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日
本
法
に
お
け
る
離
婚
お
よ
び
法
改
正
の
方
向

犬

伏

由

子

日本法における離婚および法改正の方向

六五四三二一

　
（
本
稿
は
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

と
題
し
て
行
っ
た
報
告
に
、

メ
ン
ト
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

は
じ
め
に

離
婚
手
続
き
お
よ
び
離
婚
原
因

離
婚
の
効
果

日
本
に
お
け
る
離
婚
の
実
状

現
行
離
婚
法
の
問
題
点

民
法
改
正
の
方
向

　
一
九
九
九
年
七
月
九
日
に
行
わ
れ
た
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
と
サ
ン
パ
ウ
ロ
大
学
法
学
部
の
学
術
交
流
協
定
二
〇
周
年
記
念

　
　
「
日
本
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
法
と
社
会
－
過
去
か
ら
未
来
へ
」
に
お
い
て
「
日
本
法
に
お
け
る
離
婚
お
よ
び
法
改
正
の
方
向
」

　
　
　
　
　
　
当
日
ブ
ラ
ジ
ル
側
の
ツ
ヨ
シ
・
オ
オ
ハ
ラ
弁
護
士
の
報
告
お
よ
び
両
報
告
に
対
す
る
質
疑
を
受
け
て
若
干
の
コ

は
じ
め
に

9

た
だ
い
ま
の
ブ
ラ
ジ
ル
法
の
ご
紹
介
を
受
け
ま
し
て
、
私
の
方
か
ら
は
日
本
法
に
お
け
る
離
婚
お
よ
び
法
改
正
の
方
向
と
い
う
話
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を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
が
、
日
本
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
法
の
離
別
に
当
た
る
法
定
別
居
制
度
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
理
由
は
、
日
本
で
は
離
婚
を
禁
止
す
る
と
い
う
考
え
方
が
元
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
離
婚
を
禁
止

す
る
代
わ
り
に
い
わ
ゆ
る
「
卓
床
離
婚
」
と
い
わ
れ
て
い
る
法
定
別
居
制
度
を
定
め
る
必
要
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
事

実
上
別
居
し
て
い
る
夫
婦
は
お
り
ま
す
が
、
別
居
し
て
い
て
も
原
則
と
し
て
婚
姻
の
効
果
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
は
一
部
婚
姻
の
効
果
の
消
滅
を
認
め
て
離
婚
の
前
倒
し
的
処
理
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
と
考
え

て
お
り
ま
す
が
、
本
日
は
こ
れ
以
上
ふ
れ
な
い
こ
と
と
し
、
本
題
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

10

二
　
離
婚
手
続
き
お
よ
び
離
婚
原
因

　
ま
ず
第
一
に
、
日
本
の
離
婚
手
続
き
に
つ
い
て
で
す
が
、
民
法
上
の
離
婚
手
続
き
は
一
八
九
八
年
に
い
わ
ゆ
る
明
治
民
法
が
で
き

て
以
来
変
わ
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
明
治
民
法
で
も
協
議
離
婚
と
裁
判
離
婚
の
二
種
類
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
、
家
庭
事
件
と
少
年
事
件
を
専
門
と
し
て
扱
う
家
庭
裁
判
所
が
創
設
さ
れ
（
一
九
四
九
年
）
、
家
庭
裁
判
所
に
よ
る

離
婚
手
続
き
と
し
て
、
調
停
離
婚
と
審
判
離
婚
の
二
種
類
が
加
わ
り
、
現
在
四
種
類
の
離
婚
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

四
種
類
の
う
ち
、
協
議
離
婚
と
調
停
離
婚
の
二
つ
は
日
本
法
に
特
徴
的
な
制
度
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
協
議
離
婚
と
い
う
の
は
、
夫
婦
が
離
婚
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
、
市
区
町
村
の
戸
籍
係
に
協
議
離
婚
届
を
提
出
す
れ
ば
成
立

す
る
と
い
う
世
界
に
例
を
見
な
い
簡
単
な
離
婚
方
式
で
す
。
行
政
上
の
離
婚
に
も
見
え
ま
す
が
、
行
政
に
よ
る
実
質
的
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戸
籍
係
は
書
面
審
査
の
み
で
、
離
婚
意
思
の
確
認
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
協
議
離
婚
届
が
戸
籍
係

に
受
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
協
議
離
婚
の
効
果
が
生
じ
ま
す
。
協
議
離
婚
に
つ
い
て
は
、
離
婚
す
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
離
婚
原



日本法における離婚および法改正の方向

因
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
無
因
離
婚
と
い
え
ま
す
。
ち
な
み
に
、
最
近
日
本
で
は
、
離
婚
後
も
友
好
的
な
関
係
を
保
っ
て

い
る
人
た
ち
に
つ
い
て
友
達
離
婚
な
ど
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
調
停
離
婚
は
、
調
停
前
置
主
義
に
基
づ
い
て
家
庭
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
離
婚
手
続
き
で
す
。
当
事
者
間
で
離
婚
に
つ
い
て
合
意
で

き
な
い
場
合
、
直
接
通
常
裁
判
所
に
離
婚
請
求
を
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
原
則
と
し
て
、
家
庭
裁
判
所
の
調
停
を
経
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
調
停
離
婚
は
、
協
議
離
婚
と
裁
判
離
婚
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
家
庭
裁
判
所
の
調
停
で
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ま
で
も
当
事
者
間
の
意
思
を
中
心
に
し
な
が
ら
夫
婦
関
係
の
調
整
を
は
か
り
、
離
婚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
日
”

図1　我が国の離婚制度と件数

言十222、635

一協
　
　
↓

訓
202，431（90．9％）

樋 停卜＿．
18，341（8，2％）

『

離
婚
成
立

｛　1審 判181（α。％）

1裁 判1

1，782（0．8％）

一（注）調停，審判，訴訟の途Lにおいても，協議が成立すれば離婚口1

資料：件数は厚生省大臣官房統計情報部「人目動態統計」（1997年）

つ
い
て
合
意
し
た
場
合
に
調
停
離
婚
が
成
立
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
調
停
成
立
の
日
に

調
停
離
婚
の
効
力
が
生
じ
ま
す
が
、
戸
籍
係
に
調
停
離
婚
の
届
け
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
　
　
　
（
2
）

　
審
判
離
婚
は
、
家
庭
裁
判
所
で
の
調
停
で
合
意
が
成
立
し
な
い
場
合
に
家
庭
裁
判
所
の

家
事
審
判
官
が
職
権
で
審
判
を
行
う
と
い
う
も
の
で
す
。
離
婚
の
審
判
に
対
し
て
、
二
週

間
以
内
に
不
服
申
し
立
て
が
あ
る
と
離
婚
審
判
が
効
力
を
失
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
審
判

離
婚
は
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

　
裁
判
離
婚
は
多
く
の
国
で
認
め
ら
れ
て
い
る
手
続
き
で
、
離
婚
原
因
が
あ
る
場
合
に
裁

判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
離
婚
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
日
本
の
場
合
、
離
婚
原
因
と
し
て
は
五

つ
の
事
由
（
配
偶
者
の
不
貞
行
為
、
悪
意
の
遺
棄
、
三
年
以
上
の
生
死
不
明
、
強
度
の
精
神
病
、

そ
の
他
婚
姻
を
継
続
し
が
た
い
重
大
な
事
由
）
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
破
綻
主
義
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

則
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
以
上
四
つ
の
離
婚
手
続
き
の
流
れ
と
実
際
の
利
用
割
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
図
1
に
一

11
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九
九
七
年
の
数
字
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
協
議
離
婚
の
利
用
が
圧
倒
的
多
数
で
九
〇
％
を
越
え
、

て
お
り
ま
せ
ん
。
残
り
が
、
調
停
離
婚
八
％
、
裁
判
離
婚
が
一
％
弱
の
数
字
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

三
　
離
婚
の
効
果

こ
の
割
合
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し

　
第
二
に
離
婚
の
効
果
に
つ
い
て
で
す
が
、
夫
婦
関
係
の
消
滅
に
直
接
関
係
す
る
効
果
は
省
略
し
ま
す
が
、
離
婚
後
の
夫
婦
の
姓
に

つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。
日
本
で
は
夫
婦
同
氏
の
原
則
が
あ
り
、
婚
姻
の
際
に
夫
又
は
妻
の
姓
を
夫
婦
の
姓
と
し
て
選
択

し
ま
す
。
離
婚
す
る
場
合
は
、
婚
姻
の
際
に
姓
を
変
え
た
方
の
配
偶
者
は
婚
姻
前
の
旧
姓
に
戻
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
旧
姓
に
戻

り
た
く
な
い
と
い
う
場
合
は
、
離
婚
後
三
ヶ
月
以
内
に
戸
籍
係
に
屈
け
出
れ
ば
、
婚
姻
中
の
姓
を
離
婚
後
も
名
乗
り
続
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
離
婚
の
効
果
の
う
ち
、
ま
ず
子
ど
も
に
関
し
て
、
離
婚
後
の
親
権
の
問
題
が
生
じ
ま
す
。
現
行
法
で
は
、
離
婚
後
の
単
独
親
権
を

原
則
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
父
母
の
い
ず
れ
か
を
親
権
者
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
親
権
者
と
な
っ
た
も
の
が
実
際
に
子

の
監
護
が
で
き
な
い
場
合
は
、
親
権
者
と
は
別
に
監
護
者
を
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
点
は
日
本
で
も
今
後
離
婚
後
の
共

同
監
護
の
方
向
を
目
指
す
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
次
に
、
現
実
に
子
ど
も
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
な
い
親
が
子
ど
も
と
交
流
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
面
接
交
渉
権
に
つ
い
て
は
現
行
法
に
は
明
文
の
規
定
は
な
い
の
で
す
が
、
家
庭
裁
判
所
の
実
務
や
学
説
に

よ
り
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
子
ど
も
に
対
す
る
扶
養
料
に
つ
い
て
は
、
離
婚
後
も
親
は
未
成
熟
子
に
対
し

て
当
然
に
扶
養
義
務
を
負
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
特
に
離
婚
後
の
養
育
料
を
定
め
る
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
夫
婦
間
の
財
産
的
処
理
に
関
し
て
は
、
一
九
四
七
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
財
産
分
与
の
規
定
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。
財
産
分
与
の

内
容
と
し
て
は
、
①
婚
姻
中
夫
婦
の
協
力
に
よ
り
維
持
形
成
さ
れ
た
財
産
の
清
算
。
⑭
離
婚
後
の
扶
養
あ
る
い
は
補
償
。
⑬
離
婚
に

12



よ
る
精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
慰
謝
料
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
財
産
分
与
に
慰
謝
料
を
含
む
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
は
議

論
が
あ
り
、
学
説
の
多
数
は
慰
謝
料
は
財
産
分
与
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て
お
り
ま
す
。
最
近
で
は
、
そ
も
そ
も
離
婚
は
損
害
を
も
た

ら
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
慰
謝
料
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
り
ま
す
。

四
　
日
本
に
お
け
る
離
婚
の
実
状

日本法における離婚および法改正の方向

　
第
三
に
日
本
の
離
婚
の
実
状
に
つ
い
て
は
、
資
料
に
基
づ
い
て
お
話
し
し
ま
す
と
、
図
2
の
通
り
、
離
婚
件
数
は
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
た
だ
外
国
と
の
比
較
で
見
ま
す
と
表
1
の
通
り
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
も
い
え
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
図
3
を
見
て
い
た
だ
く
と
婚

姻
期
間
の
長
い
夫
婦
に
つ
い
て
増
加
率
が
高
く
、
特
に
同
居
二
〇
年
以
上
の
と
こ
ろ
で
目
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
離
婚
の
背

景
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
調
停
離
婚
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
見
た
の
が
図
4
で
離
婚
申
し
立
て
理
由
の
中
で
最

も
多
く
挙
げ
ら
れ
る
の
が
性
格
の
不
一
致
で
す
。
ま
た
妻
か
ら
の
申
し
立
て
が
七
割
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
図
5
で
も
わ
か
る

よ
う
に
子
ど
も
の
い
る
夫
婦
の
離
婚
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
一
九
九
七
年
の
数
字
で
は
、
未
成
年
の
子
ど
も
の
い
る
夫

婦
の
離
婚
は
一
三
三
、
〇
四
九
件
で
し
た
。
そ
の
う
ち
、
母
親
が
す
べ
て
の
子
の
親
権
者
と
な
っ
た
の
が
七
八
・
一
％
、
父
親
の
場

合
は
一
七
・
四
％
、
そ
の
他
四
・
四
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
親
権
者
以
外
の
離
婚
の
効
果
に
つ
い
て
の
実
状
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
一
端
を
見
た
の
が
図
6
で
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
の
扶
養
料
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
や
そ
の
履
行
は
十

分
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
面
接
交
渉
に
つ
い
て
も
図
7
に
よ
れ
ば
あ
ま
り
実
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
財
産
分
与
に
つ
い
て
は
離

婚
調
停
で
決
ま
っ
た
額
に
つ
い
て
は
、
図
8
で
わ
か
る
よ
う
に
一
九
九
七
年
で
平
均
三
八
二
万
円
と
あ
ま
り
の
び
て
お
ら
ず
、
そ
れ

ほ
ど
古
同
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

13
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図2　離婚件数及び離婚率の年次推移
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婚
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率
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人
口
千
対
）
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2

へ
∠
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
1

0．8

0．4

Eコ離婚件数

0．0　　離婚率

表1　人ロ動態総覧（率）の国際比較

出生率1死亡率 乳児死亡率 婚姻率1離婚率 合計特殊
国　名

（人口千対） （出生千対） （人口千対） 出生率
日　　本 ’98）　9．6 ’98）　7，5 ’98）　3．6 ’98）　6．3 ラ98）　1．94 ’98）　L38

イ　ギ　リ　ス ’97）＊12．3 ’97）＊10．7 ’97）＊5．9 ’95）　5．5 ’95）2．89 ’97）　L71

イ　タ　リ　ア ’97）＊94 ’97）＊9．8 ’97）＊5．4 ’97）＊4．8 ’95）047 ’97〉1．22

スウェーデン ’97）＊10．1 ’97）＊10．5 ’96）　4．0 ’96）　3．8 ’96）2。42 ’97）　153

ドイツ連邦共和国 ’97）　9．6 ’97）104 ’96）　5．0 ’97）＊5．1 ’96）2．14 ’96）　L32

フ　ラ　ン　ス ’97）124 ’97）　9．1 ’97）　5．1 ’96）＊4．8 ’96）　1．90 ’97）　1．71

アメリカ合衆国 ’96）＊14．8 ’96）＊8．8 ’96）＊7．2 ’96）＊8．8 ’96）4．33 ’95）2．02

（注）＊暫定値である。

資料：〔1〕日本　人口動態統計月報年計（概数）の概況

　　〔2〕外国　出生率・死亡率・乳児死亡率は、UN，POpULATIONANDVrrALSTATISTICSREPORT，Jan．lggg

　　婚姻率・離婚率は、UN，DEMOGRAP㎜C　YEARBOOK，1997

　　合計特殊出生率は、Comci畳ofEurope，RecentDemographic　DevelopmentsmEurope，lgg8

　　ただしアメリカは、Us，Monthly　Vital　Stαtlshcs　Repo質，June・1997
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日本法における離婚および法改正の方向

　　　　　　　　　　図3　同居期間別離婚件数の年次推移
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五
　
現
行
離
婚
法
の
問
題
点

　
以
上
を
ふ
ま
え
て
現
行
離
婚
制
度
の
問
題
点
を

考
え
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
離
婚
全
体
に
わ
た
る
間

題
と
し
て
、
離
婚
自
体
と
離
婚
の
効
果
の
問
題
を

同
時
に
解
決
す
る
手
続
き
上
の
保
障
が
な
い
こ
と

が
問
題
と
な
り
ま
す
。
特
に
離
婚
全
体
の
九
割
を

占
め
る
協
議
離
婚
の
場
合
は
、
協
議
離
婚
の
届
出

の
際
に
親
権
者
の
決
定
を
除
い
て
は
、
離
婚
の
効

果
に
つ
い
て
定
め
て
お
く
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
離
婚
し
て
も
子
ど
も
の
養

育
料
や
財
産
分
与
に
つ
い
て
全
く
取
り
決
め
が
な

い
と
い
う
場
合
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　
次
に
、
協
議
離
婚
に
つ
い
て
も
問
題
点
が
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
協
議
離
婚
は
離
婚
に
つ
い
て
の

決
定
が
完
全
に
当
事
者
に
任
さ
れ
て
お
り
、
国
家

は
介
入
し
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
当
事
者
の
自
己

決
定
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
る
反
面
、
真
の

協
議
に
値
し
な
い
も
の
が
含
ま
れ
る
可
能
性
を
防

15



法学研究73巻7号（2000：7）

図4　夫婦別申立て動機（割合）

　　　　　　1970（昭和45）年
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　　　　（4・3）　34

　　　（1α4）72
　　　　　11．7

妻　　　12．8
　　　（9．3）

　　　　　　7．9
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（0．2）

（
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1．8

0．3

0．2

性格があわない

異性関係

暴力をふるう

酒を飲みすぎる

性的不満

浪費する

異常性格

病気

精神的に虐待する

家庭を捨てて

　省みない

　家族親族と

　折合が悪い

同居に応じない

生活費を渡さない

濁
料

（
資

その他

不詳

46．6

20．9

29．3

（27．8）

63．5

　（512）

3．8

31．3

2・2　（9．5）

　　I　Lg

　　lO，6
5．9　（7・7）

　　134（16．7）
　　　17．7

　　　13．5
　　　　　（102）
　　8．7

3．5

1．6（2，1）

　　10・7　（174）
19．7

　（15．7）

　20．1
　　（15．2）
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（23．3）

10．3

12．2

13．7

4。0

1．2

（7．0〉

　（16．8）
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2・8（1．7）

1．4

1．8

0．8（Ll）

　）内の数値は，夫，妻の合計の動機別割合

最高裁判所「司法統計」
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日本法における離婚および法改正の方向

　　　　　図5　未成年子がいる夫婦の離婚件数の年次推移と親権者
（件数）

150，000

120，000

離

婚　90，000

件

数

60，000

30，000

0

＼

　夫が親権者

その他

1 5

＼

＼

、
｝

＼妻が親権者

｝

　　　！

～

1 1
　1960　　　　1965　　　　1970　　　　1975　　　　1980　　　　1985　　　　1990　　　　1995　　　　1997

（昭和35）　（40〉　　（45）　　（50）　　（55）　　（60）　（平成2）　（7）　　（9）

（注）その他とは，夫と妻がそれぞれ分け合って子どもの親権を行う場合である。

資料：厚生省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

　　　　　　　　図6　養育費の受給状況　　　　（％）

（％）

80

70

60

　　親
50

　　権

　　者
40
　　別

　　割

30　合

20

10

0
（年）

総数
現在も受

けている

受けたこ

とがある

受けたこ

とがない

1983年
（昭和58）

100．0 1L3 10．1 78．6

1988年
（昭和63）

100．0 14．0 10．6 75．4

1993年
（平成5）

100．0 14．9 16．4 68．7

資料：厚生省児童家庭局「全国母子世帯等調査」
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図7　別れた子との面会頻度

　　　　　　　　　ほとんど毎日
　　　　　　　　　　　3．6％

　　　　　　　　週1回
　　　　　　　　程度
　　　　　　　　8．1％

月1～2回
22．5％

詳
％

不
葡

いなわ
脳

会
繊

叙

　　　　　　　　　　　　　　　　　ほとんど
　　　　　　　　　　　　　　　　会っていない

　　　　　　　　　　　　　　　　　18．5％

全く会わないが、

手紙や電話等で交流

　　　6．0％

（注）平成9年6月に協議離婚し，親権を行う子を有する者（男女）を対象

　　　として，同年10月に行った調査

資料：厚生省大臣官房統計情報部「平成9年人口動態社会経済面調査

　　一離婚家庭の子ども一」

止
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
追
い
出
し
離
婚
、

離
婚
の
合
意
が
な
い
に
も
係
わ
ら
ず
勝
手
に
出
さ
れ
た
協
議

離
婚
届
、
離
婚
の
効
果
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
な
い
ま
ま
の

協
議
離
婚
届
の
提
出
等
が
お
こ
り
え
ま
す
。
こ
う
し
た
間
題

に
対
し
て
、
協
議
離
婚
の
際
に
当
事
者
の
離
婚
意
思
や
離
婚

の
効
果
に
つ
い
て
の
合
意
の
確
認
制
度
を
設
け
る
べ
き
と
い

う
主
張
も
あ
り
ま
す
が
、
実
現
に
向
け
て
の
合
意
は
難
し
い

状
況
で
す
。

　
さ
ら
に
、
裁
判
離
婚
に
つ
い
て
は
、
離
婚
を
認
め
る
か
否

か
に
つ
い
て
裁
判
官
の
自
由
裁
量
の
幅
が
大
き
い
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
破
綻
主
義
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

夫
婦
関
係
の
破
綻
の
事
実
認
定
は
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
て
お

り
、
婚
姻
の
継
続
が
相
当
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
離
婚
請

求
は
棄
却
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
有
責
配
偶
者
か
ら
の
離
婚
請
求
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
最
高
裁
判
所
は
長
ら
く
否
定
的
な
態
度
を
と
っ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
一
九
八
七
年
九
月
二
日
判
決
（
民
集
四
一
巻
六
号
一
四
二
一
二
頁
）
に
よ
り
、
よ
う
や
く
条
件
付
き
で

有
責
配
偶
者
か
ら
の
離
婚
請
求
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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日本法における離婚および法改［Eの方向

　　　　　　　　　　図8　財産分与・慰謝料額（調停
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六
　
民
法
改
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の
方
向

　
一
九
九
一
年
か
ら
法
務
省
の
法
制
審
議
会
（
民
法
部

会
「
身
分
法
小
委
員
会
」
）
で
婚
姻
法
お
よ
び
離
婚
法
の

全
般
的
な
見
直
し
の
検
討
が
開
始
さ
れ
、
一
九
九
六
年

二
月
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
」
が
政

府
に
答
申
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
政
府
法
案

と
し
て
は
一
度
も
国
会
に
提
案
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん

（
政
党
レ
ベ
ル
で
は
、
婚
姻
法
の
改
正
の
部
分
特
に
夫
婦
別

姓
の
導
入
を
は
か
る
法
案
が
国
会
に
提
案
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
実
現
し
て
お
り
ま
せ
ん
）
。

　
今
回
の
婚
姻
法
お
よ
び
離
婚
法
改
正
作
業
の
目
的
や

背
景
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
四
七
年
の
民
法
改
正

以
降
、
国
民
の
人
生
観
・
価
値
観
が
変
化
・
多
様
化
し

て
お
り
、
家
族
に
関
す
る
意
識
や
価
値
観
も
大
き
く
変

わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
と
、
男
女
平
等
の
点
か
ら
現
行

婚
姻
法
お
よ
び
離
婚
法
の
見
直
し
が
必
要
に
な
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
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綱
」
に
示
さ
れ
た
離
婚
法
の
改
正
点
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
大
き
く
二
点
あ
り
ま
す
。
一
点
は
、
裁
判
離
婚
に
関
す
る
も
の

で
す
。
裁
判
離
婚
の
離
婚
原
因
に
つ
い
て
、
五
年
以
上
の
別
居
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
夫
婦
関
係
の
破
綻
事
実
の
認
定
の
客
観
化

を
は
か
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
離
婚
請
求
の
棄
却
事
由
と
し
て
、
苛
酷
条
項
と
信
義
則
条
項
を
加
え
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
点
は
、
離
婚
の
効
果
に
関
す
る
も
の
で
す
。
子
の
監
護
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
面
接
交
渉
や
養
育
料
の
分
担
に
関
す
る

明
文
規
定
を
お
き
ま
し
た
。
ま
た
、
財
産
分
与
に
つ
い
て
、
従
来
財
産
分
与
の
内
容
や
決
定
基
準
を
明
ら
か
に
す
べ
き
と
い
う
指
摘

が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
財
産
分
与
の
決
定
の
際
の
考
慮
事
情
の
明
確
化
を
は
か
り
、
ま
た
、
夫
婦
財
産
の
清
算
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
二
分
の
一
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
明
示
し
ま
し
た
。

　
す
で
に
お
話
し
し
た
通
り
、
民
法
改
正
は
実
現
の
め
ど
は
立
っ
て
い
ま
せ
ん
。
改
正
案
の
内
容
に
は
賛
否
が
分
か
れ
る
点
も
あ
り

ま
す
が
、
今
後
と
も
改
正
に
向
け
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
し
、
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
な
点
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
改
正
に
向
け
て
の
ね
ば
り
強
い
努
力
が
法
律
家
に
も
と
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

20

（
1
）
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
、
ツ
ヨ
シ
・
オ
オ
ハ
ラ
弁
護
士
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
法
の
離
別
と
離
婚
に
つ
い
て
法
改
正
の
経
緯
と
そ
の
内
容
を
簡

潔
に
報
告
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
長
ら
く
離
婚
が
認
め
ら
れ
ず
、
婚
姻
の
本
質

的
義
務
で
あ
る
同
居
義
務
や
貞
操
義
務
が
免
除
さ
れ
る
唯
一
の
制
度
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
卓
床
離
婚
で
あ
る
離
別
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ

　
と
。
一
九
七
七
年
に
は
じ
め
て
離
婚
が
認
め
ら
れ
た
際
に
は
、
原
則
と
し
て
法
定
離
別
か
ら
三
年
以
上
経
過
し
て
い
る
場
合
に
離
別
か
ら

離
婚
へ
の
転
換
と
い
う
形
で
の
間
接
的
な
離
婚
が
認
め
ら
れ
、
例
外
的
に
五
年
以
上
別
居
し
て
い
る
場
合
に
制
限
的
条
件
で
直
接
離
婚
が

認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
。
こ
れ
が
さ
ら
に
一
九
八
八
年
の
新
憲
法
に
よ
り
、
法
定
離
別
か
ら
一
年
以
上
経
過
す
れ
ば
、
離
婚
へ
の

転
換
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
二
年
以
上
別
居
し
て
い
れ
ば
直
接
離
婚
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
と
言
う

　
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
直
接
的
に
離
婚
を
請
求
す
る
こ
と
が
よ
り
容
易
に
な
っ
た
現
在
、
法
定
離
別
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

　
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
法
定
離
別
と
離
婚
の
実
態
に
つ
い
て
も
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
の
交
流
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
行

　
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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（
2
）
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
、
私
の
報
告
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
側
参
加
者
か
ら
、
審
判
離
婚
と
裁
判
離
婚
の
違
い
に
つ
い
て
の
質
問
を
受

　
け
た
。
離
婚
紛
争
解
決
手
続
き
の
流
れ
の
中
で
、
家
庭
裁
判
所
の
家
事
審
判
手
続
き
に
移
行
す
る
場
合
と
、
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
離
婚

訴
訟
の
提
起
に
至
る
場
合
に
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
非
訟
事
件
手
続
き
に
よ
る
離
婚
審
判
と
人
事
訴
訟
手
続
き
に
よ
る
離
婚
訴
訟
の
手
続

　
き
上
の
違
い
や
、
家
族
関
係
に
関
す
る
紛
争
解
決
手
続
き
の
全
体
像
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
し
き
れ
な
か
っ
た
。

　
　
家
族
紛
争
の
解
決
手
続
き
と
し
て
は
、
人
間
関
係
調
整
機
能
を
も
ち
家
族
紛
争
を
解
決
す
る
専
門
的
裁
判
所
と
し
て
創
設
さ
れ
た
家
庭

裁
判
所
で
の
家
事
調
停
と
家
事
審
判
が
あ
る
ほ
か
、
地
方
裁
判
所
で
の
人
事
訴
訟
H
民
事
裁
判
が
あ
る
。
家
族
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て

　
は
、
調
停
前
置
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
た
め
、
原
則
と
し
て
ま
ず
は
家
庭
裁
判
所
の
調
停
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
停
で
の
合
意
が

成
立
し
な
い
場
合
、
家
庭
裁
判
所
の
専
属
管
轄
に
属
す
る
事
件
、
た
と
え
ば
、
扶
養
や
財
産
分
与
、
子
の
監
護
に
関
す
る
事
件
な
ど
に
つ

　
い
て
は
当
然
に
家
事
審
判
手
続
き
に
移
行
し
て
家
事
審
判
が
行
わ
れ
る
。
他
方
で
離
婚
紛
争
の
よ
う
に
人
事
訴
訟
事
件
と
さ
れ
て
い
る
も

　
の
は
、
離
婚
調
停
が
不
成
立
の
場
合
は
、
家
庭
裁
判
所
が
職
権
で
審
判
に
移
行
さ
せ
な
い
限
り
、
当
事
者
は
直
接
地
方
裁
判
所
で
の
離
婚

訴
訟
に
よ
る
解
決
を
も
と
め
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
離
婚
紛
争
の
終
局
的
解
決
は
通
常
裁
判
所
で
の
離
婚
訴
訟
に
よ
る
こ
と
に
な
る

　
が
、
家
族
紛
争
を
解
決
す
る
専
門
裁
判
所
で
あ
る
家
庭
裁
判
所
に
終
局
的
解
決
を
委
ね
る
べ
き
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
ま
た
、
離
婚
自
体

　
は
人
事
訴
訟
事
項
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
離
婚
の
効
果
（
財
産
分
与
、
養
育
料
、
面
接
交
渉
権
な
ど
）
は
審
判
事
項
と
さ
れ
て
い

　
る
点
で
、
一
つ
の
離
婚
紛
争
に
つ
い
て
解
決
手
続
き
の
管
轄
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
も
離
婚
紛
争
の
解
決
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
離
婚
紛

争
等
の
人
事
訴
訟
事
件
の
家
庭
裁
判
所
へ
の
移
管
が
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

（
3
）
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
、
ブ
ラ
ジ
ル
側
か
ら
、
裁
判
離
婚
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
離
婚
の
原
因
に
つ
い
て
、
深
く
追
求
し
な
く
て

　
も
よ
い
と
考
え
る
方
向
に
あ
る
が
、
日
本
で
も
そ
の
よ
う
な
方
向
に
あ
る
か
と
の
質
問
を
受
け
た
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
私
の
方
か
ら
は
、
日
本
で
も
、
概
略
的
に
は
離
婚
原
因
を
追
及
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
考
え
方
に
向
か
っ
て
い
る

　
が
、
当
事
者
が
離
婚
自
体
に
つ
い
て
争
っ
て
い
る
裁
判
離
婚
で
は
、
相
手
の
有
責
性
を
追
及
し
て
離
婚
請
求
を
す
る
こ
と
が
現
実
に
は
あ

　
る
。
裁
判
所
と
し
て
は
、
破
綻
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
る
が
、
離
婚
裁
判
自
体
が
相
手
の
有
責
性
を
追
及

　
す
る
場
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
上
あ
る
と
の
説
明
を
行
っ
た
。

　
　
こ
の
コ
メ
ン
ト
に
関
連
し
て
、
星
野
英
一
教
授
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
か
ら
、
①
日
本
法
の
理
解
と
し
て
は
、
破
綻
主
義
を
原
則
と

　
し
て
い
る
と
い
う
の
は
多
少
問
題
が
あ
る
。
民
法
七
七
〇
条
は
離
婚
原
因
と
し
て
、
不
貞
行
為
、
悪
意
の
遺
棄
と
い
う
二
つ
有
責
の
離
婚
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原
因
と
三
年
以
上
の
生
死
不
明
、
強
度
の
精
神
病
、
そ
の
他
婚
姻
を
継
続
し
が
た
い
重
大
な
事
情
と
い
う
三
つ
の
破
綻
主
義
的
離
婚
原
因

を
列
挙
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
れ
を
主
張
し
て
離
婚
請
求
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
民
法
上
は

有
責
原
因
を
主
張
し
て
離
婚
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
婚
姻
の
破
綻
で
一
本
に
ま
と
ま
っ
た
離
婚
原
因
と
な
る
の
で
は
な

い
と
の
指
摘
と
、
⑭
ブ
ラ
ジ
ル
法
が
、
離
婚
に
厳
し
い
立
場
か
ら
、
急
速
に
二
年
別
居
で
離
婚
を
認
め
る
と
い
う
方
向
に
改
正
さ
れ
た
の

は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
質
問
が
ブ
ラ
ジ
ル
側
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。

　
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
側
か
ら
コ
九
七
七
年
の
法
律
は
、
で
き
る
だ
け
離
婚
を
行
わ
な
い
よ
う
に
厳
し
く
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
そ
れ
か
ら
の
現
状
を
見
て
き
ま
す
と
、
完
全
に
婚
姻
が
破
綻
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
期
間
が
長
い
た
め
に
な
か
な
か
離
婚
で

き
な
い
で
い
る
人
た
ち
が
い
る
の
は
不
公
平
で
は
な
い
か
。
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
緒
に
い
た
く
な
い
人
た
ち
を
で
き
る

だ
け
早
く
解
放
し
て
や
っ
て
、
新
た
な
婚
姻
が
そ
こ
で
生
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
観
点
で
憲
法
改
正
に
至
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
理

解
し
て
い
る
」
と
の
説
明
を
得
た
。
ま
さ
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
婚
姻
破
綻
に
つ
い
て
の
実
態
と
意
識
が
、
破
綻
主
義
へ
の
流
れ
を
加
速

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
婚
姻
観
・
離
婚
観
に
基
づ
い
て
い
た
ブ
ラ
ジ
ル
社
会
に
お
け
る
家
族
や
家
族
意
識
の
変
化
に

つ
い
て
、
な
お
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
第
一
点
に
つ
い
て
は
、
裁
判
離
婚
に
つ
い
て
の
民
法
七
七
〇
条
一
項
の
離
婚
原
因
が
、
婚
姻
の
破
綻
を
唯
一
の
離
婚
原
因
と
す
る
一
元

論
に
立
つ
の
か
、
複
数
の
有
責
主
義
的
離
婚
原
因
と
破
綻
主
義
的
離
婚
原
因
を
並
立
的
に
認
め
る
多
元
論
に
立
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

は
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
家
族
法
の
通
説
的
理
解
は
一
元
論
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
訴
訟
法
上
の
訴
訟
物
の
レ
ベ

ル
で
は
、
判
例
が
離
婚
請
求
権
は
七
七
〇
条
一
項
の
各
号
ご
と
に
別
個
に
成
立
す
る
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
は
星
野
教
授
の
ご
指
摘

の
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
相
手
方
の
不
貞
行
為
の
み
を
主
張
し
て
離
婚
請
求
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
、
日
本
の
離

婚
訴
訟
の
現
状
が
相
手
の
有
責
性
の
追
及
の
場
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
離
婚
訴
訟
の
原
告

が
不
貞
行
為
だ
け
を
主
張
し
て
い
る
場
合
で
も
実
務
上
は
釈
明
権
の
行
使
に
よ
り
原
告
に
対
し
他
の
離
婚
原
因
を
も
主
張
す
る
か
ど
う
か

を
明
確
に
す
る
よ
う
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
特
に
、
婚
姻
を
継
続
し
が
た
い
重
大
な
事
由
を
も
離
婚
原
因
と
し
て
主
張
さ
せ
る

傾
向
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
務
も
破
綻
主
義
に
向
か
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
も
と
も
と
破
綻
主
義
は
、
相
手
方
の
有
責
行
為
に
よ
り
婚
姻
が
破
綻
し
た
場
合
以
外
に
も
広
く
婚
姻
が
客
観
的
に
破
綻
し
た
場
合
に
離

婚
を
認
め
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
有
責
主
義
を
包
摂
し
う
る
。
そ
こ
で
、
比
較
法
的
に
見
て
も
離
婚
法
改
正
の
際
に
破
綻
主
義
を
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ど
の
よ
う
に
採
用
す
る
か
で
立
法
の
方
法
が
分
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
①
破
綻
を
唯
一
の
離
婚
原
因
と
す
る
（
一
定
の
別
居
期
間
に

よ
り
破
綻
を
推
定
す
る
）
こ
と
に
よ
り
、
有
責
性
を
排
除
し
て
破
綻
主
義
を
徹
底
す
る
立
場
（
ド
イ
ツ
）
、
②
破
綻
を
唯
一
の
離
婚
原
因

と
し
な
が
ら
、
破
綻
の
証
明
に
関
し
て
は
、
別
居
と
並
べ
て
有
責
事
由
を
残
し
、
破
綻
主
義
に
有
責
主
義
を
包
摂
す
る
立
場
（
イ
ギ
リ

ス
）
、
③
有
責
事
由
に
基
づ
く
有
責
離
婚
と
婚
姻
の
破
綻
（
精
神
病
、
一
定
期
間
の
別
居
に
よ
る
）
に
基
づ
く
破
綻
離
婚
を
並
列
的
に
認

め
る
こ
と
に
よ
り
、
破
綻
主
義
の
枠
外
で
有
責
主
義
を
残
す
立
場
（
フ
ラ
ン
ス
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
の
離
婚
法
改

正
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
あ
る
の
か
を
見
る
と
、
一
九
九
六
年
の
民
法
改
正
案
要
綱
で
は
、
七
七
〇
条
一
項
の
離
婚
原
因
に
一
号
の
不
貞

行
為
と
二
号
の
悪
意
の
遺
棄
と
い
う
有
責
事
由
を
残
し
て
い
る
点
で
、
①
の
立
場
は
と
っ
て
い
な
い
が
、
一
号
・
二
号
に
つ
い
て
は
、

「
婚
姻
関
係
が
回
復
の
見
込
み
の
な
い
破
綻
に
至
っ
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
不
貞
行
為
と
悪

意
の
遺
棄
を
破
綻
の
徴
表
と
す
る
意
図
を
明
確
に
し
た
も
の
と
い
え
、
②
の
立
場
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
民
法
改
正
案
要
綱

は
、
完
全
に
有
責
主
義
を
払
拭
す
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
が
、
破
綻
主
義
の
強
化
に
は
向
か
っ
て
い
る
。

日本法における離婚および法改正の方向
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