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中
央
大
学
刑
事
判
例
研
究
会

実
在
の
児
童
の
画
像
を
元
に
作
成
さ
れ
た
Ｃ
Ｇ
に
つ
き
児
童
ポ
ル
ノ
製
造
罪
お
よ
び
提
供
罪
が
成
立
す
る
と

さ
れ
た
事
例

髙　
　

良　
　

幸　
　

哉

東
京
高
判
平
成
二
九
年
一
月
二
四
日
／
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
二
五
年
（
特
わ
）
第
一
〇
二
七
号
／
児
童
買
春
、

児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
違
反
被
告
事
件
／
高
刑
集
七
〇
巻
一
号

一
頁

【
事
案
の
概
要
】

本
件
被
告
人
は
、
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
提
供
す
る
目
的
で
、
衣
服
を
付
け
な
い
実
在
す
る
児
童
の
姿
態
が
撮
影
さ
れ
た
画
像
デ
ー
タ
を
素
材
と
し
、

画
像
編
集
ソ
フ
ト
等
を
使
用
し
て
前
記
児
童
の
姿
態
を
描
写
し
た
画
像
デ
ー
タ
三
点
を
含
む
同
フ
ァ
イ
ル
を
被
告
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
外

付
け
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
内
に
記
憶
、
蔵
置
さ
せ
、
も
っ
て
衣
服
の
全
部
を
着
け
な
い
児
童
の
姿
態
で
あ
っ
て
性
欲
を
刺
激
す
る
も
の
を
視
覚
に
よ
り
認
識



一
七
四

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
描
写
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
で
あ
る
児
童
ポ
ル
ノ
を
製
造
し
た
。
ま
た
、
被
告
人
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
を
含

む
Ｃ
Ｇ
集
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
販
売
サ
イ
ト
を
運
営
す
る
a
会
社
に
販
売
を
委
託
し
て
提
供
し
よ
う
と
企
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た

被
告
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
、
a
の
デ
ー
タ
保
管
先
の
b
会
社
が
管
理
す
る
サ
ー
バ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
本
件
Ｃ
Ｇ
集
に
か
か
る
フ
ァ
イ
ル

を
送
信
し
て
記
憶
、
蔵
置
さ
せ
る
と
と
も
に
、
a
に
そ
の
販
売
を
委
託
し
、
三
回
に
わ
た
り
前
記
Ｃ
Ｇ
集
を
販
売
さ
せ
、
顧
客
ら
に
同
フ
ァ
イ
ル
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
さ
せ
た
。

原
審
は
、
児
童
性
の
認
定
に
お
い
て
タ
ナ
ー
法
分
類
に
よ
る
認
定
方
法
を
採
用
し
、
三
四
点
の
Ｃ
Ｇ
の
う
ち
、
タ
ナ
ー
法
に
よ
る
認
定
を
行
っ
た
医
師

が
児
童
性
を
認
定
し
た
写
真
と
素
材
画
像
が
一
致
し
な
い
七
点
に
つ
い
て
児
童
性
の
立
証
が
な
い
と
し
、
残
り
二
七
点
の
う
ち
、
六
点
に
つ
い
て
は
、
元

画
像
の
出
典
が
不
明
で
あ
る
、
元
写
真
と
の
同
一
性
が
失
わ
れ
る
ほ
ど
に
加
工
さ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
実
在
性
を
否
定
し
、
残
り

二
一
点
の
う
ち
、
タ
ナ
ー
法
の
乳
房
二
度
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
乳
房
や
肩
幅
、
腰
付
近
の
骨
格
等
、
身
体
全
体
の
発
達
が
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
八
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
が
強
く
推
認
さ
れ
、四
点
に
つ
い
て
児
童
性
を
認
定
し
、そ
の
う
ち
、三
点
に
つ
い
て
は
元
画
像
と
の
同
一
性
を
認
定
し
て
い
る
。

な
お
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
Ｃ
Ｇ
集
は
、「
Ｃ
Ｇ
集
一
」
お
よ
び
、
そ
の
一
年
二
か
月
後
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
「
Ｃ
Ｇ
集
二
」
で
あ
る
が
、
本
件
児

童
ポ
ル
ノ
に
か
か
る
Ｃ
Ｇ
は
す
べ
て
後
者
に
含
ま
れ
て
お
り
、
前
者
の
Ｃ
Ｇ
に
つ
い
て
は
児
童
ポ
ル
ノ
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

被
告
人
行
為
は
、か
か
る
三
点
の
Ｃ
Ｇ
に
つ
き
、児
童
ポ
ル
ノ
提
供
目
的
製
造
罪
（
改
正
前
児
童
ポ
ル
ノ
法
七
条
五
項
）
お
よ
び
、同
提
供
罪
（
同
四
項
）

と
し
て
有
罪
と
さ
れ
、
控
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
判
決
要
旨
】

描
写
の
方
法
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、「
実
在
す
る
児
童
を
描
写
し
た
と
い
え
る
程
度
に
同
一
性
の
認
め
ら
れ
る
画
像
や
絵
画
が
製
造
さ
れ
た
場
合
に

は
、
そ
の
児
童
の
権
利
侵
害
が
生
じ
得
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
児
童
ポ
ル
ノ
法
に
よ
る
処
罰
対
象
と
な
る
こ
と
は
、
同
法
の
趣
旨
に

照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
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児
童
ポ
ル
ノ
法
の
児
童
ポ
ル
ノ
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
に
鑑
み
る
と
、「
同
法
が
保
護
法
益
と
す
る
児
童
の
権
利
は
、
児
童
の
実
在
性
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
要
す
る
と
い
う
意
味
で
具
体
性
を
備
え
て
い
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
個
別
の
児
童
の
具
体
的
な
権
利
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
児

童
一
般
の
保
護
と
い
う
社
会
的
法
益
と
排
斥
し
合
う
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
同
法
は
、
身
体
的
、
精
神
的
に
未
熟
で
、
判
断
能
力
が
十
分
に

備
わ
っ
て
い
な
い
児
童
を
性
的
搾
取
又
は
性
的
虐
待
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
後
見
的
な
見
地
か
ら
、
そ
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
を
予

定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
児
童
の
権
利
侵
害
を
防
ぐ
と
い
う
同
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
現
に
児
童
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
の
み
な
ら
ず
、

児
童
を
性
欲
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
社
会
的
風
潮
が
広
が
る
の
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
児
童
に
対
す
る
性
的
搾
取
な
い
し
性
的
虐
待

を
防
ぐ
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
同
法
の
規
制
の
趣
旨
及
び
目
的
に
は
、
社
会
的
法
益
の
保
護
も
含
ま
れ
る
」

と
い
え
る
。

な
お
、
原
審
は
、
児
童
性
、
実
在
性
の
否
定
さ
れ
た
Ｃ
Ｇ
集
に
つ
い
て
の
提
供
行
為
を
、
両
Ｃ
Ｇ
集
の
提
供
行
為
と
合
わ
せ
て
一
罪
と
し
た
が
、
両
Ｃ

Ｇ
集
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
つ
い
て
は
一
年
三
か
月
の
期
間
が
開
い
て
お
り
、
児
童
ポ
ル
ノ
Ｃ
Ｇ
を
含
む
「
Ｃ
Ｇ
集
二
」
に
つ
い
て
は
、
前
作
の
顧
客
か
ら

の
依
頼
を
受
け
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
犯
意
の
も
と
作
成
さ
れ
た
も
の
と
し
、
両
Ｃ
Ｇ
提
供
行
為
を
別
罪
と
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
、「
Ｃ

Ｇ
集
一
」
に
つ
い
て
は
無
罪
と
し
た
。

【
研
　
究
】

一　

問
題
の
所
在

本
件）（
（

は
、
被
告
人
が
、
昭
和
五
六
年
か
ら
平
成
一
一
年
ま
で
に
初
版
が
発
行
さ
れ
た
児
童
の
ヌ
ー
ド
写
真
集
の
画
像
を
元
に
し
て
、
加

工
・
合
成
し
て
レ
イ
ヤ
ー
を
作
成
し
、
こ
れ
を
元
に
児
童
を
描
写
し
た
Ｃ
Ｇ
集
二
点
を
作
成
し
、
当
該
Ｃ
Ｇ
集
に
か
か
る
電
磁
的
記
録
を
、

販
売
サ
イ
ト
を
通
じ
て
販
売
し
た
事
案
で
あ
る
、
東
京
地
判
平
成
二
八
年
三
月
一
五
日
判
時
二
三
三
五
号
一
〇
五
頁）（
（

の
控
訴
審
で
あ
る
。
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原
審
は
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
児
童
ポ
ル
ノ
法
）
施
行
後
初
め
て
、
Ｃ

Ｇ
の
児
童
ポ
ル
ノ
性
が
認
め
ら
れ
た
裁
判
例
で
あ
る
。
原
審
は
、
児
童
性
の
認
定
に
お
い
て
は
タ
ナ
ー
基
準
を
用
い
、
実
在
性
の
認
め
ら

れ
る
元
画
像
と
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
Ｃ
Ｇ
三
点
に
つ
き
、
児
童
ポ
ル
ノ
性
を
認
定
し
て
い
る
。
本
件
東
京
高
裁
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
性

を
認
め
る
要
件
と
し
て
、
実
在
性
お
よ
び
同
一
性
を
検
討
し
て
児
童
ポ
ル
ノ
性
を
認
め
る
と
と
も
に
、
児
童
ポ
ル
ノ
法
の
保
護
法
益
に
も

言
及
し
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
性
を
認
定
す
る
際
の
同
一
性
要
件
の
位
置
づ
け
お
よ
び
、
児
童
ポ
ル
ノ
法
の
保
護
法

益
が
問
題
と
な
る
。

二　

実
在
性
と
同
一
性

ま
ず
、
児
童
の
実
在
性
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
学
説
・
実
務
は
と
も
に
、
当
該
描
写
物
を
児
童
ポ
ル
ノ
で
あ
る
と
認
定
す
る
に
際
し
て
、

モ
デ
ル
と
な
っ
た
児
童
が
実
在
の
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
実
在
性
」
を
要
求
す
る）（
（

。
実
在
性
要
件
に
つ
い
て
、
初
め
て
言

及
し
た
裁
判
例
は
、
大
阪
高
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
四
日
高
速
平
成
一
二
年
四
号
一
四
六
頁
で
あ
り
、
こ
こ
で
大
阪
高
裁
は
、「
児
童

ポ
ル
ノ
法
の
立
法
趣
旨
、
す
な
わ
ち
、
同
法
が
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
描
写
さ
れ
る
児
童
自
身
の
権
利
を
擁
護
し
、
ひ
い
て
は
児
童
一
般
の
権

利
を
も
擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
描
写
さ
れ
て
い
る
児
童
が
実
在
す
る
者
で
あ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
の
児
童
が
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
ま
で
の
必
要
は
な
い
」
と

判
示
し
て
い
る）（
（

。
こ
こ
で
は
、
児
童
が
実
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
描
写
さ
れ
て
い
る
児
童
が
ど

こ
の
誰
で
あ
る
の
か
、
そ
の
氏
名
等
ま
で
特
定
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
し
、
具
体
的
特
定
性
ま
で
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
原
審
東
京
地
裁
も
、
児
童
の
実
在
性
は
要
求
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
特
定
性
ま
で
は
必
要
な
い
と
い
う
、
従
来
の
裁
判
例
と



刑
事
判
例
研
究
⑷
（
髙
良
）

一
七
七

同
様
の
見
解
に
立
ち
、
実
在
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
Ｃ
Ｇ
の
児
童
ポ
ル
ノ
性
判
断
の
基
礎
に
お
く
。
原
審
の
判
断
枠
組
み
は
、
第
一

に
は
、
素
材
と
な
っ
た
画
像
に
描
写
さ
れ
て
い
る
児
童
が
「
実
在
の
児
童
」
で
あ
る
か
が
基
礎
に
あ
り
、
そ
こ
で
、
素
材
画
像
が
素
材
と

な
っ
た
写
真
集
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、
当
該
描
写
児
童
の
実
在
性
が
確
認
で
き
な
い
も
の

が
除
外
さ
れ
、
元
画
像
と
同
一
性
が
担
保
で
き
な
い
Ｃ
Ｇ
に
つ
い
て
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
当
該
Ｃ
Ｇ
に
お
い
て
も
一
定
の
実
在
性
が
要

求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
認
定
の
基
礎
に
、
実
在
性
が
担
保
さ
れ
た
素
材
画
像
と
Ｃ
Ｇ
と
の
同
一
性
が
そ
の
要
件
と
し
て
取
り
込
ま

れ
て
い
る
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
同
一
性
判
断
は
、
一
般
人
の
判
断
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
人
が
そ
れ
を

実
在
の
児
童
の
描
写
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
製
造
・
提
供
に
あ
っ
て
は
規
範
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。

た
だ
し
、
原
審
に
お
け
る
「
同
一
」
と
い
う
文
言
は
二
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
第
一
に
、
元
画
像
デ
ー
タ
に

描
写
さ
れ
て
い
る
児
童
が
ま
さ
に
モ
デ
ル
と
な
っ
た
児
童
で
あ
る
と
い
う
、
当
該
画
像
に
お
け
る
児
童
と
Ｃ
Ｇ
描
写
児
童
の
同
一
性
で

あ
っ
て
、「
当
該
Ｃ
Ｇ
に
記
録
さ
れ
た
姿
態
が
、
一
般
人
か
ら
み
て
、
架
空
の
児
童
の
姿
態
で
は
な
く
、
実
在
の
児
童
の
姿
態
を
忠
実
に

描
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
場
合
に
は
、
実
在
の
児
童
と
Ｃ
Ｇ
で
描
か
れ
た
児
童
と
が
同
一
で
あ
る
」
と
の
文
脈
で
用
い
ら
れ

る
同
一
性
（
同
一
性
Ⅰ
）
が
こ
れ
に
当
た
る
。
第
二
に
、「
写
真
と
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
精
巧
に
作
ら
れ
た
も
の
」
と
の
文
言
で

用
い
ら
れ
る
同
一
性
（
同
一
性
Ⅱ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｇ
作
成
に
際
し
、
元
と
な
っ
た
画
像
に
描
写
さ
れ
た
児
童
の
姿
態
と
Ｃ
Ｇ
に

描
写
さ
れ
た
児
童
の
姿
態
が
同
一
で
あ
る
か
を
問
題
と
す
る
要
素
で
あ
り
、
元
画
像
と
Ｃ
Ｇ
を
結
び
付
け
る
要
件
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
同
じ
「
同
一
性
」
の
文
言
が
用
い
ら
れ
る
が
、「
同
一
性
Ⅰ
」
は
Ｃ
Ｇ
描
写
児
童
が
実
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ

て
、「
同
一
性
Ⅱ
」
は
当
該
Ｃ
Ｇ
画
像
の
実
在
性
、
す
な
わ
ち
Ｃ
Ｇ
に
描
写
さ
れ
た
児
童
が
実
在
の
児
童
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
「
同
一

性
Ⅰ
」
を
立
証
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
同
一
性
Ⅰ
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
Ｃ
Ｇ
に
お
け
る
実
在
性
要
件
に
吸
収
さ
れ



一
七
八

る
要
素
で
あ
る
が
、「
同
一
性
Ⅱ
」
に
つ
い
て
は
、
児
童
の
実
在
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
元
画
像
に
描
写
さ
れ
て
い
る
姿
態
と
当
該
Ｃ
Ｇ

に
描
写
さ
れ
て
い
る
児
童
の
姿
態
を
結
び
付
け
る
こ
と
で
、
当
該
Ｃ
Ｇ
に
描
写
さ
れ
た
児
童
の
実
在
性
す
な
わ
ち
実
在
す
る
児
童
と
の
同

一
性
（
同
一
性
Ⅱ
）
を
立
証
す
る
た
め
の
要
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

同
一
性
要
件
は
従
来
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
児
童
を
直
接
に
記
録
・
撮
影
し
た
よ
う
な
描
写
物
に
お
い

て
は
、
当
然
に
描
写
児
童
と
モ
デ
ル
と
な
っ
た
児
童
は
同
一
で
あ
り
（
同
一
性
Ⅰ
）、
例
え
ば
映
像
等
を
複
製
し
た
事
案
で
あ
っ
て
も
、
元

と
な
っ
た
描
写
と
複
製
さ
れ
た
描
写
は
同
一
性
（
同
一
性
Ⅱ
）
を
問
題
に
す
る
必
要
は
低
く
、
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｇ
の
よ
う
な
加
工
の
容
易
な

描
写
の
場
合
に
問
題
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う）（
（

。
こ
こ
で
、
一
般
人
を
し
て
、
Ｃ
Ｇ
の
描
写
児
童
が
そ
の
一
部
に
お
い
て
現
実
の
児
童
と

同
一
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｃ
Ｇ
の
加
工
性
の
高
さ
故
、
児
童
の
実
在
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
存
す
る）（
（

。
加
工
が

容
易
で
あ
る
以
上
、
元
画
像
と
の
照
合
が
必
要
で
あ
り
、
一
次
描
写
の
児
童
の
実
在
性
に
よ
っ
て
加
工
後
の
Ｃ
Ｇ
の
実
在
性
を
担
保
す
る

た
め
に
、
同
一
性
要
件
（
同
一
性
Ⅱ
）
が
立
証
の
基
礎
に
お
か
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三　

児
童
ポ
ル
ノ
法
の
保
護
法
益

次
に
、
児
童
ポ
ル
ノ
法
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
、
本
件
控
訴
趣
意
に
あ
る
よ
う
に
、
児
童
ポ
ル
ノ
法
の
趣
旨
を
純
粋
な
描
写
児
童
の
保

護
に
求
め
た
場
合
、
児
童
ポ
ル
ノ
作
成
時
に
描
写
児
童
が
す
で
に
一
八
歳
以
上
に
な
っ
て
い
た
場
合
、
法
益
侵
害
性
が
な
く
、
児
童
ポ
ル

ノ
製
造
罪
が
成
立
し
な
い
と
の
主
張
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
児
童
ポ
ル
ノ
法
は
特
に
製
造
時
・
提
供
時
な
い
し
児
童
ポ
ル
ノ
法
施
行
時
に
お

け
る
描
写
対
象
者
に
つ
い
て
の
年
齢
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
趣
旨
を
考
慮
し
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

児
童
ポ
ル
ノ
法
の
趣
旨
、
す
な
わ
ち
、
児
童
ポ
ル
ノ
法
が
い
か
な
る
法
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
的
に



一
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刑
事
判
例
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究
⑷
（
髙
良
）

は
描
写
児
童
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
争
い
が
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
児
童
が
性
的
対

象
と
み
ら
れ
る
風
潮
の
防
止
、
児
童
一
般
の
保
護
を
児
童
ポ
ル
ノ
法
の
保
護
目
的
に
含
め
る
か
否
か
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
は
、
あ
く
ま
で
第
一
次
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
は
児
童
つ
ま
り
は
描
写
児
童
で
あ
っ
て
、
ひ
い
て
は
児
童
一
般
・

風
潮
が
保
護
さ
れ
る
と
す
る）（
（

。
こ
れ
は
、
本
件
原
審
に
お
い
て
も
、「
被
写
体
と
な
る
描
写
児
童
の
権
利
の
擁
護
に
反
す
る
上
、
児
童
一

般
を
性
欲
の
対
象
と
す
る
風
潮
を
助
長
す
る
」
と
の
文
言
が
あ
る
よ
う
に
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
ポ
ル
ノ
製
造
時
、
あ
る
い

は
児
童
ポ
ル
ノ
法
施
行
時
に
お
い
て
す
で
に
一
八
歳
以
上
で
あ
っ
た
も
の
を
描
写
し
た
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
規
制
の
正
当
化
の
際
に
、「
風

潮
」「
児
童
一
般
」
と
い
っ
た
社
会
的
法
益
と
も
読
め
る
語
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
判
例
が
児
童
一
般
を
性
欲
の
対
象
と
す
る
風
潮
の

防
止
や
児
童
一
般
の
保
護
の
み
を
規
制
根
拠
と
し
た
規
制
を
容
認
す
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
、従
来
の
判
例
の
評
価
に
つ
い
て
は
、

社
会
的
法
益
説
に
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
の
評
価
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る）（
（

。

こ
の
点
、
立
法
段
階
に
お
い
て
は
、
社
会
的
法
益
の
保
護
が
児
童
ポ
ル
ノ
法
の
保
護
法
益
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
明
確
に
否
定
し
、
個

人
的
法
益
が
保
護
法
益
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
児
童
一
般
の
保
護
お
よ
び
児
童
を
性
的
対
象
と
み
る
風
潮
の
防
止
に
つ
い
て

言
及
す
る
発
言
も
み
ら
れ
る）（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
立
法
段
階
に
お
い
て
は
個
人
的
法
益
保
護
を
第
一
の
法
益
と
し
つ
つ
も
そ
れ
と
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
一
般
的
児
童
や
児
童
を
性
的
対
象
と
す
る
こ
と
の
防
止
を
も
考
慮
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
学
説
に
お
い
て
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
を
個
人
的
法
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
個
人
的
法
益
説
に
立
つ
見

解
が
多
く
、
こ
れ
は
本
件
控
訴
趣
意
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
児
童
ポ
ル
ノ
製
造
、
提
供
等
に
よ
る
当
該
描
写
児
童
へ
の
侵
害
の

危
険
性
を
根
拠
に
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
を
正
当
化
す
る
見
解
で
あ
る）（1
（

。
か
か
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
当
該
児
童
虐
待
が
想
定
で
き
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
は
正
当
化
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
学
説
の
中
に
は
、
社
会
的
法
益
の
保
護
を
規
制
根
拠
に
お
き
、



一
八
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よ
り
広
い
範
囲
の
規
制
を
可
能
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
ほ
か）（（
（

、
原
則
と
し
て
、
個
人
的
法
益
説
に
立
ち
つ
つ
、
重
畳
的
に
児
童
一
般
・

風
潮
と
い
っ
た
法
益
が
保
護
さ
れ
る
と
し
、
児
童
一
般
・
風
潮
は
単
独
で
児
童
ポ
ル
ノ
の
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る

見
解）（1
（

も
あ
り
、
こ
れ
は
先
の
裁
判
例
・
立
法
と
も
整
合
的
な
見
解
で
あ
る
。

四　

本
件
の
検
討

ま
ず
、実
在
性
に
つ
い
て
、本
件
は
原
審
東
京
地
裁
と
同
様
の
見
解
に
立
ち
、原
審
同
様
、描
写
児
童
が
実
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た

上
で
、当
該
実
在
児
童
と
Ｃ
Ｇ
に
お
い
て
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、当
該
Ｃ
Ｇ
も
実
在
の
児
童
を
描
写
し
た
も
の
と
し
て
、か
か
る

同
一
性
に
よ
り
、Ｃ
Ｇ
に
お
け
る
描
写
児
童
の
実
在
性
を
認
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。当
該
Ｃ
Ｇ
の
製
造
・
流
通
に
よ
っ
て
描
写
対
象
へ
の

抽
象
的
危
険
は
存
す
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
同
一
性
は
、実
在
の
児
童
を
描
写
し
た
Ｃ
Ｇ
と
い
え
る
か
と
い
う
実
在
性
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
、
本
件
評
釈
に
お
い
て
は
、
実
在
性
と
は
児
童
ポ
ル
ノ
に
か
か
る
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
者
の
実
在
性
の
問
題
で
あ
り
、

同
一
性
要
件
は
当
該
権
利
侵
害
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
「
Ｃ
Ｇ
に
お
け
る
描
写
児
童
の
実
在
性
」
は
あ
え

て
要
求
す
べ
き
要
件
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る）（1
（

。
し
か
し
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
元
画
像
の
児
童
ポ
ル

ノ
性
の
問
題
で
は
な
く
、
本
件
Ｃ
Ｇ
自
体
が
児
童
ポ
ル
ノ
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
児
童
ポ
ル
ノ
性
の
要
件
と
し

て
児
童
の
実
在
性
を
要
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
Ｃ
Ｇ
の
描
写
自
体
が
実
在
の
児
童
を
描
写
し
た
と
い
い
う
る
程
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
立
証
の
た
め
に
同
一
性
要
件
（
同
一
性
Ⅱ
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

児
童
ポ
ル
ノ
製
造
時
・
児
童
ポ
ル
ノ
法
施
行
時
に
す
で
に
一
八
歳
以
上
で
あ
っ
た
者
を
描
写
し
た
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
規
制
に
つ
い
て
、

本
件
東
京
高
裁
は
基
本
的
に
は
原
審
と
同
様
の
立
場
で
あ
る
が
、「
児
童
の
権
利
侵
害
を
防
ぐ
と
い
う
同
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
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は
、
現
に
児
童
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
の
み
な
ら
ず
、
児
童
を
性
欲
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
社
会
的
風
潮
が
広
が
る
の
を
防
ぐ
こ

と
に
よ
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て
児
童
に
対
す
る
性
的
搾
取
な
い
し
性
的
虐
待
を
防
ぐ
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
同
法
の
規
制
の
趣
旨
及
び
目
的
に
は
、
社
会
的
法
益
の
保
護
も
含
ま
れ
る
と
い
え
る
」
と
し
て
、
明
確
に
社
会
的
法
益
の

保
護
を
規
制
目
的
と
す
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
こ
の
点
、
従
来
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
「
風
潮
」「
児
童
一
般
」
を
そ
の
保
護
法
益
と
し

て
い
る
よ
う
に
読
め
る
文
言
も
存
す
る
が
、
こ
れ
が
被
写
体
児
童
の
個
人
的
法
益
と
重
畳
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
か
、
か
か
る
法
益
保

護
の
た
め
に
単
独
で
規
制
可
能
な
領
域
が
存
す
る
の
か
、
ま
た
、「
風
潮
」「
児
童
一
般
」
が
社
会
的
法
益
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明

確
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
本
件
は
、
こ
れ
ら
を
社
会
的
法
益
と
し
、
児
童
ポ
ル
ノ
法
の
違
法
市
場
拡
大
の
防
止
、
児
童
の
搾
取
助
長
の

防
止
と
い
っ
た
観
点
と
結
び
付
け
、
さ
ら
に
量
刑
理
由
に
お
い
て
、「
本
件
三
画
像
は
、
そ
の
当
時
児
童
で
あ
っ
た
女
性
の
裸
体
を
、
そ

の
約
二
五
年
な
い
し
二
七
年
後
に
Ｃ
Ｇ
に
よ
り
児
童
ポ
ル
ノ
と
し
て
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
各
行
為
に
よ
る
児
童
の
具
体
的

な
権
利
侵
害
は
想
定
さ
れ
ず
、
本
件
は
、
専
ら
児
童
を
性
欲
の
対
象
と
す
る
風
潮
を
助
長
し
、
将
来
に
わ
た
り
児
童
の
性
的
搾
取
及
び
性

的
虐
待
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
違
法
と
評
価
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
」
と
述
べ
る
な
ど
、
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
に
お
い
て
、
社
会

的
法
益
の
保
護
を
も
規
制
根
拠
と
し
た
と
解
釈
で
き
る
点
に
お
い
て
、
従
来
の
裁
判
例
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
判
断
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
社
会
的
法
益
保
護
の
み
に
よ
っ
て
規
制
す
る
領
域
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
法
益
と
し
て
の
善
良
な
風
俗
を
そ
の
保
護

法
益
と
す
る
刑
法
一
七
五
条
が
漫
画
等
仮
想
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
つ
い
て
も
わ
い
せ
つ
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、「
具

体
的
特
定
」
ま
で
は
い
ら
な
い
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、「
実
在
性
」
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
と
の
矛
盾
は
否
定
し
え
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
件
は
児
童
性
の
認
定
に
お
い
て
は
、
タ
ナ
ー
法
を
用
い
て
そ
の
他
の
要
素
を
加
味
し
て
一
般
人
基
準
で
判
断
す
る
と
い
う
原



一
八
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審
と
同
様
の
基
準
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
Ｃ
Ｇ
集
二
つ
の
う
ち
一
つ
に
つ
い
て
は
無
罪
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
審
が
、
Ｃ
Ｇ
集
一

と
Ｃ
Ｇ
集
二
に
か
か
る
行
為
者
を
一
罪
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
件
東
京
高
裁
は
控
訴
趣
意
を
受
け
、
Ｃ
Ｇ
集
一
と
Ｃ
Ｇ
集
二
の
提
供

の
間
に
相
当
程
度
の
期
間
が
経
過
し
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
、
両
頒
布
行
為
を
別
罪
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
児
童
ポ
ル

ノ
Ｃ
Ｇ
を
含
む
の
が
Ｃ
Ｇ
集
二
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
前
者
に
つ
い
て
は
児
童
ポ
ル
ノ
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
無
罪
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

五　

本
件
の
意
義

本
件
の
意
義
に
つ
い
て
、
本
件
は
原
審
同
様
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
か
か
る
Ｃ
Ｇ
に
つ
い
て
も
、
実
在
性
、
児
童
性
判
断
に
つ
い
て
は
、
従

来
の
判
例
の
見
解
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
件
は
、
児
童
ポ
ル
ノ
法
の
趣
旨
に
お
い
て
、
社
会
的
法
益
の
保
護
に
ま
で
言
及
す

る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
裁
判
例
が
社
会
的
法
益
の
保
護
を
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
点
に
鑑
み
、
従
来
の
判
断
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
判
断

を
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
本
件
は
、
Ｃ
Ｇ
に
お
け
る
児
童
の
実
在
性
は
存
し
抽
象
的
に
は
個
人
的
法
益
の
侵
害
が
観
念
で
き
る

事
案
で
あ
っ
て
、
本
件
を
も
っ
て
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
の
保
護
法
益
を
社
会
的
法
益
で
あ
る
と
す
る
の
は
慎
重
な
考
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
に
お
け
る
社
会
的
法
益
保
護
を
明
示
し
た
点
は
、
今
後
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る

と
考
え
ら
れ
る
。
本
件
は
上
告
さ
れ
て
お
り
、
最
高
裁
の
判
断
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
（
）
本
件
の
評
釈
と
し
て
、
上
田
正
基
「
判
比
」
立
命
館
法
学
三
七
二
号
一
五
七
頁
。
な
お
、
脱
稿
後
、
渡
邊
卓
也
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
臨
増
一
五
一

八
号
一
六
九
頁
に
接
し
た
。

（
（
）
原
審
東
京
地
判
平
成
二
八
年
三
月
一
五
日
判
時
二
三
三
五
号
一
〇
五
頁
の
評
釈
と
し
て
、
拙
稿
「
原
審
判
批
」
法
学
新
報
一
二
三
巻
八
号
三
八

九
頁
、
佐
藤
淳
「
判
批
」
八
一
八
号
一
三
頁
お
よ
び
、
渡
部
直
希
「
判
批
」
警
察
学
論
集
六
九
巻
八
号
一
六
六
頁
、
上
田
正
基
「
原
審
判
比
」
三



一
八
三

刑
事
判
例
研
究
⑷
（
髙
良
）

六
七
号
二
〇
八
頁
。

（
（
）
立
法
者
に
お
け
る
解
説
に
お
い
て
も
児
童
ポ
ル
ノ
で
規
制
対
象
と
な
る
の
は
実
在
の
児
童
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
森
山
眞

弓
・
野
田
聖
子
編
著
『
よ
く
わ
か
る
改
正
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
五
）
七
八
頁
参
照
。

（
（
）
そ
の
後
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、実
在
性
は
要
求
し
つ
つ
も
、児
童
の
具
体
的
特
定
性
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
裁
判
例
と
し
て
は
、

鳥
取
地
判
平
成
一
三
年
八
月
二
八
日LEX

/D
B（（（（（（（（

、
京
都
地
判
平
成
一
四
年
四
月
二
四
日LEX

/D
B（（（（（（（0

、
大
阪
高
判
平
成
一
四
年

九
月
一
二
日LEX

/D
B（（（（（（（0

、
大
阪
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
一
三
日
無
罪
事
例
集
九
集
一
一
一
頁
、
大
阪
高
判
平
成
一
五
年
九
月
一
八
日

高
刑
集
五
六
巻
三
号
一
頁
が
あ
る
。

（
（
）
拙
稿
・
前
掲
注（
（
）三
九
六
頁
。
た
だ
し
、
児
童
を
直
接
見
な
が
ら
絵
を
描
い
た
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
絵
が
下
手
で
あ
る
等
の
理
由
で
、

一
般
人
を
し
て
実
在
の
児
童
と
同
一
と
は
思
え
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、直
接
に
「
同
一
性
Ⅰ
」
が
否
定
さ
れ
る
た
め
に
、実
在
性
が
存
し
な
く
な
る
。

（
（
）
例
え
ば
、
顔
や
輪
郭
が
児
童
の
も
の
で
あ
る
と
一
般
人
が
判
断
で
き
た
と
し
て
も
、
胸
や
性
器
や
臀
部
な
ど
に
つ
い
て
加
工
さ
れ
て
い
る
場
合

で
あ
る
。
姿
態
に
お
け
る
性
的
に
重
要
な
部
分
が
実
在
の
児
童
の
も
の
で
な
く
な
れ
ば
実
在
性
が
否
定
さ
れ
当
該
Ｃ
Ｇ
は
実
在
性
の
な
い
も
の
と

な
る
。

（
（
）
大
阪
高
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
四
日
高
刑
速
平
成
一
二
年
四
号
一
四
六
頁
、鳥
取
地
判
平
成
一
三
年
八
月
二
八
日LEX

/D
B（（（（（（（（

な
ど
。

（
（
）
松
宮
孝
明
「
性
犯
罪
に
お
け
る
構
成
要
件
的
弁
護
」
季
刊
刑
事
弁
護
三
五
号
四
七
頁
な
ど
。

（
（
）
個
人
的
法
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
明
言
す
る
も
の
と
し
て
は
、
第
一
八
六
回
国
会
法
務
委
員
会
平
成
二
六
年
六
月
四
日
議
事
録
第
二
一
号
（
谷

垣
禎
一
）。
児
童
を
性
欲
の
対
象
と
す
る
風
潮
の
防
止
や
児
童
一
般
の
保
護
に
言
及
す
る
者
と
し
て
法
務
委
員
会
議
事
録
第
二
一
号
平
成
二
六
年
六

月
四
日
（
遠
山
清
彦
）。

（
（0
）
園
田
寿
『
≪
解
説
≫
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
処
罰
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
）
二
七
頁
、
木
村
光
江
「
児
童
ポ
ル
ノ
処
罰
法
と
サ
イ
バ
ー

犯
罪
条
約
」『
河
上
和
雄
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
三
）
一
八
五
頁
、
川
崎
友
己
「
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
の
刑
事
規
制
（
二
・
完
）」

同
志
社
法
学
五
二
巻
一
号
二
三
頁
な
ど
。

（
（（
）
上
野
芳
久
「
児
童
買
春
と
児
童
ポ
ル
ノ
の
刑
事
規
制
」
西
原
春
夫
ほ
か
編
『
佐
々
木
史
郎
先
生
喜
寿
祝
賀　

刑
事
法
の
理
論
と
実
践
』（
第
一
法

規
、
二
〇
〇
二
）
五
二
八
頁
。

（
（（
）
嘉
門
優
「
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
法
改
正
と
法
益
論
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
三
号
七
六
頁
。



一
八
四

（
（（
）
上
田
・
前
掲
注（
（
）一
七
二
頁
。

（
本
学
研
究
開
発
機
構
専
任
研
究
員
）


