
序　

章　

近
代
日
本
に
お
け
る
児
童
虐
待
問
題
へ
の
視
座

第
1
節　

問
題
の
所
在

1
．
戦
前
期
の
児
童
虐
待
問
題

　

本
研
究
は
、
戦
前
期（

（
（

に
お
け
る
児
童
虐
待
問
題
を
対
象
に
、
社
会
問
題
の
構
築
と
い
う
視
角
か
ら
子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
を
明
ら
か
に

す
る
、
子
ど
も
の
社
会
史
研
究
で
あ
る
。

　

日
本
の
児
童
福
祉
（
子
ど
も
家
庭
福
祉
（
の
成
立
を
戦
前
の
歴
史
と
の
連
続
性
に
お
い
て
み
よ
う
と
す
る
場
合
、
大
正
後
期
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
の
児
童
保
護
事
業
の
勃
興
を
重
要
な
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
児
童
保
護
事
業
が

進
展
し
た
背
景
に
は
、
日
本
の
資
本
主
義
の
危
機
的
状
況
が
あ
っ
た
（
清
水 （990

（。
大
正
九
（
一
九
二
〇
（
年
に
生
じ
た
戦
後
恐
慌
と

大
正
一
二
（
一
九
二
三
（
年
の
関
東
大
震
災
に
続
き
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
（
年
の
金
融
恐
慌
と
昭
和
四
（
一
九
二
九
（
年
の
世
界
恐
慌
が
、

日
本
社
会
に
深
刻
な
経
済
的
不
況
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
危
機
的
状
況
の
な
か
、
国
家
の
責
任
と
し
て
社
会
事
業
の
法
整

備
が
求
め
ら
れ
、
実
際
に
多
く
の
法
律
が
作
ら
れ
て
い
く
。
と
く
に
、
子
ど
も
の
問
題
を
中
心
と
し
た
法
整
備
が
進
め
ら
れ
、
昭
和
期
に
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な
っ
て
「
救
護
法
」（
昭
和
四
年
四
月
（、「
少
年
教
護
法
」（
昭
和
八
年
五
月
（、「
母
子
保
護
法
」（
昭
和
一
二
年
三
月
（
が
制
定
さ
れ
た
。
そ

し
て
こ
れ
ら
と
時
を
同
じ
く
し
て
制
定
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
法
律
が
「
児
童
虐
待
防
止
法
」（
昭
和
八
年
四
月
（
で
あ
っ
た
。

　

戦
前
期
に
児
童
虐
待
防
止
法
と
い
う
名
の
法
律
が
存
在
し
た
と
い
う
認
識
は
、
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
。
児
童
虐
待
と
い
え
ば
現
代

的
な
問
題
と
し
て
想
起
さ
れ
る
が
、
戦
前
期
に
お
い
て
も
児
童
虐
待
は
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
対
応
を
迫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
深

刻
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
戦
前
期
の
児
童
虐
待
は
、
今
日
の
問
題
と
は
そ
の
様
相
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
児
童
虐
待
防
止
法
が
制
定
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
当
時
の
内
務
省
社
会
局
長
は
新
聞
紙
上
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
法
案
を
作
る
に
至
っ
た
根
本
の
思
想
は
子
供
は
十
四
歳
未
滿
は
教
育
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
勞
働
を
さ
し
た
り
使
用
す
べ
き

も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
發
し
て
ゐ
る
の
で
す
。（
中
略
（
日
本
の
現
在
の
社
會
で
は
、
玉
の
り
だ
と
か
、
か
ど
つ
け

だ
と
か
、
輕
業
だ
と
か
、
色
々
な
方
面
で
兒
童
が
虐
待
さ
れ
て
い
て
（
中
略
（
一
般
は
そ
の
虐
待
を
看
過
し
て
い
ま
す
」（『
東
京
朝

日
新
聞
』
一
九
三
二
年
四
月
二
日
（。

　

上
の
記
事
を
読
ん
で
わ
か
る
通
り
、
こ
の
児
童
虐
待
防
止
法
は
、「
玉
の
り
だ
と
か
、
か
ど
つ
け
だ
と
か
、
軽
業
だ
と
か
」
と
い
っ
た
、

街
頭
等
で
の
特
殊
な
労
働
な
ど
に
従
事
す
る
子
ど
も
た
ち
の
救
済
と
保
護
の
た
め
に
作
ら
れ
た
法
律
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
本
法
の
対
象

は
「
十
四
歳
未
満
の
児
童
で
，
そ
の
児
童
を
保
護
す
べ
き
責
任
の
あ
る
者
が
、
児
童
を
虐
待
し
た
り
、
児
童
の
監
護
を
怠
っ
た
り
し
て
刑

罰
法
令
に
触
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
場
合
に
は
保
護
処
分
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
第
二
条
（。
本
法
は
、
工
場
法
、
工
業
労

働
者
最
低
年
齢
法
な
ど
で
カ
バ
ー
仕
切
れ
な
い
児
童
労
働
に
対
す
る
保
護
規
定
の
位
置
を
も
っ
た
」（
児
童
福
祉
法
研
究
会
編 （978

：37

（

の
で
あ
る
。
戦
前
期
の
児
童
虐
待
防
止
法
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
「
児
童
虐
待
」
の
概
念
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
知
る
「
児
童
虐
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待
」
と
は
少
し
異
な
っ
た
概
念
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

明
治
期
以
降
の
日
本
の
児
童
保
護
の
展
開
の
な
か
で
、
明
治
三
三
（
一
九
〇
〇
（
年
の
感
化
法
や
明
治
四
四
（
一
九
一
一
（
年
の
工
場

法
な
ど
が
、
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
近
代
的
な
処
遇
を
早
く
に
実
現
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
子
ど
も
に
対
す
る
近

代
的
な
ま
な
ざ
し
が
、
昭
和
期
に
入
っ
て
街
頭
等
で
の
特
殊
な
労
働
に
従
事
す
る
子
ど
も
た
ち
に
も
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

児
童
虐
待
防
止
法
制
定
の
背
景
で
あ
っ
た
と
ま
ず
は
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先
の
新
聞
記
事
の
こ
と
ば
に
沿
っ
て
い
え
ば
、
子
ど

も
は
本
来
労
働
な
ど
の
苛
酷
な
状
況
か
ら
は
保
護
さ
れ
、
学
校
で
教
育
を
受
け
る
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
社
会
に
広
く
行
き
届

い
た
ひ
と
つ
の
結
果
と
し
て
、
昭
和
八
（
一
九
三
三
（
年
に
児
童
虐
待
防
止
法
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

街
頭
等
で
の
労
働
に
従
事
す
る
子
ど
も
た
ち
を
保
護
し
、
か
れ
ら
に
教
育
を
与
え
る
。
歴
史
を
振
り
返
る
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

こ
の
昭
和
初
期
の
児
童
虐
待
防
止
法
の
制
定
は
、
明
治
期
以
降
に
誕
生
し
た
「
保
護
と
教
育
の
対
象
と
し
て
子
ど
も
」
と
い
う
近
代
的
な

子
ど
も
観
が
、
社
会
に
浸
透
し
た
結
果
の
ひ
と
つ
の
到
達
点
と
し
て
み
え
る
の
で
あ
る
。

2
．
子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
を
問
う
視
点

　

こ
こ
に
は
，
近
代
に
な
っ
て
「
可
愛
が
り
」
と
「
激
昂
」
の
感
情
と
と
も
に
，
保
護
と
教
育
の
対
象
と
し
て
の
「
子
供
期
」
が
誕
生
し

た
と
い
う
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
の
説
明
（A

riès （960
＝（980
（
に
通
底
す
る
観
点
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
エ
ス
は
、

一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
（
年
に
フ
ラ
ン
ス
に
て
『
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
子
供
と
家
族
生
活L’enfant et la vie fam

iliale sous 

l’A
ncien R

égim
e

』
を
出
版
し
、
そ
の
な
か
で
「
中
世
の
社
会
で
は
、
子
供
期
と
い
う
観
念
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
」（A

riès （960

＝

（980

：（22

（
と
述
べ
、
現
代
の
西
欧
社
会
に
浸
透
す
る
「
子
供
」
の
観
念
が
、
一
五
世
紀
以
降
に
長
い
歴
史
を
経
て
か
た
ち
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た（

2
（

。
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中
世
の
伝
統
的
な
西
欧
社
会
に
お
い
て
は
、
現
代
の
子
ど
も
期
に
相
当
す
る
期
間
は
、
も
っ
と
も
か
弱
い
状
態
で
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
期
間
、
自
分
ひ
と
り
で
は
ま
っ
た
く
何
も
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
期
間
に
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
た
。
子
ど
も
は
身
の
回
り
の
自
分

の
用
を
足
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
身
体
的
に
大
人
と
見
做
さ
れ
て
、「
小
さ
な
大
人
」
と
し
て
、
親
密
な
共
同
体
の
な
か
で

大
人
た
ち
と
衣
食
住
や
労
働
や
遊
び
な
ど
の
生
活
を
共
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
社
会
の
人
び
と
の
子
ど
も
に
対
す
る
意
識
と
感
情
に
変
化
が
生
じ
、
子
ど
も
に
は
大
人
の
社
会
へ
迎
え
入
れ
る
前
に
学
校
で

の
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
は
徒
弟
的
な
修
行

に
代
わ
っ
て
、
よ
り
広
範
な
知
識
を
教
授
す
る
学
校
が
そ
の
役
目
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
同
時
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
い

う
新
た
な
社
会
階
層
の
親
た
ち
が
そ
う
し
た
学
校
教
育
の
重
要
性
を
認
め
、
子
ど
も
た
ち
を
自
分
た
ち
の
手
元
に
置
い
て
特
別
な
配
慮
を

払
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
子
ど
も
は
、
労
働
や
遊
び
を
大
人
た
ち
と
共
に
し
て
い
た
共
同
体
で
の
生
活

か
ら
は
切
り
離
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
子
ど
も
は
、
特
別
な
保
護
と
教
育
を
受
け
る
べ
き
と
い
う
人
び
と
の
心
性
の
広
が
り

の
な
か
で
、
大
人
と
は
異
な
る
子
ど
も
独
自
の
世
界
が
作
ら
れ
て
い
き
、
そ
こ
に
囲
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
れ
が
、
ア
リ
エ
ス
が
提
起
し
た
、
近
代
社
会
と
子
ど
も
の
歴
史
の
概
要
で
あ
る
。
ア
リ
エ
ス
に
よ
る
近
代
的
子
ど
も
観
の
誕
生
を
探

究
す
る
研
究
は
、
そ
の
後
多
く
の
論
争
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
り
、
現
在
へ
と
つ
な
が
る
子
ど
も
の
社
会
史
研
究
の
礎
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同

時
に
、
ア
リ
エ
ス
の
研
究
以
降
、
近
代
的
な
子
ど
も
観
の
あ
り
よ
う
を
教
育
と
家
族
の
歴
史
的
な
変
容
に
着
目
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
、

子
ど
も
の
社
会
史
研
究
の
重
要
な
主
題
に
も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
は
、
教
育
と
家
族
の
史
的
展
開
を
追
う
だ
け
で
、
果
た
し
て
十
分
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
も

の
だ
ろ
う
か
。
教
育
と
家
族
の
史
的
変
遷
の
な
か
か
ら
近
代
的
な
子
ど
も
観
の
誕
生
と
し
て
み
え
る
事
象
を
追
う
こ
と
の
み
で
、
子
ど
も

の
近
代
の
歴
史
を
み
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
小
学
校
教
育
の
普
及
の
変
遷
を
お
っ
た
清
川
郁
子
（2007

（
の

4
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研
究
は
、
大
正
中
期
か
ら
昭
和
初
期
を
公
教
育
成
立
の
第
三
局
面
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
が
児
童
保
護
事
業
の
成
立
と
と
も
に
展
開
し

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
く
に
、
東
京
市
に
お
い
て
は
「
都
市
化
の
急
進
と
と
も
に
小
学
校
令
の
法
令
が
と
ど
か
な
い
細
民
地
区
や
木
賃

宿
に
住
む
児
童
、
工
場
法
の
適
用
さ
れ
な
い
町
工
場
や
商
店
に
働
く
児
童
、
一
般
家
庭
に
女
中
や
子
守
と
し
て
働
く
児
童
等
々
、
不
就
学
、

不
完
全
就
学
の
児
童
の
問
題
」（
清
川 2007

：6（5

（
が
顕
在
化
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
都
市
の
一
部
ス
ラ
ム
地
域
の
公
教
育
が
こ
の
時
期

に
地
域
社
会
の
児
童
保
護
事
業
に
支
え
ら
れ
て
展
開
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
清
川
の
指
摘
は
、
教
育
の
制
度
の
整

備
の
み
な
ら
ず
児
童
保
護
事
業
の
展
開
が
、
教
育
の
対
象
と
し
て
の
「
子
ど
も
期
」
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
戦
前
期
の
時
代
の
変
化

を
物
語
っ
て
い
る
。

　

だ
が
、
清
川
の
研
究
が
こ
の
時
代
の
児
童
保
護
事
業
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、「
師
範
学
校
出
身
の
教
師
達
の
地
味
な
活
動
、
各
区

小
学
校
の
後
援
会
、
そ
し
て
方
面
委
員
に
代
表
さ
れ
る
町
内
会
の
指
導
者
達
の
地
味
な
児
童
保
護
活
動
」（
清
川 2007

：6（5

（
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
同
時
代
に
誕
生
し
た
児
童
保
護
に
関
す
る
法
律
、
と
く
に
児
童
労
働
に
対
す
る
保
護
規
定
の
位
置
を
も
っ
た
児
童
虐
待
防
止

法
が
、
教
育
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
み
ら
れ
な
い
。
確
か
に
、
清
川
の
研
究
は
、
日
本
の
近
代
公
教
育
の

成
立
の
歴
史
を
描
く
研
究
で
あ
り
、
子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
の
解
明
を
直
接
の
主
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も

の
歴
史
を
研
究
の
主
題
と
す
る
場
合
に
、
た
と
え
「
教
育
の
対
象
と
し
て
の
子
ど
も
」
の
誕
生
を
学
校
教
育
制
度
の
変
遷
を
軸
に
描
く
の

だ
と
し
て
も
、
近
代
公
教
育
の
成
立
の
歴
史
を
追
う
の
み
で
な
く
、
同
時
代
の
別
の
領
域
の
子
ど
も
を
対
象
に
し
て
そ
の
歴
史
を
探
究
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
清
川
の
研
究
は
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
公
教
育
制
度
の
成
立
と
浸
透
に
よ
っ
て
近
代
的
な
子
ど
も
の
誕
生
と
し
て

み
る
こ
と
の
で
き
る
歴
史
の
過
程
で
も
、
教
育
以
外
の
領
域
で
、
子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
展
開
が
あ
っ
た
の
か
。

子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
教
育
や
家
族
の
歴
史
を
軸
に
し
て
論
じ
る
以
外
に
も
、
別
の
水
準
の
軸
を
設
定
し

て
さ
ら
に
丁
寧
に
読
み
解
く
必
要
が
あ
る（

3
（

。
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3
．
本
研
究
の
目
的

　

こ
う
し
た
子
ど
も
の
近
代
に
対
す
る
問
題
関
心
か
ら
本
研
究
は
、
戦
前
期
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止
法
の
制
定
が
、
労
働
に
従
事
す
る

子
ど
も
の
保
護
に
ど
の
よ
う
な
現
実
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
そ
の
た
め
の
本
研
究
の
課
題
は
、
工
場
法
の
対
象
外

と
さ
れ
た
児
童
労
働
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
虐
待
を
取
り
締
ま
る
法
律
の
適
用
の
対
象
と
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
試
み
は
、
教
育
と
労
働
の
両
方
の
制
度
か
ら
と
り
こ
ぼ
さ
れ
、
長
い
あ
い
だ
就
労
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
た
子
ど
も
が
、
い
か
に
近

代
的
な
「
子
ど
も
期
」
の
枠
組
み
へ
囲
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
か
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
日
本
に
お
け

る
戦
前
期
の
児
童
虐
待
の
歴
史
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
を
解
き
明
か
す
取
り
組
み
と
な
る
。

　

本
研
究
は
、「
生
物
学
に
属
し
て
い
る
と
同
時
に
社
会
的
な
意
識
の
あ
り
方
（m

entalité

（
に
も
属
し
、
自
然
に
属
す
と
と
も
に
文
化

に
属
し
て
も
い
る
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
」（A

riès （960

＝（980

：ⅰ

（
と
い
う
、
子
ど
も
の
概
念
に
関
す
る
ア
リ
エ
ス
の
知
見

を
基
盤
と
し
、
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
の
近
代
の
形
成
の
一
局
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
本
研
究
が

具
体
的
な
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
が
、
戦
前
期
に
お
け
る
児
童
虐
待
の
問
題
で
あ
る
。
子
ど
も
を
労
働
と
い
う
虐
待
か
ら
保

護
し
、
教
育
の
世
界
へ
と
導
く
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
た
児
童
虐
待
防
止
法
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
、
人
び
と
の
あ
い
だ
で
子
ど
も
に

関
し
て
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
子
ど
も
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
社
会
は
子
ど
も
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う

べ
き
か
。
そ
れ
ら
の
議
論
の
経
過
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
社
会
の
人
び
と
の
概
念
の
形
成
を

読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
研
究
は
、
近
代
国
家
の
形
成
が
始
動
し
た
明
治
期
か
ら
法
律
制
定
の
昭
和
初
期
ま
で
を
対
象
に
、

児
童
虐
待
と
子
ど
も
の
問
題
を
め
ぐ
る
様
々
な
議
論
を
分
析
し
、
日
本
の
子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
の
研
究
に
新
た
な
知
見
を
提
示
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
い
。

6
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で
は
、
本
研
究
は
、
日
本
の
児
童
虐
待
の
歴
史
研
究
及
び
子
ど
も
の
近
代
の
歴
史
研
究
の
ど
の
よ
う
な
点
に
学
術
的
な
意
義
を
も
つ
研

究
と
な
る
の
か
。
そ
の
点
を
、
本
章
に
お
い
て
、
先
行
研
究
の
整
理
の
も
と
に
論
じ
た
い
。
以
下
、
本
章
2
節
で
は
、
子
ど
も
の
社
会
史

研
究
の
今
日
的
な
動
向
を
整
理
し
、
近
年
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
社
会
学
の
立
場
か
ら
「
構
築
」
と
い
う
視
角
の
有
効
性
が
提
起
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
す
。
3
節
で
は
、
戦
前
期
の
児
童
虐
待
問
題
を
扱
っ
た
先
行
の
研
究
を
整
理
し
、
本
研
究
の
具
体
的
な
研
究
課
題
を
提
示

す
る
。
4
節
で
は
、
3
節
の
課
題
に
対
し
て
、
本
研
究
が
分
析
方
法
と
し
て
採
用
す
る
社
会
問
題
の
社
会
構
築
主
義
の
視
角
に
つ
い
て
論

じ
る
。
最
後
に
5
節
で
は
、
本
研
究
で
扱
う
歴
史
資
料
と
本
研
究
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

第
2
節　

子
ど
も
の
社
会
史
研
究
に
お
け
る
「
構
築
」

1
．
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
と
子
ど
も
の
社
会
史
研
究

　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
に
よ
る
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
（
年
の
『
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
の
子
ど
も
と
家
族
生
活L’enfant 

et la vie fam
iliale sous l’A

ncien R
égim

e

』
の
出
版
は
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
世
界
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

4
（

。

英
語
版
は
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
（
年
に
『
子
ど
も
の
数
世
紀
：
家
族
生
活
の
社
会
史Centuries of Childhood: A

 Social H
istories of 

Fam
ily Life

』
と
題
名
を
変
え
て
翻
訳
出
版
さ
れ
、
日
本
版
は
一
九
八
〇
（
昭
和
五
五
（
年
に
『〈
子
供
〉
の
誕
生
：
ア
ン
シ
ァ
ン
・
レ
ジ

ー
ム
期
の
子
供
と
家
族
生
活
』
と
の
題
名
で
出
版
さ
れ
た（

5
（

。

　

ア
リ
エ
ス
以
降
の
子
ど
も
の
社
会
史
研
究
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
翻
訳
を
含
め
日
本
語
で
読
む
こ
と
の
で
き
る
優
れ
た
論
考
を

手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
た
と
え
ば
、Cunningham

 （995

＝20（3；

岩
下 2009；

Roberts 2003

＝20（6；

北
本 202（a

（。
そ
し
て
一
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