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占
領
開
拓
期
と
結
婚
／
家
族

　

近
代
日
本
に
お
け
る
結
婚
お
よ
び
家
族
と
い
う
制
度
を
捉
え
る
際
、
そ
こ
に
一
九
四
五
年
と
い
う
境
界
線
を
強
調
す
る
こ
と
は
別
段
、

不
思
議
な
振
る
舞
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
を
迎
え
た
日
本
が
、
憲
法
を
は
じ
め
と
し
た
民
主
的
な
体
制
を
法

的
に
整
備
し
て
い
く
過
程
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
社
会
が
い
か
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
か
ら
程
遠
い
構
造
と
価
値
観
を
有
し
て
い
た
か
を

当
然
な
が
ら
気
付
か
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
九
四
六
年
の
日
本
国
憲
法
制
定
、
四
七
年
の
民
法
改
正
に
よ
っ
て
、
結
婚
や
家
族
の
あ
り
方
が
一
変
し
た
と
い
う
常
套

的
な
認
識
も
ま
た
不
正
確
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
生
活
の
ベ
ー
ス
に
存
在
す
る
法
制
度
は
、
人
間
の
思
考
や
選
好
を
規
定
す
る
重
要

な
一
因
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
個
々
の
環
境
に
お
い
て
つ
き
ま
と
う
要
素
（
家
族
内
の
メ
ン
バ
ー
構
成
、
地
域
差
、
経
済
的
な
格
差
な
ど
）

が
絡
み
合
う
こ
と
で
、
同
時
代
で
あ
っ
て
も
多
種
多
様
な
結
婚
／
家
族
の
形
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
俯
瞰
的
に
そ
の

傾
向
が
指
摘
で
き
る
非
対
称
的
な
男
女
の
立
場
と
、
人
々
の
実
践
に
よ
っ
て
局
地
的
に
発
生
し
得
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
並
べ
る
作
業

こ
そ
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
加
え
、
「
占
領
開
拓
期
」
と
い
う
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
時
代
区
分
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
戦
前
／
戦
後
の
変
化
と
は

異
な
る
「
性
」
現
象
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
そ
こ
か
ら
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
当
た
り
前
の
も

の
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
「
日
本
国
」
の
領
土
概
念
と
日
本
列
島
と
い
う
地
理
的
な
条
件
、
さ
ら
に
そ
こ
へ
住
ま
う
人
々
＝
日
本
「
国

民
」
と
い
う
存
在
が
そ
れ
ぞ
れ
安
直
に
イ
コ
ー
ル
で
結
び
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
事
態
も
露
わ
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
本
特
集

に
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
集
ま
っ
た
論
考
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
各
論
考
の
概
要
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

林
麗
婷
「
「
日
中
恋
愛
・
結
婚
」
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
も
う
一
つ
の
可
能
性
―
―
中
国
近
代
文
学
を
読
む
」
は
、
日
清
戦
争
以
後
に
多

く
題
材
化
さ
れ
た
「
日
本
人
と
中
国
人
の
自
由
恋
愛
・
結
婚
を
め
ぐ
る
小
説
」
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
郁
達
夫
、
郭
沫
若
、
張
資
平
と

い
っ
た
中
国
人
作
家
た
ち
の
小
説
が
、
男
性
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
基
盤
と
す
る
視
線
に
よ
っ
て
日
本
人
女
性
を
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性
的
対
象
化
す
る
特
徴
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
で
作
家
の
態
度
を
告
発
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
中
国

の
近
代
化
に
伴
う
葛
藤
の
問
題
と
重
ね
て
分
析
さ
れ
て
い
る
点
に
大
き
な
意
義
が
存
在
す
る
。
後
半
で
は
、
女
性
作
家
で
あ
る
凌
叔
華

の
「
千
代
子
」
（
一
九
三
四
年
）

を
対
象
に
、
日
中
関
係
が
悪
化
す
る
最
中
に
お
い
て
、
単
純
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
す
る
表
現

と
し
て
同
作
の
可
能
性
が
掬
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
国
近
代
文
学
の
領
域
に
お
い
て
、
同
時
代
の
「
日
本
」
が
ど
の
よ
う
に
対
象
化

さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
上
で
も
、
林
論
は
貴
重
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。

　

伊
藤
允
の
「
反
戦
小
説
を
作
り
出
す
性
役
割

―
江
戸
川
乱
歩
「
芋
虫
」
の
持
つ
批
判
性

―
」
は
、
発
表
当
時
に
お
い
て
「
反
戦
」

的
な
要
素
が
読
み
込
ま
れ
た
「
芋
虫
」（
一
九
二
九
年
）
を
、
作
家
の
意
図
に
沿
わ
な
い
観
点
か
ら
再
読
を
行
う
。
乱
歩
自
身
は
本
作
を
「
左

翼
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
結
び
付
け
な
い
よ
う
注
意
深
く
説
明
し
て
い
る
が
、
伊
藤
論
は
同
時
代
の
日
本
社
会
で
課
さ
れ
て
い
た
性
役
割

と
人
物
の
言
動
お
よ
び
物
語
構
造
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
作
家
の
意
図
と
読
者
に
よ
る
受
容
の
「
食
い
違
い
」
を
見
事
に
分
析

し
て
い
る
。
ま
た
、
若
松
孝
二
監
督
の
映
画
『
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
』
と
本
作
を
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
理
論
に
よ
っ
て
比
較
し
、
平
時
／
戦

時
い
ず
れ
に
も
通
底
す
る
「
性
暴
力
」
概
念
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
作
品
の
優
れ
た
読
み
替
え
が
為
さ
れ
た
事
実
を
論
証
し
て
み
せ
る
。

　

飽
浦
千
穂
「
太
宰
治
『
皮
膚
と
心
』
と
『
葉
桜
と
魔
笛
』
論

―
家
庭
環
境
を
中
心
に

―
」
は
、
両
作
の
主
要
登
場
人
物
が
「
ひ

と
り
親
家
庭
」
で
過
ご
す
と
い
う
状
況
に
着
目
す
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
物
語
が
「
女
性
独
白
体
」
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
る
例
は
多
く
存
在
し
た
が
、
「
ひ
と
り
親
」
と
い
う
家
庭
環
境
の
作
用
を
基
軸
に
、
女
性
が
半
ば
自
覚
的
に
背

負
わ
ざ
る
を
得
な
い
性
役
割
／
規
範
を
小
説
よ
り
抽
出
し
て
い
く
手
つ
き
は
堅
実
で
あ
る
。「
父
親
」
の
存
在
を
主
た
る
要
因
と
し
て
「
閉

鎖
的
空
間
」
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
家
庭
の
場
を
、
太
宰
の
作
品
は
現
実
と
微
妙
に
ず
れ
た
形
で
描
き
取
る
。
飽
浦
論
は
こ
こ
に
文

学
表
現
を
分
析
す
る
こ
と
の
重
要
な
意
義

―
同
時
代
の
家
庭
と
そ
こ
か
ら
要
請
さ
れ
る
女
性
像
、
さ
ら
に
当
事
者
で
あ
る
女
性
自
身

が
抱
え
込
ん
だ
欲
望
の
複
数
性
を
見
る
の
で
あ
る
。

　

坂
堅
太
「
「
職
業
婦
人
」
以
後
、
「
Ｂ
Ｇ
」
以
前

―
高
度
経
済
成
長
始
動
期
の
女
性
事
務
員
表
象
に
つ
い
て
の
一
考
察

―
」
は
、

一
九
五
〇
年
代
前
半
よ
り
源
氏
鶏
太
が
執
筆
し
た
数
々
の
「
Ｂ
Ｇ
小
説
」
（
女
性
事
務
員
を
主
人
公
と
す
る
作
品
）

と
、
同
時
代
の
女
性
に
ま
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つ
わ
る
結
婚
と
労
働
の
言
説
を
比
較
し
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
戦
前
期
か
ら
存
在
す
る
「
職
業
婦
人
」
と
、
高
度
成

長
期
の
開
始
以
降
に
出
現
す
る
「
Ｂ
Ｇ
（
ビ
ジ
ネ
ス
・
ガ
ー
ル
）
」
の
狭
間
に
お
け
る
女
性
の
立
ち
位
置
を
文
学
よ
り
探
る
坂
論
は
、
ま
さ

し
く
戦
前
／
戦
後
と
二
項
対
立
的
に
扱
わ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
状
況
へ
の
認
識
に
亀
裂
を
入
れ
る
試
み
で
あ
る
。
職
場
に
お
い
て
恋
愛
結

婚
を
行
う
＝
「
「
自
分
の
意
志
」
で
配
偶
者
を
選
ぶ
こ
と
」
は
、
主
体
的
に
自
ら
の
家
族
を
作
り
上
げ
て
い
く
存
在
と
し
て
女
性
を
位

置
付
け
る
「
戦
後
民
主
主
義
」
的
な
流
れ
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
恋
愛
結
婚
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
政
治
性
が
、
職
場

＝
労
働
に
お
い
て
男
女
間
の
明
確
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
定
着
さ
せ
た
功
罪
が
精
緻
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
課
題
は
、
一
九
八
五
年

に
制
定
さ
れ
た
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
を
通
過
し
た
現
在
に
あ
っ
て
も
、
未
だ
根
本
的
な
解
決
を
見
て
い
な
い
構
図
で
あ
り
、
そ
の
意

味
で
も
坂
論
の
射
程
は
限
り
な
く
広
い
。

　

最
後
に
、
泉
谷
瞬
「
生
き
延
び
た
記
憶
の
宛
先

―
村
田
喜
代
子
『
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
友
達
』
と
ジ
ュ
リ
ー
・
オ
オ
ツ
カ
『
屋
根
裏
の

仏
さ
ま
』

―
」
は
、
占
領
開
拓
期
に
お
い
て
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
「
結
婚
」
の
自
由
と
不
自
由
を
並
置
し
、
そ
う
し
た
生
活
を
潜
り

抜
け
た
女
性
た
ち
の
記
憶
が
語
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
現
在
時
点
で
こ
の
よ
う
な
表
象
と
対
峙
す
る
こ
と
の
意
義
を
論
じ
る
。
タ
イ
ト

ル
に
示
さ
れ
た
両
作
品
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
り
、
占
領
開
拓
期
の
同
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い

と
い
う
意
味
で
、
少
な
く
と
も
本
特
集
の
中
で
は
特
異
な
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
過
去
の
出
来
事
を
読
む
と
は
、
必
ず
し
も
そ
の
当
時

に
生
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
だ
け
向
き
合
う
行
為
に
限
定
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
長
い
期
間
を
経
た
後
に
あ
る
個
別
の
経
験
が
他
者
の
経
験

と
共
振
す
る
こ
と
で
、
主
体
や
領
土
に
ま
つ
わ
る
読
者
の
固
定
観
念
を
破
砕
し
、
別
様
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
力
を
持
つ
可
能
性
を
泉

谷
論
は
模
索
す
る
。

　

以
上
の
各
論
考
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
占
領
開
拓
期
の
結
婚
／
家
族
を
思
考
す
る
に
あ

た
っ
て
、
ゆ
る
や
か
に
連
接
さ
れ
て
も
い
る
。
本
特
集
に
よ
っ
て
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
主
題
が
機
関
誌
の
読
者
に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら

な
る
論
考
へ
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
泉
谷
瞬
）
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