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結
婚
と
は
何
か
？　

と
て
も
身
近
な
事
柄
な
の
に
、

こ
の
問
い
に
答
え
る
の
は
意
外
と
難
し
い
。
例
え
ば
、

同
居
す
る
一
対
の
男
女
の
性
的
結
合
を
公
的
に
認
証

し
、
再
生
産
や
社
会
の
仕
組
み
の
基
礎
的
な
単
位
の
ひ

と
つ
と
す
る
こ
と
、
あ
た
り
で
は
ど
う
か
。
し
か
し
い

ま
や
、
男
女
の
ペ
ア
や
性
的
結
合
を
前
提
と
し
な
い
結

婚
も
珍
し
く
な
い
し
、
公
的
な
「
認
証
」
も
、
認
証
す

る
主
体
は
宗
教
か
ら
国
家
ま
で
多
様
で
、
事
実
婚
に
も

一
定
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
も

と
も
と
各
社
会
の
伝
統
的
な
結
婚
の
あ
り
方
は
多
種
多

様
で
あ
る
。
た
だ
定
義
の
難
し
さ
が
あ
る
と
し
て
も
、

結
婚
は
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
親
密
な
関

係
を
社
会
や
国
家
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
、
国

家
や
社
会
の
側
か
ら
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
統
治
や
社

会
生
活
の
単
位
を
確
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま

り
結
婚
は
、
ワ
タ
ク
シ
の
領
域
と
公
的
な
領
域
の
双
方

の
変
化
が
交
錯
し
、
そ
の
両
者
が
互
い
に
原
因
で
あ
り

結
果
で
も
あ
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
結
節
点
で
あ

る
。本

特
集
で
取
り
上
げ
る
社
会
の
多
く
は
、
現
在
、
急

激
な
変
化
の
た
だ
な
か
に
あ
る
。
欧
米
社
会
で
は
二
〇

〇
年
近
く
か
か
っ
た
近
代
か
ら
現
代
へ
の
変
化
を
、
ほ

ん
の
数
十
年
の
間
に
経
験
し
つ
つ
あ
る
社
会
も
少
な
く

な
い
。
人
口
転
換
、
産
業
構
造
や
政
治
シ
ス
テ
ム
の
変

化
、教
育
の
普
及
、そ
し
て
近
年
の
情
報
革
命
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
個
と
社
会
の
関
係
に
関
す
る

考
え
方
も
揺
れ
て
い
る
。
そ
の
速
さ
は
、
古
い
も
の
と

新
し
い
も
の
を
共
存
さ
せ
、
階
層
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
、

そ
し
て
個
人
レ
ベ
ル
で
の
大
き
な
亀
裂
や
ね
じ
れ
を
招

い
て
い
る
。
現
在
の
非
欧
米
社
会
で
起
き
て
い
る
家
族

や
結
婚
を
め
ぐ
る
多
く
の
現
象
を
、
西
欧
社
会
を
も
と

に
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
家
族
変
化
の
枠
組
、
す
な
わ

ち
伝
統
家
族
が
男
女
の
役
割
分
担
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

ク
・
ラ
ブ
を
前
提
と
す
る
再
生
産
に
特
化
し
た
近
代
家

族
へ
、
そ
し
て
福
祉
の
充
実
と
女
性
の
自
立
を
と
も
な

う
現
代
家
族
へ
と
変
容
す
る
と
い
う
論
理
で
説
明
す
る

こ
と
は
難
し
い
。「
結
婚
事
情
」
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を

深
く
掘
り
下
げ
、
錯
綜
す
る
現
象
を
全
体
と
し
て
理
解

す
る
た
め
の
新
し
い
理
論
的
な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。

前
世
紀
の
半
ば
に
生
ま
れ
た
私
の
世
代
の
女
性
の
多

く
は
、
二
〇
歳
台
半
ば
ま
で
に
結
婚
す
る
の
が
自
明
視

さ
れ
る
と
い
う
、
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
も
っ
と
も
標

準
化
さ
れ
た
結
婚
を
経
験
し
た
。
そ
れ
は
非
対
称
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
置
を
前
提
に
し
た
経
済
成
長
を
基
部
か

ら
支
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
今
振
り
返
る
と
、
そ
の

歴
史
的
な
特
殊
性
が
よ
く
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
日
本
を

含
め
多
く
の
社
会
に
お
い
て
結
婚
が
「
自
明
」
と
さ
れ

る
時
期
は
二
度
と
は
来
な
い
。
し
か
し
同
時
に
結
婚

が
「
自
明
」
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
親
密
な
関
係
の
持
続

性
を
少
し
だ
け
は
保
証
し
た
と
い
う
面
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
も
し
結
婚
が
、
当
事
者
が
互
い
を
認
め
、
変
わ
り

ゆ
く
社
会
の
な
か
に
「
ち
ょ
っ
と
だ
け
安
定
し
て
い
る

親
密
な
単
位
」
を
作
る
一
助
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
も

う
一
度
そ
の
意
義
を
考
え
直
し
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
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