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就
籍
な
ら
ざ
る
無
戸
籍
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書

戸
籍
は
、
人
の
出
生
か
ら
死
亡
に
至
る
ま
で
の
親
族
関
係
を
登
録
公
証
す
る
も
の
で
、
日
本
国
民
に
つ
い
て
編
製
さ
れ
、
日

本
国
籍
を
も
公
証
す
る
唯
一
の
制
度
で
あ
り
、
全
て
の
日
本
人
に
つ
い
て
編
製
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
戸
籍
法
に
規
定
さ

れ
て
い
る
戸
籍
創
設
の
手
続
き
は
、
出
生
届
を
出
す
、
あ
る
い
は
就
籍
許
可
を
得
る
、
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
。

そ
の
手
続
き
は
、
大
正
五
年
六
月
七
日
付
け
司
法
省
民
第
四
六
五
号
民
事
局
長
回
答
に
よ
り
、
届
出
義
務
者
が
あ
る
場
合
は

出
生
届
に
よ
ら
せ
、
届
出
義
務
者
が
な
い
場
合
は
就
籍
に
よ
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
先
例
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
届
出
義
務
者
が
現
存
す
る
の
か
が
不
明
の
た
め
出
生
届
の
提
出
が
で
き
ず
、
就
籍
の
手
続
き
に
よ
る
し
か
な
い
無
戸

籍
の
者
に
は
、
自
ら
の
出
生
に
関
す
る
十
分
な
情
報
を
持
た
な
い
た
め
、
裁
判
所
の
就
籍
許
可
が
得
ら
れ
ず
、
結
果
と
し
て
無

戸
籍
の
ま
ま
一
生
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。

本
来
、
無
戸
籍
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
日
本
国
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
基
本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
便
や
制
限
を
生
む
。
政
府
と
し
て
も
、
そ
の
存
在
を
戸
籍
上
把
握
し
て
い

な
い
無
戸
籍
の
者
が
現
に
国
内
に
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
は
責
務
を
果
た
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
以
下
質
問
す
る
。

一



一

昭
和
二
十
年
の
終
戦
以
降
、
昭
和
四
十
年
前
後
ま
で
の
就
籍
者
に
は
、
南
樺
太
等
に
本
籍
地
を
持
ち
、
戦
後
本
籍
地
を

失
っ
た
も
の
が
多
い
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
の
就
籍
手
続
き
は
昭
和
四
十
年
前
後
で
ほ
ぼ
落
着
き
、
そ
れ
以
後
の
就
籍
申
し

立
て
者
は
そ
れ
以
外
の
理
由
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
昭
和
四
十
年
以
降
の
就
籍
許
可
の
裁
判
手
続
き
を
行
っ
た
件
数
と
そ

の
理
由
、
成
立
件
数
、
ま
た
却
下
さ
れ
た
件
数
を
年
次
ご
と
に
示
さ
れ
た
い
。

二

日
本
に
お
い
て
は
、
出
生
届
と
い
う
戸
籍
法
上
の
手
続
き
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
出
生
登
録
が
な
さ
れ
る
。
出
生
届
に
よ

る
戸
籍
登
録
を
経
る
こ
と
が
日
本
国
籍
の
取
得
と
な
り
、
法
的
に
「
国
民
」
と
な
り
、
同
時
に
住
民
登
録
を
受
け
る
。
こ
の

た
め
、
無
戸
籍
の
者
は
出
生
登
録
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
法
的
に
は
、
「
国
民
」
と
し
て
も
、
「
住
民
」
と
し
て

も
、
地
位
と
権
利
を
認
め
ら
れ
な
い
存
在
に
な
る
。
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
、
就
籍
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
無
戸
籍
の
者

は
、
日
本
国
憲
法
あ
る
い
は
日
本
の
法
令
上
「
国
民
」
で
あ
る
か
、
否
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

二
に
関
連
し
て
、
日
本
国
憲
法
で
い
う
「
国
民
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
よ
る
の
か
。
政

府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

現
在
わ
が
国
に
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
無
国
籍
の
者
は
、
戸
籍
法
上
、
日
本
国
籍
を
持
た
ず
、
ま
し
て
や
外
国
の
国
籍
も

持
っ
て
い
な
い
。
か
か
る
事
例
に
お
い
て
、
日
本
国
民
で
あ
る
こ
と
も
外
国
国
籍
を
保
有
す
る
こ
と
も
確
認
で
き
な
い
者
が

二



日
本
に
居
住
、
滞
在
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
法
令
上
の
ど
の
法
律
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

五

就
籍
が
認
め
ら
れ
ず
、
日
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
無
戸
籍
の
者
は
、
非
日
本
国
民
と
し
て
、
難
民
申
請
が
で

き
る
か
、
否
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

日
本
に
一
定
期
間
以
上
滞
在
す
る
外
国
人
は
外
国
人
登
録
を
行
う
こ
と
で
、
住
民
票
を
得
る
。
そ
の
外
国
人
の
生
活
の
便

宜
向
上
を
は
か
る
と
と
も
に
、
国
と
し
て
そ
の
所
在
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
見
て
も
必
要
な
こ
と
で

あ
る
た
め
と
理
解
す
る
。
一
方
、
無
戸
籍
の
者
に
つ
い
て
は
、
実
態
把
握
に
つ
と
め
る
と
い
う
一
方
で
、
暫
定
的
で
あ
れ
登

録
制
度
を
作
ら
ず
、
事
実
上
、
放
置
状
態
と
し
て
い
る
の
は
、
外
国
人
登
録
を
行
っ
て
い
る
外
国
人
の
よ
う
に
、
そ
の
者
の

生
活
の
便
宜
向
上
を
は
か
る
と
と
も
に
、
国
と
し
て
そ
の
所
在
を
把
握
し
、
危
機
管
理
を
行
う
視
点
が
な
い
と
理
解
し
て
良

い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

就
籍
許
可
申
請
者
が
日
本
国
籍
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
確
証
性
の
あ
る
証
拠
資
料
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
な
い

場
合
で
も
就
学
に
達
す
る
以
前
の
年
齢
で
あ
れ
ば
、
戸
籍
法
第
五
十
七
条
に
基
づ
い
て
「
棄
児
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
簡
易
に

戸
籍
が
創
設
さ
れ
る
。
棄
児
は
、
親
が
誰
な
の
か
判
明
し
な
い
以
上
、
「
日
本
人
」
と
し
て
の
血
統
を
客
観
的
に
確
認
で
き

三



な
い
も
の
の
、
日
本
国
内
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
理
由
で
属
地
主
義
が
適
用
さ
れ
、
真
に
出
生
届
が
出
さ
れ
て
い
な
い
の

か
、
ま
た
届
出
義
務
者
が
存
在
し
な
い
の
か
、
明
白
か
つ
客
観
的
な
証
拠
資
料
が
備
わ
っ
て
い
な
く
て
も
「
棄
児
発
見
調

書
」
に
基
づ
い
て
戸
籍
が
創
設
さ
れ
、
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
。
現
行
制
度
は
、
外
貌
か
ら
み
て
明
ら
か
に
「
日
本
人
」
の

子
で
は
な
い
と
推
定
さ
れ
る
乳
幼
児
や
、
真
正
の
無
戸
籍
で
あ
る
の
か
定
か
で
な
い
迷
子
や
浮
浪
児
で
も
、
日
本
で
「
棄

児
」
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
無
国
籍
発
生
の
防
止
と
い
う
人
道
的
見
地
か
ら
戸
籍
に
登
録
し
、
「
日
本

国
籍
」
を
取
得
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
年
少
の
「
棄
児
」
を
保
護
し
て
創
設
さ
れ
る
戸
籍
と
い
う
の
は
、
そ

の
後
に
父
母
の
引
き
取
り
に
よ
っ
て
消
除
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
と
い
う
の
が
戸
籍
法
の
思

想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
棄
児
」
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
寛
容
な
戸
籍
創
設
は
、
人
道
的
見
地
か
ら
要

求
さ
れ
る
暫
定
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
行
制
度
を
踏
ま
え
、
就
学
の
年
齢
に
達
し
た
以
降
の
無

戸
籍
の
者
に
つ
い
て
も
、
人
道
的
見
地
か
ら
、
戸
籍
を
創
設
さ
せ
て
日
本
国
民
と
し
て
の
地
位
お
よ
び
権
利
を
保
障
す
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

わ
が
国
も
批
准
し
て
い
る
、
「
児
童
の
権
利
条
約
」
の
第
七
条
第
一
項
で
は
、
「
児
童
は
、
出
生
の
後
直
ち
に
登
録
さ
れ

る
。
児
童
は
、
出
生
の
時
か
ら
氏
名
を
有
す
る
権
利
及
び
国
籍
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

四



よ
う
な
国
際
規
範
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
無
戸
籍
の
者
は
、
国
家
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
出
生
登
録
の
権

利
保
障
か
ら
疎
外
さ
れ
、
児
童
の
権
利
条
約
に
も
違
反
し
、
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


