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「
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
お
け
る
裁
判
所
が
親
権
者
を
定
め
る
要
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

家
族
法
制
の
見
直
し
に
関
し
て
は
、
令
和
三
年
二
月
に
法
制
審
議
会
に
諮
問
、
約
三
年
に
及
ぶ
調
査
審
議
を
経
て
、
本
年
二

月
、
法
制
審
議
会
総
会
に
て
要
綱
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
本
年
三
月
八
日
、
政
府
は
「
民
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
」
と
し
て
国
会
に
提
出
し
た
。 

 

本
法
律
案
で
は
離
婚
後
共
同
親
権
を
導
入
す
る
改
正
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
裁
判
所
が
親
権
者
を
定
め
る
要
件
に
つ
い

て
、
次
の
質
問
に
答
え
ら
れ
た
い
。 

一 

要
綱
で
は
「
父
母
の
双
方
を
親
権
者
と
定
め
る
か
そ
の
一
方
を
親
権
者
と
定
め
る
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
子
の

利
益
の
た
め
、
父
母
と
子
と
の
関
係
、
父
と
母
と
の
関
係
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
そ
の
他
の
父
母
の
双
方
を
親
権
者
と
定
め
る

こ
と
に
よ
り
子
の
利
益
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
父
母
の
一
方
を
親
権
者
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。 

 
 

父
又
は
母
が
子
の
心
身
に
害
悪
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

⑵ 

父
母
の
一
方
が
他
の
一
方
か
ら
身
体
に
対
す
る
暴
力
そ
の
他
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
言
動
を
受
け
る
お
そ
れ



 

２ 

 

の
有
無
、
㈠
、
㈢
又
は
㈣
の
協
議
が
調
わ
な
い
理
由
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
父
母
が
共
同
し
て
親
権
を
行
う
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
」
と
あ
る
。 

 
 

右
記
の
と
お
り
、
「
子
の
利
益
を
害
す
る
」
、
「
子
の
心
身
に
害
悪
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
、
「
身
体
に
対
す
る
暴

力
そ
の
他
の
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
言
動
を
受
け
る
お
そ
れ
」
、
「
父
母
が
共
同
し
て
親
権
を
行
う
こ
と
が
困
難
で

あ
る
」
な
ど
の
要
件
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
父
母
の
一
方
が
「
お
そ
れ
」
を
主
張
す
る
こ
と
で
単
独
親
権
を
命
ず
る
こ
と
と

な
る
の
か
。
ま
た
、
「
お
そ
れ
」
の
解
釈
に
関
し
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

さ
ら
に
裁
判
所
が
単
独
親
権
を
命
じ
る
要
件
と
し
て
、
「
協
議
が
調
わ
な
い
理
由
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
父
母
が

共
同
し
て
親
権
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
父
母
の
一
方
が
「
共
同
で
親
権
を
行
使
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
」
、
「
話
し
合
い
が
で
き
な
い
」
な
ど
の
理
由
を
主
張
し
共
同
親
権
を
拒
絶
す
る
一
方
、
他
方
の
親
が

親
権
の
共
同
行
使
、
柔
軟
な
父
母
に
よ
る
話
合
い
に
応
じ
る
意
思
を
示
す
場
合
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事

案
で
も
、
原
則
は
共
同
親
権
で
あ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
単
独
親
権
が
命

じ
ら
れ
る
こ
と
を
政
府
と
し
て
想
定
し
て
い
る
か
。 

三 

今
回
の
民
法
改
正
で
離
婚
後
共
同
親
権
を
導
入
す
る
こ
と
は
「
父
母
の
双
方
が
離
婚
後
も
子
の
養
育
に
関
わ
る
こ
と
が
子



 

３ 

 

の
利
益
に
資
す
る
」
こ
と
が
改
正
の
主
旨
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
よ
り
「
共
同
親
権
が
原
則
で
あ

る
こ
と
」
を
明
示
し
、
国
民
に
も
立
法
趣
旨
を
明
確
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


