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一、

ﾜ
え
が
き

刑法改正の原点

法
制
審
議
会
が
法
務
省
に
「
改
正
刑
法
草
案
」
を
答
申
し
て
以
来
、
す
で
に
一
〇
年
が
経
過
し
た
。
そ
の
間
、
学
界
を
は
じ
め
と

し
て
、
実
務
家
・
財
界
・
労
働
界
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ど
の
間
で
、
刑
法
改
正
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
活
発
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
わ
が
国
の
立
法
史
の
中
で
は
画
期
的
と
も
い
う
べ
き
「
意
見
交
換
会
」
が
、
法
務
省
と
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
日
弁
連
）
と

の
問
で
、
昭
和
五
六
年
七
月
二
五
日
か
ら
昭
和
五
九
年
六
月
八
日
に
わ
た
り
行
わ
れ
、
そ
の
回
数
は
、
二
三
回
に
も
わ
た
っ
て
い
る
。

そ
の
「
意
見
交
換
会
」
の
中
で
、
法
務
省
は
、
昭
和
五
六
年
　
二
月
二
六
日
に
、
「
刑
法
改
正
作
業
の
当
面
の
方
針
」
と
「
保
安
処
分

制
度
（
刑
事
局
案
）
の
骨
子
」
を
発
表
し
、
従
来
の
批
判
的
意
見
に
対
し
て
、
法
務
省
な
り
の
方
針
を
提
示
し
た
。
他
方
、
日
弁
連

は
、
昭
和
五
七
年
二
月
二
〇
日
に
、
「
精
神
医
療
の
改
善
方
策
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
、
さ
ら
に
、
昭
和
五
八
年
＝
月
＝
日
に
、

「
現
行
刑
法
の
現
代
用
語
化
・
日
弁
連
試
案
」
を
発
表
し
、
「
草
案
」
に
対
し
て
批
判
す
る
だ
け
で
は
な
し
に
、
よ
り
積
極
的
に
、
「
対

案
」
を
提
示
し
た
。
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さ
ら
に
、
平
野
教
授
を
中
心
と
す
る
刑
法
研
究
会
は
、
公
刊
さ
れ
た
「
刑
法
改
正
の
研
究
」
で
は
、
批
判
的
視
点
か
ら
「
草
案
」
　
　
－
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を
み
て
い
た
が
、
そ
の
成
果
に
も
と
つ
い
て
、
昭
和
五
八
年
一
〇
月
の
島
根
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
刑
法
学
会
で
、
そ
の
討
議

資
料
と
し
て
、
「
研
究
会
試
案
（
未
定
稿
ご
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
序
文
で
示
さ
れ
る
と
お
り
、
現
行
刑
法
の
口
語
化
で
あ

る
A
案
、
大
方
の
了
承
が
得
ら
れ
る
程
度
の
手
直
し
を
加
え
た
B
案
、
理
想
と
し
て
の
C
案
の
う
ち
、
「
改
正
刑
法
草
案
が
ま
も
な
く

国
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
、
こ
れ
を
修
正
す
る
た
め
の
現
実
的
な
案
を
作
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
現
状
認
識
の
も
と
で
、

B
案
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
C
案
的
要
素
も
含
ま
れ
、
そ
れ
は
、
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
っ
た
「
対
案
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
刑
法
の
改
正
は
、
百
年
の
大
計
で
あ
り
、
長
期
的
視
野
か
ら
、
「
あ
る
べ
き
姿
」
を
追
求
す
る
方
向
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
か
っ

て
、
封
建
時
代
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
で
あ
る
啓
蒙
期
に
お
い
て
は
、
刑
法
典
が
一
〇
年
も
効
力
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
激
動
し
た
時
代
の
反
映
で
あ
り
、
安
定
し
た
現
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
現
状
認
識
に
も
と
つ
い
て
、
前
述
し
た
三
つ
の
案
で
は
満
足
で
き
ず
に
、
C
案
を
追
求
せ
ん
と
欲
す
る
の
は
、
単
に

筆
者
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
小
稿
で
は
、
刑
法
を
改
正
す
る
に
際
し
て
の
「
原
点
」
は
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か

に
つ
い
て
、
「
ノ
ー
ト
」
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
。
こ
れ
を
契
…
機
に
、
C
案
論
争
が
活
発
に
展
開
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
幸
で
あ
る
。
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二
、
刑
法
改
正
の
指
針

、

現
行
憲
法
を
土
台
と
し
た
刑
法
典
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
現
行
刑
法
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
下
で
、
明
治
四
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
る
敗

　
戦
を
契
機
と
し
て
、
価
値
の
転
換
が
行
わ
れ
、
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
従
前
の
体
制
下
で
は
認

　
め
ら
れ
な
か
っ
た
価
値
が
創
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
民
主
権
、
平
和
主
義
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
が
そ
れ
で
あ
る
。



　
こ
の
価
値
の
転
換
は
、
刑
法
へ
全
面
的
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
昭
和
ニ
ニ
年
の
応
急
的
な
部
分
改
正
で
済
ま

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
学
界
・
実
務
に
対
し
て
色
濃
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
理
論
・
判
例
の
連
続

性
・
断
絶
性
の
問
題
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
法
制
審
議
会
で
の
実
質
的
な
「
草
案
」
作
成
作
業
を
行
っ
た
刑
事
法
特
別
部
会
で
の
審
議
の
様
子
を
、
そ
の

「
議
事
要
録
」
か
ら
み
る
と
、
そ
こ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
憲
法
論
議
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
国
家
権
力

の
あ
り
様
と
国
民
の
基
本
的
人
権
に
深
く
か
か
わ
る
刑
法
の
改
正
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
憲
法
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
り
、
憲

法
に
適
合
し
た
刑
法
が
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
、
近
代
刑
法
の
原
則
－
罪
刑
法
定
原
則
・
行
為
原
理
・
責
任
原
理
…
ー
を
、
総
則
に
お
い
て
確
認
し
、
各
則
に
お
い
て
も
、
そ

　
の
原
則
を
反
映
し
た
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
近
代
刑
法
が
成
立
し
た
当
初
に
お
い
て
、
過
去
と
の
訣
別
を
宣
言
し
た
諸
原
則
は
、
国
家
権
力
が
肥
大
化
し
た
今
日
に
お

　
　
　
い
て
も
、
国
民
の
基
本
的
入
権
を
守
り
、
国
家
刑
罰
権
か
ら
の
不
当
な
干
渉
を
受
け
な
い
た
め
に
、
現
代
的
内
容
を
加
味
し

　
　
　
て
、
刑
法
典
に
掲
げ
ら
れ
、
豪
た
、
そ
の
内
容
を
実
質
的
に
担
保
す
る
た
め
に
、
犯
罪
諸
規
定
は
、
そ
の
諸
原
則
に
適
合
す

　
　
　
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
罪
刑
法
定
主
義
は
、
当
初
に
お
い
て
は
、
「
法
律
な
け
れ
ば
、
犯
罪
な
く
、
刑
罰
な
し
」
と
い
う
標
語
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
　
　
形
式
的
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
理
論
の
進
歩
は
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
豊
か
に
し
、
実
質
的
側
面
か
ら
の

　
　
　
基
本
的
人
権
の
保
障
を
確
保
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
確
性
の
原
則
や
適
正
性
の
原
則
が
そ
れ
で
あ
る
。
刑
法
は
、
国
民
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
　
　
と
っ
て
は
、
行
為
規
範
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
国
民
に
理
解
し
え
な
い
で
あ
れ
ば
、
行
為
規
範
と
は
な
り
え
な
　
ー
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い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
文
語
体
で
書
か
れ
て
い
る
現
行
刑
法
は
、
早
急
に
改
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
価
値
観
が
多
様
化
し
た
現
代
に
お
い
て
は
、
近
代
刑
法
成
立
期
以
上
に
、
権
力
に
よ
る
価
値
の
強
制
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
価
値
判
断
を
と
も
な
う
よ
う
な
価
値
概
念
や
一
般
条
項
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
、
用
い
な
い
。

　
人
間
は
、
価
値
．
思
想
を
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
罰
権
力
が
発
動
さ
れ
る
の
は
、
行
為
が
社
会
に
害
悪
を
与
え

た
と
き
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
社
会
を
侵
害
す
る
危
険
性
の
段
階
で
処
罰
す
る
の
は
、
例
外
で
あ
っ
て
、
そ
の
危
険

性
が
具
体
的
な
場
合
（
具
体
的
危
険
犯
）
に
限
定
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
な
る
形
式
犯
に
近
づ
い
て
き
た
抽
象
的
危
険
犯
は
、

立
法
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
行
為
者
に
法
的
非
難
が
加
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
に
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
（
責
任
原
理
）
。
特

に
、
結
果
的
加
重
犯
に
つ
い
て
は
、
単
に
各
則
に
ゆ
だ
ね
る
だ
け
で
は
な
し
に
、
総
則
の
中
で
、
重
い
結
果
に
つ
い
て
の
行

為
者
へ
の
法
的
非
難
の
必
要
性
に
関
し
て
の
規
定
を
設
け
、
責
任
原
理
の
徹
底
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。
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三
、
被
害
者
な
き
犯
罪
や
風
俗
に
対
す
る
罪
は
、
刑
法
典
か
ら
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
被
害
者
な
き
犯
罪
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
国
家
か
ら
の
価
値
を
国
民
に
強
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
そ
の
行
為
は
、

　
　
社
会
へ
の
害
悪
を
有
し
な
い
が
故
に
、
こ
れ
は
刑
法
典
か
ら
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
濃
褻
文
書
頒
布
行
為
は
、
そ

　
　
　
の
文
書
を
見
た
い
者
が
見
る
だ
け
で
あ
り
、
見
た
く
な
い
者
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
な
い
。
問
題
は
、
見
た
く
な
い
者
や
青

　
　
少
年
の
眼
に
容
易
に
触
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
政
法
規
で
、
頒
布
・
販
売
の
方
法
を
取
締
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

　
　
刑
法
に
よ
り
、
権
力
が
国
民
に
価
値
を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
風
俗
に
対
す
る
罪
は
、
国
民
の
道
徳
観

　
　
　
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
国
家
が
道
徳
の
強
制
を
し
て
は
な
ら
な
い
。



四
、
刑
法
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
属
地
主
義
を
原
則
と
し
、
属
人
主
義
・
保
護
主
義
・
世
界
主
義
は
例
外
と
す
べ
き
で
あ
り
、
「
外
国

　
人
の
国
外
犯
」
に
関
す
る
規
定
は
、
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
　
　
　
刑
法
の
適
用
は
、
主
権
の
及
ぶ
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
属
地
主
義
・
属
人
主
義
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
主

　
　
　
権
の
侵
害
や
世
界
の
平
和
の
観
点
か
ら
の
み
、
保
護
主
義
・
世
界
主
義
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
外
国
人
の
国
外
犯
」

　
　
　
の
規
定
は
、
主
権
が
直
接
的
に
及
ば
な
い
外
国
で
の
事
実
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
行
っ
た
外
国
人
を
日
本
の
刑
法
で
処
罰
せ
ん

　
　
　
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
国
の
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
規
定
が
、
昭
和
二
二
年
の
部
分
改
正
で
、
軍

　
　
　
国
主
義
の
反
映
を
理
由
と
し
て
削
除
さ
れ
た
経
緯
を
考
れ
ば
、
「
外
国
人
の
国
外
犯
」
を
刑
法
の
効
力
と
し
て
認
め
な
い
こ
と

　
　
　
は
、
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
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五
、
死
刑
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
近
時
の
処
遇
実
務
や
世
界
の
趨
勢
を
顧
り
み
て
、
刑
罰
制
度
の
あ
り
様
を
根
本
的
に
改
め
る
べ

　
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
死
刑
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
わ
か
れ
て
い
る
が
、
存
置
論
の
中
で
も
、
絶
対
的
存
置
論
者
は
少
な
く
て
、
時
期
尚
．

　
　
　
早
論
の
立
場
か
ら
す
る
存
置
論
者
が
多
数
を
占
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
論
者
は
、
死
刑
廃
止
の
時

　
　
　
期
を
い
つ
な
ら
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
論
の
一
致
を
そ
の
時
期
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
不
可

　
　
　
能
で
あ
ろ
う
。
理
念
的
に
死
刑
の
廃
止
に
賛
成
で
あ
れ
ば
、
時
期
は
、
国
家
の
決
断
の
と
き
で
あ
り
、
立
法
の
決
断
の
と
き

　
　
　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
7

　
　
　
　
「
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
」
と
命
令
す
る
国
家
が
、
そ
の
手
で
、
人
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
殺
人
者
は
、
　
ヱ
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人
を
殺
し
た
が
故
に
刑
罰
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
罰
の
側
面
に
も
、
人
間
の
尊
厳
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
死
刑
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紹

権
力
に
よ
る
人
聞
の
尊
厳
の
否
定
に
外
な
ら
な
い
。
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そ
の
他
の
刑
罰
に
つ
い
て
も
、
よ
り
良
き
姿
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。
短
期
自
由
刑
の
弊
害
が
さ
け
ば
れ
て
い
る
今
日
、

そ
の
あ
り
様
を
考
え
、
例
え
ば
、
六
月
未
満
の
自
由
刑
は
罰
金
刑
で
代
替
し
、
累
犯
者
に
つ
い
て
の
み
自
由
刑
を
科
す
る
と

す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
方
策
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
自
由
刑
の
単
一
化
や
日
数
罰
金
制
に
つ
い
て
も
、
よ
り
積
極
的
に
導
入
の
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。

六
、
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
も
、
憲
法
的
視
点
か
ら
、
そ
の
あ
り
様
を
検
討
し
、
そ
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪

　
を
前
に
お
き
、
そ
れ
に
続
け
て
、
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
、
国
家
的
法
益
に
対
す
る
罪
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
犯
罪
類
型
を
憲
法
的
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
、
現
行
刑
法
で
は
、
平
和
に
対
す
る
罪
や
選
挙
の
公
正
を
害
す
る
罪
な
ど
が

　
　
　
欠
け
て
い
る
。
平
和
に
対
す
る
罪
は
、
憲
法
第
九
条
に
相
応
す
る
と
と
も
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
わ
が
国
の
責
任

　
　
　
か
ら
、
海
外
侵
略
行
為
。
派
兵
行
為
を
罰
し
、
民
族
謀
殺
行
為
を
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
選
挙
の
公
正
を
害
す
る
罪

　
　
　
は
、
国
家
の
三
権
の
一
を
な
す
立
法
権
の
公
正
さ
を
担
保
す
る
選
挙
に
つ
い
て
、
買
収
は
、
単
な
る
取
締
の
問
題
で
は
な
く
、

　
　
　
選
挙
の
自
由
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
り
、
刑
法
典
に
お
け
る
犯
罪
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
そ
の
他
、
尊
族
重
罰
規
定
や
公
務
員
に
よ
る
拷
問
・
秘
密
の
盗
取
に
つ
い
て
も
、
憲
法
的
視
点
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

　
　
　
な
い
。

　
　
　
　
ま
た
、
配
列
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
．
す
で
に
多
く
の
刑
法
教
科
書
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
国
民
主
権
の
原
理
を
反
映
し
、

　
　
　
個
人
的
法
益
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。



七
、

犯
罪
類
型
に
お
け
る
保
護
法
益
は
、
国
家
的
法
益
に
対
す
る
罪
を
除
き
、
燗
人
に
還
元
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
法
人
は
、
法
律
に
よ
っ
て
人
格
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

　
の
こ
と
は
、
法
益
の
主
体
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
法
人
の
利
益
の
み
を
保
護
法
益
と
す
る
処
罰
規
定
（
例
え
ば
、

　
企
業
秘
密
漏
示
罪
）
は
、
刑
法
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
法
人
の
利
益
は
、
個
人
の
利
益
を
保
護
す
る
と

　
同
様
の
規
定
の
中
で
守
ら
れ
れ
ば
足
り
、
そ
れ
を
超
え
て
、
そ
れ
の
み
で
処
罰
規
定
を
つ
く
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
人
間
が
作
っ

　
た
、
人
間
で
な
い
人
（
法
人
）
が
、
人
間
生
活
に
お
け
る
足
か
せ
と
な
り
、
人
間
生
活
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
法
人
実
在
説
の
立
場
に
た
っ
た
と
し
て
も
、
法
人
の
単
独
保
護
規
定
は
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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八
、
精
神
障
害
者
が
行
う
「
犯
罪
」
に
対
し
て
は
、
基
本
的
に
現
行
法
制
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
保
安
処
分
の
新
設
は
、
許
さ
れ

　
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
精
神
障
害
者
は
、
精
神
の
病
気
の
た
め
に
、
「
犯
罪
」
行
為
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
も
し
、
正
常
な
判
断
能
力
を
有
し
て
い

　
　
　
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
行
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
障
害
者
に
必
要
な
こ
と
は
、
何
よ
り
も
、

　
　
　
病
気
の
治
療
で
あ
り
、
拘
禁
で
は
な
い
。
そ
の
拘
禁
は
、
病
気
の
治
療
の
た
め
に
の
み
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
保
安
目

　
　
　
的
に
よ
る
も
の
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
問
題
は
、
厚
生
省
の
管
轄
で
あ
り
、
精
神
衛
生

　
　
　
法
の
問
題
で
あ
る
。
も
し
、
現
行
精
神
衛
生
法
が
、
精
神
障
害
者
の
病
気
の
治
療
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
者

　
　
　
の
人
権
へ
の
配
慮
が
十
分
で
な
い
と
し
た
ら
、
精
神
衛
生
法
の
改
正
で
処
理
す
べ
き
で
あ
り
、
違
法
行
為
の
責
任
追
及
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
刑
罰
と
い
う
強
権
で
行
う
刑
法
の
領
域
に
は
、
基
本
的
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－


