
婚
姻
は
婿
入
り
婚

女
性
に
関
す
る
言
葉
で
は
他

に
「
青せ

い

女じ
ょ

」
と
い
う
の
が
あ
っ

て
、
こ
ち
ら
は
若
い
人
妻
の
こ

と
を
指
す
。「
あ
い
つ
青
い
な

あ
…
…
」
の
青
で
あ
る
。
未
熟

な
と
か
世
馴
れ
な
い
と
言
う
意

味
で
あ
る
。
そ
の
青
女
に
関
す

る
話
を
一
つ
。
承
元
三
年
十
二

月
十
一
日
（
１
２
０
９
）
鎌
倉

の
辻
で
ち
ょ
っ
と
し
た
騒
ぎ
が

起
こ
る
。

美み
ま

作さ
か
の

朝と
も

親ち
か

と
橘

た
ち
ば
な
の

公き
み

業な
り

と
い
う

御
家
人
同
士
が
妻
女
を
め
ぐ
っ

て
の
合
戦
に
な
る
と
い
う
。
野

次
馬
も
た
く
さ
ん
い
た
よ
う
だ
。

そ
も
そ
も
の
発
端
は
若
く
て
き

れ
い
な
朝
親
の
奥
さ
ん
が
、
隣

に
住
む
公
業
と
知
ら
な
い
間
に

出
来
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

月
の
美
し
い
あ
る
夜
、
家
を
出

た
妻
女
が
公
業
の
家
に
入
り
、

そ
の
ま
ま
数
日
に
わ
た
り
泊
ま

っ
た
と
吾
妻
鏡
に
は
書
い
て
あ

る
。
お
さ
ま
ら
な
い
の
が
朝
親

で
あ
る
、
一
族
郎
党
を
か
り
出

し
て
公
業
と
渡
り
合
っ
た
。
公

業
と
て
お
め
お
め
と
や
ら
れ
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
こ

れ
も
一
族
郎
党
を
か
き
集
め
た
。

こ
の
時
、
仲
裁
に
入
る
べ
き
侍

所
の
別
当
和わ

田だ

義よ
し

盛も
り

が
公
業
側

に
つ
い
て
騒
い
で
い
た
と
い
う

と
こ
ろ
が
面
白
い
。
今
で
言
え

ば
警
視
総
監
が
渦
中
に
い
て
騒

い
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
い

か
に
も
直
情
型
の
義
盛
ら
し
い

話
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
周
囲
も

白
い
。

近
世
へ
の
過
渡
期
に
日
本
に

赴
い
た
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ

イ
ス
は
「
日
本
覚
え
書
き
」
の

中
で
、
当
時
の
日
本
社
会
で
は

…
…（夫

婦
の
財
産
は
共
有
で
は

な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
財
産
を
持

ち
、
妻
が
夫
に
高
利
で
貸
し
付

け
る
こ
と
も
あ
る
。）

と
書
き
残
し
た
。
江
戸
時
代

に
始
ま
っ
た
男
尊
女
卑
の
思
想

は
、
女
性
の
権
利
を
民
法
で
制

限
し
た
明
治
時
代
に
頂
点
に
達

し
敗
戦
ま
で
続
い
た
が
、
そ
れ

以
外
の
長
い
日
本
の
歴
史
の
中

で
男
女
は
同
権
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
鎌
倉
時
代
も

そ
う
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
朝

親
の
奥
さ
ん
が
何
食
わ
ぬ
顔
で

家
に
戻
っ
た
の
も
こ
う
し
た
社

会
的
な
背
景
が
あ
っ
た
れ
ば
こ

そ
の
話
で
あ
る
。

円
寿
院
殿
も
父
親
の
秩
父

重
弘
か
ら
所
領
を
分
与
さ
れ
て

い
て
、
出
家
後
も
常
胤
さ
ん
か

ら
の
分
与
も
あ
り
経
済
的
に
困

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
静
か
に

余
生
を
送
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、

密
懐
な
ど
穏
や
か
な
ら
ざ
る
こ

と
も
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
あ
る
時
は
自
立
し
た
考
え

や
行
動
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
た
は
ず
で
、
夫
妻
の
間
柄

は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
…
…
想
像
は
尽
き
な
い
が
、

千
葉
介
常
胤
ご
夫
妻
が
生
き
て

い
た
当
時
の
社
会
は
こ
の
よ
う

な
男
女
関
係
の
上
に
成
り
立
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

あ
き
れ
果
て
、
生
真
面
目
な
将

軍
（
実
朝
）
は
怒
っ
た
と
記
録

さ
れ
て
い
る
。
結
局
喧
嘩
は
間

に
入
っ
た
北
条
時
房
の
仲
介
に

よ
っ
て
収
ま
り
、
件
の
若
妻
は

何
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
朝

親
の
家
に
戻
っ
て
以
後
は
う
や

む
や
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
後
に
「
御
成
敗
式
目
」

に
よ
っ
て
密
通
（
不
倫
）
が
罪

で
あ
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
。

御
家
人
同
士
の
痴
話
喧
嘩
や
騒

動
は
、
幕
府
を
支
え
る
御
家
人

制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
し
か
ね

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に

当
時
密
通
の
こ
と
は
密び

っ

懐か
い

と
言

わ
れ
て
い
た
が
、
言
葉
と
し
て

は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
実
感
が
湧

い
て
ド
キ
ド
キ
す
る
。

こ
の
頃
ま
で
、
日
本
の
婚
姻

形
態
は「
婿
入
り
婚
」と
呼
ば
れ
、

男
の
方
が
女
性
の
家
に
通
い
、

女
性
は
複
数
の
男
性
を
品
定
め

し
て
婚
姻
が
成
立
し
た
。
男
も

複
数
の
家
を
回
る
の
で
お
互
い

様
だ
が
、
結
果
的
に
は
男
性
は

女
性
の
と
こ
ろ
に
転
が
り
込
ん

だ
。
平
安
時
代
に
「
こ
の
世
を

ば
我
が
世
と
ぞ
思
う
…
…
」
な

ど
と
豪
語
し
た
藤
原
道
長
も
実

は
奥
さ
ん
の
家
に
い
た
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

夫
婦
と
言
え
ど

財
産
は
別
々

貴
族
や
武
士
、
あ
る
い
は

余
裕
の
あ
る
庶
民
男
性
は
側そ

く

室し
つ

（
妾め

か
け

）
を
持
つ
の
が
一
般
的
で
、

武
士
の
場
合
は
三
人
ま
で
娶め

と

る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
無

論
そ
れ
よ
り
多
い
人
も
い
た
わ

け
で
、
密
懐
に
さ
ほ
ど
抵
抗
感

が
な
い
の
も
こ
う
し
た
理
由
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
と
こ

ろ
が
、
鎌
倉
時
代
の
少
し
前
か

ら
関
東
あ
た
り
で
は
「
嫁
入
り

婚
」
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
北
条

政
子
も
嫁
と
し
て
頼
朝
の
と
こ

ろ
へ
嫁
い
で
き
た
。
彼
女
は
父

親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
頼
朝

の
と
こ
ろ
に
飛
び
込
ん
で
い
っ

た
女
傑
で
も
あ
る
の
で
「
こ
の

家
を
守
る
の
は
私
」
し
か
い
な

い
。
だ
か
ら
、
夫
が
他
に
女
性

を
持
つ
こ
と
な
ど
到
底
許
せ
な

か
っ
た
。
一
方
、
京
都
育
ち
の

頼
朝
さ
ん
は
ど
う
し
て
も
そ
こ

が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
な
の

で
、
愛
人
亀
の
前
と
の
こ
と
が

露
呈
し
た
後
も
せ
っ
せ
と
他
の

女
性
に
恋
文
を
送
っ
て
い
た
。

千
葉
介
常
胤
の
奥
さ
ん
円
寿

院
殿
も
秩
父
氏
か
ら
嫁
い
で
き

た
人
で
あ
る
。
当
時
の
常
識
か

ら
考
え
れ
ば
、
常
胤
さ
ん
に
も

何
人
か
の
側
室
が
い
た
は
ず
だ

が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て

い
な
い
。

と
こ
ろ
で
当
時
の
男
女
が

同
等
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
読
者
は
ご
存
知
で

あ
ろ
う
か
。
結
婚
す
る
と
き
に

は
起き

請し
ょ
う

文も
ん

と
い
う
契
約
書
を
必

ず
取
り
交
わ
し
、
互
い
の
財
産

権
を
犯
さ
な
い
こ
と
、
万
一
離

婚
の
際
は
領
地
の
一
部
を
分
与

す
る
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
貞
永
元

年
（
１
２
３
２
）
に
制
定
さ
れ

た
武
士
の
た
め
の
法
律
「
御
成

敗
式
目
」
全
51
箇
条
の
中
に
は

男
女
の
権
利
に
つ
い
て
か
な
り

の
部
分
が
さ
か
れ
て
い
る
。
冒

頭
の
不
倫
問
題
に
つ
い
て
は
第

34
条
で
「
人
妻
と
密
懐
を
し
た

御
家
人
は
所
領
の
半
分
を
没
収

す
る
。
所
領
が
な
い
場
合
は
遠

流
に
す
る
。
相
手
方
の
人
妻
も

同
じ
く
所
領
の
半
分
を
没
収
し
、

な
い
場
合
は
遠
流
と
す
る
。」と
、

あ
り
、
男
女
が
ま
っ
た
く
同
じ

扱
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
も
女
性
が
所
領
を
持
っ
て

い
た
こ
と
さ
え
も
…
…
こ
の
権

利
は
側
室
（
妾
）
も
同
じ
で
あ

り
、
後
世
の
旦
那
様
と
お
妾
さ

ん
の
よ
う
な
後
ろ
め
た
さ
は
全

く
な
い
。

男
女
同
権
の
ご
成
敗
式
目

式
目
に
は
妻
が
不
貞
を
し

て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
場
合
、

起
請
文
で
契
約
し
た
領
地
や
屋

敷
を
離
婚
後
で
あ
っ
て
も
取
り

返
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
条

文
も
あ
っ
た
。
早
速
こ
れ
に
目

を
つ
け
離
婚
し
た
妻
の
不
貞
を

訴
え
領
地
返
還
を
求
め
た
御
家

人
が
現
れ
た
。
調
査
に
よ
り
虚

偽
が
ば
れ
、
更
に
多
く
の
土
地

を
元
の
妻
に
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
羽
目
に
な
っ
た
。
い
つ

の
時
代
に
も
法
律
を
逆
手
に
と

っ
て
ケ
チ
な
こ
と
を
考
え
る
御

仁
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
吾

妻
鏡
に
は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と

が
リ
ア
ル
に
書
い
て
あ
っ
て
面
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鎌
倉
時
代
で
美
女
と
い
う
の
は
女
性
の
召
使
い
の
こ
と
を
指
す
。で
は
、
本
来
の
美
女
は

な
ん
と
呼
ば
れ
た
か
と
い
う
と
、
吾
妻
鏡
に
は
た
だ
一
カ
所「
当
世
無
双
の
美
人
也
」と
書
い

て
あ
る
だ
け
で
、
あ
と
は「
面お

も

貌か
た
ち

宜
し
き
」と
か「
貌

か
た
ち殆
ど
殊
妙
」な
ど
と
形
容
し
て
い
て
、
こ

れ
は
こ
の
時
代
の
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
。頼
朝
の
愛
人「
亀
の
前
」は「
顔か

お

貌か
た
ち

の
細
や
か
な
る

の
み
な
ら
ず
、
心こ

こ
ろ

操ば

せ
殊
に
柔
和
な
り
。」
と
男
心
を
く
す
ぐ
る
よ
う
な
書
き
よ
う
で
、
こ
ん

な
可
愛
ら
し
い
女
性
だ
っ
た
か
ら
政
子
も
余
計
に
怒
っ
た
ん
だ
な
あ
…
…
な
ど
と
つ
い
つ
い

空
想
し
て
し
ま
う
。今
回
は
ち
ょ
っ
と
艶
っ
ぽ
い
話
か
ら
連
載
は
始
ま
る
。

「
房
総
」

を

生
ん
だ

地
④

千
葉
介
常
胤

常
胤
さ
ん
日
常
⑵
「
男
女
関
係
」

協賛


