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一 

 



 

我
國
に
お
い
て
は
古
く
よ
り｢

名
は
體
を
表
す｣

と
言
は
れ
、
人
の
名
は
、
そ
の
人
格
・
名
譽
・
精
神
を
も
表
現

す
る
も
の
と
し
て
極
め
て
重
要
と
さ
れ
て
來
た
。
こ
と
に
姓
氏
の
制
度
が
確
立
さ
れ
て
か
ら
は
、
門
地
・
家
系
・

傳
統
を
表
示
す
る
姓
と
個
人
を
表
現
す
る
名
と
の
連
體
に
よ
り
姓
名
が
一
層
重
要
な
意
義
を
も
ち
、
歴
史
の
中
に

定
着
し
尊
嚴
な
も
の
と
さ
れ
て
來
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

然
る
に
昭
和
二
十
年
の
敗
戰
と
、
そ
の
後
の
占
領
軍
に
よ
る
文
化
政
策
の
中
で
、
家
族
制
度
の
廢
絶
と
傳
統
的

日
本
文
化
の
中
斷
を
目
論
む
者
た
ち
が
、
日
本
語
の
改
造
・
ロ
ー
マ
字
化
・
英
語
化
を
期
し
、
そ
の
準
備
的
政
策

と
し
て
漢
字
改
廢
と
略
字
化
に
よ
る
當
用
漢
字
を
定
め
、
便
宜
主
義
的
現
代
假
名
遣
ひ
を
強
行
し
た
が
、
人
名
用

漢
字
の
制
度
も
ま
た
正
に
そ
の
思
想
に
立
つ
も
の
で
あ
つ
た
。 

然
も
こ
れ
ら
一
連
の
被
占
領
下
の
思
想
と
制
度
は
、
昭
和
二
十
七
年
の
講
和
條
約
成
立
の
後
も
、
依
然
復
舊
さ 

人
名
用
漢
字
に
關
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

れ
る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
國
民
の
閒
に
深
く
定
着
さ
れ
る
か
に
見
え
た
。
然
し
、
こ
の
非
日
本
的
文
化
政
策
は
、
法

的
強
制
力
を
行
使
す
る
國
公
立
學
校
・
諸
官
廳
及
び
戰
後
教
育
を
受
け
た
人
達
は
肯
定
し
使
用
し
て
も
、
國
語
を

正
統
に
あ
ら
し
め
や
う
と
願
ふ
多
く
の
國
民
は
快
し
と
し
な
か
つ
た
。
爲
に
政
府
は
昭
和
五
十
六
年
常
用
漢
字
を

採
用
し
て
、
強
制
々
限
か
ら
國
民
生
活
の
目
安
と
す
る
に
止
め
る
こ
と
と
し
た
が
、
こ
の
事
は
評
値
さ
れ
て
餘
り

あ
る
が
、
只
ひ
と
り
戸
籍
法
第
五
十
條
及
び
同
施
行
規
則
第
六
十
條
は
一
向
に
改
正
さ
れ
ず
、
爲
に
國
民
は
、
子

の
名
の
選
定
に
當
つ
て
今
も
な
ほ
不
法
に
し
て
不
合
理
な
制
限
を
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

か
く
て
は
思
想
及
び
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
憲
法
に
違
背
す
る
の
み
な
ら
ず
、
我
國
の
歴
史
的
美
風
と
民
族

的
傳
統
を
中
絶
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
一
日
も
早
い
法
の
改
正
が
待
た
れ
る
。 

一 

人
名
に
は｢

父
母
・
祖
父
母
・
祖
先
に
、
又
は
尊
敬
す
る
方
に
肖
つ
て
、
是
非
こ
の
文
字
を
使
ひ
た
い｣

と
い

ふ
信
念
と
も
言
ふ
べ
き
切
な
る
願
ひ
が
あ
る
が
、
現
行
戸
籍
法
は
こ
の
望
み
を
排
除
し
て
ゐ
る
。
戰
後
政
治
の 

つ
い
て
は
之
に
關
し
、
政
府
の
見
解
を
求
め
質
問
す
る
。 

四 

 



 

四 

或
ひ
は
大
幅
に
人
名
用
漢
字
を
増
加
す
る
考
へ
は
な
い
か
。
如
何
。 

三 

戸
籍
法
第
五
十
條
を
單
に
精
神
規
定
た
る
に
止
め
施
行
規
則
第
六
十
條
の
別
表
を
廢
止
す
る
考
へ
は
な
い 

か
。
如
何
。 

二 

國
民
に
し
て
そ
の
子
や
孫
の
出
生
に
當
り
、
初
め
に
選
ん
だ
名
が
戸
籍
法
施
行
規
則
に
定
め
る
二
、
一
一
一

字
の
中
に
な
い
と
し
て
受
理
さ
れ
ず
、
止
む
な
く
別
字
を
以
つ
て
し
た
例
、
或
ひ
は
、
豫
め
そ
の
智
識
が
あ
つ

た
た
め
、
又
は
知
人
等
の
助
言
に
よ
つ
て
、
初
め
よ
り
不
本
意
な
が
ら
二
、
一
一
字
の
中
か
ら
選
ん
だ
例
は
非

常
に
多
き
に
達
し
て
ゐ
る
。
政
府
は
速
か
に
こ
れ
ら
の
實
體
調
査
を
す
べ
き
と
考
へ
る
。
方
針
如
何
。 

基
本
的
方
向
は
、
戰
前
戰
中
よ
り
總
て
自
由
が
擴
大
さ
れ
て
來
た
。
然
る
に
唯
一
つ
、
こ
の
人
閒
と
し
て
の
當

然
の｢
出
生
の
時
點
に
お
け
る
選
名
の
自
由｣

が
否
定
さ
れ
て
ゐ
て
良
い
は
づ
は
な
い
。
政
府
が
尚
、
如
何
な
る

曲
論
を
展
開
し
續
け
や
う
と
、
そ
れ
は
法
權
力
に
よ
る
眞
實
へ
の
挑
戰
で
あ
る
。
仍
つ
て
こ
の
際
、
行
き
が
か

り
と
官
僚
的
面
子
を
捨
て
て
、
命
名
の
自
由
を
保
障
す
べ
き
も
の
と
信
ず
る
。
所
見
如
何
。 五 

 



 

 

六 
五 
文
部
省
が
選
ん
だ
常
用
漢
字
は
「
日
常
生
活
の
目
安
で
あ
り
強
制
は
し
な
い
」
と
し
て
ゐ
る
に
か
か
は
ら
ず
、

戸
籍
法
が
例
外
す
ら
認
め
ず
強
制
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
國
政
の
一
貫
性
・
整
合
性
に
缺
け
る
も
の
で
あ
り
改
め

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
如
何
。 

右
質
問
す
る
。 


