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神
前
結
婚
式
に
み
る
「
家
」
の
変
貌
と
個
人
の
創
出石

井

研

士

は
じ
め
に

　

近
年
、
結
婚
式
の
あ
り
方
が
急
速
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
結
婚
式

と
い
え
ば
神
前
結
婚
式
が
当
た
り
前
ま
で
あ
っ
た
時
代
は
終
わ
り
、

リ
ク
ル
ー
ト
の
結
婚
情
報
誌
『
ゼ
ク
シ
ィ
』
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
首

都
圏
で
は
二
割
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。
仲
人
の
い
な
い
結
婚
式
が
普

通
で
あ
っ
て
、
同
じ
調
査
で
は
、
首
都
圏
の
結
婚
式
で
仲
人
を
立
て

た
式
は
わ
ず
か
に
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
す

で
に
こ
う
し
た
事
実
が
神
社
界
で
驚
き
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

結
婚
式
を
ホ
テ
ル
や
専
門
式
場
で
行
わ
ず
、
し
ゃ
れ
た
イ
タ
リ
ア

ン
や
フ
レ
ン
チ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
友
人
に
囲
ま
れ
て
式
を
行
う
こ
と

が
流
行
っ
て
い
る
。
結
婚
式
を
扱
っ
た
雑
誌
に
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
・

ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
や
ハ
ウ
ス
・
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
特
集
が
頻

繁
に
登
場
し
て
い
る
。こ
う
し
た
結
婚
式
に
は
、神
職
や
牧
師
と
い
っ

た
宗
教
者
が
司
式
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
も
珍
し
く
な
い
。

　

そ
も
そ
も
結
婚
式
が
、
家
を
離
れ
て
、
外
部
の
施
設
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
自
体
が
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
昭
和
三
〇

年
代
後
半
に
は
、ま
だ
、自
宅
で
挙
式
す
る
家
庭
が
少
な
く
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
状
況
は
一
変
す
る
。
群
馬
県
の
山
村

六
合
村
で
す
ら
、
昭
和
四
〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
、
村
で
結
婚
式
を

行
う
こ
と
を
せ
ず
、
山
を
一
つ
超
え
た
草
津
の
ホ
テ
ル
で
行
う
結
婚

式
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
儀
礼
の
変
化
の
背
後
に
は
、
社
会
構
造
の
変
化
が
存
在

す
る
。「
家
」
を
中
核
と
し
た
地
域
社
会
の
儀
礼
で
あ
っ
た
結
婚
式

か
ら
、
家
族
や
個
を
基
盤
と
し
た
儀
礼
へ
と
変
化
さ
せ
た
力
が
、
結

婚
式
の
形
態
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
働
い
た
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
長
い
婚
姻
史
の
な
か
で
、
結
婚
式
に
関
し
て
も
っ
と
も
エ

ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
出
来
事
は
、
宗
教
者
の
関
与
す
る
結
婚
式
の

誕
生
で
あ
る
。
歴
史
学
や
民
俗
学
の
立
場
に
立
て
ば
、
鎌
倉
時
代
中
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期
を
境
に
し
た
妻
問
婚
・
婿
入
婚
か
ら
嫁
入
婚
へ
の
変
化
が
大
き
な

変
化
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
妻
問
婚
は
夫
が
妻
の
家
を
訪
問
す
る
形

態
の
婚
姻
で
、
夫
が
妻
の
家
に
入
る
婿
入
り
の
儀
礼
に
よ
っ
て
開
始

さ
れ
る
。
夫
と
妻
は
昼
間
は
自
分
の
家
で
働
き
、
夜
に
な
る
と
夫
が

妻
の
元
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
妻
方
で
育
て
ら

れ
る
。
他
方
で
嫁
入
婚
と
は
、
嫁
入
り
に
よ
っ
て
始
ま
る
婚
姻
の
形

態
で
、
嫁
は
生
家
を
離
れ
て
以
後
は
婿
の
家
で
子
供
を
産
み
生
活
を

営
む
形
態
で
あ
る
。
柳
田
国
男
が
「
聟
入
考
」
で
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
社
会
形
態
と
し
て
妻
問
婚
と
嫁
入
婚
は
大
き
く
異
な
る
婚
姻

の
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
形
態
は
社
会
的
形
態

の
変
化
で
あ
っ
て
、
意
味
自
体
の
変
化
か
ら
す
れ
ば
、
宗
教
者
の
介

在
す
る
結
婚
式
の
発
生
と
普
及
と
い
う
現
代
的
問
題
も
ま
た
重
要
視

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　

日
本
の
婚
姻
史
に
お
い
て
、
宗
教
者
が
結
婚
式
に
介
在
す
る
こ
と

の
な
か
っ
た
時
間
は
長
か
っ
た
。
神
前
結
婚
式
は
明
治
時
代
に
な
っ

て
作
ら
れ
た
儀
礼
で
あ
り
、
一
般
へ
の
普
及
は
第
二
次
大
戦
後
の
こ

と
で
あ
る
。
神
前
結
婚
式
の
案
出
や
普
及
に
際
し
て
は
、
個
々
の
神

社
や
神
職
の
果
た
し
た
役
割
が
少
な
く
な
い
が
、
近
年
の
急
激
な
減

少
を
見
て
も
、
社
会
構
造
の
変
化
や
日
本
人
の
意
識
の
変
化
の
方
が

大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
こ
と
は
う
た
が
い
が
な
い
。
結
婚
式
は
、

挙
式
と
披
露
宴
と
い
う
明
確
に
分
離
さ
れ
た
二
つ
の
部
分
か
ら
構
成

さ
れ
、
挙
式
は
宗
教
者
の
司
式
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
ま
た
、
基

本
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
出
席
者
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
四
○
年
代
、
五
○
年
代
に
一
般
化
し
た
神
前
結
婚
式
は
、
平

成
に
な
っ
て
急
速
に
減
少
し
て
い
く
。
八
割
を
超
え
て
い
た
神
前
結

婚
式
は
、
わ
ず
か
一
五
年
ほ
ど
の
間
に
二
割
を
切
る
ま
で
に
な
っ
て

い
る
。
他
方
で
チ
ャ
ペ
ル
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
が
急
増
し
、
現
在
は
七
割

ほ
ど
に
な
っ
た
。
チ
ャ
ペ
ル
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
の
増
加
は
、
そ
の
後
に

登
場
す
る
宗
教
者
が
介
在
し
な
い
結
婚
式
へ
の
一
過
程
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

筆
者
は
、
平
成
一
七
年
に
『
結
婚
式―

幸
せ
を
創
る
儀
式
』（
日

本
放
送
出
版
協
会
）
を
刊
行
し
た
。
結
婚
式
と
い
う
儀
礼
を
分
析
す

る
こ
と
で
、
日
本
人
の
宗
教
性
の
変
容
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
た
。

あ
ら
た
め
て
、
神
社
神
道
と
社
会
変
動
の
視
点
に
立
っ
て
、
日
本
人

の
結
婚
式
と
い
う
儀
礼
の
変
化
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

近
代
的
結
婚
式
の
失
敗

　

具
体
的
な
神
前
結
婚
式
の
創
出
の
経
緯
に
関
し
て
述
べ
る
前
に
、

ひ
と
つ
重
要
な
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
宗
教

者
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
、
近
代
的
儀
礼
を
謳
っ
た
結
婚
式
が

人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
今
で
こ
そ

結
婚
式
と
い
え
ば
、
挙
式
と
披
露
宴
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
儀
礼
で
、

挙
式
を
司
る
の
は
宗
教
者
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
過
去
に
は
、
宗

教
者
を
介
在
さ
せ
な
い
、
人
の
主
導
に
よ
る
挙
式
を
普
及
さ
せ
よ
う
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と
す
る
人
物
や
時
勢
が
強
く
働
い
た
こ
と
が
二
度
あ
っ
た
。

　

幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
、
多
く
の
若
者
が
藩
費
や
国
費
あ
る
い
は

私
費
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
し
た
。
若

く
し
て
西
洋
文
明
に
触
れ
た
留
学
生
た
ち
は
、
自
ら
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
欧
化
し
、
結
婚
の
ス
タ
イ
ル
も
旧
弊
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し

い
様
式
を
実
行
し
て
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
近
代
的
な
結
婚
式
は
条

約
改
正
も
含
め
日
本
の
近
代
化
に
直
結
す
る
こ
と
が
ら
と
考
え
ら
れ

た
。
結
婚
式
に
関
し
て
、
新
し
い
近
代
的
な
様
式
を
提
唱
し
た
の
は
、

後
に
文
部
大
臣
と
な
る
森
有
礼
で
あ
る
。
森
が
提
唱
し
た
の
は
、
契

約
結
婚
式
で
あ
っ
た
。

　

契
約
結
婚
式
は
、
関
係
者
の
前
で
、
両
性
の
合
意
に
よ
り
結
婚
を

宣
言
す
る
結
婚
式
で
あ
っ
た
。
契
約
結
婚
の
直
接
的
な
思
想
的
背
景

を
な
し
て
い
た
の
は
森
有
礼
の
『
妻
妾
論
』
で
あ
る
）
1
（

。
森
は
明
治
六

年
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
朝
し
て
明
六
社
を
興
し
た
。
明
六
社
の
機
関

誌
が
『
明
六
雑
誌
』
で
、
福
沢
諭
吉
、
中
村
正
直
、
西
周
、
津
田
真

道
な
ど
当
時
の
名
だ
た
る
啓
蒙
家
や
洋
学
者
が
集
ま
り
、
明
治
時
代

の
思
想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　

森
が
『
妻
妾
論
』
で
強
調
し
た
の
は
西
洋
流
の
一
夫
一
婦
制
で
あ

る
。
人
と
人
は
結
婚
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
間
に
権
利
・
義
務
の
関

係
を
生
じ
、
お
互
い
に
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
森
は
述

べ
る
。
夫
婦
は
お
互
い
が
助
け
合
い
支
え
あ
う
の
が
道
理
で
あ
っ
て
、

夫
は
妻
に
扶
助
を
要
求
す
る
権
利
を
有
し
、
ま
た
妻
を
扶
養
す
る
義

務
を
負
う
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
妻
は
夫
に
対
し
て
扶
養
を
要
求
す

る
権
利
を
有
し
、
夫
を
扶
助
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

い
や
し
く
も
こ
の
道
理
に
の
っ
と
っ
て
行
わ
れ
な
い
婚
姻
は
、
人
間

の
結
婚
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
夫
が
妻
に
対
し
て

虐
使
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
離
婚
も
一
方
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
、

妻
の
他
に
複
数
の
妾
を
持
つ
こ
と
が
社
会
的
慣
習
と
し
て
行
わ
れ
て

い
た
当
時
の
社
会
状
況
下
で
は
き
わ
め
て
進
歩
的
な
主
張
と
映
っ
た

よ
う
だ
）
2
（

。

　

明
治
八
年
二
月
六
日
、
森
は
新
築
し
た
ば
か
り
の
木
挽
町
（
現
在

の
東
銀
座
）
の
洋
館
で
福
沢
諭
吉
を
証
人
と
し
て
契
約
結
婚
を
行
っ

た
。「
婚
式
請
柬
」
と
表
記
し
た
招
待
状
を
百
名
余
り
に
発
送
し
、

新
聞
記
者
を
招
き
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
近
代
的
を
謳
っ
た
契
約
結
婚
は
、
森
の
影
響
を
受

け
た
者
に
よ
る
わ
ず
か
五
例
に
と
ど
ま
っ
た
。
森
の
標
榜
し
た
近
代

的
な
契
約
結
婚
は
、
当
時
の
社
会
と
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
洋
館
で
の
洋
式
の
結
婚
と
契
約
と
い
う
概
念
は
、
た

と
え
文
明
開
化
が
謳
わ
れ
た
と
し
て
も
、
受
容
す
る
た
め
の
社
会
的

基
盤
を
欠
い
て
い
た
。

　

宗
教
者
が
介
在
し
な
い
、
な
お
か
つ
新
し
い
結
婚
式
が
い
ま
一
度

提
唱
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
次
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

戦
時
中
に
結
婚
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
時
の
政
府
は
結
婚
を
奨
励
し
た
が
、
適
齢
期
の
男
性
が
不
足
し
、
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不
安
定
な
政
情
の
中
で
、
結
婚
は
控
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

戦
時
中
五
○
～
六
○
万
件
で
推
移
し
た
結
婚
式
は
、
そ
の
後
一
気
に

増
加
し
て
い
く
。
昭
和
一
五
年
に
六
六
六
・
五
七
五
件
で
あ
っ
た
件

数
が
、
戦
後
の
昭
和
二
二
年
に
は
九
三
四
・
一
七
○
件
と
一
・
四
倍

に
な
る
。
結
婚
率
も
二
桁
台
の
一
二
・
○
と
最
も
高
い
数
値
を
示
し

た
。
戦
争
が
終
わ
り
、
し
だ
い
に
平
穏
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
っ
た
当

時
、
多
く
の
男
女
は
結
婚
を
望
ん
だ
の
だ
っ
た
。
昭
和
二
二
年
、
婚

姻
率
は
戦
後
最
も
高
く
な
り
、
昭
和
二
二
年
か
ら
二
四
年
頃
に
第
一

次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
生
ま
れ
た
子
供

た
ち
は
団
塊
の
世
代
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
神
前
結
婚

式
は
隆
盛
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
て
多
く
の
日
本
人
が
結
婚
に
対
し
て
積
極
的
に
な
っ
て

い
っ
た
と
き
に
、
結
婚
式
に
関
し
て
新
し
い
強
力
な
提
言
が
な
さ
れ

た
。「
民
主
主
義
的
な
結
婚
式
」
で
あ
る
。
戦
後
の
民
主
主
義
の
風

潮
に
沿
っ
て
、
結
婚
式
も
民
主
主
義
的
な
様
式
で
行
お
う
と
い
う
運

動
で
あ
っ
た
。
結
婚
の
急
増
を
背
景
に
し
て
公
共
団
体
は
、
相
次
い

で
結
婚
式
場
を
開
設
し
た
。
豊
島
区
や
台
東
区
な
ど
に
公
営
の
結

婚
式
場
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
式
場
は
簡
素
を
モ
ッ
ト
ー
に

し
、
公
営
で
あ
る
た
め
に
、
宗
教
色
を
持
つ
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い

た
。
戸
籍
抄
本
と
婚
姻
届
を
出
し
て
互
い
に
署
名
し
、
一
杯
の
杯
を

飲
み
終
わ
る
だ
け
の
式
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
五
年
く
ら
い
か
ら
ブ
ー

ム
は
落
ち
着
き
を
見
せ
始
め
る
が
、
昭
和
三
○
年
代
の
前
半
ま
で
に

ぎ
わ
っ
た
よ
う
だ
）
3
（

。

　

こ
の
よ
う
な
第
二
次
大
戦
後
の
民
主
化
運
動
と
あ
い
ま
っ
た
人
前

結
婚
式
、
別
名
憲
法
結
婚
に
つ
い
て
、
市
川
孝
一
は
、
こ
の
結
婚
は

「「
家
」
と
「
家
」
と
の
結
び
つ
き
を
積
極
的
に
否
定
し
、
独
立
し
た

個
人
と
し
て
の
一
人
の
男
と
一
人
の
女
が
公
衆
の
前
に
夫
婦
で
あ
る

こ
と
を
宣
言
す
る
と
い
う
、
か
な
り
思
い
入
れ
の
強
い
、
い
か
に
も

こ
の
時
代
の
雰
囲
気
を
反
映
し
た
「
時
代
の
産
物
」
で
あ
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
市
川
は
「
本
来
「
無
宗
教
」
の
平
均
的
大
多

数
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
人
前
結
婚
式
」
こ
そ
宗
教
意
識

の
実
態
に
最
も
か
な
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
え
述
べ
て
い

る
）
4
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
家
か
ら
出
た
結
婚
式
は
、
そ
の
ま
ま
公
共
施
設

で
行
わ
れ
る
市
民
婚
と
で
も
い
う
べ
き
非
宗
教
的
な
結
婚
式
へ
と
向

か
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
公
共
団
体
で
の
無
宗
教
式
だ
け
で
な
く
、

他
の
施
設
で
も
一
般
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
明
治
初
期
に
、
近

代
的
な
様
式
と
し
て
森
有
礼
た
ち
が
実
践
し
て
み
せ
た
契
約
結
婚
が

普
及
し
な
か
っ
た
の
に
続
い
て
、
戦
後
も
同
様
に
き
わ
め
て
効
率
的

で
民
主
主
義
的
な
や
り
方
で
行
わ
れ
た
結
婚
式
は
普
及
す
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
神
前
結
婚
式
は
生
ま
れ
た
か

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
あ
ら
た
め
て
神
前
結
婚
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式
の
創
出
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
。

　

神
前
結
婚
式
は
、
明
治
時
代
、
つ
ま
り
近
代
に
な
っ
て
か
ら
創
ら

れ
た
比
較
的
新
し
い
儀
礼
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
神
前
結
婚
式
が
い
つ

始
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
一
般
に
流

布
し
て
い
る
説
は
、
明
治
三
四
年
の
皇
太
子
の
神
道
式
結
婚
式
に
影

響
を
受
け
た
人
々
が
、
明
治
三
五
年
に
日
比
谷
大
神
宮
（
現
在
の
東

京
大
神
宮
）
に
お
い
て
挙
式
し
た
の
が
初
め
て
の
神
前
結
婚
式
で
あ

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

い
つ
神
前
結
婚
式
が
始
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
源
流
を
含

め
て
、
神
道
学
者
の
平
井
直
房
が
詳
細
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
概
説
に
と
ど
め
る
）
5
（

。
平
井
は
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
結

婚
は
神
の
計
ら
い
で
あ
り
恵
み
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
芽
生
え
、
江

戸
中
期
に
は
文
献
上
に
、
婚
儀
の
席
に
神
が
臨
在
す
る
と
い
う
意
識

が
現
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
六
年
に
神
宮
教
院
か
ら

刊
行
さ
れ
た
『
五
儀
略
式
』
が
神
職
の
司
式
に
よ
る
神
前
結
婚
式
に

つ
い
て
著
し
た
最
初
の
も
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
神
前
結
婚
式
が
案
出
さ
れ
た
の

は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
当
時
は
、
他
に
も
明
治
一
九
年
の

静
岡
に
お
け
る
神
前
結
婚
式
、
篠
田
時
化
雄
（
後
に
日
比
谷
大
神
宮
の

宮
司
）
に
よ
る
明
治
一
五
年
の
自
身
の
結
婚
式
、
一
七
年
の
義
兄
の

結
婚
式
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
出
雲
大
社
教
や
大
成
教
と

い
っ
た
教
派
神
道
系
の
教
団
が
結
婚
式
の
教
本
を
刊
行
し
た
の
も
明

治
一
〇
年
代
か
ら
二
○
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

こ
の
時
期
に
、
一
部
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
間
で
キ
リ
ス
ト
教
式
結
婚

式
、
そ
し
て
仏
前
結
婚
式
も
始
ま
っ
て
い
る
。
明
治
四
四
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
新
家
庭
』（
一
一
月
号
）
に
は
、
日
比
谷
大
神
宮
、
出
雲
大

社
教
と
並
ん
で
、
築
地
本
願
寺
と
増
上
寺
に
お
い
て
も
荘
厳
な
儀
式

が
行
わ
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

有
地
亨
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
○
年
代
末
か
ら
三
○
年
代
は
、
婚
姻

の
習
俗
が
動
揺
し
混
沌
と
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
と
い
う
。
伝
統
的

な
婚
姻
の
儀
礼
や
習
俗
が
崩
れ
て
い
く
一
方
で
、
新
し
い
婚
姻
秩
序

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
な
く
混
然
と
し
て
い
た
）
6
（

。
有
地
が
取
り
あ
げ
て

い
る
具
体
的
な
事
例
は
上
層
階
級
で
の
畜
妾
の
常
習
化
と
離
婚
率
の

高
さ
で
あ
る
。
離
婚
率
は
農
村
で
高
く
、
農
村
の
民
衆
の
中
に
結
婚
、

離
婚
、
再
婚
に
こ
だ
わ
ら
な
い
自
由
な
考
え
方
や
早
婚
が
広
ま
っ
た
。

他
方
で
華
族
や
旧
士
族
と
い
っ
た
上
層
階
級
に
お
い
て
は
家
の
体
面
、

儒
教
的
道
徳
の
既
成
ゆ
え
に
低
か
っ
た
。
伝
統
的
な
結
婚
式
は
煩
雑

で
あ
る
一
方
で
、
簡
略
す
ぎ
る
結
婚
式
は
厳
粛
さ
を
欠
く
、
と
い
う

の
が
当
時
の
状
況
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
近
代
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
結
婚
式
は
、
た
ん
な
る
儀

礼
で
は
な
く
、
結
婚
制
度
、
夫
婦
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
と
同
義
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
日
本
の
近
代
化
は
、
市
民
社
会
の
成
立
を

待
っ
て
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
近
世
を
通
し
て
社
会
構
造
の
基

盤
と
な
っ
た
「
家
」
制
度
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
色
濃
く
日
常
生
活
に
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根
を
下
ろ
し
て
い
た
。

　

神
前
結
婚
式
の
初
期
の
普
及
と
誕
生
に
関
し
て
は
、
当
時
の
神
宮

奉
斎
会
を
初
め
と
す
る
神
道
人
の
積
極
的
な
活
動
が
大
き
な
意
味
を

持
っ
た
。
一
連
の
模
擬
結
婚
式
、
結
婚
式
の
舞
台
と
な
っ
た
日
比
谷

大
神
宮
は
、
明
治
一
三
年
に
東
京
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
遥
拝
殿
と

し
て
創
建
さ
れ
た
。
正
式
名
称
は
皇
大
神
宮
遙
拝
殿
で
あ
る
が
、
日

比
谷
の
地
に
あ
っ
た
た
め
に
一
般
に
日
比
谷
大
神
宮
と
称
せ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

日
比
谷
大
神
宮
は
神
宮
奉
斎
会
の
本
院
で
あ
っ
た
。
維
新
政
府
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
進
出
に
対
し
て
警
戒
心
を
抱
く
と
と
も
に
、
天
皇
親

政
体
制
の
意
義
を
国
民
教
化
す
る
た
め
に
、
次
々
に
制
度
を
設
け
て

は
改
編
し
た
。
明
治
二
年
に
神
祇
官
が
設
け
ら
れ
、
宣
教
の
た
め
の

宣
教
使
が
設
置
さ
れ
た
。
教
化
は
必
ず
し
も
順
調
に
進
ま
ず
、
政
府

は
明
治
五
年
に
神
祇
省
と
宣
教
使
を
廃
止
し
て
教
部
省
を
設
置
し
教

導
職
を
設
け
た
。
宣
教
使
が
国
学
者
や
神
道
家
中
心
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
教
導
職
は
仏
教
勢
力
も
加
え
ら
れ
た
。
結
果
的
に
惟
神
之

大
道
を
国
民
に
教
化
し
よ
う
と
す
る
大
教
宣
布
運
動
は
、
仏
教
教
団

の
反
対
に
よ
り
崩
壊
し
、
目
的
を
果
た
せ
な
い
ま
ま
終
息
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

教
導
職
に
よ
る
国
民
教
化
の
実
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

そ
れ
で
も
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
神
道
界
は
布
教
と
い
う
問
題
に
正
面

か
ら
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
っ
た
）
（
（

。

　

さ
て
神
宮
奉
斎
会
で
あ
る
が
、
明
治
五
年
に
教
部
省
が
設
け
ら
れ

た
時
に
、
伊
勢
神
宮
の
職
員
は
教
導
職
兼
務
と
な
り
神
宮
司
庁
に
神

宮
教
院
が
設
け
ら
れ
た
。
同
年
、
伊
勢
神
宮
の
少
宮
司
で
あ
っ
た
浦

田
長
民
は
神
宮
教
会
の
開
設
を
願
い
出
て
、
各
地
に
神
風
講
社
が
設

け
ら
れ
た
。
そ
の
後
制
度
の
改
編
と
と
も
に
別
派
独
立
し
、
明
治
一

五
年
神
宮
教
と
な
り
、
さ
ら
に
明
治
三
二
年
に
民
法
施
行
に
よ
る
神

宮
崇
敬
団
体
と
し
て
財
団
法
人
神
宮
奉
斎
会
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

神
宮
奉
斎
会
の
目
的
は
「
神
宮
の
尊
厳
を
欽
仰
し
、
皇
祖
の
懿
訓
、

皇
上
の
聖
勅
を
奉
載
し
、
国
典
を
攻
究
し
、
国
体
を
講
明
し
国
礼
修

行
、
神
宮
大
麻
及
暦
頒
布
の
事
に
従
ふ
に
あ
り
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
）
8
（

。
模
擬
結
婚
式
は
、
こ
の
国
礼
修
行
部
付
属
の
礼
法
講
習
会

が
第
一
回
講
習
会
と
し
て
開
催
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
目
的
は
た
だ
、

結
婚
式
と
い
う
新
し
い
儀
礼
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。
結
婚

式
と
い
う
儀
礼
を
通
し
て
「
神
宮
の
尊
厳
を
欽
仰
し
、
皇
祖
の
懿
訓
、

皇
上
の
聖
勅
を
奉
載
し
、
国
典
を
攻
究
し
、
国
体
を
講
明
」
す
る
こ

と
が
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

神
道
界
に
は
神
道
界
の
必
然
性
が
あ
っ
た
。
同
時
に
社
会
は
、
と

く
に
政
府
は
近
代
国
家
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
儀
礼
を
模
索
し

て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
神
前
結
婚
式
は
、
日
比
谷
大
神
宮

で
の
神
前
結
婚
式
以
来
、
し
だ
い
に
行
う
者
が
増
え
て
い
っ
た
。
当

時
の
新
聞
記
事
な
ど
か
ら
神
前
式
を
行
っ
た
者
を
見
て
い
く
と
、
政

府
高
官
の
子
弟
、
陸
海
軍
関
係
者
、
大
学
教
授
の
子
弟
、
財
界
関
係
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者
の
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
、
新
聞
記
事
に
な
る
の
は
こ

う
し
た
人
々
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
神
前
式
で
行
う
慣
例
が
存
在
し

て
い
な
い
時
期
に
、
記
事
に
な
る
こ
と
を
前
提
に
神
前
式
で
行
う
こ

と
に
は
、
明
ら
か
に
時
代
的
な
要
請
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
し
、

進
ん
で
そ
う
し
た
風
潮
に
添
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

森
有
礼
の
契
約
結
婚
自
体
は
、
近
代
的
な
様
相
を
と
っ
て
い
た
が
、

宗
教
者
を
介
在
さ
せ
な
い
点
で
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
婚
姻
と
同
じ

で
あ
る
。
長
く
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
で
生
活
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に

も
触
れ
た
森
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
結
婚
式

の
よ
う
に
宗
教
者
に
よ
る
司
式
を
望
ま
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
神
職

の
司
式
す
る
神
前
結
婚
式
は
創
出
さ
れ
、
し
だ
い
に
人
々
の
受
け
入

れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　

儀
礼
自
体
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
神
職
で
あ
れ
牧
師
で
あ
れ
、
宗

教
者
に
よ
る
司
式
と
い
う
形
態
は
、
神
前
式
も
キ
リ
ス
ト
教
式
も
同

様
で
あ
る
。
神
職
が
関
与
す
る
結
婚
式
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
点

を
考
慮
す
る
と
、
儀
礼
を
模
索
す
る
段
階
で
模
倣
し
た
よ
う
に
映
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
近
代
的
な
儀
礼
の
構
築

を
意
識
し
た
結
果
と
考
え
た
方
が
適
切
で
あ
る
。

戦
後
の
普
及
と
社
会
構
造
の
変
化

　

戦
後
の
神
前
結
婚
式
の
増
加
を
、
明
治
記
念
館
で
の
結
婚
式
か
ら

明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
ホ
テ
ル
で
の
結
婚
式
は
す
で
に
明
治
時
代

か
ら
帝
国
ホ
テ
ル
で
始
ま
っ
て
い
た
が
、
本
格
的
な
普
及
は
戦
後
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

明
治
記
念
館
は
昭
和
二
二
年
一
一
月
に
明
治
神
宮
の
結
婚
式
場
と

し
て
公
開
さ
れ
た
。
戦
後
の
宗
教
制
度
の
変
更
に
伴
っ
て
、
明
治
神

図１　明治記念館の結婚式数（『明治記念館五十年誌』）
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宮
は
昭
和
二
一
年
五
月
に
宗
教
法
人
と
な
っ
た
。
宗
教
法
人
と
し
て

ス
タ
ー
ト
し
た
明
治
神
宮
は
「
自
立
へ
の
道
を
探
り
、
そ
の
ひ
と
つ

と
し
て
神
前
結
婚
式
場
を
開
設
す
る
計
画
を
立
て
た
。
…
当
時
、
東

京
に
は
戦
争
の
た
め
結
婚
を
遅
ら
せ
て
い
た
人
や
、
外
地
か
ら
引
き

揚
げ
て
き
た
人
、
田
舎
に
疎
開
し
て
帰
っ
て
き
た
人
な
ど
が
た
く
さ

ん
い
て
、
結
婚
が
差
し
迫
っ
た
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
家
で
式
を
あ

げ
よ
う
と
し
て
も
、
空
襲
で
焼
け
て
し
ま
い
、
あ
る
の
は
バ
ラ
ッ
ク

建
て
の
狭
く
粗
末
な
家
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
若
い
人
々
に
結

婚
式
の
場
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
の
が
明
治
神
宮
の
計
画
で
あ
っ

た
）
9
（

。」
す
で
に
、
昭
和
二
一
年
一
月
に
は
明
治
神
宮
大
前
に
お
い
て

二
組
の
結
婚
式
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
明
治
記
念
館
は
、

戦
後
を
代
表
す
る
結
婚
式
場
と
な
る
。

な
ぜ
神
前
結
婚
式
は
増
加
し
た
の
か

　

昭
和
二
○
年
代
か
ら
し
だ
い
に
増
え
始
め
た
神
前
結
婚
式
は
昭
和

三
○
年
代
後
半
に
急
増
し
、
五
○
年
代
に
は
八
割
を
超
え
る
人
々
が

神
前
結
婚
式
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
な
ぜ
神
前
結

婚
式
は
多
く
の
人
々
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

神
社
に
よ
る
教
化
が
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
第
一
の
理
由
は
、
新
し
い
儀
礼
の
必
要
性
の
増
大
で
あ
る
。

結
婚
式
が
一
部
の
上
流
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
般
の
日
本
人
に
ま
で
浸

透
し
た
の
は
、
従
来
の
結
婚
式
に
な
い
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
厳
粛
な
儀
礼
へ
の
欲
求
で
あ
る
。

　

新
生
活
運
動
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
結
婚
式
の
具
体
的
な
事
例
を

見
て
い
る
と
、「
儀
式
は
厳
粛
に
」
と
い
っ
た
表
記
が
し
ば
し
ば
み

ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
従
来
は
、
盃
事
と
披
露
宴
が
一
体
と
な
っ

た
形
式
で
あ
り
、
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
、
儀
礼
的
な
部
分
と
直
会

の
部
分
が
一
体
化
し
た
も
の
だ
っ
た
。
挙
式
と
披
露
宴
の
分
離
は
、

挙
式
を
い
っ
そ
う
神
聖
な
も
の
と
し
、
他
方
で
披
露
宴
を
い
っ
そ
う

世
俗
的
に
し
た
。
結
婚
式
が
数
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
か
ら
、

一
日
で
終
わ
る
儀
礼
と
な
っ
た
と
き
に
、
さ
ら
に
儀
礼
の
意
味
は
凝

縮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
日
状
態
に
区
切
り
を
つ
け
て
、

新
し
い
人
生
を
始
め
る
た
め
の
出
発
に
な
る
よ
う
な
儀
礼
が
求
め
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
動
機
は
必
ず
し
も
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
い
。
少

な
く
と
も「
宗
教
的
儀
礼
」を
求
め
て
神
前
結
婚
式
が
普
及
し
て
い
っ

た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
厳
粛
な
儀
礼
で
、
し
か
も
短
時
間

で
終
了
す
る
儀
礼
で
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
儀
礼
を
提
供

し
え
た
の
が
、
当
時
は
神
前
式
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

神
前
式
結
婚
式
を
行
う
こ
と
が
け
っ
し
て
信
仰
の
表
明
で
な
い
こ

と
は
、
神
前
式
の
普
及
が
本
物
の
神
社
か
ら
ホ
テ
ル
や
専
門
式
場
の

一
室
に
設
け
ら
れ
た
空
間
で
も
よ
か
っ
た
こ
と
を
考
え
て
も
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
短
時
間
で
、
し
か
も
厳
粛
な
儀
式
、
披
露
宴
と

の
関
係
か
ら
も
ホ
テ
ル
や
専
門
式
場
で
と
い
う
選
択
が
働
い
た
に
ち
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が
い
な
い
。

　

他
方
で
、
厳
粛
な
領
域
を
失
っ
た
披
露
宴
は
、
俗
な
る
領
域
の
う

ち
の
遊
び
の
部
分
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
時
期
、
ド

ラ
イ
ア
イ
ス
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
仕
掛
け
が
好
ま
れ
た
り
、
新
郎

新
婦
が
ゴ
ン
ド
ラ
や
白
馬
に
乗
っ
て
登
場
す
る
と
い
っ
た
派
手
な
演

出
が
顰
蹙
を
買
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
典
型
的
な
事
例

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

新
し
い
儀
礼
の
必
要
性
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
理
由
が
存
在
す
る
。

他
の
人
生
儀
礼
の
希
薄
化
、
意
味
づ
け
の
後
退
で
あ
る
。
出
産
や
七

五
三
、
そ
し
て
成
人
式
が
共
同
体
の
儀
礼
と
い
う
意
味
を
失
っ
て

い
っ
た
と
き
に
、
自
ら
が
主
役
と
な
る
儀
礼
の
意
味
は
増
す
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

神
前
結
婚
式
普
及
の
第
二
の
理
由
は
、
簡
便
さ
で
あ
る
。
農
村
な

ど
地
方
で
行
わ
れ
て
い
た
数
日
間
に
わ
る
よ
う
な
結
婚
式
が
、
た
っ

た
数
時
間
で
終
わ
る
こ
と
に
は
、
主
催
者
側
と
招
待
者
側
の
双
方
に

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
準
備
か
ら
始
ま
っ
て
何
事
も
自
前
で

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
式
場
の
設
営
、
披
露
宴

の
料
理
、そ
し
て
後
片
づ
け
す
べ
て
が
、家
族
や
親
戚
、近
隣
の
人
々

の
手
を
煩
わ
さ
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
か
っ
た
。
都
会
で
も
状
況
は

変
わ
ら
な
い
。
数
日
間
に
及
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

挙
式
を
す
る
場
所
の
設
営
、
料
理
の
手
配
、
片
づ
け
は
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　

神
前
結
婚
式
が
ホ
テ
ル
や
専
門
式
場
内
の
神
殿
へ
移
っ
た
の
は
、

着
付
け
、
写
真
撮
影
、
披
露
宴
な
ど
、
移
動
の
煩
雑
さ
を
避
け
る

た
め
で
あ
る
。
帝
国
ホ
テ
ル
内
に
神
前
結
婚
式
場
を
設
け
た
支
配

人
犬
丸
徹
三
の
発
想
は
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
ニ
ー
ズ
を
つ
か
む
も
の

で
あ
っ
た
。
特
別
な
衣
装
を
着
て
、
多
く
の
親
族
を
伴
う
結
婚
式
は
、

移
動
に
は
不
向
き
な
儀
礼
で
あ
る
。

　

神
前
式
が
普
及
し
た
第
三
の
理
由
は
、「
家
」
の
残
存
で
あ
る
。

神
前
結
婚
式
が
隆
盛
を
極
め
た
と
き
の
担
い
手
が
、
団
塊
の
世
代
を

中
核
に
し
た
前
後
の
若
者
で
あ
る
。
彼
ら
が
体
制
や
既
成
の
価
値
観
、

と
く
に
親
の
そ
れ
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
も
、
結
婚

と
い
う
人
生
の
大
き
な
節
目
に
親
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
実
際
、
結
婚
式
の
費
用
は
親
が
か
り
で
あ
り
、
親
の
援
助
な
く

し
て
は
正
式
な
結
婚
式
は
困
難
で
あ
っ
た
。「
同
棲
」
は
後
ろ
め
た

い
隠
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
非
公
式
な
関
係
で
あ
っ
た
。
現
在
よ

り
も
親
戚
と
の
関
係
は
濃
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
依
存
関
係
が
薄
れ

つ
つ
あ
っ
た
当
時
、
親
の
面
子
、
親
戚
と
の
人
間
関
係
を
い
っ
き
ょ

に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
の
が
神
前
式
結
婚
式
で
あ
っ
た
。
神
前

式
結
婚
式
は
、
こ
の
点
で
は
妥
協
の
産
物
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
れ
は
多
方
面
を
丸
く
収
め
る
こ
と
の
で
き
る
万
能
薬
で

も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
会
社
の
上
司
な
ど
、
形
式
的
な
仲
人
を
立
て
た

が
、
す
で
に
見
合
い
結
婚
は
少
数
派
に
な
り
、
お
互
い
が
恋
愛
感
情

を
持
っ
て
式
に
臨
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。



神前結婚式にみる「家」の変貌と個人の創出（石井）�0�

神
前
式
か
ら
教
会
式
へ

　

昭
和
四
○
年
代
、
五
○
年
代
に
八
割
を
超
え
て
い
た
神
前
結
婚
式

は
、
六
○
年
代
に
な
っ
て
減
り
始
め
、
平
成
に
な
っ
て
急
速
に
減

少
し
た
。
八
割
ほ
ど
だ
っ
た
神
前
式
と
一
割
ほ
ど
だ
っ
た
チ
ャ
ペ
ル

ウ
ェ
イ
デ
ン
グ
の
交
代
が
起
こ
る
の
は
一
九
九
○
年
代
半
ば
で
あ
る
。

　

図
２
は
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
挙
式
形
態
の
変
化
に
関
す
る

調
査
結
果
を
一
枚
の
グ
ラ
フ
に
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。
調
査
に

よ
っ
て
交
代
の
時
期
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
Ｂ
Ｉ
Ｃ
ブ
ラ
イ
ダ

ル
調
査
で
は
一
九
九
四
年
か
ら
一
九
九
五
年
の
間
で
グ
ラ
フ
は
交
差

し
て
い
る
。
Ｂ
Ｉ
Ｃ
ブ
ラ
イ
ダ
ル
調
査
で
は
、
教
会
式
の
他
に
海
外

挙
式
が
項
目
と
し
て
設
け
ら
れ
て
お
り
、
海
外
挙
式
が
チ
ャ
ペ
ル

ウ
ェ
イ
デ
ン
グ
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
海
外
挙
式
を
教
会
式
に

加
え
る
と
、
一
九
九
四
年
に
交
代
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

同
様
に
三
和
銀
行
調
査
で
は
、
一
九
九
六
年
に
ほ
ぼ
同
率
と
な
っ

て
い
る
。
全
国
結
婚
式
場
協
会
調
査
は
、
一
九
九
四
年
に
調
査
が
終

了
し
て
お
り
、
ま
だ
神
前
結
婚
式
と
チ
ャ
ペ
ル
ウ
ェ
イ
デ
ン
グ
の
交

代
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
調
査
が
継
続
さ
れ
て
い
れ
ば
、
交
代
は
そ

の
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ゼ
ク
シ
ィ
調
査
に
よ
れ
ば
、
調

査
が
開
始
さ
れ
た
一
九
九
四
年
の
時
点
で
す
で
に
チ
ャ
ペ
ル
ウ
ェ
イ

デ
ン
グ
が
神
前
結
婚
式
を
上
回
っ
て
い
る
。
調
査
が
行
わ
れ
て
い
れ

ば
、
一
九
九
四
年
以
前
の
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
調
査

で
は
全
国
平
均
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
首
都
圏
の
デ
ー
タ
を
利
用
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
チ
ャ
ペ
ル
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
へ
の
移
行
は
、
全
国
平

均
よ
り
も
早
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

図
３
は
筆
者
が
行
っ
た
調
査
の
結
果
で
あ
る
。
大
学
で
の
講
義
の

図２　戦後の神前式とキリスト教式の推移
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受
講
生
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
挙
式
形
式
ご
と
に
図
示
し

た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。
図
２
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
一
九
九
○
年
代
半
ば

の
一
九
九
四
年
に
神
前
式
と
チ
ャ
ペ
ル
式
が
交
差
し
て
い
る
。

　

調
査
対
象
、
調
査
方
法
に
よ
っ
て
、
結
果
に
多
少
の
ず
れ
は
見
ら

れ
る
が
、
一
九
九
○
年
代
の
ど
こ
か
で
、
神
前
結
婚
式
と
チ
ャ
ペ
ル

ウ
ェ
イ
デ
ン
グ
の
交
代
が
生
じ
た
と
結
論
し
て
ま
ち
が
い
な
い
。

　

現
状
で
の
挙
式
様
式
ご
と
の
割
合
を
確
認
し
て
お
く
と
、
神
前
式

が
二
割
前
後
、
チ
ャ
ペ
ル
ウ
ェ
イ
デ
ン
グ
が
七
割
前
後
、
一
割
ほ
ど

が
人
前
式
・
そ
の
他
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仏
前
結
婚
式
は
数
値
と

な
っ
て
現
れ
る
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

結
婚
式
に
見
る
個
性

　

実
際
に
結
婚
を
し
た
当
事
者
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
挙
式
様

式
を
選
択
し
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
筆
者
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
の
結
果
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

結
果
は
図
４
の
よ
う
に
な
っ
た
。
自
由
記
入
し
て
も
ら
っ
た
も
の

を
筆
者
が
分
類
し
た
。
選
択
の
多
か
っ
た
順
に
並
べ
て
あ
る
が
、
神

前
式
や
教
会
式
も
分
か
る
よ
う
に
図
示
し
て
あ
る
。

　

昭
和
二
○
年
か
ら
現
在
ま
で
、
挙
式
の
様
式
を
選
択
し
た
理
由
で

圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
は
「
一
般
的
だ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
理
由
で

あ
っ
た
。
全
デ
ー
タ
の
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
理
由
を
選
択
し
て

い
る
。
あ
る
意
味
で
は
状
況
適
応
的
で
消
極
的
な
理
由
と
し
て
受
け

と
め
ら
れ
る
が
、
他
方
で
は
「
人
並
み
」
と
い
う
安
堵
感
や
満
足
感

も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
一
般
的
だ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
は
「
当
時
は
当
た
り
前
だ
っ
た
」「
主
流
だ
っ
た
」「
皆

が
そ
う
だ
っ
た
」「
慣
例
に
よ
り
」「
無
難
だ
と
思
っ
た
」「
当
時
は

図３　戦後の結婚式の変化
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そ
れ
し
か
な
か
っ
た
」
等
の
回
答
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

挙
式
の
様
式
別
に
見
る
と
、
神
前
式
を
選
ん
だ
者
に
こ
の
回
答
が

多
い
。
教
会
式
は
人
前
式
よ
り
も
少
な
い
が
、
こ
の
場
合
の
人
前
式

は
昭
和
二
○
年
代
を
中
心
に
、
自
宅
で
行
わ
れ
て
い
た
挙
式
で
あ
り
、

当
然
な
が
ら
「
一
般
的
だ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

次
ぎ
に
多
か
っ
た
の
は「
そ
の
形
式
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
」と「
親

（
家
族
・
親
族
）
の
意
向
で
」
で
、
数
の
上
で
は
ほ
ぼ
同
じ
に
な
っ
て

い
る
。

　
「
そ
の
形
式
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、「
新

婦
が
チ
ャ
ペ
ル
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
か
ら
」
や
、

「
ジ
ュ
ー
ン
ブ
ラ
イ
ド
が
夢
だ
っ
た
」「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
感
じ
が
し

た
か
ら
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
中
に
は
「
愛
の
誓
い
を
や
っ
て
み
た

か
っ
た
か
ら
」
と
か
、「
少
女
マ
ン
ガ
の
影
響
で
」
と
い
う
も
の
も

見
ら
れ
た
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
選
ん
だ
回
答
者
に
は
、「
一
般
的

だ
っ
た
か
ら
」と
異
な
っ
て
、教
会
式
で
挙
式
し
た
回
答
者
が
多
か
っ

た
。
神
前
式
で
挙
式
し
た
回
答
者
に
は
、「
厳
粛
な
儀
式
を
し
た
か
っ

た
か
ら
」「
ふ
だ
ん
か
ら
神
社
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
た
か
ら
」
と

い
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
た
。

　
「
親
・
家
族
・
親
族
の
意
向
」
は
、「
親
が
決
め
た
」「
新
郎
側
の

実
家
の
意
向
で
」「
家
の
伝
統
・
し
き
た
り
」
と
い
う
も
の
で
、
挙

式
す
る
当
人
で
は
な
く
、「
親
」
や
「
家
」
が
全
面
に
出
さ
れ
て
い

る
も
の
を
分
類
し
た
。

　

四
番
目
に
多
か
っ
た
の
は
「
当
時
は
他
の
選
択
の
余
地
が
な
か
っ

た
」
と
い
う
回
答
で
あ
る
。「
式
を
挙
げ
た
ホ
テ
ル
が
そ
れ
だ
っ
た
」

「
ホ
テ
ル
に
は
神
前
式
し
か
な
か
っ
た
の
で
」
が
も
っ
ぱ
ら
で
、「
一

般
的
だ
っ
た
か
ら
」
と
同
様
、
消
極
的
な
選
択
理
由
で
あ
る
。
そ
れ

図４　宗教系統別の挙式形態選択理由
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で
も
挙
式
を
や
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
考
慮
す
べ
き

意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
次
ぎ
に「
着
た
い
婚
礼
衣
装
の
関
係
で
」「
二
人
の
希
望
」「
宗

教
上
の
理
由
で
」
が
ほ
ぼ
同
じ
数
で
並
ん
で
い
る
。

　
「
着
た
い
婚
礼
衣
装
の
関
係
で
」
に
は
、「
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス

を
着
る
の
が
夢
だ
っ
た
」
の
他
に
、「
白
無
垢
を
着
て
挙
式
を
あ
げ

た
か
た
っ
た
か
ら
」
や
「
新
郎
が
新
婦
に
白
無
垢
を
着
せ
た
か
っ
た

か
ら
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
衣
装
で
取
り
あ
げ

ら
れ
た
の
は
「
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
」
か
「
白
無
垢
」
で
、
か
つ

て
は
代
表
的
な
婚
礼
衣
装
で
あ
っ
た
文
金
高
島
田
は
、
ひ
と
つ
も
見

ら
れ
な
か
っ
た
。

　

教
会
式
が
選
ば
れ
る
理
由
と
し
て
、
新
婦
が
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ

ス
を
着
た
い
か
ら
だ
と
い
う
一
般
的
な
感
想
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
調
査
結
果
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
こ
う
し
た
印
象
は

誤
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ぜ
ん
と
し
て
ウ
ェ

デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
雑

誌
を
見
て
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
雑
誌
に
登
場
す
る
花
嫁
の
衣
装
は

一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
が
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
で
あ
る
。
白
無

垢
姿
の
花
嫁
は
、
神
社
が
施
設
と
し
て
持
つ
会
館
で
の
挙
式
に
し
か

出
て
こ
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
女
子
大
生
の
書
く
結
婚
式
に
関
す
る

レ
ポ
ー
ト
で
も
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
た

い
」
と
い
う
表
現
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婚
礼
衣
装
が
挙
式
の
大
き
な
選
択
理
由

に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
着
る
こ
と
だ
け

が
目
的
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
は
、
彼
ら

に
と
っ
て
の
「
結
婚
」
を
象
徴
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
愛
情
や

幸
せ
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
た
め
の
重
要
な
装
置
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
「
そ
の
形
式
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
」
や
「
施
設
の
雰
囲
気
が
よ

か
っ
た
」、
あ
る
い
は
「
二
人
の
希
望
」
と
い
っ
た
回
答
に
含
ま
れ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
で
あ
る

　
「
二
人
の
希
望
」
は
、
そ
の
ま
ま
の
表
記
で
「
二
人
で
決
め
た
」

「
二
人
の
希
望
で
」
と
い
う
回
答
で
あ
る
。
実
際
に
は
、決
め
た
理
由
、

希
望
し
た
理
由
を
尋
ね
た
か
っ
た
が
、
調
査
方
法
の
性
格
上
や
む
を

え
な
か
っ
た
。

　

思
い
が
け
ず「
宗
教
上
の
理
由
で
」と
す
る
回
答
が
多
か
っ
た
。「
宗

教
上
の
理
由
で
」
と
す
る
回
答
の
他
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
回
答
が
見
ら

れ
た
。
も
っ
と
も
一
般
的
な
の
は
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
か
ら
」「
創

価
学
会
の
会
員
だ
か
ら
」「
天
理
教
だ
か
ら
」
と
い
っ
た
信
仰
を
理

由
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
に
も「
結
婚
相
手
が
僧
侶
で
あ
る
か
ら
」

「
仏
教
徒
の
た
め
」
や
「
相
手
が
神
職
だ
っ
た
か
ら
」「
神
田
明
神
の

氏
子
だ
っ
た
か
ら
」
も
見
ら
れ
た
。

　
「
宗
教
上
の
理
由
で
」
と
す
る
回
答
で
興
味
深
い
の
は
、
挙
式
す

る
当
人
で
は
な
く
、
親
や
家
が
か
か
わ
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
点

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
家
系
が
仏
教
」「
本
家
の
お
寺
で
」「
新
郎
の
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家
が
参
拝
す
る
神
社
で
あ
っ
た
か
ら
」「
新
婦
の
母
親
が
カ
ト
リ
ッ

ク
」「
実
家
が
カ
ト
リ
ッ
ク
」「
義
兄
が
神
職
」
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

本
人
に
挙
式
に
対
す
る
強
い
希
望
が
存
在
せ
ず
、
あ
る
い
は
関
係
者

の
意
向
を
汲
ん
だ
の
も
の
な
の
か
、
こ
こ
で
は
指
摘
だ
け
に
と
ど
め

て
お
く
。

　

こ
の
他
の
項
目
で
は
「
当
た
り
前
だ
っ
た
」「
施
設
の
雰
囲
気
が

よ
か
っ
た
」「
結
婚
式
場
の
中
に
施
設
が
あ
っ
た
か
ら
」「
他
の
様
式

が
い
や
だ
っ
た
」
が
、
や
や
目
立
つ
程
度
で
あ
る
。

　
「
当
た
り
前
だ
っ
た
」と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、先
に
説
明
し
た「
一

般
的
だ
っ
た
か
ら
」
よ
り
も
積
極
的
な
回
答
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。

「
日
本
人
だ
か
ら
」「
伝
統
的
な
形
式
で
や
り
た
か
っ
た
」「
古
式
ゆ

か
し
く
」
と
い
っ
た
回
答
を
集
め
た
。
回
答
者
の
大
半
は
神
前
式
で

挙
式
を
挙
げ
て
い
る
。

　
「
結
婚
式
場
の
中
に
施
設
が
あ
っ
た
か
ら
」
は
、「
式
場
の
勧
め
」

に
よ
る
も
の
や
「
ホ
テ
ル
の
パ
ッ
ク
で
」「
プ
ラ
ン
の
中
に
あ
っ
た

か
ら
」
と
い
う
回
答
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
や
式
場
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
が

強
く
感
じ
ら
れ
た
回
答
を
分
類
し
た
が
、
先
の
「
当
時
は
選
択
の
余

地
が
な
か
っ
た
」
と
は
微
妙
な
差
で
、
い
っ
し
ょ
に
分
類
し
て
も
い

い
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
他
の
様
式
が
い
や
だ
っ
た
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
解
説
が
必

要
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
選
択
肢
を
選
ぶ
者
は
人
前
式
に
多
く
、「
特

に
信
仰
が
な
か
っ
た
の
で
」「
教
会
式
だ
と
キ
リ
ス
ト
教
の
説
教
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
が
面
倒
だ
っ
た
か
ら
」「
仲
人
を
立
て

な
く
な
か
っ
た
か
ら
」
と
い
う
拒
否
派
と
、「
理
想
の
結
婚
式
に
し

た
か
っ
た
か
ら
」「
何
も
と
ら
わ
れ
ず
行
い
た
か
っ
た
か
ら
」
と
い

う
積
極
派
が
存
在
す
る
。
少
な
く
と
も
、
他
の
様
式
を
考
慮
し
た
上

で
挙
式
様
式
を
決
定
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
他
の
調
査
で
指
摘
さ
れ
る
「
交
通
の
便
」
は

わ
ず
か
で
、「
近
い
」「
地
元
で
」
を
含
め
て
も
少
な
か
っ
た
。

選
択
理
由
の
変
化

　

次
ぎ
に
、
挙
式
の
選
択
理
由
を
経
年
別
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

挙
式
を
選
択
す
る
理
由
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

と
く
に
数
値
と
し
て
高
い
項
目
の
変
化
を
示
し
た
も
の
が
図
５
で

あ
る
。
な
お
、
数
値
は
五
年
ご
と
に
ま
と
め
て
示
し
た
。
二
三
四
○

件
の
デ
ー
タ
で
あ
る
が
、
戦
後
六
○
年
で
割
れ
ば
、
各
年
の
件
数
は

四
○
件
ほ
ど
と
な
る
。
回
答
者
に
学
生
の
親
が
多
く
、
あ
る
年
代
に

デ
ー
タ
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
五
年
間
の
デ
ー
タ
を
合
計
し
て
安
定

し
た
変
化
を
読
み
取
り
た
い
と
考
え
た
。
そ
れ
で
も
図
５
を
見
る
と

分
か
る
よ
う
に
、
明
確
な
理
由
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
ポ
イ
ン
ト
が

上
下
し
て
い
る
期
間
が
あ
り
、
今
後
の
デ
ー
タ
の
充
実
が
望
ま
れ
る

し
だ
い
で
あ
る
。

　

昭
和
三
○
年
代
の
前
半
ま
で
、
も
っ
と
も
多
い
挙
式
形
態
は
、
人

前
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
人
前
式
を
選
ん
だ
理
由
を
見
る
と
、
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圧
倒
的
に
「
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
二
五

年
か
ら
二
九
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の
後
は
急
速
に
減
少
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

神
前
式
結
婚
式
は
戦
後
し
だ
い
に
増
加
し
、
昭
和
四
○
年
代
か
ら

五
○
年
代
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
増
加
し
て
い
っ
た
時
期
の
主

だ
っ
た
選
択
理
由
は
「
一
般
的
だ
っ
た
」
と
「
親
・
家
族
・
親
戚
の

意
向
」
の
二
つ
で
あ
る
。
挙
式
場
所
も
自
宅
を
出
て
、
神
社
の
会
館

や
料
亭
な
ど
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。「
一
般
的
だ
っ
た
」

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
「
当
た
り
前
だ
っ
た
」

「
選
択
の
余
地
な
し
」
を
加
え
る
と
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
明
確
と

な
る
。

　

ど
う
し
て
「
一
般
的
だ
っ
た
」
と
「
親
・
家
族
・
親
戚
の
意
向
」

か
ら
神
前
式
挙
式
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
つ
の
理
由
か

ら
は
、
必
然
的
に
、
披
露
宴
の
前
に
わ
ざ
わ
ざ
挙
式
を
行
う
理
由
が

出
て
く
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
こ
の
ふ
た
つ
の
理
由
は
、
ひ
と
つ

の
こ
と
を
別
の
表
現
で
表
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
「
世
間

体
」
で
あ
る
。
挙
式
す
る
当
人
の
背
後
に
親
や
親
族
が
お
り
、
挙
式

と
披
露
宴
を
わ
け
て
結
婚
式
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
く
な
る
と
、
よ

り
い
っ
そ
う
神
前
結
婚
式
へ
と
傾
斜
し
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

一
九
八
○
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
神
前
式
が
「
一
般
的
で
あ
っ

た
か
ら
」
が
急
速
に
減
少
し
て
い
く
。
一
九
九
○
年
代
に
入
っ
て
、

「
親
・
家
族
・
親
戚
の
意
向
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
神
前
式
が
、

同
様
に
減
少
し
て
い
く
。
代
わ
り
に
教
会
で
の
「
そ
の
形
式
に
あ
こ

が
れ
て
い
た
」
が
一
九
七
○
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
じ
り
じ
り
と
増

加
し
、
一
九
八
○
年
代
後
半
に
急
増
し
て
、
現
在
は
も
っ
と
も
高
い

割
合
に
な
っ
て
い
る
。
割
合
は
低
く
な
る
が
、
教
会
「
着
た
い
衣
装

図５　挙式選択の理由一覧
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の
関
係
で
」、
教
会
「
二
人
の
希
望
で
」
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
か
ら
増

加
し
て
い
く
。

　

一
九
四
○
年
代
後
半
か
ら
一
九
五
○
年
代
後
半
に
挙
式
を
決
定
し

て
い
た
「
親
・
家
族
」
は
そ
の
後
減
少
し
、一
割
を
切
る
ま
で
に
な
っ

て
い
る
。
同
様
に
「
新
郎
」
も
減
少
し
た
。
代
わ
っ
て
増
加
し
た
の

は
「
二
人
で
」
で
あ
り
、
近
年
は
「
新
婦
」
が
増
え
て
い
る
。
挙
式

形
態
の
選
択
理
由
で
多
か
っ
た「
施
設
の
雰
囲
気
が
良
か
っ
た
か
ら
」

「
着
た
い
衣
装
の
関
係
で
」
か
ら
考
え
て
も
、「
二
人
」
を
リ
ー
ド
し

て
い
る
の
は
新
婦
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

神
前
式
か
ら
教
会
式
へ
の
移
行
は
、
価
値
観
も
し
く
は
人
間
関
係

に
関
す
る
二
組
の
移
行
の
現
れ
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、「
親
・
家
族
・

親
戚
の
意
向
」
か
ら
「
二
人
の
希
望
」
へ
の
移
行
で
あ
る
。
い
ま
ひ

と
つ
は
、「
一
般
的
・
無
難
・
人
並
み
」
か
ら
個
性
へ
の
移
行
で
あ
る
。

　

昭
和
二
八
年
か
ら
五
年
ご
と
に
、
日
本
人
の
日
常
的
な
場
面
に
お

け
る
態
度
や
心
情
に
つ
い
て
統
計
調
査
を
行
い
、
日
本
人
の
も
の
の

見
方
や
考
え
方
の
特
徴
を
計
量
的
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
統
計
数
理

研
究
所
が
、
ほ
ぼ
半
世
紀
に
わ
た
る
「
日
本
人
の
国
民
性
調
査
」
に

関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
い
る
）
（（
（

。
同
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
戦
後
日

本
人
の
意
識
は
大
き
く
変
化
し
た
と
い
う
。
私
生
活
を
優
先
す
る
価

値
観
が
一
貫
し
て
顕
在
化
し
、「
一
番
大
切
な
の
は
家
族
」
と
す
る

意
見
が
最
大
級
の
増
加
を
示
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
晩
婚
化
が
進

み
、
生
涯
結
婚
し
な
い
人
々
が
増
加
し
て
い
る
。

　
「
家
」
や
親
族
、
会
社
で
の
人
間
関
係
を
意
識
し
た
従
来
の
結
婚

式
は
、
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
つ
つ
あ
る
。
戦
後
の
「
家
」
や
地
域

共
同
体
の
崩
壊
は
、
結
婚
式
の
場
所
、
結
婚
式
に
集
ま
る
人
々
の
範

囲
や
人
数
、
挙
式
の
様
式
の
決
定
者
を
は
じ
め
、
い
た
る
と
こ
ろ
で

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仲
人
の
急
速
や
減
少
や
、
海
外
挙
式
の

増
加
は
、
こ
う
し
た
変
容
の
象
徴
的
な
現
象
で
あ
る
。

結
婚
式
に
見
る
個
性
の
追
求

　

結
婚
式
に
お
け
る
個
性
の
追
求
は
、
挙
式
よ
り
も
披
露
宴
に
関
し

て
早
く
始
ま
っ
た
。
披
露
宴
は
も
と
も
と
演
出
の
し
や
す
く
、
そ
う

し
た
点
で
は
個
性
を
発
揮
し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

神
前
結
婚
式
か
ら
教
会
式
へ
の
移
行
は
、
個
性
の
追
求
に
対
応
す

る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
神
前
式
の
挙
式
で
は
、
ホ
テ
ル
や
専
門
式
場

に
よ
っ
て
挙
式
場
の
大
き
さ
こ
そ
ち
が
っ
て
も
、
神
殿
と
そ
の
雰
囲

気
は
共
通
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
神
道
式
で
あ
る
限
り
は
神
殿

の
形
式
は
お
お
よ
そ
決
ま
っ
て
お
り
、
大
き
な
逸
脱
に
は
違
和
感
を

感
じ
る
だ
ろ
う
。
長
い
伝
統
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
、
誰
が
見
て

も
神
道
の
形
式
と
分
か
る
や
り
か
た
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

他
方
で
教
会
式
の
多
様
さ
は
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
雑
誌
を
み
れ
ば
一
目

瞭
然
で
あ
る
。
伝
統
的
な
様
式
の
教
会
か
ら
モ
ダ
ン
な
教
会
ま
で

迷
え
る
ほ
ど
の
多
様
さ
で
あ
る
。
全
面
が
ガ
ラ
ス
張
り
の
チ
ャ
ペ

ル
、
見
渡
す
限
り
オ
ー
シ
ャ
ン
ビ
ュ
ー
の
チ
ャ
ペ
ル
、
ス
カ
イ
ガ
ー
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デ
ン
チ
ャ
ペ
ル
で
青
空
の
下
の
挙
式
な
ど
、
な
ぜ
こ
う
し
た
多
様
性

が
許
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
し
た
施
設
が
教
会
で
は
な
く
チ
ャ

ペ
ル
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
十
字
架
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
ロ
ー
ド
と
、
牧

師
ら
し
い
人
と
、
そ
し
て
教
会
ら
し
い
雰
囲
気
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ

る
。
日
本
人
が
、ど
こ
ま
で
「
教
会
ら
し
さ
」
を
理
解
し
て
い
る
か
は
、

か
な
り
あ
や
し
い
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
す
て
き
な
洋
館
も

し
く
は
洋
室
で
あ
れ
ば
オ
ー
ケ
ー
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
て
発
揮
さ
れ
る
個
性
が
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
業
界

の
用
意
し
た
パ
ッ
ク
の
一
部
で
あ
っ
た
り
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
雑
誌
を
初

め
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
情
報
の
影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

し
て
も
、
少
な
く
と
も
当
事
者
で
あ
る
二
人
は
、
と
く
に
花
嫁
は
、

多
様
な
選
択
肢
の
中
か
ら
自
ら
の
好
み
に
従
っ
て
、
自
分
た
ち
の
幸

せ
を
演
出
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

減
少
す
る
神
前
式
結
婚
式
で
あ
る
が
、
一
部
の
神
社
や
ホ
テ
ル
・

専
門
式
場
で
、
増
加
の
話
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
神
社
で
の
神
前
式

の
増
加
は
本
物
志
向
だ
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ホ
テ
ル
や
専
門
式

場
に
設
置
さ
れ
た
施
設
で
は
な
く
、
本
物
の
神
社
の
神
殿
で
挙
式
し

た
い
と
希
望
す
る
カ
ッ
プ
ル
が
増
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
筆
者
が

大
学
生
を
相
手
に
行
っ
た
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
本
物
志
向
の

傾
向
が
現
れ
て
い
る
。
将
来
結
婚
式
を
挙
げ
る
際
に
は
、
日
本
人
ら

し
さ
、
荘
厳
さ
ゆ
え
に
神
前
結
婚
式
を
選
び
た
い
と
い
う
回
答
が
少

な
く
な
か
っ
た
。
日
本
人
な
ら
神
前
式
、
と
い
う
回
答
は
あ
ま
り
に

単
純
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か
も
し
れ
な
い
が
、
志
向
性
は
明
白
で
あ

る
。
そ
の
志
向
性
を
表
現
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
適
切
な
ス
タ
イ
ル

は
、
本
物
の
神
社
で
の
挙
式
で
あ
る
。
価
値
観
の
多
様
化
の
中
で
、

一
部
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
志
向
性
を
持
つ
者
は
必
ず
存

在
す
る
。

　

他
方
で
ホ
テ
ル
や
専
門
式
場
で
の
神
前
式
の
増
加
は
、
異
な
っ
た

理
由
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
文
金
高
島
田
に
す
る
こ
と
な
く
、
茶
髪

の
髪
の
ま
ま
着
物
を
着
て
挙
式
す
る
や
り
方
を
、
新
和
風
な
ど
の
名

称
で
売
り
出
し
、
関
心
を
集
め
る
ホ
テ
ル
も
あ
る
。

　

戦
後
の
神
前
結
婚
式
の
急
激
な
増
加
と
減
少
は
、
総
体
的
に
見
た

と
き
に
、
神
社
神
道
か
ら
の
働
き
か
け
で
は
な
く
、
挙
式
す
る
側
の

ニ
ー
ズ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
そ

し
て
、
神
社
界
自
体
が
ホ
テ
ル
や
専
門
式
場
へ
と
進
出
し
て
い
く
過

程
で
、
神
前
結
婚
式
は
短
時
間
の
間
に
押
し
込
め
ら
れ
た
儀
礼
へ
と

変
化
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
現
在
の
神
前
結
婚
式
の
減
少
は
、

ホ
テ
ル
や
専
門
式
場
で
顕
著
に
生
じ
て
い
る
現
象
で
あ
る
。
神
前
結

婚
式
の
減
少
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
そ
し
て
神
社
界
に
と
っ
て
、

神
前
結
婚
式
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
か
を
再
考
す
る

よ
い
機
会
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（1
）　
『
妻
妾
論
』
は
『
明
六
雑
誌
』
の
八
号
（
明
治
七
年
五
月
）
か
ら
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二
七
号
（
八
年
二
月
）
ま
で
五
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。

（
2
）　

美
出
寿
美
子
「
森
有
礼
『
妻
妾
論
』
の
歴
史
的
思
想
的
背
景
」『
日

本
歴
史
』
第
三
○
二
号
、
昭
和
四
八
年
。
野
崎
衣
枝
「
森
有
礼
の

家
族
観―

「
妻
妾
論
」
を
中
心
と
し
て
」
福
島
正
夫
編
『
家
族　

政
策
と
法
７　

近
代
日
本
の
家
族
観
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和

五
一
年
。
ひ
ろ
た
ま
さ
き
「
文
明
開
化
と
女
性
解
放
論
」『
日
本

女
性
史
第
四
巻　

近
代
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
七
年
。

（
3
）　

朝
日
新
聞
昭
和
三
○
年
一
○
月
二
日
。
朝
日
新
聞
昭
和
三
三
年
四

月
五
日
、
東
京
都
結
婚
相
談
所
編
『
東
京
都
結
婚
相
談
所
５
０
年

の
あ
ゆ
み
』
昭
和
六
○
年
。

（
4
）　

市
川
孝
一
「
結
婚
式
の
文
化
的
変
遷
」
日
本
家
族
心
理
学
会
編
『
結

婚
の
家
族
心
理
学
』
金
子
書
房
、
平
成
七
年
。

（
5
）　
「
神
前
結
婚
の
源
流
」『
神
道
と
神
道
教
化
』
平
井
直
房
教
授
古
稀

祝
賀
会
、
平
成
五
年
、「
神
前
結
婚
の
歴
史
と
課
題
」『
明
治
聖
徳

記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
三
十
号
、
平
成
一
二
年
。

（
6
）　

有
地
亨
『
近
代
日
本
の
家
族
観
』
弘
文
堂
、
昭
和
五
二
年
。

（
（
）　

阪
本
是
丸
「
大
教
宣
布
」「
教
導
職
は
国
民
を
教
化
で
き
た
か
」『
神

道
事
典
』
弘
文
堂
、
平
成
六
年
。

（
8
）　
『
東
京
大
神
宮
沿
革
史
』
昭
和
三
五
年
。

（
9
）　
『
明
治
記
念
館
五
十
年
誌
』
編
纂
委
員
会
編
『
明
治
記
念
館
五
十

年
誌
』
平
成
一
○
年
、
一
○
～
一
一
頁
。

（
10
）　

個
々
の
調
査
に
関
し
て
は
石
井
研
士
『
結
婚
式
』（
日
本
放
送
出

版
会
、
平
成
一
七
年
）
参
照
。

（
11
）　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
は
、
結
婚
し
た
年
、
挙
式
の
様
式
、
挙
式
様

式
を
選
ん
だ
理
由
（
自
由
記
入
）、
結
婚
式
の
会
場
、
そ
の
選
択

理
由
が
主
な
項
目
で
、
私
が
質
問
の
仕
方
や
内
容
に
関
し
て
レ
ク

チ
ャ
ー
を
し
て
か
ら
、
両
親
な
ど
周
囲
の
人
を
中
心
に
事
例
を
集

め
て
も
ら
っ
た
。
平
成
一
五
年
と
平
成
一
六
年
の
二
年
度
で
二
三

四
○
件
が
集
ま
っ
た
。

（
12
）　

統
計
数
理
研
究
所
国
民
性
調
査
委
員
会
『
統
計
的
日
本
人
研
究
の

半
世
紀
』
統
計
数
理
研
究
所
、
平
成
一
二
年
。

（
國
學
院
大
學
教
授
）


