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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
「
児
童
虐
待
防
止
」
政
策
に
お
け
る
政
府
の
見
解
及
び
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
国
際
人
権
団
体
等
」
及
び
「
子
ど
も
の
権
利
条
約
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以

下
「
児
童
虐
待
防
止
法
」
と
い
う
。
）
等
に
つ
い
て
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
平
成
六
年
条
約
第
二
号
。
以
下
「
権

利
条
約
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
�
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
児
童
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
）
か
ら
権
利
条
約
に
違
反
し
て
い
る
と
の
指
摘
は
受
け
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
殺
人
罪
と
の
境
界
領
域
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
宮
下
厚
生
大

臣
（
当
時
）
の
答
弁
に
つ
い
て
は
、
児
童
虐
待
は
「
犯
罪
的
行
為
に
準
ず
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る

と
こ
ろ
、
児
童
虐
待
防
止
法
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
虐
待
（
以
下
「
児
童
虐
待
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
児
童
（
十
八
歳

に
満
た
な
い
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
範
囲
を
現
行
制
度
以
上
に
限
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
児
童
虐
待
を
受
け
た

一



児
童
に
対
し
て
、
必
要
な
保
護
が
図
ら
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
適
切
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
平
成
二
十
七
年
度
に
発
生
し
た
す
べ
て
の
事
案
」
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
児
童
相
談
所
の
職
員
が
、
労
務
提
供
先
に
お
け
る
虐
待
行
為
に
つ
い
て
、
公
益
通
報
者
保

護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
公
益
通
報
し
た
場
合
に
は
、
同
法
に
よ
る
保
護

の
対
象
と
な
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

「
児
童
相
談
所
運
営
指
針
」
（
平
成
二
年
三
月
五
日
付
け
児
発
第
一
三
三
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
で
は
、
一
時

保
護
は
原
則
と
し
て
子
ど
も
や
保
護
者
の
同
意
を
得
て
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
子
ど
も
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
が
子
ど

も
の
福
祉
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
し
て
お
り
、
「
緊
急
性
が
あ
り
、
一
時
保
護
が

短
期
で
あ
る
こ
と
を
例
外
適
用
の
要
件
」
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

六
及
び
十
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
一
時
保
護
」
及
び
「
親
子
間
の
面
会
・
通
信
を
全
部
制
限
（
禁
止
）
す
る
処
分
」
に
つ
い
て
は
、
児
童
を
適

二



切
に
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
な
期
間
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
現
在
、
国
会
に
提
出
し
て
い
る
児

童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
則
第
二
条
第
二
項
で
は
、
政
府
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
手
続
に
お
け
る
裁
判

所
の
関
与
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
児
童
虐
待
の
実
態
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
意
見
」
も
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

七
に
つ
い
て

前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
十
二
月
の
教
育
改
革
国
民
会
議
報
告
や
、
平
成
十
五
年
三
月
の
中
央
教
育
審

議
会
答
申
等
を
踏
ま
え
て
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
、
家
庭

教
育
に
つ
い
て
、
「
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、
子
の
教
育
に
つ
い
て
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
活
の

た
め
に
必
要
な
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
立
心
を
育
成
し
、
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

後
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
「
児
虐
法
第
二
条
と
民
法
第
八
百
二
十
二
条
と
の
関
係
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
児
童
虐
待
は
、
子
の
利
益
の
た
め
子
の
監
護
及
び
教
育
に
必
要
な
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
行

三



為
で
は
な
い
た
め
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
に
は
含
ま
れ
な
い
。

八
に
つ
い
て

委
員
会
に
政
府
が
提
出
し
た
第
三
回
政
府
報
告
の
検
討
を
踏
ま
え
て
委
員
会
が
二
千
十
年
六
月
十
一
日
の
会
合
で
採
択
し

た
い
わ
ゆ
る
最
終
見
解
（
以
下
「
最
終
見
解
」
と
い
う
。
）
の
第
六
十
二
項
の
内
容
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。
お
尋
ね

の
「
こ
の
国
連
見
解
に
即
し
て
我
が
国
の
学
校
を
指
導
す
る
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

学
校
に
お
い
て
は
、
在
籍
す
る
児
童
生
徒
を
、
児
童
相
談
所
に
送
致
す
る
権
限
は
有
し
て
い
な
い
。

九
に
つ
い
て

児
童
虐
待
防
止
法
第
六
条
第
一
項
で
は
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
を
発
見
し
た
者
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を

通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
児
童
虐
待
の
事
実
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
と
も
主
観
的
に
児
童
虐
待
で

あ
る
と
認
識
し
た
者
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
通
告
に
つ
い
て
は
、
児
童
虐
待
防
止
法

の
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
結
果
と
し
て
児
童
虐
待
の
事
実
が
な
い
場
合
に
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
刑
事
上
及
び

民
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

四



御
指
摘
の
「
児
童
福
祉
法
第
二
十
八
条
申
立
審
判
」
に
つ
い
て
は
、
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二

号
）
第
二
百
三
十
四
条
に
規
定
す
る
「
都
道
府
県
の
措
置
に
つ
い
て
の
承
認
の
審
判
事
件
」
及
び
「
都
道
府
県
の
措
置
の
期

間
の
更
新
に
つ
い
て
の
承
認
の
審
判
事
件
」
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
庭
裁
判
所

は
、
原
則
と
し
て
、
児
童
を
現
に
監
護
す
る
者
、
児
童
に
対
し
親
権
を
行
う
者
、
児
童
の
未
成
年
後
見
人
及
び
児
童
（
十
五

歳
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
第
五
十
六
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
職
権
で
事
実
の
調
査
を
し
、
か
つ
、
必
要
と
認
め
る
証
拠
調
べ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
法
第
四
十
七
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
当
事
者
又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、
事
件
記
録
の
閲
覧
等
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
家
庭
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
事
者
及
び
利
害
関
係
人
の
手

続
保
障
を
図
り
な
が
ら
、
適
切
に
事
件
の
処
理
を
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
時
保
護
に
つ
い
て
は
、
六
及
び
十
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
政
府
は
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三

第
八
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
関
与
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
意
見
」
も
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

十
一
に
つ
い
て

五



前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
弁
護
士
接
見
禁
止
」
の
事
実
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
児
童
福
祉

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
長
は
、
一
時
保
護
を
加
え
た
児
童
に
つ
い
て
、
監
護
、
教
育

及
び
懲
戒
に
関
し
、
当
該
児
童
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
後
段
の
お
尋
ね

に
つ
い
て
は
、
一
時
保
護
を
加
え
た
児
童
の
心
身
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
当
該
児
童
の
保
護
者
が
選
任
し
た
弁
護
士
に
面
会

す
る
こ
と
が
当
該
児
童
の
福
祉
を
害
す
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
御
指
摘
の
「
意
見
」
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
三
に
つ
い
て

児
童
相
談
所
長
が
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
の
保
護
者
に
対
し
て
当
該
児
童
と
の
面
会
又
は
通
信
の
全
部
を
制
限
し
た
期

間
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
四
に
つ
い
て

十
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
長
は
、

一
時
保
護
を
加
え
た
児
童
に
つ
い
て
、
監
護
、
教
育
及
び
懲
戒
に
関
し
、
当
該
児
童
の
福
祉
の
た
め
必
要
な
措
置
を
採
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

六



ま
た
、
「
一
時
保
護
等
が
行
わ
れ
て
い
る
児
童
生
徒
の
指
導
要
録
に
係
る
適
切
な
対
応
及
び
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
係
る

対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
付
け
二
十
七
文
科
初
第
三
百
三
十
五
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局

長
通
知
。
以
下
「
局
長
通
知
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
指
導
等
と
し
て
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
対
し
て
、
一
時
保

護
等
が
行
わ
れ
て
い
る
児
童
生
徒
が
児
童
相
談
所
に
お
い
て
相
談
・
指
導
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
児
童
生
徒
の
自

立
を
支
援
す
る
上
で
当
該
相
談
・
指
導
が
有
効
・
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
か
つ
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
に
は
校

長
は
指
導
要
録
上
出
席
扱
い
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
局
長
通
知
に
お
い
て
は
、

一
時
保
護
等
が
行
わ
れ
て
い
る
児
童
生
徒
が
学
校
に
復
帰
し
た
際
、
当
該
学
校
は
児
童
生
徒
の
状
況
に
応
じ
補
習
等
を
実
施

し
、
小
中
学
校
に
お
け
る
各
学
校
の
課
程
の
修
了
や
高
等
学
校
に
お
け
る
単
位
の
認
定
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
局
長
通
知
は
「
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
所
定
の
期
間
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
教
育
を
う
け
ず
と
も
児
童
生

徒
を
出
席
扱
い
と
す
る
こ
と
等
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
」
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
一
時
保
護
等
が
行
わ
れ
て
い
る
児
童
生

徒
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い

七



と
考
え
て
い
る
。

十
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
児
童
を
管
理
す
る
目
的
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
三

条
の
二
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
第
三
項
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
長
又
は
児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
一
時
保
護
所
又
は
児

童
福
祉
施
設
に
入
所
中
の
児
童
に
対
し
、
当
該
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し
て
、
児
童
相
談
所
の
児
童
精
神
科

医
に
よ
る
診
断
や
児
童
精
神
科
へ
の
入
院
等
の
適
切
な
援
助
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

十
六
に
つ
い
て

児
童
福
祉
施
設
に
入
所
中
の
児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
（
以
下
「
施
設
入
所
児
童
等
」
と
い
う
。
）

に
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
施
設
入
所
児
童
等
を
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
す
る

観
点
か
ら
は
、
児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
監
護
、
教
育
及
び
懲
戒
に
関
し
必
要
な
措
置
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
児
童
福
祉
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
七
に
つ
い
て

都
道
府
県
が
、
児
童
に
対
し
、
施
設
入
所
等
の
措
置
を
採
っ
て
か
ら
一
年
程
度
経
過
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
当
該
措
置
を

八



継
続
し
な
け
れ
ば
保
護
者
が
当
該
児
童
を
虐
待
し
、
著
し
く
そ
の
監
護
を
怠
り
、
そ
の
他
著
し
く
当
該
児
童
の
福
祉
を
害
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
等
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
意
見
」
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

十
八
に
つ
い
て

最
終
見
解
に
つ
い
て
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
内
容
等
を
十
分
に
検
討
し
た
上
で
、
政
府
と

し
て
適
切
に
対
処
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
最
終
見
解
で
指
摘
さ
れ
た
「
独
立
し
た
調
査
」
に
つ
い
て
は
行

っ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
「
す
べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
一

日
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
の
一
時
保
護
所
に
つ
い
て
第
三
者
評
価
の
仕
組
み
を
設
け
る

よ
う
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
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