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わ
が
国
の
精
神
保
健
福
祉
行
政
は
と
り
わ
け
「
外
圧
」
に
は
弱

い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
昨
今
の
精
神
保
健
福
祉
法
に
い
た
る
ま
で

の
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
法
律
改
正
劇
を
一
瞥
し
て
も
、
海
外
か

ら
の
批
判
や
提
言
が
重
大
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
一
方
、
国
内
で
の
批
判
も
強
く
、
精
神
医
療
そ
の
も
の
が
も

つ
で
あ
ろ
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
と
あ
い
ま
っ
て
、
日
本
の

精
神
医
療
の
現
状
は
悲
観
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
こ

ろ
が
戦
前
の
わ
が
国
の
精
神
医
療
は
、
批
判
も
あ
る
も
の
の
逆
に

称
賛
も
含
め
て
様
々
な
論
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、

外
国
人
に
よ
る
短
期
滞
在
中
の
施
設
見
学
に
は
自
ず
と
限
界
が
あ

り
、
的
外
れ
の
発
言
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

は
国
内
外
の
論
者
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
、
そ
の
内
容
を

整
理
し
検
討
を
加
え
た
い
。
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第
二
次
世
界
大
戦
以
前
に
お
け
る
日
本
の

精
神
医
療
の
評
判

橋
本
明

ご
く
初
期
に
海
外
で
日
本
の
精
神
医
療
を
紹
介
し
た
も
の
と
し

て
、
一
八
八
二
年
の
フ
ォ
ン
・
デ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
に
よ
る
ベ

ル
リ
ン
で
の
学
会
発
表
が
あ
る
。
彼
は
一
年
半
に
及
ぶ
世
界
旅
行

で
立
ち
寄
っ
た
ア
ジ
ア
と
オ
セ
ア
ニ
ア
の
精
神
病
院
を
報
告
し

た
。
日
本
に
は
あ
ま
り
精
神
医
学
的
に
興
味
深
い
も
の
は
な
い
と

前
置
き
し
、
京
都
願
狂
院
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
い
る
。
こ
の

病
院
で
ョ
－
ロ
ッ
パ
様
式
と
ア
ジ
ア
的
雰
囲
気
と
の
混
在
を
感
じ

取
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
以
上
の
記
載
は
な
い
。
フ
ォ
ン
・
デ

ン
・
シ
ュ
タ
イ
ネ
ン
が
「
精
神
病
発
生
に
対
す
る
文
明
化
の
影

響
」
に
言
及
す
る
ほ
ど
極
東
は
未
知
の
世
界
で
あ
り
、
そ
の
輪
郭

は
不
明
瞭
に
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
逆
に
、
こ
の
時
期
に
は

日
本
か
ら
海
外
へ
の
情
報
の
発
信
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
一
八

八
五
年
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
榊
俶
の
学
会
発
表
、
一
八
九
○
年
の
高

松
鋒
に
よ
る
冤
ン
シ
ル
バ
ニ
ヤ
嬢
狂
院
長
閣
下
二
送
ル
答
癖

書
』
な
ど
で
あ
る
。
も
っ
と
も
日
本
の
精
神
医
療
は
文
字
ど
お
り

黎
明
期
で
あ
り
、
以
上
の
著
述
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
評
価
す
べ
き

対
象
そ
の
も
の
が
ま
だ
明
確
な
形
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

づ
（
》
Ｏ

二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
は
、
一
九
○
三
年
に
呉
秀
三
が
江
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め
た
と
い
う
。

５５

戸
時
代
ま
で
の
歴
史
を
ド
イ
ツ
語
で
紹
介
し
て
い
る
が
、
外
国
人

の
発
表
と
し
て
は
ス
チ
ー
ダ
が
一
九
○
六
年
に
日
本
の
精
神
医
療

の
現
状
を
紹
介
し
た
論
文
が
最
初
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
京
都

と
東
京
の
精
神
病
院
で
満
床
で
は
な
い
静
誰
な
病
棟
を
見
学
し

て
、
差
し
迫
っ
た
入
院
ニ
ー
ズ
は
な
い
よ
う
だ
と
の
印
象
を
得
た

が
、
呉
か
ら
そ
れ
は
「
（
患
者
の
）
多
く
が
秘
密
に
伏
さ
れ
て
い

る
」
か
ら
だ
と
説
明
を
受
け
る
。
一
方
、
施
設
の
建
築
様
式
や
内

装
に
興
味
を
示
し
、
そ
れ
に
詳
し
い
記
述
を
さ
い
て
い
る
。
一
九

一
二
年
の
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
や
一
九
二
二
年
の
フ
フ
ル
ノ
イ
の
記
述

に
も
あ
る
よ
う
に
、
外
国
人
の
和
風
様
式
へ
の
関
心
は
、
当
然
な

が
ら
構
造
物
そ
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い

る
生
活
ぶ
り
や
シ
ス
テ
ム
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
エ

キ
ゾ
テ
ィ
ズ
ム
」
を
、
日
本
側
も
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
今
村
新
吉
ら
は
一
九
○
七
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
の
国
際

会
議
で
京
都
・
岩
倉
村
を
紹
介
し
て
そ
の
歴
史
と
伝
統
を
強
調

し
、
一
九
二
年
に
ド
レ
ス
デ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
万
国
衛

生
博
覧
会
で
は
、
日
本
政
府
は
近
代
的
な
精
神
医
療
を
紹
介
し
つ

つ
、
伝
統
を
意
識
し
た
展
示
に
よ
っ
て
多
く
の
観
客
の
注
目
を
集

一
九
三
○
年
代
以
降
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
け
る
第
一
回
国
際

精
神
衛
生
会
議
の
ド
イ
ツ
代
表
で
あ
っ
た
ワ
イ
ガ
ン
ト
と
ブ
ー
フ

ェ
の
親
日
的
な
記
述
が
目
を
引
く
。
一
九
三
三
年
の
論
文
で
「
わ

が
国
（
ド
イ
ツ
）
の
よ
う
に
精
神
病
患
者
に
対
す
る
拒
否
的
な
態

度
は
日
本
で
は
顕
著
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
ワ
イ
ガ
ン
ト
は
、
日

本
で
は
多
く
の
患
者
が
自
宅
で
療
養
を
受
け
、
そ
れ
は
「
家
族
の

絆
（
厨
日
罠
の
昌
目
）
」
の
お
か
げ
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い

る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
頃
、
日
本
の
国
内
に
も
家
族
の
美

風
を
語
る
者
た
ち
が
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
野
六
郎

（
一
九
三
四
年
）
、
青
木
延
舂
（
一
九
三
七
年
）
、
佐
々
木
恒
一
二

九
三
八
年
）
た
ち
は
、
「
日
本
の
家
族
主
義
の
美
風
」
「
わ
が
国
古

来
の
家
族
制
度
の
美
点
」
「
我
国
特
有
の
美
風
」
と
い
う
言
い
回

し
で
、
私
宅
監
置
の
あ
る
面
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
伝
統
回
帰
あ
る
い
は
現
状
追
認
は
、
戦

後
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
愛
知
県
立
大
学
）


