の
再
婚
相
手
と
も
破
た
ん
し
て
、
そ
の
離
婚
に
際
し
て
一
九
八
二
年
一
月
に
再
婚
相
手
が
明
ら
か
に
し
た
の
が
父
親
の

ジ
ョ
シ
ュ
ア
へ
の
虐
待
で
あ
る
。
児
童
保
護
機
関
は
父
親
に
話
を
聞
い
た
が
、
父
親
が
否
定
し
た
為
、
そ
の
時
に
は
そ
れ
以
上
追
及
し
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、
一
九
八
三
年
一
月
に
ジ
ョ
シ
ュ
ア
が
多
数
の
あ
ざ
と
擦
り
傷
の
た
め
に
虐
待
さ
れ
て
い
る
と
し
て
病
院
か
ら
児
童
保
護
機
関
へ
と
連
絡
さ
れ
た
為
、

ジ
ョ
シ
ュ
ア
は
そ
の
ま
ま
病
院
に
一
時
保
護
さ
れ
た
。
三
日
後
に
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
心
理
学
者
、
医
者
、
警
察
関
係
者
な
ど
、
複
数
の
関
係
者
が
集

ま
っ
て
ジ
ョ
シ
ュ
ア
の
件
を
話
し
合
っ
た
が
、
証
拠
不
十
分
で
も
あ
り
、
父
親
も
自
発
的
に
児
童
保
護
機
関
の
支
持
に
従
う
と
表
明
し
た
た
め
に
、
ジ
ョ

シ
ュ
ア
の
プ
リ
ス
ク
ー
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
、
父
親
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
提
供
、
父
親
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
に
家
か
ら
出
て
も
ら
う
こ
と

を
条
件
に
、
父
親
の
も
と
へ
ジ
ョ
シ
ュ
ア
を
帰
し
た
。
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
は
そ
の
後
、
月
に
一
度
は
家
庭
訪
問
を
し
て
い
た
が
、
一
九
八
三
年
十
一
月
に

再
び
虐
待
の
恐
れ
あ
り
と
し
て
通
告
が
来
た
時
に
も
、
児
童
保
護
機
関
は
児
童
保
護
手
続
き
に
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
一
九
八
四
年
三
月
、
四
歳

に
な
っ
た
ジ
ョ
シ
ュ
ア
は
父
親
に
ひ
ど
く
叩
か
れ
、
生
涯
後
遺
症
が
残
る
ほ
ど
の
障
害
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
。
離
婚
し
て
い
た
ジ
ョ
シ
ュ
ア
の
母
親
は
児

童
保
護
機
関
の
怠
慢
の
せ
い
で
息
子
が
障
害
を
負
っ
た
と
訴
訟
を
起
こ
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
し
か
し
裁
判
所
は
、
州
が
一
度
虐
待
の
通
告
を
受
け
た

か
ら
と
言
っ
て
、
子
ど
も
に
は
州
か
ら
完
全
に
保
護
さ
れ
る
憲
法
上
の
権
利
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
判
示
し
、
児
童
保
護
機
関
の
法
的
責
任
は
認
め
な

か
っ
た
（D

eShaney v. W
innebago

）。

（
55
）　M

ichael W
eber, supra note 53 at １2１.

（
56
）　Id. at １42

―１43.

（
57
）　D

onald D
uquette, Law

yersʼ Roles in Child Protection 475, in T
he Battered Child （M

ary H
elfer et al. eds., 5th ed. １997

）.

（
58
）　

棚
村
政
行
「
児
童
虐
待
と
調
停
制
度
―
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
児
童
調
停
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
中
心
に
―
」
ケ
ー
ス
研
究
二
三
六
号
一
六
頁
。
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（59

）　K
erry D

rach, Initial Psychosocial T
reatm

ent of the Physically A
bused Child 95

―96, in T
reatm

ent of Child A
buse （Robert M

. 

Reece eds. 2000

）.
（
60
）　

わ
ず
か
一
二
か
月
の
幼
児
で
さ
え
、
す
で
に
親
に
対
し
て
愛
着
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
。A

insw
orth et al., Pattern of 

A
ttachm

ent, 45

―63 （１978

）.

（
6１
）　Catherine M

arneffe, A
lternative Form

 of Intervention 503, in T
he Battered Child （M

ary H
elfer et al. eds. 5th ed. １997

）.

（
62
）　K

athy H
arrison, A

nother Place at the T
able 68

―69 （2003

）.

（
63
）　Brandt Steele, Further Reflections on the T

herapy of T
hose W

ho M
altreat Children 566, in T

he Battered Child 

（M
ary H

elfer 

et al. eds., 5th ed. １997
）.

（
64
）　Catherine M

arneffe, supra note 6１ at 5１7

―5１8.

（
65
）　

子
ど
も
の
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
児
童
福
祉
の
発
達
過
程
に
お
い
て
、
補
充
性
は
重
要
な
鍵
概
念
で
あ
っ
た
。
児
童
福
祉
と
は
、
親
の
無
能
力
や

不
道
徳
に
よ
っ
て
街
に
放
り
出
さ
れ
、
ま
た
親
の
手
に
負
え
な
い
不
良
・
犯
罪
少
年
の
た
め
に
、
パ
レ
ン
ス
・
パ
ト
リ
エ
（
国
は
子
ど
も
の
最
後
の
親
で

あ
る
）
の
名
で
呼
ば
れ
た
「
親
代
わ
り
」
の
法
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
「
や
む
を
え
な
い
場
合
」
の
「
親
代
わ
り
」
で

あ
っ
て
、
機
能
し
て
い
る
親
子
関
係
に
ま
で
介
入
す
る
事
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
前
掲
注
６
森
田
一
三
一
頁
。

（
66
）　Joseph Goldstein et al., supra note 29 at 3１
―32.

（
67
）　

一
時
的
で
は
あ
っ
て
も
、
誤
っ
て
子
ど
も
を
親
の
監
護
か
ら
離
し
て
し
ま
う
と
、
親
と
子
の
両
方
に
一
生
涯
に
も
渡
る
悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
。

Craig Steinberg, Reporting of Child A
buse : Is A

bsolute Im
m

unity too m
uch to offer?, １4 Journal of Juvenile Law

 １67

―１77 （１993

）.

（
68
）　

精
神
科
医
の
土
居
健
郎
は
「
普
通
の
親
子
の
場
合
、
子
ど
も
は
親
に
甘
え
る
。
つ
ま
り
甘
え
を
媒
介
と
し
て
子
ど
も
は
人
間
関
係
の
中
に
入
る
。
そ

し
て
親
に
甘
え
ら
れ
る
の
で
子
ど
も
は
親
に
し
た
が
う
。
子
ど
も
は
甘
え
た
り
わ
が
ま
ま
を
い
っ
た
り
し
な
が
ら
次
第
に
成
長
し
、
最
初
は
家
族
の
一

員
、
つ
い
で
学
校
と
い
う
社
会
に
組
み
込
ま
れ
、
や
が
て
は
成
人
し
て
広
い
社
会
で
独
り
立
ち
す
る
よ
う
に
な
る
」
と
述
べ
、
子
ど
も
の
成
長
過
程
に
お

け
る
甘
え
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
土
居
健
郎
「
甘
え
と
妬
み
」
児
童
心
理
六
九
六
号
五
八
九
―五
九
〇
頁
。

（
69
）　Bruce H

afen, Children
s̓ Liberation and the N

ew
 Egalitarianism

: Som
e Reservations A

bout A
bandoning Y

outh to T
heir 

“Rights

”, 
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１976 BY
U

 L. Rev. 656 （１976

）.

―
い
け
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こ
・
長
崎
大
学
教
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