
                                              

                                              

第
四
章 

人
の
一
生 



                          

 

第
一
節 

婚 

姻 

 

一 

婚
姻
年
齢 

  

か
っ
て
は
、
男
子
十
八
～
二
十
五
歳
、
女
子
十
六
～
二
十
三
歳
、 

最
近
で
は
、
男
子
二
十
四
～
二
十
九
歳
、
女
子
二
十
～
二
十
五
歳 

が
、
そ
れ
ぞ
れ
結
婚
適
齢
期
と
し
て
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。 

 

以
前
に
く
ら
べ
て
、
最
近
の
結
婚
適
齢
期
が
や
や
遅
く
な
っ
て 

い
る
の
は
、
戦
後
の
社
会
状
況
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
就 

学
年
限
の
延
長
、
女
性
の
社
会
的
地
位
の
向
上
、
そ
し
て
、
高
度 

経
済
成
長
、
高
学
歴
社
会
の
到
来
等
々
に
よ
り
、
著
し
く
生
活
様 

式
が
多
様
化
し
た
た
め
で
も
あ
る
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
い
ま
も
昔
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ 

れ
ぞ
れ
結
婚
の
最
盛
期
が
、
二
十
代
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

夫
婦
に
な
る
男
女
の
年
齢
差
は
、
沖
永
良
部
の
俚
諺

り
げ
ん

に
「
一
歳

テ
イ
ー
チ 

年
上
妻

シ
ザ
ト
ウ
ジ

は
昼
提

灯

ち
ょ
う
ち
ん

つ
け
て
も
探
せ
な
い

ト
ウ
メ
ラ
ラ
ン

」
と
い
う
の
が
あ
る
が
、 

                          

一
般
的
に
は
女
性
が
年
下
で
、
そ
の
年
齢
差
は
二
～
五
歳
ぐ
ら
い 

が
多
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

二 

婚
姻
の
型 

 

婚
姻
の
在
り
方
と
し
て
、
そ
の
成
立
ま
で
に
若
干
の
差
異
が
あ 

る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
い
ま
も
昔
も
大
差
は
な
く
、
大
同
小
異 

の
観
が
あ
る
。 

 

か
っ
て
は
、
通
婚
圏
い
わ
ゆ
る
婚
域
の
社
会
的
制
約
が
あ
っ
た 

よ
う
で
あ
る
が
、
結
婚
事
例
を
聞
く
限
り
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
厳 

し
い
制
約
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

婚
域
に
制
約
が
あ
っ
た
こ
ろ
の
婚
姻
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か 

と
い
う
と
、
そ
の
多
く
は
現
在
と
同
じ
よ
う
に
、
男
女
当
人
同
士 

の
相
思
相
愛
に
よ
る
婚
姻
の
成
立
が
大
半
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
婚
姻
の
型
式
と
し
て
恋
愛
婚
が
多
か
っ
た
と
い 

う
こ
と
は
現
在
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

婚
域
が
拡
大
し
、
国
際
結
婚
も
珍
し
く
な
い
今
日
に
あ
っ
て
、 

従
来
の
婚
姻
習
俗
は
、
す
っ
か
り
そ
の
生
命
力
を
失
っ
て
し
ま
っ 

て
い
る
。 

 

そ
の
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
て
、
た
だ
、「
結
納
」
に
つ
い
て
は 
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「
デ
ィ
ー
」
と
称
し
、
古
く
か
ら
の
婚
姻
習
俗
の
名
を
と
ど
め
て 

い
る
。 

 

現
在
も
、「
デ
ィ
ー
」
を
「
結
納
」
と
同
義
に
使
っ
て
い
る
が
、 

内
容
を
よ
く
吟
味
す
る
と
多
少
の
差
異
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ 

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
結
納
」
の
意
味
が
結
婚
の
約
束
で
あ 

る
こ
と
に
対
し
、「
デ
ィ
ー
」
は
方
言
で
お
礼
の
意
味
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
か
ら
し
て
、「
デ
ィ
ー
」
は
婚
約
成
立
後 

の
婚
姻
習
俗
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
必
ず
し
も
「
結
納
」
と
同 

義
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。 

 

婚
姻
の
型
は
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
や
観
点
か
ら
、
種
々
多
様
に 

分
類
で
き
る
が
、
調
査
や
諸
文
献
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
お
お 

む
ね
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。 

 

(一) 

当
人
同
志
の
意
志
（
動
機
）
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
る
も
の
と
し
て 

１ 

恋
愛
婚 

当
人
同
士
の
相
思
相
愛
に
よ
る
。 

 

２ 

肝
煎

き
も
い
り

婚 

当
人
同
士
の
意
志
に
関
係
な
く
、
親
な
ど
の
相
談
に
よ 

る
。 

      

行
く
の
が
常
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

「
ソ
ー
ジ
ル
」
こ
と
に
よ
っ
て
話
が
ま
と
ま
る
（
ト
ゥ
ジ
マ
ル 

と
い
う
）
と
、
仲
人
（
ム
ロ
イ
ヌ
シ
、
ム
ロ
イ
ウ
ヤ
、
ナ
ー
チ
ュ 

等
と
い
う
）
を
依
頼
し
、
双
方
の
話
し
合
い
に
よ
り
、
古
く
か
ら 

の
習
俗
と
し
て 

 
 
 

①
ク
チ
ム
ス
ビ 

 
 
 

②
デ
ィ
ー 

 
 
 

③
ヤ
ー
ミ
シ
（
家
見

ヤ
ー
ミ

し
） 

 
 
 

④
ニ
ー
ビ
チ
（
結
婚
式
） 

等
の
順
序
で
儀
礼
が
と
り
行
わ
れ
る
。 

 

最
近
で
は
、「
デ
ィ
ー
（
結
納
）」、「
ニ
ー
ビ
チ
（
結
婚
式
）」 

と
い
う
順
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。 

 

古
い
儀
礼
と
し
て
の
「
デ
ィ
ー
」
は
、
事
実
上
の
婚
姻
成
立
確 

認
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
的
認
知
と
い
う
性
格
を
あ
わ
せ
も
っ 

て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。 

 

「
デ
ィ
ー
」
が
す
む
と
、
男
は
嫁
の
家
へ
の
出
入
り
が
許
さ
れ
、 

ま
た
「
デ
ィ
ー
」
の
晩
か
ら
嫁
方
に
泊
り
、
事
実
上
の
夫
婦
生
活 

が
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

最
近
で
は
、「
デ
ィ
ー
」
す
な
わ
ち
「
結
納
」
の
晩
か
ら
男
が 

嫁
方
に
泊
ま
る
と
い
う
風
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
古
い
婚
姻
習
俗 

(二) 

通
婚
圏
（
婚
域
）
に
よ
る
も
の
と
し
て 

１ 

村
（
宇
）
内
婚 

２ 

村
（
字
）
外
婚 

三 

婚 

約 

婚
約
に
つ
い
て
、
い
ま
も
昔
も
「
デ
ィ
ー
」
と
い
っ
て
お
り
、 

「
デ
ィ
ー
」
の
実
施
に
よ
っ
て
婚
約
は
整
う
よ
う
で
あ
る
。 

 

婚
約
に
い
た
る
ま
で
の
経
過
と
し
て
、
最
近
は
職
場
や
青
年
団 

活
動
お
よ
び
趣
味
等
の
サ
ー
ク
ル
活
動
を
通
し
て
お
互
い
の
意
志 

を
通
じ
合
い
、
結
婚
に
い
た
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

今
日
の
よ
う
に
娯
楽
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
婚
域
に
制
限
の 

あ
っ
た
時
代
は
、
主
に
草
か
り
仕
事
や
、
晩
に
三
味
線
を
弾
じ
、 

歌
い
興
じ
た
場
等
で
、互
い
に
意
志
を
通
じ
合
っ
た
と
い
う
の
が
、 

比
較
的
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 
当
人
同
士
が
結
婚
の
意
志
を
固
め
る
と
、親
に
そ
の
旨
を
話
し
、 

男
の
方
は
、
親
は
子
供
の
意
を
受
け
て
、
縁
談
が
成
立
す
る
よ
う 

に
女
の
側
へ
相
談
に
行
く
人
を
立
て
る
。
こ
の
女
の
側
へ
相
談
に 

行
く
こ
と
を
「
ソ
ー
ジ
ル
」
と
い
い
、
世
間
に
わ
か
ら
ぬ
よ
う
に 

      

と
し
て
の
「
デ
ィ
ー
」
と
、
近
ご
ろ
の
「
結
納
」
を
さ
し
て
い
う 

「
デ
ィ
ー
」
と
は
、
同
じ
言
い
方
で
は
あ
っ
て
も
若
干
そ
の
性
格 

や
内
容
は
違
う
よ
う
で
あ
る
。 

 

現
在
に
あ
っ
て
は
、
婚
約
が
整
う
と
時
を
待
た
ず
大
方
が
、
結 

婚
式
を
挙
げ
、
す
ぐ
に
夫
婦
生
活
に
入
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

か
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
、
す
ぐ
に
結
婚
式
い
わ
ゆ
る 

ニ
ー
ビ
チ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ニ
ー
ビ
チ
ま
で
か
な
り
永
い 

期
間
要
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

場
合
に
よ
っ
て
は
、「
ヤ
ー
ミ
シ
」、
が
「
ニ
ー
ビ
チ
」
に
か
わ 

る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
、「
デ
ィ
ー
」
か
ら
「
ニ
ー
ビ
チ
」
ま 

で
の
期
間
が
短
い
と
き
は
、「
ヤ
ー
ミ
シ
」
を
し
な
か
っ
た
と
も 

い
う
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
デ
ィ
ー
」
を
も
っ
て
婚
約
が
成
立
し
た 

と
み
な
し
て
よ
い
。 

四 

結
婚
式 

 

「
デ
ィ
ー
」
や
「
ヤ
ー
ミ
シ
」
を
終
え
て
、
生
家
に
い
る
嫁
が 

夫
方
に
移
る
式
を
「
ニ
ー
ビ
チ
（
結
婚
式
）」
と
い
う
。 

 

最
近
の
在
り
方
と
し
て
は
、
結
婚
式
と
結
婚
披
露
宴
に
分
け
て 
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実
施
し
て
お
り
、
特
に
披 

露
宴
は
大
き
な
会
場
を
借 

り
、
た
く
さ
ん
の
人
を
招 

待
し
て
行
わ
れ
、
年
々
華 

美
に
な
っ
て
い
る
。 

 

か
っ
て
の「
ニ
ー
ビ
チ
」 

は
、
夕
方
か
ら
夜
に
か
け 

て
行
わ
れ
た
と
い
う
。 

嫁
を
む
か
え
に
行
く
の 

は
仲
人
の
妻
で
、
写
真
１ 

に
見
る
よ
う
な
「
下
げ

サ

ギ 

重
ジ
ュ
ウ

」
と
称
す
る
道
具
に
菓
子
、
豆
腐
、
肉
等
を
入
れ
、
酒
と
と 

も
に
持
参
し
、
嫁
方
で
吸
い
物
が
出
た
後
に
「
下
げ
重

サ
ギ
ジ
ュ
ウ

」
に
入 

れ
て
持
参
し
て
き
た
も
の
を
、
来
客
の
膳ぜ

ん

に
配
り
、「
ワ
カ
リ
」 

と
称
す
る
宴
が
持
た
れ
、
そ
の
後
に
親
子
別
れ
の
杯
を
交
わ
す
。 

 

こ
の
間
、
婿
方
か
ら
の
使
い
の
者
が
「
ト
ゥ
ム
シ
ラ
テ
ィ
、
タ 

ボ
リ
」
等
の
口
上
を
も
っ
て
婿
方
へ
の
出
発
を
促
す
風
が
あ
り
、 

三
回
ほ
ど
く
り
返
し
て
か
ら
婿
方
へ
出
発
し
た
も
の
だ
と
い
う
。 

嫁
が
家
を
出
る
と
き
は
縁
側
か
ら
出
、
父
方
、
母
方
の
叔
母
と
そ 

れ
に
親
し
い
友
人(

ウ
ト
ゥ
ジ
ャ
ま
た
は
ア
グ
と
称
す
る
）を
伴
っ 

       

こ
れ
は
、
最
近
の
結
婚
式
で
は
見
ら
れ
な
い
が
、
古
い
結
婚
習 

俗
と
し
て
、
結
婚
式
の
当
日
嫁
の
母
親
は
、
婿
方
に
出
向
く
こ
と 

は
な
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、
結
婚
式
に
参
列
し
な
か
っ
た
母
親
に 

対
す
る
慰
安
と
結
婚
式
の
報
告
の
意
を
兼
ね
た
儀
礼
で
は
な
か
っ 

た
か
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

柏
常
秋
氏
が
著
書
「
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
」
で
、
本
島
に
は
里 

帰
り
の
風
は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ウ
ヤ
ギ
ン 

ゾ
ー
」
や
「
ミ
チ
ャ
ム
ド
ゥ
イ
」
の
儀
礼
は
、
里
帰
り
と
は
違
う 

意
味
の
儀
礼
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
結
婚
式
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
一
連
の
習
俗
で
あ
る 

「
デ
ィ
ー
」
で
婿
は
、
嫁
の
親
を
見
参
し
、
嫁
は
「
ヤ
ー
ミ
シ
」 

で
婿
の
親
を
見
参
し
、「
ヤ
ー
ミ
シ
」
の
儀
礼
を
終
え
て
生
家
に 

帰
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
「
ウ
ヤ
ギ
ン
ゾ
ー
」、「
ミ
チ
ャ
ム
ド
ゥ 

イ
」
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

六 

妾
・
遊
女 

 

結
婚
適
齢
期
を
過
ぎ
、
な
お
結
婚
し
な
い
独
身
の
者
を
、
男
女 

と
も
に
「
ヤ
ク
サ
ミ
」
と
称
し
て
い
る
。 

 

単
に
「
ヤ
ク
サ
ミ
」
と
い
う
場
合
に
は
、
女
性
の
独
身
者
か
、 

て
出
発
す
る
。 

 

婿
方
に
着
い
た
ら
、
生
家
を
出
た
と
き
と
同
様
に
、
縁
側
か
ら 

入
る
。 

 

し
ば
ら
く
お
茶
な
ど
を
い
た
だ
い
た
後
に
、
婿
は
嫁
方
の
近
親 

者
に
、
嫁
は
婿
方
の
近
親
者
に
そ
れ
ぞ
れ
お
酒
を
あ
げ
て
か
ら
、 

結
婚
を
神
前
に
報
告
し
て
後
に
招
待
客
を
交
え
て
祝
宴
に
入
っ
た 

も
の
で
あ
る
。 

 

古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
に
よ
る
三
三
九
度
の
風
は
な
か
っ 

た
と
い
う
か
ら
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
三
三
九
度
の
儀
礼
は
、
後 

年
移
入
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

祝
宴
に
移
り
し
ば
ら
く
し
て
、
夫
婦
で
来
客
者
に
酒
を
振
る
舞 

い
、
後
は
三
味
線
を
弾
じ
、
歌
舞
に
打
ち
興
じ
て
、「
ニ
ー
ビ
チ
」 

を
盛
大
に
祝
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

五 

婚
礼
後 

 
「
ニ
ー
ビ
チ
（
結
婚
式
）」
後
、
三
日
目
に
夫
婦
で
ご
ち
そ
う
を 

つ
く
っ
て
、
嫁
の
実
家
に
持
参
し
、
里
帰
り
す
る
こ
と
を
、「
ウ 

ヤ
ギ
ン
ゾ
ウ
（
親
見
参
の
意
？
）」
ま
た
は
「
ミ
チ
ャ
ム
ド
ゥ
イ
（
三 

日
帰
り
）」
と
称
し
て
い
る
。 

      

夫
の
い
な
い
既
婚
女
性
を
さ
し
て
い
う
こ
と
の
方
が
多
い
。
男
を 

い
う
と
き
に
は
「
ヰ
ン
ガ
ヤ
ク
サ
ミ
」
と
い
い
、「
ヤ
ク
サ
ミ
」 

の
前
に「
ヰ
ン
ガ（
男
の
意
）」を
つ
け
て
区
別
す
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

女
性
の
「
ヤ
ク
サ
ミ
」
の
な
か
に
は
、
時
に
妾
に
な
る
人
も
お 

り
、
そ
の
よ
う
な
女
性
を
「
フ
ァ
ー
ト
ゥ
ジ
（
外
妻
）」、「
ニ
ン 

グ
ル
」
等
と
称
し
て
い
る
。 

 

民
謡
に
「
妻

ト
ウ
ジ

と
ゥ
に
ん
ぐ
る
は
、
う
ど
ゥ
る
は
な
し
ャ
あ
ん 

か
や
、
妻
は
親

心

ウ
ヤ
グ
ク
ル

、
に
ん
ぐ
る
ど
ゥ
は
な
し
ャ
る
」
と
歌
わ
れ 

て
お
り
、
か
っ
て
は
、「
フ
ァ
ー
ト
ウ
ジ
」
や
「
ニ
ン
グ
ル
」
を 

持
つ
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
れ
と
は
別
に
、
薩
摩
藩
政
時
代
に
は
、
代
官
所
の
役
人
の
妾 

に
な
る
者
も
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
を
「
ア
ン
グ
シ
ャ
リ
」 

と
称
し
て
い
た
と
い
う
。 

 

俚
諺

り
げ
ん

に
「
七
落

 
 

ウ

て
ィ
口

 
 

グ
チ

ぬ 

水
汲

ミ
ジ
ク

で
ィ 

ア
ン
グ
シ
ャ
リ
願ニ

ゲ 

為シ

ゅ
ん
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
願
か
け
す
る
ほ
ど
「
ア
ン
グ
シ
ャ 

リ
」
に
な
る
こ
と
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
ま
た
尊
敬
さ
れ
る
も
の 

で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

遊
女
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
職
業
と
す
る
者
は
、
本
島
に
は
い 

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 
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七 
離 

婚 

 

通
婚
圏
す
な
わ
ち
婚
域
に
制
約
の
あ
っ
た
時
代
に
お
け
る
婚
姻 

の
ほ
と
ん
ど
は
、
村
（
字
）
内
婚
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
日
常
生 

活
の
中
で
、
結
婚
す
る
当
人
同
士
お
よ
び
そ
の
周
囲
の
人
々
や
、 

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
こ
と
に
つ
い
て
十
分
知
り
つ
く
し
て
い
る
か 

ら
、
離
婚
と
い
う
こ
と
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
な
か
っ
た 

よ
う
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
、
離
婚
の
事
態
に
い
た
っ
た
場
合
の 

主
な
原
因
は
次
の
よ
う
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。 

(一) 

夫
婦
の
性
格
が
合
わ
な
い
場
合 

(二) 

舅
し
ゅ
う
と

、

姑
し
ゅ
う
と
め

の
期
待
に
反
す
る
場
合 

(三) 

子
供
（
後
継
ぎ
）
が
で
き
な
い
場
合 

 
 

(一)

の
夫
婦
の
性
格
の
不
一
致
に
よ
る
離
婚
の
ケ
ー
ス
に
つ
い 

て
、
柏
常
秋
氏
は
「
沖
永
良
部
島
民
俗
誌
」
の
中
で
、
離
婚
の
頻 

度
と
し
て
、
恋
愛
婚
よ
り
も
肝
煎

き
も
い
り

婚
の
方
が
高
か
っ
た
よ
う
で
あ 

る
と
し
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
結
婚
成
立
ま
で
に
配
偶
者
間
の
交 

情
が
十
分
に
洗
練
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

(二)

の
舅
、
姑
の
期
待
に
反
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
姪
子
の 

う
ち
、
嫁
な
さ
ぬ
う
ち
、
今
一
度
見
て
お
け
ば
良
か
っ
た
も
ん
」 

                          

と
俚
諺

り
げ
ん

に
も
あ
る
よ
う
に
、
舅
、
姑
と
嫁
の
関
係
が
ぬ
き
さ
し
な 

ら
ぬ
事
態
に
い
た
れ
ば
、
親
権
の
強
か
っ
た
時
代
に
は
夫
婦
の
意 

思
は
関
係
な
く
、
離
婚
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

(三)

の
子
供
（
後
継
ぎ
）
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
家
の
存 

亡
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
子
供
の
で
き
な
い
人
を
「
マ
ー
ジ 

リ
女
」
と
称
し
、
離
縁
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
離
婚
に
い
た
っ
て
は
、
そ
の
非
の
多
く
は 

嫁
の
側
に
原
因
が
あ
る
と
さ
れ
、
一
方
的
に
離
婚
さ
せ
ら
れ
た
も 

の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
嫁
方
は
対
抗
す
る
す
べ
も
な
く
、
た
だ
泣 

き
寝
入
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 
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