
平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日
提
出

質

問

第

八

一

号

民
法
第
七
百
七
十
四
条
の
夫
に
よ
る
子
の
嫡
出
否
認
の
規
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

81



民
法
第
七
百
七
十
四
条
の
夫
に
よ
る
子
の
嫡
出
否
認
の
規
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

民
法
第
七
百
七
十
二
条
で
は
「
妻
が
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た
子
は
、
夫
の
子
と
推
定
す
る
」
も
の
の
、
民
法
第
七
百
七
十
四
条

で
、
「
第
七
百
七
十
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
夫
は
、
子
が
嫡
出
で
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
示
さ
れ
て
い

る
。平

成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
九
日
、
生
ま
れ
た
子
と
夫
の
間
に
父
子
関
係
が
な
い
と
す
る
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
夫
し
か
起
こ

せ
な
い
民
法
の
同
規
定
は
男
女
平
等
な
ど
を
定
め
た
日
本
国
憲
法
第
十
四
条
第
一
項
に
違
反
す
る
と
主
張
す
る
訴
え
に
対
し

て
、
神
戸
地
方
裁
判
所
は
、
「
憲
法
十
四
条
一
項
に
違
反
し
な
い
」
と
の
判
断
（
平
成
二
十
八
年
（
ワ
）
第
一
六
五
三
号

損

害
賠
償
請
求
事
件
）
を
示
し
た
。

も
っ
と
も
神
戸
地
方
裁
判
所
は
、
「
妻
が
そ
の
子
を
懐
胎
す
べ
き
時
期
に
、
既
に
夫
婦
が
事
実
上
の
離
婚
を
し
て
夫
婦
の
実

態
が
失
わ
れ
」
て
い
た
こ
と
な
ど
が
「
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
の
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
子
は
実
質
的
に
は
嫡
出
推

定
を
受
け
ず
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
訴
訟
を
提
起
し
て
、
父
子
関
係
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
等
、
嫡
出
推
定
に
は
例
外
が
あ

る
」
、
「
こ
の
よ
う
な
例
外
の
存
在
に
鑑
み
る
と
、
妻
に
一
定
の
制
約
の
下
で
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
の
提
起
を
認
め
る
こ
と
は

選
択
肢
の
一
つ
と
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
示
し
、
「
生
物
学
上
の
父
に
よ
る
認
知
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
妻

一



に
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
る
等
、
要
件
設
定
次
第
で
は
、
子
の
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
制
度

を
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
は
い
え
な
い
」
と
示
し
た
。
さ
ら
に
、
「
こ
の
よ
う
な
補
完
的
な
制
度
の
設
置
に
よ
り
」
「
無

戸
籍
と
な
る
事
態
を
防
止
す
る
余
地
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
神
戸
地
方
裁
判
所
の
判
断
を
踏
ま
え
て
、
政
府
の
方
針
を
確
認
し
た
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

現
在
、
「
母
に
お
い
て
子
が
生
物
学
上
の
父
と
は
異
な
る
夫
の
戸
籍
に
入
籍
す
る
こ
と
を
嫌
忌
し
て
出
生
届
の
提
出
を
控

え
、
無
戸
籍
と
な
る
事
態
」
に
あ
る
者
は
ど
の
程
度
存
在
す
る
の
か
。
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
を
示
さ
れ
た
い
。

二

「
生
物
学
上
の
父
に
よ
る
認
知
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
妻
に
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
る

等
、
要
件
設
定
次
第
で
は
、
子
の
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
は
い
え
な
い
」

と
示
さ
れ
た
が
、
無
戸
籍
状
態
の
解
消
の
た
め
に
、
政
府
は
法
改
正
に
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

三

二
に
関
連
し
て
、
法
改
正
に
は
時
間
を
要
す
る
た
め
、
「
生
物
学
上
の
父
に
よ
る
認
知
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て

妻
に
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
た
め
の
省
令
な
ど
の
措
置
を
早
急
に
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。

二



四

神
戸
地
方
裁
判
所
の
「
生
物
学
上
の
父
に
よ
る
認
知
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
妻
に
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
を
認
め
る
等
、
要
件
設
定
次
第
で
は
、
子
の
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能

と
は
い
え
な
い
」
、
「
こ
の
よ
う
な
補
完
的
な
制
度
の
設
置
に
よ
り
」
「
無
戸
籍
と
な
る
事
態
を
防
止
す
る
余
地
が
あ
る
」

と
の
見
解
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の
か
。
今
後
、
時
間
が
経
過
す
る
と
と
も
に
、
無
戸
籍
の
者
の
不

利
益
は
継
続
す
る
。
政
府
は
、
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
る
ま
で
当
該
事
案
へ
の
対
応
策
を
講
じ
ず
、
司
法
の
判
断
を

た
だ
見
守
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

神
戸
地
方
裁
判
所
は
、
「
妻
が
夫
か
ら
暴
力
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
配
偶
者
の
暴
力
か
ら
の
保
護
を
与
え

る
法
整
備
が
必
要
」
と
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
「
配
慮
、
支
援
、
法
制
度
の
整
備
が
な
け
れ
ば
、
仮
に
妻
に
嫡
出
否
認
の

訴
え
の
提
訴
権
を
認
め
て
も
、
実
際
上
、
行
使
困
難
な
こ
と
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
政
府
は
こ
の
判
断
を
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
る
の
か
。
「
配
偶
者
の
暴
力
か
ら
の
保
護
を
与
え
る
」
、
「
配
慮
、
支
援
、
法
制
度
の
整
備
」
を
さ
ら
に
進
め

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

神
戸
地
方
裁
判
所
の
「
生
物
学
上
の
父
に
よ
る
認
知
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
妻
に
嫡
出
否
認
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
を
認
め
る
等
、
要
件
設
定
次
第
で
は
、
子
の
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
が
な
い
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能

三



と
は
い
え
な
い
」
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
既
に
平
成
十
九
年
よ
り
最
高
裁
判
所
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知
を
図
り
、
裁
判

官
等
へ
の
研
修
を
行
っ
た
「
認
知
調
停
」
で
既
に
実
効
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
平
成
二
十
七
年
十
一
月
に
は
、
最
高
裁

は
さ
ら
に
全
国
の
家
庭
裁
判
所
に
文
書
を
送
り
、
戸
籍
を
得
る
た
め
の
調
停
を
行
う
場
合
、
前
の
夫
の
関
与
が
必
要
な
い
も

の
も
あ
る
こ
と
を
当
事
者
に
説
明
す
る
よ
う
求
め
、
こ
の
実
質
の
妻
の
「
嫡
出
否
認
権
」
に
つ
い
て
は
前
夫
の
関
与
が
い
ら

な
い
旨
ま
で
示
し
て
い
る
が
、
政
府
は
承
知
し
て
い
る
の
か
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

六
に
関
連
し
て
、
現
行
の
調
停
・
裁
判
に
お
い
て
は
、
「
嫡
出
否
認
権
」
は
、
法
に
定
め
に
な
い
他
の
方
法
に
よ
っ
て
担

保
、
実
効
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
齟
齬
を
立
法
に
よ
り
一
刻
も
早
く
解
消
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


