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少
年
法
改
正
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
国
会
提
出
の
少
年
法
改
正
案
（
以
下
「
本
法
案
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
厚
生
労
働
省
に
質
問
す

る
。

一

児
童
相
談
所
及
び
児
童
自
立
支
援
施
設
で
の
子
ど
も
た
ち
の
状
況
か
ら
み
て
、
こ
こ
二
〇
年
間
で
子
ど
も
た
ち
が
凶
悪
化

し
た
と
考
え
る
か
。

二

社
会
環
境
な
ど
の
変
化
に
と
も
な
い
、
児
童
相
談
所
や
児
童
自
立
支
援
施
設
で
は
非
行
少
年
や
触
法
少
年
に
対
応
し
き
れ

な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
。

三

児
童
福
祉
の
観
点
に
た
っ
て
少
年
犯
罪
に
つ
き
過
ち
を
お
か
し
た
子
ど
も
た
ち
を
保
護
す
べ
き
存
在
と
み
る
か
、
そ
れ
と

も
犯
罪
者
と
し
て
罰
す
べ
き
存
在
と
み
る
か
と
い
う
こ
と
は
対
立
す
る
論
点
で
あ
る
。
児
童
福
祉
の
推
進
を
は
か
る
厚
生
労

働
省
と
し
て
は
、
本
法
案
に
お
け
る
方
針
（
児
童
相
談
所
と
児
童
自
立
援
助
施
設
に
よ
る
「
育
て
な
お
し
」
機
能
よ
り
も
、

警
察
官
の
調
査
権
限
強
化
、
少
年
院
送
致
年
齢
の
下
限
撤
廃
、
保
護
観
察
中
に
遵
守
事
項
を
守
ら
な
い
少
年
に
施
設
収
容
処

分
を
と
る
な
ど
、
少
年
へ
の
処
罰
を
強
化
）
に
よ
っ
て
、
児
童
福
祉
が
後
退
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

四

特
に
本
法
案
で
は
一
四
歳
未
満
の
ぐ
犯
少
年
や
二
〇
歳
未
満
の
「
ぐ
犯
少
年
で
あ
る
疑
い
の
あ
る
者
」
に
対
し
て
警
察
官

一



が
調
査
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な
る
が
、
本
来
こ
の
様
な
少
年
へ
の
対
応
は
、
福
祉
・
教
育
の
課
題
で
あ
る
。
ぐ
犯
少
年
の
対

応
に
お
い
て
児
童
福
祉
が
後
退
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
が
見
解
如
何
。

五

い
わ
ゆ
る
非
行
少
年
の
中
に
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
虐
待
を
受
け
て
い
た
子
ど
も
も
多
く
存
在
す
る
が
、
児
童
虐
待
と
少
年
非

行
と
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

六

虐
待
事
件
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
る
児
童
相
談
所
が
多
く
、
そ
の
よ
う
な
児
童
相
談
所
で
は
触
法
少
年
や
非
行
少
年
に
関
わ

ろ
う
と
い
う
意
欲
が
あ
っ
て
も
実
際
に
対
応
で
き
る
人
手
が
足
り
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
児
童
相
談
所
の
予
算
及
び
人
員
の

充
実
・
強
化
に
つ
き
見
解
如
何
。

七

子
ど
も
た
ち
は
大
人
か
ら
詰
問
さ
れ
る
と
自
ら
の
意
思
を
は
っ
き
り
表
明
で
き
ず
、
被
暗
示
性
・
被
誘
導
性
が
強
い
と
い

わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

八

低
年
齢
の
子
ど
も
か
ら
児
童
福
祉
司
や
警
察
官
が
聴
取
す
る
際
に
は
、
低
年
齢
の
子
ど
も
の
特
性
に
配
慮
し
た
特
別
な
手

法
が
必
要
で
あ
る
。
諸
外
国
で
は
、
児
童
心
理
や
児
童
精
神
科
、
法
律
家
の
共
同
作
業
で
低
年
齢
の
子
ど
も
か
ら
の
聴
取
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
で
も
こ
の
よ
う
な
聴
取
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
厚
生
労
働
省

で
は
、
広
く
児
童
福
祉
の
観
点
か
ら
、
児
童
福
祉
の
専
門
家
と
他
省
庁
の
専
門
家
が
協
力
し
て
こ
の
よ
う
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
作

二



成
を
検
討
す
る
考
え
は
な
い
か
。

九

裁
判
員
制
度
の
導
入
に
と
も
な
い
、
重
大
事
件
に
つ
き
捜
査
取
調
べ
過
程
の
可
視
化
が
試
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

か
り
に
、
被
暗
示
性
の
強
い
少
年
に
対
し
て
警
察
官
の
調
査
権
限
を
導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
様
な
少
年
に
対
す
る
取

調
べ
過
程
こ
そ
可
視
化
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
き
厚
生
労
働
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


