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こ
の
六
月
に
五
七
八
字
の
人
名
漢
字
を
追
加
す
る
提
案
が
政
府
か
ら
発
表
さ
れ
た
。
現
在
、
日
本
で
は
一
九
八
一
年
に
指

定
さ
れ
た
一
九
四
五
の
常
用
漢
字
以
外
に
二
八
七
字
が
人
名
漢
字
と
し
て
指
定
さ
れ
て
お
り
、
人
名
に
使
用
で
き
る
漢
字
は

こ
の
二
二
三
二
文
字
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
提
案
は
、
そ
の
人
名
漢
字
を
一
気
に
三
倍
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。 

 

こ
れ
は
多
様
な
文
字
を
名
前
に
使
用
し
た
い
と
い
う
国
民
の
要
望
を
背
景
に
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
苺
」
「
雫
」

「
芭
」
「
柑
「
遥
」
な
ど
は
要
望
に
適
合
す
る
も
の
の
、「
癌
」「
淫
」「
糞
」「
屍
」「
垢
」
な
ど
、
名
前
に
は
使
用
さ
れ
そ
う

に
も
な
い
文
字
が
多
数
あ
り
、
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
従
来
は
日
常
で

使
用
す
る
漢
字
を
制
限
し
て
き
た
方
向
か
ら
増
加
さ
せ
る
と
い
う
方
向
に
転
換
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

紀
元
前
一
世
紀
に
中
国
で
作
成
さ
れ
た
『
説
文
解
字
』
と
い
う
辞
書
に
は
九
三
五
八
種
類
の
漢
字
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

一
八
世
紀
に
清
朝
が
国
家
事
業
と
し
て
編
纂
し
た
『
康
煕
字
典
』
で
は
四
万
七
○
○
○
の
文
字
が
記
載
さ
、
さ
ら
に
中
国
で

最
近
出
版
さ
れ
た
『
中
華
字
典
』
で
は
八
万
五
○
○
○
の
文
字
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
一
人
の
人
間
が
記
憶
し
て
日
常
に
使

用
す
る
範
囲
を
は
る
か
に
超
過
し
た
字
数
で
あ
り
、
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
古
来
、
様
々
な
提
言
が
な
さ
れ
て
き
た
。 

 

と
り
わ
け
長
年
の
鎖
国
か
ら
開
国
し
て
欧
米
文
化
に
接
触
し
た
明
治
時
代
初
期
に
は
、
文
明
開
化
と
い
う
名
目
で
漢
字
を

廃
止
す
る
提
案
が
い
く
つ
も
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
郵
便
制
度
を
創
設
し
て
有
名
な
前
島
密
は
将
軍
徳
川
慶
喜
に
「
漢
字

廃
止
之
儀
」
を
提
言
し
、
近
代
軍
制
の
確
立
に
貢
献
し
た
学
者
西
周
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
採
用
に
熱
心
で
あ
り
、
初
代
文

部
大
臣
の
森
有
礼
は
日
本
語
廃
止
論
に
よ
り
、
英
語
を
国
語
に
す
る
提
案
ま
で
し
て
い
た
。 

 

そ
れ
以
後
も
漢
字
が
文
化
の
発
展
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
意
見
は
頻
発
し
、
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
長
で
あ
っ
た
石
原

忍
は
近
視
の
原
因
は
漢
字
に
あ
る
と
し
て
「
東
京
大
学
眼
科
教
室
式
新
か
な
文
字
」
を
提
案
し
て
い
る
し
、
作
家
の
志
賀
直

哉
は
終
戦
直
後
に
仏
語
を
国
語
に
す
る
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
漢
字
が
有
害
で
あ
る
と
い
う
意
見
と

妥
協
し
な
が
ら
成
立
し
た
の
が
、
現
在
の
常
用
漢
字
と
い
う
制
度
で
あ
り
、
漢
字
は
日
本
文
化
の
な
か
で
制
約
は
あ
る
も
の

の
維
持
さ
れ
て
き
た
。 

 

と
こ
ろ
が
最
近
に
な
り
、
漢
字
へ
の
別
種
の
脅
威
が
登
場
し
て
き
た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
普
及
で
あ
る
。
二
進
数
字
し

か
通
用
し
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
文
字
を
処
理
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
文
字
を
文
字
コ
ー
ド
と
い
わ
れ
る
二
進
数
字

に
変
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
大
小
の
文
字
と
様
々
な
記
号
を
合
計
し
て
も
数
百
種
類
の
文
字
コ

ー
ド
で
十
分
で
あ
る
が
、
数
万
に
も
な
る
漢
字
で
は
多
数
の
文
字
コ
ー
ド
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

現
状
で
は
二
バ
イ
ト
、
す
な
わ
ち
十
六
ビ
ッ
ト
の
桁
数
に
よ
っ
て
世
界
の
文
字
を
数
字
に
転
換
す
る
仕
組
が
採
用
さ
れ
て

い
る
結
果
、
漢
字
に
は
様
々
な
問
題
が
発
生
し
て
く
る
。
一
例
は
戸
籍
で
の
異
字
の
処
理
で
あ
る
。
代
表
事
例
は
渡
辺
の
旧

字
「
邊
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
三
○
程
度
の
異
字
が
あ
る
が
、
字
数
の
制
限
で
文
字
コ
ー
ド
が
一
貫
し
て
い
な
い
た
め
に
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
処
理
す
る
と
き
に
問
題
が
発
生
す
る
。
同
様
の
こ
と
は
古
典
書
籍
な
ど
を
デ
ジ
タ
ル
情
報
転
換
す
る
と
き

に
も
発
生
す
る
。 

 

時
間
と
と
も
に
言
語
は
変
化
し
て
い
く
し
、
そ
れ
を
記
録
す
る
文
字
も
変
化
し
て
い
く
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
文
化

の
基
礎
と
し
て
何
千
年
間
も
使
用
さ
れ
て
き
た
文
字
を
道
具
の
都
合
に
適
合
さ
せ
て
省
略
し
た
り
簡
素
に
す
る
こ
と
は
問

題
で
あ
る
。
日
本
、
中
国
、
韓
国
で
共
通
の
漢
字
コ
ー
ド
を
検
討
す
る
研
究
も
開
始
さ
れ
た
現
在
、
Ｉ
Ｔ
時
代
の
文
字
の
将

来
に
つ
い
て
明
確
な
意
思
が
必
要
で
あ
る
。 


