
家
族
史
研
究
に
関
し
て
最
近
注
目
を
引
い
て
い
る
の
は
、
女
性
の
地
位
や

婚
姻
形
態
に
視
点
を
あ
て
た
〃
女
性
史
研
究
“
が
、
高
群
逸
枝
説
に
対
応
し

て
、
日
本
古
代
社
会
に
あ
っ
て
は
女
性
が
ま
だ
個
々
の
家
父
長
に
従
属
す
る

に
至
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
家
父
長
制
家
族
の
未
成
立
を
強
調
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
中
世
家
族
史
研
究
に
家
父
長
制
家
族
成
立
史
解
明
を

迫
る
所
と
な
ろ
う
。
私
自
身
、
家
父
権
力
の
存
在
と
家
族
内
部
へ
の
非
自
由

人
の
と
り
こ
み
と
い
う
女
性
史
研
究
と
は
や
や
異
な
る
指
標
に
よ
り
、
在
地

に
お
い
て
家
父
長
制
家
族
が
成
立
し
て
く
る
の
は
鎌
倉
中
期
以
降
で
あ
ろ
う

と
い
う
見
通
し
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
が
二
九
七
七
年
度
歴
史
学
研
究

大
会
）
、
そ
の
際
、
中
世
社
会
に
存
す
る
直
系
親
族
以
外
の
血
縁
者
や
非
血
縁

者
を
も
含
み
込
む
「
大
家
族
」
の
歴
史
的
評
価
を
め
ぐ
る
研
究
史
上
の
問
題

点
に
つ
い
て
十
分
言
及
で
き
な
い
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
点
は
大
家
族
内
部

の
性
格
を
、
奴
隷
制
的
な
も
の
と
み
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
家
族
共
同
体
的

な
も
の
と
み
る
べ
き
か
、
ま
た
そ
の
基
本
的
存
続
時
期
を
い
つ
ま
で
と
す
る

か
、
と
い
う
所
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
歴
史
認
識
上
の
相
違
は
古
代
の
「
世
帯

共
同
体
」
解
体
過
程
の
評
価
に
あ
り
、
奴
隷
制
説
が
、
そ
の
解
体
は
奴
隷
制

を
内
部
に
含
み
込
む
大
家
族
を
一
般
的
に
展
開
さ
せ
た
後
そ
の
解
体
の
中
か

ら
封
建
的
小
農
民
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
と
み
る
の
に
対
し
、
共
同
体
説
は

八
家
族
史
Ｖ
に
関
す
る
私
の
問
題
関
心

日
本
中
世
社
会
に
お
け
る
大
家
族
を
め
ぐ
っ
て磯

貝
富
士
男

そ
の
解
体
が
奴
隷
制
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
な
く
小
農
民
経
営
を
一
般
的
に
成

立
さ
せ
て
い
っ
た
と
見
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
議
は
封
建
制
成
立

論
に
関
連
し
て
中
世
に
お
け
る
基
本
的
再
生
産
単
位
を
如
何
な
る
も
の
と
み

な
す
か
、
と
い
う
点
に
主
眼
が
あ
り
今
日
か
ら
み
る
と
家
族
論
と
し
て
の
一

貫
し
た
視
点
を
備
え
て
い
た
も
の
と
は
い
い
難
い
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
論
議
は
中
世
の
大
家
族
内
部
の
社
会
関
係
評
価
を
め
ぐ

る
論
点
を
提
出
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
今
後
中
世
家
族
論
に
踏
み
入
る
に
際

し
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
点
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
主
要
論
者
と
し
て
は
、
階
級
的
に
み
る
説
の
流
れ
と
し
て
、
松
本
新

八
郎
・
石
母
田
正
↓
永
原
慶
二
（
旧
説
）
・
安
良
城
盛
昭
の
諸
氏
、
共
同
体

的
に
み
る
説
の
流
れ
と
し
て
藤
間
生
大
・
高
尾
一
彦
・
中
村
吉
治
↓
永
原
慶

二
（
新
説
）
の
諸
氏
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
論
者
の
中
で
中
世

後
期
ま
で
一
応
見
通
し
た
形
を
示
し
て
い
る
の
は
安
良
城
説
・
新
永
原
説
で

あ
る
が
、
一
九
六
○
年
の
新
永
原
説
以
降
こ
の
問
題
に
つ
い
て
新
し
い
展
開

が
み
ら
れ
て
な
い
と
い
っ
て
よ
い
状
態
で
あ
る
。
永
原
説
は
、
家
族
共
同
体

の
解
体
過
程
の
あ
り
方
を
封
建
制
成
立
史
論
と
し
て
理
論
的
に
明
ら
か
に
し

た
も
の
だ
が
、
解
体
後
の
家
族
論
に
及
ん
で
な
い
の
で
そ
の
後
存
在
す
る
大

家
族
は
単
な
る
家
族
共
同
体
の
残
存
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
安

良
城
説
は
そ
の
解
体
過
程
の
あ
り
方
が
理
論
的
・
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ

な
い
ま
ま
家
父
長
的
奴
隷
制
の
大
家
族
の
一
般
的
成
立
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

私
は
家
族
共
同
体
の
崩
壊
・
変
質
の
中
か
ら
階
級
関
係
を
含
み
込
む
大
家
族

が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
形
成
過
程
を
具
体
的
に
示
す
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
東
京
学
芸
大
附
属
高
校
・
日
本
中
世
史
）
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