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中
世
後
期
の
武
家
と
婚
姻
・
養
子
関
係
　
―
西
国
を
素
材
に
―

久
留
島
　
典
　
子

　
は
じ
め
に

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
久
留
島
で
す
。
今
日
は
、「
中
世
後
期
の

武
家
と
婚
姻
・
養
子
関
係　

―
西
国
を
素
材
に
―
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
い
た
し
ま

す
。

　

昨
年
、
や
は
り
同
じ
こ
の
場
所
で
、「
島
津
氏
と
一
揆
」
と
い
う
題
名
で
話
を
す

る
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、
中
世
の
一
揆
は
家
と
家
と
の
結
び
つ
き
、

関
係
で
あ
る
と
申
し
ま
し
た
。
家
と
家
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
関
係
を
結
ん
で
い
る

の
か
は
、
中
世
に
お
い
て
も
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
一
揆
と
い

う
と
ど
う
し
て
も
江
戸
時
代
の
百
姓
一
揆
を
思
い
う
か
べ
ま
す
が
、
中
世
の
一
揆
は

そ
う
し
た
政
治
的
権
力
か
ら
否
定
さ
れ
、
鎮
圧
さ
れ
た
一
揆
と
は
異
な
る
こ
と
を
お

話
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
家
と
家
の
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
、
今
日
話
を
い
た
し
ま
す
、
婚
姻

関
係
・
養
子
関
係
も
非
常
に
重
要
な
契
機
で
す
。
結
婚
は
個
人
と
個
人
の
関
係
ば
か

り
で
な
く
、
家
族
と
家
族
、
さ
ら
に
は
親
類
同
士
の
関
係
と
い
う
点
で
も
大
き
な
意

味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
結
婚
は
ま
す
ま
す
個
人
中
心
の
も
の
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
婚
姻
・
養
子
関
係
は
一
族
と
一
族
を

結
ぶ
重
要
な
関
係
で
あ
り
、
そ
の
点
は
日
本
に
限
ら
ず
、
世
界
中
ど
こ
で
も
同
じ

だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
婚
姻
と
い
う
と
儀
式
を
伴
う
と
い
う
響
き
が
あ
る

よ
う
に
、
誰
と
誰
が
結
婚
を
し
て
、
あ
る
家
と
家
が
、
あ
る
一
族
と
一
族
が
結
び
つ

い
た
こ
と
は
広
く
周
知
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
結
婚
は
私

的
な
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
に
属
す
る
こ
と
で
、
広
く
人
々
に
知
ら
せ
る
か
否
か
は
、

個
人
が
自
由
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
前
近
代
で
は
、
階
層

が
上
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
結
婚
と
養
子
は
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
周
知
さ

れ
る
べ
き
出
来
事
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
結
婚
や
養
子
関
係
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
く
「
家
」
と
は
何
で

し
ょ
う
。
家
と
い
う
と
建
物
の
家
も
あ
り
ま
す
が
、
何
々
家
と
い
う
使
い
方
を
普
通

に
思
い
う
か
べ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
家
族
と
し
て
の
何
々
家
と
い
う

呼
び
方
を
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の
家
と

そ
れ
を
引
き
継
い
だ
戦
前
ま
で
の
家
と
な
る
と
、
世
界
の
ど
の
地
域
で
も
見
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

１
　
家
と
婚
姻
・
養
子

　

こ
の
日
本
の
家
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
実
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
私
な
り
に
三
点
に
整
理
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、

結
婚
と
血
縁
関
係
を
基
本
と
す
る
同
居
集
団
で
あ
り
生
活
組
織
で
あ
る
こ
と
で
す
。

こ
の
定
義
は
わ
か
り
や
す
く
、
現
代
の
家
で
も
同
じ
様
な
こ
と
が
い
え
ま
す
。
つ
ぎ

に
財
産
を
自
由
に
処
分
で
き
る
所
有
の
主
体
で
あ
り
、
生
産
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
こ
の
点
は
農
家
や
商
家
を
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
と
思
い

ま
す
。
つ
ま
り
農
家
は
農
地
を
持
ち
農
業
を
営
む
、
商
家
は
店
を
持
ち
商
売
を
営
む

と
い
う
よ
う
に
、
家
産
を
も
と
に
経
営
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
三
点
目
で

す
。
例
え
ば
、
農
家
は
一
戸
だ
け
で
孤
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
村
の

な
か
に
家
が
複
数
あ
っ
て
、
互
い
に
強
い
結
び
つ
き
を
持
ち
村
を
作
っ
て
い
ま
す
。
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町
で
も
、
通
り
沿
い
な
ど
の
ま
と
ま
り
で
町
を
作
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
そ
う
し
た

村
や
町
の
結
び
つ
き
が
薄
れ
て
い
ま
す
が
、
も
う
す
こ
し
以
前
の
明
治
、
さ
ら
に
は

江
戸
時
代
で
は
、
村
や
町
の
結
び
つ
き
は
大
変
強
く
、
家
は
、
こ
う
し
た
村
や
町
の

基
礎
単
位
で
し
た
。
で
は
、
こ
の
家
は
日
本
の
歴
史
の
中
で
は
い
つ
頃
か
ら
現
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
家
と
い
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
要
素
を
持
つ
家
が
典
型
的
な
の
か
と

い
い
ま
す
と
、
ま
ず
父
か
ら
男
子
へ
と
父
系
継
承
さ
れ
て
い
き
、
家
名
―
家
の
名
、

と
家
産
―
家
の
財
産
、
そ
れ
か
ら
家
業
を
持
つ
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
ご

先
祖
様
を
お
祀
り
す
る
お
墓
を
持
つ
こ
と
も
重
要
な
要
素
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
典
型
的
な
家
だ
と
い
う
と
、
皆
様
の
な
か
に
は
、
自
分
の
家
は
こ
う
し
た
家

だ
っ
た
と
か
、
現
在
も
こ
う
し
た
家
だ
な
と
思
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、

他
方
、
今
は
家
業
と
家
産
が
必
ず
し
も
結
び
つ
い
て
い
な
い
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い

い
ま
す
か
勤
め
人
の
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
典
型
的
な
家
は
、
家
の
完
成
型
と
も
言
え
ま
す
。
原
始
の
昔
か
ら
こ
ん
な
家

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
こ
う
い
う
家
が
、
段
々
形
作
ら
れ
、

史
料
の
な
か
に
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
京
都
に
住
ん
で
い

る
お
公
家
さ
ん
に
は
、
今
で
も
冷
泉
家
の
よ
う
に
、
和
歌
の
家
と
い
っ
た
「
家
業
」

を
守
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
家
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、
典
型
的
な
家
、
家
の
完
成
型
が

は
っ
き
り
し
て
く
る
の
は
、
京
都
の
公
家
で
も
、
一
三
〇
〇
年
代
、
鎌
倉
末
期
か
ら

南
北
朝
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
お
公
家
さ
ん
で
も
そ
の
頃
と
な
る
と
、
農

家
や
商
家
で
典
型
的
な
家
は
い
つ
頃
一
般
化
し
た
の
で
し
ょ
う
。
や
は
り
か
な
り
遅

れ
て
近
世
、
江
戸
時
代
の
半
ば
か
ら
明
治
維
新
も
近
く
な
っ
た
頃
に
な
っ
て
、
日
本

の
ほ
ぼ
ど
の
地
域
で
も
親
か
ら
子
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
家
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
高
橋
一
九
九
六
年
）。

　

つ
ま
り
中
世
は
家
が
長
い
時
間
を
か
け
て
次
第
に
で
き
あ
が
っ
て
く
る
時
期
に
な

り
ま
す
。
た
だ
し
家
の
芽
生
え
自
体
は
平
安
時
代
で
、
天
皇
の
家
が
比
較
的
史
料
の

上
で
は
早
く
確
認
で
き
ま
す
。
教
科
書
に
摂
関
政
治
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
か
と

思
い
ま
す
が
、
摂
関
家
藤
原
氏
は
外
戚
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
家
の
内
と
外
を
区
別

す
る
視
点
が
次
第
に
現
れ
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
が
だ
い
た
い
八
〇
〇
年
代
九
世

紀
の
初
め
頃
で
す
ね
。
そ
し
て
院
政
期
に
は
貴
族
の
家
も
は
っ
き
り
し
て
き
ま
す
。

元
々
院
政
と
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
天
皇
の
位
を
譲
っ
て
し
ま
っ
た
上
皇
、
あ
る

い
は
上
皇
が
出
家
し
て
法
皇
と
な
っ
た
者
が
、
自
分
の
地
位
を
継
ぐ
天
皇
を
定
め
る

権
利
を
持
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
上
皇
あ
る
い
は
法
皇
が
、
天
皇
よ
り
も

上
の
高
い
権
力
を
握
っ
て
い
る
と
い
う
体
制
で
す
。
つ
ま
り
、
お
父
さ
ん
が
一
番
強

い
権
力
を
も
っ
て
い
て
、
次
の
後
継
者
を
決
め
て
い
く
と
い
う
家
の
形
で
、
院
政
期

に
は
、
典
型
的
な
家
が
、
天
皇
の
家
や
藤
原
氏
の
家
な
ど
で
は
成
立
し
て
き
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
（
服
藤
一
九
九
一
年
）。

　

し
か
し
そ
の
頃
、
庶
民
で
は
典
型
的
な
家
が
一
般
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
庶
民
の
場
合
も
結
婚
や
家
族
に
相
当
す
る
も
の
は
当
然
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

耕
地
も
ま
だ
不
安
定
で
、
耕
作
地
が
荒
廃
し
た
ら
別
の
土
地
に
動
い
て
い
く
こ
と
が

普
通
に
行
わ
れ
て
お
り
、
あ
る
家
族
が
ず
っ
と
あ
る
土
地
に
住
み
着
い
て
、
そ
の
土

地
を
親
か
ら
子
へ
と
譲
っ
て
い
く
よ
う
な
形
は
一
般
化
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
地
方
の
農
民
な
ど
庶
民
の
世
界
、
こ
れ
を
在
地
社
会
と
い
っ
た
り
し

ま
す
が
、
そ
こ
で
は
家
が
な
か
な
か
で
き
あ
が
っ
て
こ
な
い
と
い
え
ま
す
が
、
た
だ
、

平
安
時
代
に
や
は
り
芽
生
え
は
あ
り
ま
す
。
あ
る
土
地
の
年
貢
な
ど
を
誰
が
責
任
を

持
っ
て
納
め
る
の
か
、
土
地
の
責
任
者
を
登
録
す
る
台
帳
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に

は
農
民
と
推
測
さ
れ
る
男
性
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
登
録
さ
れ
た
男
性

の
周
り
に
は
家
族
や
従
者
が
い
た
で
し
ょ
う
。
登
録
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
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何
十
年
と
い
う
形
で
続
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
、
地
方
社
会
で
も
身
分
差
や
財
産
の
差
が
な
い
わ
け
で
な
く
、
次
第
に
有

力
な
者
、
そ
の
配
下
の
者
と
い
う
よ
う
に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
や
は
り
院

政
期
の
頃
に
は
、
地
方
で
も
、
あ
る
広
い
領
域
を
治
め
る
権
利
を
世
襲
す
る
家
が
現

れ
て
き
ま
す
。
地
域
を
治
め
、
そ
こ
の
土
地
か
ら
あ
が
る
収
益
を
得
ら
れ
る
権
利
は

史
料
上
「
郷
司
職
」
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
地
方
の
官
職
を
持
つ

者
が
武
士
や
武
士
団
に
な
っ
て
い
く
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
武
士
も
武
士
の
家
を
つ

く
り
始
め
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
家
の
連
合
体
、
一
門
で
す
と
か
一
流
と
か
言

わ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
集
ま
っ
て
、
多
く
の
場
合
は
中
央
の
有
力
貴
族
な
ど
を
中
心

に
武
士
団
を
作
っ
て
い
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
公
家
の
場
合
は
官
職
を
継
い
で
い
き
ま
す
が
、
官
職
は
一
応
天
皇
家
か

ら
認
め
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
公
家
同
士
で
認
め
ら
れ
れ
ば
親
か
ら
子
へ
と
継
い
で
い

く
の
も
比
較
的
容
易
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
武
士
の
家
と
い
う
の
は
、
戦
闘
、
戦
い
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
負
け
れ
ば
家
が
滅
び
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
、

単
に
世
襲
で
や
っ
て
い
け
ば
安
泰
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
や
は
り
争
い
を
し
た
と

き
に
勝
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
で
、
戦
闘
集
団
で
あ
る
武
士
の
家

で
は
、
血
族
、
血
が
繋
が
っ
て
い
る
者
と
、
姻
族
、
結
婚
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
者

同
士
が
結
集
し
て
、
親
族
・
親
類
集
団
と
い
う
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
公
家
以
上
に
、
武
家
で
は
ど
こ
と
結
び
つ
く
か
と
い
う
こ
と
で
結
婚
が
重
要

な
意
味
を
持
つ
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
家
の
核
に
な
る
人
間
と
言
う
こ
と
で
養
子
も
必
要
に
な
り
ま
す
。
先

ほ
ど
家
は
親
か
ら
子
に
継
承
さ
れ
る
と
い
い
ま
し
た
。
武
家
の
場
合
も
、
基
本
的
に

は
子
が
い
れ
ば
そ
の
子
に
継
が
せ
る
わ
け
で
す
が
、
子
が
い
な
い
場
合
に
は
養
子
を

取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
日
本
で
は
妻
の
方
の
甥
な
ど
、
女
系
の
者

も
養
子
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
日
本
の
中
世
武
士
の
家
で
は
、
男
系
だ

け
で
は
な
く
婚
姻
に
よ
る
妻
の
系
統
も
重
要
視
さ
れ
て
い
て
、
両
方
が
結
び
つ
い
て

初
め
て
力
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
女
性
も
か
な
り
強
い
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

点
は
頼
朝
の
妻
で
あ
る
政
子
に
よ
く
象
徴
さ
れ
て
い
わ
れ
ま
す
が
、
特
に
鎌
倉
時
代

の
御
家
人
で
は
、
女
性
も
養
子
を
取
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
、
御
家
人
に
と
っ
て
の

基
本
的
な
法
律
で
あ
る
御
成
敗
式
目
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
女
性
も
財
産
を
持
ち
、

も
し
子
供
が
い
な
い
場
合
は
養
子
を
取
っ
て
所
領
を
継
が
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
養
子
は
女
の
子
の
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
言
う
と
、
武
士
団
で
は
女
性
も

戦
っ
て
い
る
の
で
す
か
と
質
問
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
武
家
は
戦
闘
集

団
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
生
懸
命
の
地
と
い
い
ま
す
か
、
自
分
た
ち
の
所
領
を
持
っ

て
い
て
、
そ
れ
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
ま
ず
重
要
で
し
た
。
そ
し
て
所
領
は
親
の

意
思
で
女
子
に
も
継
が
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
、
戦
闘
や
番
役
な
ど
御
家
人

と
し
て
の
勤
め
は
代
理
を
立
て
て
果
た
せ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
点
は
、
南
北
朝
期
以
降
に
な
る
と
、
次
第
に
当
主
自
身
が
軍
役
を
果
た
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
な
ど
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
す
る
と
、
今
度
は
男
の
養
子
を

自
ら
の
血
の
繋
が
る
娘
と
結
婚
さ
せ
て
家
を
継
が
せ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
一
種
の
婿
養
子
で
す
が
、
婿
養
子
と
い
う
言
葉
自
体
は
江
戸
時
代
に
な
っ

て
か
ら
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
初
め
頃
の
例
で
い
え
ば
、
宇
佐
八
幡
宮
宮
司
職
の
よ
う

に
女
子
は
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
職
を
代
々
継
承
す
る
家
で
男
子
が
い
な
い
場
合
に
、

現
宮
司
の
甥
に
当
た
る
人
間
を
養
子
と
し
、
家
の
嫡
女
と
結
婚
さ
せ
て
宮
司
職
を
継

が
せ
た
こ
と
が
『
鎌
倉
遺
文
』
と
い
う
鎌
倉
時
代
の
文
書
を
網
羅
的
に
収
め
た
史
料

集
に
出
て
き
ま
す
。
鎌
倉
時
代
の
御
家
人
で
も
そ
の
後
で
も
、
日
本
で
は
姓
が
同
じ

同
族
内
で
の
婚
姻
関
係
は
ご
く
普
通
に
見
ら
れ
ま
す
。
む
し
ろ
、
家
を
継
ぐ
た
め
に

は
親
戚
同
士
で
結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
も
昔
は
よ
く
見
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
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と
こ
ろ
が
、
世
界
中
ど
こ
で
も
そ
う
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
中
国
で
は
、
同
姓

不
婚
と
い
っ
て
、
か
な
り
昔
、
太
古
と
い
っ
て
も
い
い
周
の
時
代
か
ら
同
姓
は
結
婚

し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
日
本
で
平
安
時
代
に
当
た
る
唐
の
時
代
に
は
、
同
姓
同

士
で
結
婚
し
た
場
合
に
は
処
罰
す
る
と
い
う
法
律
ま
で
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
一
方
、

中
国
で
は
祖
先
を
同
じ
く
し
て
同
じ
気
を
受
け
継
ぐ
者
で
な
け
れ
ば
そ
の
家
を
継
承

で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
て
、
養
子
は
逆
に
同
姓
で
な
い
と
お
か
し
い
と
い

う
慣
行
と
い
い
ま
す
か
不
文
律
が
あ
り
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
日
本
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
う
、
妻
の
方
の
親
族
か
ら
養
子
を
取

る
こ
と
は
、
中
国
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
点
で
、

日
本
の
家
と
い
う
の
は
父
か
ら
子
へ
と
い
う
男
系
・
父
系
で
繋
が
っ
て
い
く
と
は

い
っ
て
も
、
妻
だ
と
か
母
親
方
の
人
間
が
入
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
で
は
、

双
系
的
性
格
も
持
つ
と
い
え
そ
う
で
す
。
日
本
の
家
に
類
似
す
る
も
の
は
中
国
に
も

韓
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
歴
史
的
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
研
究
し
て
い
き
ま
す
と
、
大
き

な
差
違
が
あ
る
わ
け
で
す
。
以
上
、
日
本
の
家
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
家
の
成
立
で

す
と
か
、
何
が
特
徴
な
の
か
と
い
う
点
を
お
話
い
た
し
ま
し
た
。

２
　
中
世
後
期
の
婚
姻
と
養
子
関
係
︱
石
見
益
田
氏
の
事
例

　

⑴　

系
図
の
作
為
性
と
中
世
前
期
の
武
家

　

さ
て
、
中
世
後
期
の
婚
姻
と
養
子
関
係
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
冒
頭

に
お
話
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
中
世
の
武
家
の
婚
姻
と
養
子
関
係
は
、
武
士
の
家

の
結
合
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
武
家
の
家
の
婚
姻
や
養
子
関
係
は
ど
の
よ
う
な
史
料
を
使
っ
て

研
究
す
る
の
か
と
い
う
と
、
や
は
り
系
図
を
使
う
場
合
が
多
い
と
い
え
ま
す
。
た
だ

し
、
系
図
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
史
料
で
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
作
為
が
混
じ
っ
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
系
図
の
作
為
と
い
う
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
以
下
、
石
見
の
有
力
な
武
家
益

田
氏
を
事
例
と
し
て
、
中
世
後
期
の
婚
姻
と
養
子
関
係
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

益
田
氏
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
ご
存
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
益
田
氏
は
石
見

国
西
部
（
今
の
島
根
県
の
最
西
部
）
を
本
拠
と
す
る
中
世
以
来
の
有
力
武
家
で
、
近

世
に
は
福
原
家
と
と
も
に
萩
藩
毛
利
家
の
永
代
家
老
と
な
っ
た
家
で
す
。
益
田
家
に

は
様
々
な
系
図
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
同
じ
く
石
見
西
部
に
本
拠
を
持
つ
周
布
・

三
隅
・
福
屋
氏
な
ど
と
益
田
氏
は
同
族
と
さ
れ
、
一
番
一
般
的
な
系
図
（
略
系
図

一
）
で
も
そ
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
十
三
世
紀
、
鎌
倉
時
代
に

は
い
っ
て
益
田
兼
季
、
三
隅
兼
信
・
福
屋
兼
広
に
別
れ
、
さ
ら
に
十
三
世
紀
半
ば
兼

季
の
遺
領
を
、
益
田
兼
時
、
周
布
兼
定
、
丸
茂
兼
忠
ら
が
分
割
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
兼
時
の
嫡
男
兼
長
の
妻
が
三
隅
氏
の
娘
阿
忍
で
あ
る
こ
と
は
文
書
か
ら
も
確
認
で

き
、
石
見
西
部
に
広
汎
に
拡
が
る
同
族
同
士
の
婚
姻
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き

る
の
で
す
。

福
光
氏

福
屋
氏

益
田
氏

益
田
氏

周
布
氏

丸
毛
氏

永
安
氏

福
屋
氏

三
隅
氏

兼
時

兼
季

兼
継

兼
親

兼
長

兼
広

兼
仲

兼
祐

阿
忍

兼
村

兼
定

兼
忠

藤
原
氏

国
兼

兼
実

兼
栄

兼
高

兼
信

略
系
図
一
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こ
の
兼
長
と
阿
忍
を
中
心
に
文
書
の
上
か
ら
復
元
し
た
関
係
が
、
最
近
発
見
さ

れ
た
古
い
益
田
系
図
で
も
あ
と
づ
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
略
系
図
二
の
系
譜
で

す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
兼
長
そ
し
て
阿
忍
の
所
領
は
、
そ
の
子
息
で
は
な
く
、
兼

長
娘
と
、
系
図
上
兼
長
甥
と
さ
れ
る
兼
胤
と
の
所
生
男
子
と
推
測
で
き
る
兼
弘
に
譲

ら
れ
、
ま
た
女
子
も
含
め
た
兼
弘
兄
弟
に
も
分
割
相
続
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
ず
、
こ
こ
か
ら
は
、
女
子
を
介
し
た
所
領
の
移
動
や
女
子
も
含
め
た
分
割
相

続
が
み
ら
れ
、
代
々
続
く
益
田
の
家
が
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
読
み

取
れ
ま
す
。
一
方
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
は
、
兼
長
・
兼
弘
、
そ
し
て
兼
弘
の
子
息
兼
世

が
益
田
氏
の
惣
領
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
文
書
か
ら
わ
か
り
、
ち
ょ
う
ど

こ
の
頃
、
益
田
本
宗
家
が
成
立
し
始
め
て
い
た
こ
と
も
一
方
で
確
か
で
す
。
こ
れ
ら

の
点
に
つ
い
て
、
兼
長
は
未
処
分
つ
ま
り
正
式
な
譲
状
を
作
成
し
な
い
で
死
去
し
、

幕
府
の
配
分
安
堵
で
一
族
に
所
領
配
分
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
兼
久
に
も
所
領
が
配

分
さ
れ
た
こ
と
の
説
明
が
つ
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
西
田
二
〇
一
一
年
）。
つ
ま

り
、
兼
長
の
女
子
は
一
族
の
兼
胤
と
結
婚
し
、
そ
の
子
が
益
田
氏
の
惣
領
兼
弘
と
な

り
ま
し
た
が
、
兼
弘
に
は
阿
忍
の
所
領
が
母
を
通
じ
て
、
兼
長
の
所
領
が
父
兼
久
を

通
じ
て
相
続
譲
与
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
兼
弘
の
子
が
兼

世
で
す
か
ら
、
惣
領
家
も
父
系
の
直
系
だ
け
で
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
兼
世
の
兄
弟
の
子
供
が
兼
見
と
い
う
名
前
だ
っ
た
よ

う
で
す
。
最
近
見
つ
か
っ
た
古
い
系
図
や
文
書
を
参
考
に
す
る
と
、
鎌
倉
末
期
の
益

田
氏
の
系
譜
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
注
目
で
き
る
の
は
、
古
い
形
の
系
図
は
女
性
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
阿
忍

や
そ
の
娘
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
系
図
か
ら

女
性
は
排
除
さ
れ
ま
す
。
母
誰
々
と
い
う
よ
う
な
記
載
、
あ
る
い
は
誰
々
の
室
つ
ま

り
奥
さ
ん
に
な
っ
た
と
い
う
記
載
で
、
女
子
が
書
か
れ
て
い
た
痕
跡
の
あ
る
系
図
も

あ
り
ま
す
が
、
女
性
は
系
図
か
ら
基
本
的
に
排
除
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

さ
て
、
つ
ぎ
に
略
系
図
三
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
略
系
図
二
と
は

随
分
違
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
益
田
氏
の
近
世
に
な
っ
て
か
ら
の
公
式
的
な
系
図
と
も

い
え
る
譜
録
系
図
が
こ
れ
な
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
古
い
系
図
で
は
、
益
田
惣
領
家
は
、

兼
時
・
兼
長
の
後
、
直
系
で
続
く
わ
け
で
は
な
く
、
傍
系
の
兼
弘
・
兼
世
と
継
承
さ

れ
、
さ
ら
に
兼
世
に
と
っ
て
傍
系
の
兼
見
の
家
が
南
北
朝
時
代
以
降
は
ず
っ
と
続
い

て
い
く
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
公
式
的
な
譜
録
益
田
系
図
で
は
、
兼

弘
・
兼
方
・
兼
見
と
、
女
性
は
す
べ
て
省
略
さ
れ
て
三
人
が
直
系
の
よ
う
に
記
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
鎌
倉
末
期
の
惣
領
兼
世
は
、
実
は
兼
見
と
は
違
う
系
統
の
人

の
は
ず
な
の
で
す
が
、
譜
録
系
図
で
は
、
兼
見
の
子
が
兼
世
で
、
兼
顕
と
改
名
し
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
書
の
上
で
兼
世
と
い
う
名
の
人
物
が
出
て
く
る
と
、
一
見
、

波
田
氏

大
草
氏

又
三
郎

次
郎
太
郎

兼
定

兼
弘

兼
胤

兼
久

兼
利

兼
国

周
布
氏 阿

忍

男
子

兼
氏

兼
見

三
隅
氏

女
子

兼
方

兼
世

兼
行

益
田
氏

兼
季

兼
時

兼
長

略
系
図
二
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兼
見
の
息
子
の
兼
世
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
明
ら
か
に
年
代
の
合
わ
な
い
場
合
が

あ
り
、
実
は
そ
れ
が
兼
見
と
は
別
系
統
の
鎌
倉
末
期
の
益
田
氏
惣
領
兼
世
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
譜
録
系
図
で
は
、
兼
弘
の
嫡
子
兼
世
は
ほ
ぼ
抹
殺
さ
れ
て
お
り
、
兼
見

の
子
を
兼
世
と
す
る
点
で
も
、
作
為
の
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の

作
為
に
関
し
て
、
南
北
朝
期
に
北
朝
方
と
し
て
活
躍
し
た
益
田
氏
庶
子
兼
見
が
惣
領

家
を
乗
っ
取
り
、
系
図
等
も
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
書
き
替
え
た
こ
と
を
指
摘
し
た
研

究
者
も
い
ま
す
（
福
田
一
九
七
二
年
）。
他
の
多
く
の
武
家
同
様
、
益
田
氏
の
場
合
も
、

南
北
朝
期
の
政
治
的
分
裂
の
中
で
、
鎌
倉
時
代
ま
で
の
惣
領
家
の
流
れ
は
消
え
、
一

族
の
兼
見
の
家
が
こ
の
後
代
を
重
ね
て
継
続
す
る
家
と
し
て
成
立
し
て
い
っ
た
と
い

え
そ
う
で
す
。

 　

兼
見
が
乗
っ
取
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
最
近
見
直
し
も
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
系
図
の
史
料
的
性
格
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
略
系
図
二
が
略
系
図
三
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
系
図
は
や
は
り
か
な
り
疑
っ
て
と
い
い

ま
す
か
、
文
書
と
付
き
合
わ
せ
て
、
ど
こ
は
お
お
む
ね
史
実
を
反
映
し
て
い
る
け
れ

ど
も
、
ど
こ
に
は
作
為
が
あ
る
と
い
う
形
で
吟
味
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

史
料
と
い
え
ま
す
。
そ
の
な
か
で
女
性
の
縁
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
古
い
益
田
系
図
（
略
系
図
二
）
で
言
い
ま
す
と
、
阿
忍
と
そ
の
女
子
を
通
し
て

繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
、
中
世
―
鎌
倉
時
代
の
人
間
に
は
当
然
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
女
性
を
介
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
家
と
し
て
は
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
で

す
。
と
こ
ろ
が
毛
利
氏
の
系
図
集
成
で
あ
る
譜
録
が
で
き
た
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す

と
、
系
図
の
上
で
女
性
を
介
し
て
繋
が
っ
て
い
る
の
は
あ
ま
り
宜
し
く
な
い
と
、
そ

う
い
う
関
係
を
ど
ん
ど
ん
系
図
か
ら
省
略
し
た
り
、
作
為
あ
る
形
で
直
し
て
し
ま
っ

た
り
し
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
傍
系
か
ら
益
田
氏
惣
領
に
な
っ
た
兼
見
に
つ
い
て
は
、
北
朝
方
に
い

か
に
尽
く
し
戦
闘
で
戦
果
を
あ
げ
た
か
を
示
す
軍
忠
状
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
た
く
さ

ん
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
確
か
に
こ
こ
に
記
さ
れ
た
通
り
戦
闘
で
が
ん
ば
っ
た

と
い
う
指
揮
官
の
証
明
の
し
る
し
が
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
兼
見
は
、
足
利

義
満
か
ら
益
田
氏
の
惣
領
家
が
持
っ
て
い
た
所
領
に
つ
い
て
安
堵
を
得
ま
す
。
注
目

さ
れ
る
の
は
、
こ
の
文
書
に
、
領
有
の
証
拠
文
書
な
ど
は
紛
失
し
た
ら
し
い
が
、
親

か
ら
子
へ
と
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
承
認
す
る

旨
の
文
言
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
文
書
に
よ
っ
て
、
兼
見
は
証
拠
文
書
無
し
に
、

室
町
幕
府
か
ら
惣
領
家
の
所
領
全
体
の
領
有
を
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
、
こ
の
後
、
益

田
の
家
で
は
こ
の
足
利
義
満
の
安
堵
状
を
一
番
重
要
視
し
ま
す
。
た
と
え
ば
歴
代
の

重
要
な
文
書
を
書
き
出
し
た
「
重
書
目
録
」
で
は
、
こ
の
永
徳
三
年
二
月
一
九
日
の

義
満
安
堵
状
が
根
本
と
な
る
文
書
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

⑵　

養
子
・
婚
姻
に
よ
る
家
の
継
承
と
戦
略

　

こ
の
よ
う
に
家
の
継
承
と
戦
略
と
い
う
こ
と
で
は
、
養
子
関
係
の
重
要
性
や
系
図

の
作
為
性
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
時
代
の

武
家
が
代
々
家
を
つ
な
げ
て
い
く
う
え
で
、
幕
府
か
ら
の
承
認
を
重
要
視
し
始
め
た

こ
と
も
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
然
る
べ
き
男
子
、
男

子
が
い
な
け
れ
ば
養
子
を
た
て
て
で
も
、
嫡
子
と
し
て
幕
府
か
ら
安
堵
さ
れ
る
人
間

波
田
氏

大
草
氏

秀
兼

兼
国

兼
時

兼
定

益
田
氏
本
宗
家

兼
世

改
兼
顕

兼
胤

周
布
氏

兼
理

改
兼
家

兼
利

氏
秀

兼
経

女
子

兼
久

兼
見

兼
方

兼
弘

女
子

益
田
氏

兼
季

略
系
図
三
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が
必
要
に
な
り
、
一
四
世
紀
頃
か
ら
嫡
子
が
家
を
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
識
が

非
常
に
強
ま
り
ま
す
（
高
橋
一
九
九
六
年
）。
こ
れ
は
公
家
で
も
武
家
で
も
、
自
ら
の

家
を
自
力
で
継
続
さ
せ
て
い
く
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
幕
府
の
よ
う
な
上
部
権
力

か
ら
の
承
認
が
、
家
を
つ
な
げ
る
要
素
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

益
田
氏
の
場
合
で
い
え
ば
、
嫡
子
継
承
が
正
当
と
い
う
観
念
は
、
嫡
孫
ま
で
指
定
す

る
と
い
う
形
で
現
れ
、
嫡
子
の
み
な
ら
ず
、
嫡
孫
へ
の
譲
状
と
い
う
も
の
が
で
き
て

き
ま
す
。

　

し
か
し
世
界
的
に
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
嫡
子
継
承
―
直
系
が
望
ま
し
い
と
い
う
意

識
の
強
い
地
域
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
兄
か
ら
弟
そ
の
ま
た
弟
と
い
う
よ
う
に
、

同
一
世
代
の
兄
弟
が
い
る
限
り
は
次
世
代
に
は
継
承
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
相
続
方
法

さ
え
存
在
し
、
兄
弟
間
継
承
の
方
が
む
し
ろ
当
然
と
い
う
地
域
も
多
く
あ
り
ま
す
。

日
本
で
は
一
四
世
紀
頃
か
ら
、
父
か
ら
子
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
が
当
然
視
さ
れ
始

め
、
兄
弟
間
で
も
養
子
関
係
を
結
び
、
父
子
関
係
を
擬
制
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
弟
を
兄
の
養
子
と
す
る
事
例
が
増
え
ま
す
し
、
さ
ら
に
は
養
子
で

あ
れ
ば
非
血
縁
者
で
あ
っ
て
も
継
承
者
と
な
れ
る
と
い
う
意
識
さ
え
で
て
き
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
現
在
も
あ
る
夫
婦
養
子
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ

れ
は
養
子
と
い
う
擬
制
的
関
係
が
つ
く
ら
れ
れ
ば
、
非
血
縁
者
で
も
か
ま
わ
な
い
と

い
う
意
識
を
示
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
養
子
関
係
は
日
本
の
家
に
特
徴
的
と
い
え
ま

す
。

　

以
上
、
益
田
の
家
で
み
る
よ
う
に
、
一
族
が
分
立
し
、
惣
領
家
も
女
系
を
介
し
て

継
承
さ
れ
る
な
ど
、
嫡
系
・
傍
系
と
い
っ
た
区
別
は
必
ず
し
も
固
定
的
と
は
い
え
な

い
鎌
倉
時
代
的
な
武
家
の
あ
り
方
か
ら
、
嫡
子
継
承
観
念
が
強
ま
り
、
直
系
で
つ
な

が
っ
て
い
く
形
に
、
家
が
段
々
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
室
町
時
代
前
期
の
南
北
朝
期
を
経
て
、
嫡
流
で
繋
が
っ
て
い
く
家
が
成
立

し
て
く
る
と
、
婚
姻
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
く
る
の
か
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま

ず
一
族
内
の
婚
姻
は
相
変
わ
ら
ず
ず
っ
と
普
遍
的
に
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
益
田
の
家

が
分
立
す
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
三
隅
氏
・
周
布
氏
や
福
屋
氏
と
い
っ
た
一
族
、
あ

る
い
は
吉
見
氏
と
い
っ
た
近
隣
の
武
家
と
結
婚
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
石
見
西
部

の
分
郡
守
護
で
あ
る
大
内
氏
と
も
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
兼
見
の
孫
の
氏
秀
は
、
波
多
野
氏
と
い
う
益
田
氏
と
所
領
を

接
す
る
領
主
一
族
の
娘
と
結
婚
し
て
い
ま
す
。
ど
う
も
波
多
野
氏
に
は
男
子
が
い
な

か
っ
た
よ
う
で
、
益
田
氏
が
自
分
の
息
子
を
波
多
野
氏
の
娘
と
結
婚
さ
せ
、
波
多
野

氏
秀
と
い
う
形
で
波
多
野
氏
を
継
が
せ
ま
し
た
。
一
種
の
婿
養
子
と
い
え
ま
す
。
益

田
氏
は
室
町
時
代
の
前
半
に
な
る
と
、
波
多
野
氏
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
じ
く
本
拠

地
益
田
荘
に
隣
接
す
る
吉
田
郷
の
地
頭
吉
田
氏
と
も
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
吉
田
氏
も
息
子
が
い
な
い
の
で
、
所
領
は
女
子
に
譲
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
し

て
「
所
縁
契
約
の
上
は
、
名
字
を
相
続
し
、
益
田
熊
次
郎
丸
の
知
行
相
違
有
る
べ
か

ら
ず
」（
大
日
本
古
文
書
益
田
家
文
書
五
四
九
号
、
書
き
下
し
文
と
し
た
。）、
す
な

わ
ち
益
田
熊
次
郎
丸
と
い
う
名
の
男
子
と
、
吉
田
氏
の
所
領
を
相
続
し
た
阿
香
女
と

い
う
女
性
を
結
婚
さ
せ
て
、
熊
次
郎
丸
に
吉
田
の
名
字
と
所
領
を
相
続
さ
せ
る
約
束

を
し
た
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
を
追
っ
て
い
く
と
、
益
田
氏
は
こ
の
長
野
荘
吉

田
郷
を
自
分
の
所
領
に
入
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
波
多
野
氏
の
所
領
も
、
こ

の
後
を
追
っ
て
い
き
ま
す
と
、
益
田
氏
の
所
領
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
婚
姻
と
養
子
関
係
を
利
用
し
な
が
ら
、
室
町
時
代
の
益
田
氏
は
所

領
を
拡
大
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
南
北
朝
期
ま
で
の
家
は
い
ろ
い
ろ
と
分
立
し
た
り

不
安
定
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
が
、
い
っ
た
ん
幕
府
か
ら
益
田
氏
の
家
督
が
認

め
ら
れ
る
と
、
今
度
は
周
辺
の
家
に
婿
養
子
を
入
れ
る
形
で
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く

の
で
す
。
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さ
ら
に
室
町
後
期
か
ら
も
う
す
こ
し
後
の
時
代
に
か
け
て
、
益
田
氏
の
結
婚
が
ど

う
な
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
時
代
、
中
国
地
方
西
部
は
大
内
氏
の
領
国
に
な

り
つ
つ
あ
り
、
大
内
氏
を
頂
点
に
家
の
格
と
い
う
も
の
が
形
成
さ
れ
て
き
ま
す
。
そ

の
結
果
、
守
護
大
内
氏
は
、
例
え
ば
山
名
氏
の
よ
う
な
他
地
域
の
有
力
守
護
家
と
婚

姻
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
益
田
氏
ク
ラ
ス
の
武
家
と
守
護
で
あ
る

大
内
氏
と
の
婚
姻
は
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
に
、
益
田
氏
は
大
内
氏
の

一
族
、
あ
る
い
は
大
内
氏
の
有
力
家
臣
と
結
婚
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば

大
内
氏
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
で
有
名
な
大
内
一
族
で
あ
る
陶
氏
や
、
大
内
の
有
力
家
臣

で
あ
る
内
藤
氏
が
、
益
田
氏
と
は
同
格
と
い
う
こ
と
で
、
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に

な
る
の
で
す
。
図
四
が
そ
の
婚
姻
関
係
図
で
す
。
こ
の
図
を
み
る
と
、
益
田
氏
の
娘

が
陶
氏
に
嫁
ぎ
、
そ
の
益
田
氏
に
陶
氏
か
ら
娘
が
来
る
と
い
う
よ
う
に
、
お
互
い
に

重
縁
関
係
を
持
っ
て
い
ま
す
し
、
当
然
彼
ら
は
軍
事
的
に
も
同
盟
関
係
を
結
ん
で
い

ま
す
。
内
藤
氏
な
ど
も
同
じ
よ
う
に
益
田
氏
の
娘
を
も
ら
い
、
そ
の
内
藤
氏
は
毛
利

氏
に
娘
を
嫁
が
せ
て
い
る
な
ど
、
益
田
・
陶
・
内
藤
・
毛
利
氏
間
で
、
婚
姻
に
よ
る

強
い
結
び
つ
き
を
形
成
し
て
い
る
の
で
す
。

　

室
町
時
代
前
半
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
く
と
、
石
見
国
の
領
主
同
士
で
結
婚
し
て

い
た
益
田
氏
が
、
段
々
大
内
氏
と
関
係
を
深
め
、
さ
ら
に
は
大
内
氏
の
家
臣
団
の
諸

家
と
結
婚
す
る
よ
う
に
な
る
、
こ
の
よ
う
に
中
世
の
変
化
を
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

大
内
氏
段
階
で
は
こ
う
し
た
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
益
田
氏
で
す
が
、
陶
氏
に

よ
っ
て
大
内
氏
が
滅
亡
し
て
し
ま
い
、
厳
島
の
合
戦
で
こ
の
陶
氏
を
毛
利
氏
が
破
り

ま
す
と
、
今
度
は
大
内
氏
の
家
臣
団
か
ら
毛
利
氏
の
家
臣
団
へ
と
通
婚
圏
を
変
化
さ

せ
て
い
ま
す
。
た
だ
大
内
氏
の
家
臣
団
は
毛
利
氏
の
家
臣
団
に
基
本
的
に
は
受
け
継

が
れ
て
い
き
ま
す
の
で
、
大
き
く
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
大
名
で
あ
る
毛
利
氏
の
子
女
は
、
他
の
大
名
家
と
結

婚
あ
る
い
は
養
子
関
係
を
結
ん
で
い
き
ま
す
。
先
ほ
ど
大
内
氏
が
有
力
守
護
家
と
し

陶
氏

益
田
氏

毛
利
氏

内
藤
氏

藤
兼晴

賢

隆
時

尹
兼女

女
隆
世

隆
房

女
吉
見
氏

陶
氏

女

兼
堯

貞
兼

隆
元 女

興
盛

宗
兼 女

元
就

女

弘
房

弘
詮

弘
護

隆
満

興
房

図
四

　婚
姻
関
係
図
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て
の
地
位
を
確
立
し
て
く
る
と
、
他
の
有
力
守
護
家
と
婚
姻
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

益
田
氏
と
は
結
婚
し
な
く
な
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い
っ
た
傾
向
は
江
戸
時
代

に
は
も
っ
と
強
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
益
田
氏
の
よ
う
な
毛
利
の
家
臣
に
な
っ
た
有
力

武
家
は
、
同
じ
永
代
家
老
で
あ
る
福
原
氏
を
は
じ
め
、
毛
利
の
庶
家
で
あ
る
有
力
家

臣
な
ど
、
自
ら
の
家
の
格
に
応
じ
た
家
と
結
婚
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
お
わ
り
に

　

今
ま
で
、
益
田
氏
と
い
う
中
国
地
方
の
有
力
武
家
を
素
材
に
婚
姻
・
養
子
関
係
を

み
て
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
島
津
氏
の
婚
姻
・
養
子
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
ど
う
な

の
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

島
津
氏
の
婚
姻
形
態
と
し
て
は
、
一
つ
は
一
族
内
、
二
番
目
に
守
護
家
の
有
力
家

臣
、
三
番
目
に
国
衆
と
い
わ
れ
る
他
の
氏
族
と
い
う
よ
う
に
、
婚
姻
相
手
に
よ
っ
て

ほ
ぼ
三
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
島
津
義
久
の
三
人
の
子
、
義
久
は
息

子
が
い
ず
三
人
の
娘
が
い
ま
す
が
、
一
人
は
薩
摩
出
水
領
主
の
島
津
義
虎
の
室
で

す
。
も
う
一
人
は
彰
久
室
、
や
は
り
一
族
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
の
女
子
は

家
久
室
で
す
。
島
津
義
久
は
豊
臣
秀
吉
に
降
伏
し
、
そ
の
際
出
家
し
て
弟
義
弘
が
継

ぎ
ま
す
が
、
そ
の
義
弘
の
息
子
が
家
久
で
、
彼
が
島
津
家
を
継
承
し
て
い
く
わ
け
で

す
。
こ
の
家
久
と
島
津
義
久
の
娘
と
が
結
婚
し
た
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
意
味
の
あ

る
こ
と
で
す
。
林　

匡
さ
ん
が
も
う
少
し
後
の
江
戸
時
代
ま
で
追
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
島
津
氏
一
族
に
と
っ
て
、
女
性
を
介
し
て
嫡
流
の
血
統
と
繋
が
る
こ
と

が
、
大
変
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
島
津
氏
で
は
戦
国
最
末
期
の
義
久

の
段
階
で
も
一
族
と
の
婚
姻
は
あ
り
ま
す
し
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
室
町
時
代
段
階
で
は
、

か
な
り
一
族
間
の
結
婚
が
多
い
と
い
え
ま
す
。
た
と
え
ば
早
い
段
階
で
分
か
れ
た
一

族
伊
集
院
家
と
の
婚
姻
は
非
常
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

次
に
、
大
内
氏
と
島
津
氏
の
比
較
と
い
う
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
先

ほ
ど
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
大
内
氏
の
場
合
、
中
世
後
期
に
な
り
ま
す
と
益
田
氏

の
よ
う
な
国
衆
レ
ベ
ル
と
の
婚
姻
は
減
少
し
て
い
き
ま
す
。
大
内
氏
の
一
族
と
い
う

の
は
、
陶
氏
の
よ
う
に
家
臣
化
し
ま
し
て
、
こ
の
家
臣
化
し
た
一
族
は
、
結
婚
に
お

い
て
は
、
一
族
と
で
は
な
く
む
し
ろ
益
田
氏
の
よ
う
な
国
衆
レ
ベ
ル
の
者
と
す
る
と

い
う
よ
う
に
、
守
護
嫡
流
家
と
一
族
の
間
の
家
格
差
が
生
じ
て
き
ま
す
。
大
内
氏
の

嫡
流
家
は
他
の
守
護
家
、
山
名
・
細
川
氏
な
ど
と
の
結
婚
を
通
じ
て
、
室
町
幕
府
を

中
心
と
す
る
守
護
家
間
の
関
係
を
強
化
し
ま
す
。
大
内
氏
の
婚
姻
は
、
特
に
室
町
時

代
の
半
ば
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

で
は
、
島
津
氏
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
ま
だ
私
自
身
も
詳
細
に
見
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
結
論
的
に
指
摘
で
き
る
段
階
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
指

摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
一
族
間
の
婚
姻
も
国
衆
と
い
わ
れ
る
他
の
氏
族
と
の
婚
姻
も

中
世
最
末
期
ま
で
存
在
し
、
他
地
域
の
守
護
家
・
大
名
家
と
の
婚
姻
が
中
心
と
な
っ

て
く
る
大
内
氏
の
よ
う
な
傾
向
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
島
津
氏
の
一
族
と
い
う
の
は
、

中
世
の
後
期
に
な
っ
て
も
か
な
り
分
立
し
て
お
り
、
そ
の
間
の
婚
姻
は
多
数
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
国
衆
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
他
の
武
家
と
の
結
婚
で
は
、
た
と
え
ば
種
子

島
氏
や
入
来
院
氏
、
禰
寝
氏
と
い
う
よ
う
な
、
様
々
な
国
衆
と
結
婚
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
大
内
氏
と
島
津
氏
両
者
の
婚
姻
関
係
の
違
い
と
い
う
も
の
が
、
一
揆

と
も
相
関
関
係
を
持
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
お
話
し
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
大
内
氏
の

関
係
す
る
地
域
で
あ
る
中
国
地
方
の
一
揆
と
、
島
津
氏
関
係
の
薩
摩
・
大
隅
地
域
の

一
揆
を
比
較
し
た
と
き
に
、
中
国
地
方
で
は
、
大
内
氏
が
直
接
加
わ
る
よ
う
な
一
揆
、

あ
る
い
は
一
揆
契
状
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
島
津
氏
の
場
合
、

一
族
が
か
な
り
分
立
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
島
津
氏
が
直
接
一
揆
に
入
っ
て
い

る
契
状
と
い
う
の
が
戦
国
時
代
に
な
っ
て
も
結
構
あ
り
ま
す
。



−104−

　

二
つ
の
地
域
で
こ
の
よ
う
な
地
域
的
な
差
違
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
同
じ
中
世
後

期
の
、
戦
国
大
名
家
が
出
て
く
る
よ
う
な
他
の
地
域
と
さ
ら
に
比
較
し
て
み
る
と
興

味
深
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
戦
国
時
代
の
東
北
地
方
の
領
主
に
注
目
し
ま
し
て
、

小
林
清
治
さ
ん
と
い
う
方
が
、
東
北
地
方
の
様
々
な
武
家
が
ど
う
い
う
婚
姻
関
係
を

結
ん
で
い
る
か
、
そ
の
中
か
ら
ど
う
い
う
家
が
段
々
覇
権
を
握
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
一
つ
は
伊
達
氏
で
、
伊
達
氏
は
最
終
的
に
は
東

北
地
方
で
覇
権
を
握
っ
て
い
く
家
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
佐
竹
氏
と
い
う
の
も
伊

達
氏
よ
り
も
う
少
し
南
の
地
域
に
な
り
ま
す
が
、
覇
権
を
握
っ
て
い
く
よ
う
な
家
で

す
。
そ
の
よ
う
な
家
が
ど
う
い
う
養
子
や
結
婚
の
関
係
を
作
っ
て
い
る
の
か
、
い
ろ

い
ろ
研
究
を
さ
れ
て
い
ま
す
（
小
林
一
九
七
八
年
）。
ま
た
、
最
近
で
は
新
名
一
仁
さ

ん
が
、
ま
さ
に
こ
の
島
津
と
言
い
ま
す
か
、
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
地
域
を
対
象
に
婚

姻
と
武
家
の
結
合
関
係
を
研
究
さ
れ
て
い
て
、
戦
国
時
代
に
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
と
い
う

も
の
が
で
き
て
く
る
こ
と
を
、
婚
姻
関
係
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
と
づ
け
て
い
ま
す

（
新
名
二
〇
一
五
年
）。

　

こ
の
よ
う
に
政
治
構
造
を
婚
姻
・
養
子
関
係
で
あ
と
づ
け
る
と
い
う
研
究
が
、
こ

の
島
津
氏
支
配
下
地
域
を
は
じ
め
、
多
く
の
地
域
で
さ
ら
に
進
む
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。
さ
か
の
ぼ
っ
た
前
代
の
婚
姻
形
態
と
戦
国
時
代
の
そ
れ
が
違
っ
て
い
る
の
か

ど
う
か
、
近
世
に
な
る
と
変
化
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
東
北
地
方
・
中
国
地
方
と

い
っ
た
様
々
な
地
域
で
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
共
通
す
る
の
か
と
い

う
よ
う
な
研
究
が
さ
ら
に
進
展
す
れ
ば
、
大
変
お
も
し
ろ
い
成
果
が
出
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。　

　

以
上
、
最
後
は
少
し
駆
け
足
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
の
中
世
後
期
の
武
家
と
婚

姻
・
養
子
関
係
と
い
う
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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