
特集
親
子
が
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
だ

け
が
再
統
合
で
は
な
い

　

現
行
の
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
虐

待
防
止
法
に
お
い
て
は
、
親
子
分
離

を
し
た
後
に
、
ど
の
よ
う
に
家
族
（
親

子
）
の
再
生
・
再
統
合
に
向
け
て
支

援
を
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
の
規

定
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
い
い
。

だ
が
、
子
ど
も
の
救
出
・
保
護
だ
け

で
は
「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
」
が

守
ら
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
関

係
機
関
に
よ
る
介
入
・
保
護
は
、
同

時
に
子
ど
も
を
虐
待
の
な
い
安
全
な

環
境
に
戻
す
支
援
・
作
業
の
始
ま
り

で
も
あ
る
。

　
「
家
族
（
親
子
）
の
再
統
合
」
に
つ

い
て
の
議
論
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
あ
り
、
児
童
虐
待
が
日
本
よ
り

先
に
深
刻
化
し
た
欧
米
で
さ
え
ま
だ

議
論
は
熟
し
て
い
な
い
が
、
親
も
し

く
は
養
育
者
か
ら
緊
急
避
難
的
に
分

離
し
た
子
ど
も
の
家
庭
復
帰
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
援
助
に

よ
っ
て
分
離
し
た
子
ど
も
と
親
（
養

育
者
）
と
の
関
係
を
再
構
築
し
て
い

く
過
程
で
、
も
っ
と
も
望
ま
し
く
適

し
て
い
る
と
さ
れ
た
親
と
子
の
形
態

の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
再
統
合
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
親

子
が
一
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
す
状
態
」

を
連
想
し
や
す
い
が
、
最
終
目
標
と

し
て
掲
げ
る
も
の
は
、
必
ず
し
も
親

子
が
一
緒
に
暮
ら
す
状
態
だ
け
で
は

な
く
、
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
て
も
「
親

子
が
親
子
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
関
係
・

形
態
の
再
構
築
」
で
あ
り
、
親
と
子

が
安
全
か
つ
安
心
で
き
る
状
態
で
互

い
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
状
態
に
な
る

こ
と
で
あ
る
。

　

目
指
す
べ
き
は
、
お
互
い
に
独
立

し
た
存
在
と
し
て
、
成
熟
し
た
人
間

関
係
を
築
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た

め
に
親
子
が
同
居
す
る
か
、
離
れ
て

暮
ら
す
か
、
子
ど
も
に
と
っ
て
最
善

の
方
法
を
選
択
で
き
る
養
育
環
境
を

形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

子
ど
も
が
親
と
離
れ
て
い
て
も
、
親

（
養
育
者
）
が
進
学
や
就
職
な
ど
を
精

神
的
・
経
済
的
に
支
え
る
よ
う
な
形

で
の
再
統
合
も
考
え
ら
れ
る
。

　

家
族
の
再
統
合
が
重
要
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
①
子
ど

も
の
た
め 

②
親
の
た
め 

③
社
会
の
た

め
、
と
い
っ
た
理
由
が
あ
る
。

①
子
ど
も
の
た
め

　

家
族
（
親
子
）
の
再
統
合
が
促
さ

れ
る
背
景
と
し
て
、
幼
い
こ
ろ
に
施

設
に
預
け
ら
れ
た
子
ど
も
の
心
理
が

挙
げ
ら
れ
る
。
大
人
の
目
線
か
ら
は

「
親
が
子
ど
も
（
自
分
）
を
育
て
ら
れ

な
か
っ
た
か
ら
施
設
に
預
け
た
の
だ

ろ
う
」
と
い
う
客
観
的
な
分
析
と
な

る
。
し
か
し
、
子
ど
も
本
人
の
考
え

は
違
う
。「
自
分
が
悪
い
子
だ
か
ら
、

お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
自
分
を
叩

い
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
自
分
が
良
い

子
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
施
設
に

入
れ
ら
れ
た
の
だ
」
と
、
子
ど
も
自

身
は
思
っ
て
い
る
。
子
ど
も
が
生
ま

れ
て
始
め
て
触
れ
る
存
在
が
親
で
あ

る
。
そ
の
親
を
信
じ
る
こ
と
が
、
自

分
の
身
を
守
る
唯
一
の
手
段
な
の
で

あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
子
ど
も
は
親
に
虐
待

さ
れ
て
も
捨
て
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は

自
分
の
せ
い
だ
と
思
い
込
み
、
親
を

か
ば
い
擁
護
す
る
。「
親
は
子
ど
も
を

捨
て
ら
れ
る
が
、
子
ど
も
は
親
を
捨

て
ら
れ
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る

ほ
ど
、
子
ど
も
は
親
を
信
頼
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
子
ど
も
が
施
設
に
入

っ
て
家
庭
に
戻
る
こ
と
な
く
成
長
し

た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
心
を
抱
い
て

生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
。
施

設
に
入
る
こ
と
を
「
自
分
が
悪
い
子

だ
っ
た
か
ら
」
と
思
い
込
ん
で
い
る

子
ど
も
は
、
成
長
し
て
も
自
分
自
身

に
自
信
を
も
て
な
い
。
自
分
が
求
め

続
け
て
い
る
親
に
拒
否
さ
れ
て
い
る

と
い
う
心
理
的
ス
ト
レ
ス
は
大
き
い
。

ま
た
、
身
近
で
親
の
姿
を
見
慣
れ
て

い
な
い
た
め
、「
自
分
も
親
の
よ
う
に
」

と
か
、「
こ
ん
な
時
親
は
」
の
よ
う
に
、

自
分
の
未
来
像
を
思
い
描
け
ず
、
大

人
に
な
る
こ
と
の
不
安
や
、
親
に
な

る
こ
と
の
不
安
を
抱
え
る
。
そ
こ
で
、

子
ど
も
自
身
が
「
自
分
が
悪
い
子
だ

っ
た
か
ら
施
設
に
入
れ
ら
れ
た
」
と

い
う
誤
解
を
解
消
で
き
る
よ
う
に
、
子

ど
も
の
原
点
で
あ
る
家
族
関
係
の
再

生
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

②
親
の
た
め

　

虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
は
「
自
分

が
悪
い
の
だ
」
と
思
い
込
む
が
、
親

の
場
合
は
子
ど
も
と
引
き
離
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、「
親
失
格
」
の
烙
印

を
押
さ
れ
た
気
持
ち
に
な
り
、
親
と

し
て
の
自
信
を
失
う
。
家
族
（
親
子
）

の
再
統
合
は
、
仮
に
子
育
て
が
上
手

く
い
か
ず
に
一
時
的
に
施
設
へ
預
け

た
と
し
て
も
、
家
族
の
統
合
が
良
い

形
で
成
さ
れ
れ
ば
、
親
は
ま
た
自
信

を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど

も
は
そ
ん
な
親
の
姿
を
見
て
、
将
来

自
分
自
身
が
親
と
し
て
成
長
し
て
い

く
糧
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ

る
。「
子
ど
も
を
産
ん
で
親
に
な
る
の

で
は
な
い
。
子
ど
も
を
育
て
な
が
ら
、

子
ど
も
と
共
に
成
長
し
て
親
に
な
っ

て
い
く
の
だ
」
と
い
う
言
葉
通
り
、
子

育
て
を
し
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
く
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
徐
々
に
親
に
な

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
家
族
（
親
子
）

の
再
統
合
に
は
そ
の
よ
う
な
機
会
を

親
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

③
社
会
の
た
め

　

欧
米
由
来
の
新
し
い
子
育
て
観
は

「
子
育
て
は
、
親
と
社
会
が
協
力
し
合

う
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

根
底
に
は
「
子
ど
も
は
社
会
の
財
産

で
あ
る
」
と
い
う
一
貫
し
た
思
想
が

あ
る
。
子
ど
も
は
親
の
宝
だ
け
で
は

な
く
、
社
会
の
宝
で
も
あ
る
と
い
う

発
想
に
よ
り
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た

と
き
か
ら
社
会
も
子
育
て
に
関
わ
っ

て
い
く
。
た
と
え
子
育
て
に
慣
れ
た

親
で
あ
ろ
う
と
も
、
社
会
が
親
任
せ

に
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
共
同
作
業
と

し
て
協
力
し
合
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス

で
あ
る
。

　

こ
の
考
え
方
が
日
本
に
浸
透
し
て

い
く
と
、
子
ど
も
の
産
み
や
す
い
社

会
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
自
分
一
人

で
は
子
育
て
の
力
が
足
り
な
く
て
も
、

社
会
が
協
力
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
自

分
に
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」
と

い
う
親
が
増
え
、
子
ど
も
を
産
む
こ

と
を
あ
き
ら
め
て
い
る
親
、
た
め
ら

っ
て
い
る
親
に
と
っ
て
は
「
産
む
」
こ

と
へ
の
決
心
が
助
長
さ
れ
る
こ
と
に

も
な
る
。
ま
た
現
在
、
子
ど
も
を
養

育
し
て
い
る
親
に
と
っ
て
も
、
子
ど

も
と
の
関
係
が
悪
く
な
り
施
設
に
預

け
る
し
か
選
択
肢
の
な
か
っ
た
親
で

も
、
家
庭
で
養
育
が
可
能
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
仮
に

施
設
に
預
け
た
場
合
で
も
、
子
ど
も

を
家
庭
に
引
き
取
り
や
す
く
な
り
、
家

族
（
親
子
）
の
再
統
合
も
進
む
も
の

と
思
わ
れ
る
。

求
め
ら
れ
る
親
へ
の
ケ
ア

　

児
童
虐
待
は
家
族
関
係
・
親
族
関

係
・
地
域
住
民
と
の
人
間
関
係
の
希

薄
な
家
庭
で
起
き
る
こ
と
が
多
い
傾

向
が
あ
る
。
ま
た
、
虐
待
者
に
20
代

の
母
親
が
多
い
こ
と
か
ら
、
育
児
経

験
の
乏
し
さ
や
、
地
域
か
ら
の
孤
立
、

仕
事
と
育
児
の
ス
ト
レ
ス
や
不
安
が
、

母
親
を
子
ど
も
へ
の
虐
待
に
向
か
わ

せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
子
ど
も

へ
の
ケ
ア
は
当
然
だ
が
、
虐
待
再
発

の
根
本
的
解
決
の
た
め
に
は
、
親
（
養

育
者
）
へ
の
専
門
的
な
ケ
ア
や
支
援

が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
親（
養
育
者
）

へ
の
精
神
的
な
サ
ポ
ー
ト
や
セ
ラ
ピ

ー
、
育
児
ス
キ
ル
の
ア
ッ
プ
、
普
段

子
ど
も
と
接
す
る
機
会
の
少
な
い
父

親
の
育
児
へ
の
参
加
な
ど
、
早
急
に

対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

子
育
て
を
通
じ
て
結
ば
れ
る
地

域
の
絆

　

で
は
そ
の
対
応
と
し
て
、地
域
で
は
、

今
何
が
出
来
る
の
か
？
出
来
る
こ
と
、

や
れ
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

　
「
子
育
て
は
社
会
み
ん
な
で
」
の
理

念
の
も
と
、
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場

や
機
関
で
積
極
的
な
取
り
組
み
が
期

待
で
き
る
。
地
域
に
い
る
一
人
ひ
と

り
が
役
割
を
分
担
し
て
、
家
族
を
支

援
す
る
シ
ス
テ
ム
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
構
築
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。

　

手
始
め
と
し
て
、
ま
ず
は
子
育
て

を
し
て
い
る
人
を
見
か
け
た
ら
あ
い

さ
つ
や
声
か
け
を
し
て
み
る
こ
と
だ
。

例
え
ば
、「
こ
ん
に
ち
は
」「
お
疲
れ

さ
ま
で
す
」「
子
育
て
は
大
変
で
し
ょ

う
」「
何
か
あ
っ
た
ら
い
つ
で
も
お
声

を
か
け
て
く
だ
さ
い
」
と
。
こ
う
し

た
言
葉
が
、
地
域
で
の
子
育
て
の
孤

立
を
防
ぎ
、
子
育
て
中
の
親
と
地
域

住
民
が
つ
な
が
る
き
っ
か
け
に
な
る
。

　

今
日
の
児
童
虐
待
は
、
特
別
な
親

が
起
こ
す
も
の
で
は
な
く
、
子
育
て

中
の
親
で
あ
れ
ば
誰
が
起
こ
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
社
会
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
虐
待
を
“
子
育
て
支
援
が
必

要
な
親
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
”
と
捉
え
支
援
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
で
の

子
育
て
支
援
は
、
希
薄
に
な
っ
た
人

と
人
と
の
関
係
を
深
め
、
地
域
で
共

に
支
え
あ
う
仕
組
み
づ
く
り
の
き
っ

か
け
に
も
な
る
取
り
組
み
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
子
育
て
を
通
じ
て
地
域
の

絆
が
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

皆
様
の
ご
奮
闘
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
寄
稿
）
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支
援
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
や
家
庭
を

め
ぐ
っ
て

～
家
族
の
再
統
合
と
地
域
の
支
援
～
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