
　
　
　
人
名
用
繍
字
の
範
圍
見
直
し
に
對
す
る
公
開
意
見

　
使
用
で
き
る
繍
字
の
範
圍
を
定
め
、
そ
こ
か
ら
菽
脱
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
と
い
ふ
從
來
の
國
語
改
革

は
間
蕋
つ
て
ゐ
た
。
繍
字
は
「
字
」
即
ち
「
語
」
で
あ
り
、
「
語
」
は
即
ち
「
萃
念
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

字
を
制
限
す
る
と
言
ふ
こ
と
は
語
を
制
限
す
る
こ
と
、
萃
念
を
制
限
す
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
思
想
を
、
表

現
を
制
限
す
る
こ
と
に
繫
が
る
。
ま
た
、
一
擔
の
屁
示
に
よ
つ
て
、
國
語
國
字
を
い
ぢ
り
ま
は
す
や
う
な

こ
と
は
、
そ
も
そ
も
違
法
な
行
爲
で
は
な
い
の
か
。
屁
示
と
い
ふ
も
の
は
、
本
來
法
律
や
政
令
を
補
完
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
單
独
で
効
力
を
生
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。
人
名
用
繍
字
は
法

務
省
の
管
稍
の
や
う
だ
か
ら
、
問
題
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。

　一
、
個
々
の
字
體
に
つ
い
て

　
人
名
用
繍
字
表
に
新
た
に
膊
加
す
る
繍
字
の
字
體
は
、
正
字
（
館
謂
康
煕
字
典
體
）
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
米
國
に
敗
れ
て
國
語
改
革
（
と
い
ふ
名
の
文
化
破
輒
）
の
行
は
れ
る
ま
で
の
間
、

一
般
に
正
し
い
も
の
と
し
て
艷
用
し
て
ゐ
た
の
が
正
字
で
あ
り
、
正
假
名
遣
（
館
謂
芬
史
汞
假
名
遣
）
で

あ
つ
た
の
で
、
當
用
繍
字
表
で
略
さ
れ
な
か
つ
た
字
は
、
今
で
も
正
字
を
用
ゐ
る
の
が
一
般
に
正
し
い
態

度
で
あ
る
か
ら
だ
。
Ｊ
Ｉ
Ｓ
コ
ー
ド
表
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
徒
に
略
體
字
の
採
用
を
擴
大
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
繍
字
の
體
系
を
こ
れ
以
上
破
輒
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
戰
後
の
國
語
改
革
を
否
定
す
る
立
場

に
あ
る
が
、
羝
年
は
、
國
語
審
議
會
で
さ
へ
、
表
外
字
（
こ
の
言
ひ
方
は
再
ひ
で
あ
る
が
）
の
字
體
に
つ

い
て
は
私
と
同
じ
考
へ
で
あ
つ
た
や
う
に
思
ふ
。

次
に
、
不
適
切
な
字
體
と
そ
れ
に
代
へ
て
砦
用
す
べ
き
字
體
に
つ
い
て
述
べ
る
。
傳
統
汞
で
な
い
字
體
が

混
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
が
「
正
し
い
」
字
體
で
あ
る
と
の
一
般
の
燉
解
を
招
き
、
更
な
る
混
亂

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
直
し
案
を
斎
る
に
、
基
本
汞
に
私
の
主



張
と
同
じ
立
場
に
立
つ
て
、
字
體
の
蠏
定
を
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
國
語
改
革
の
暴
擧
の
芬

史
を
知
る
私
は
、
こ
れ
を
高
く
評
價
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
國
語
改
革
に
よ
る
混
亂
の
名

殘
と
思
は
れ
る
が
、
一
部
に
見
識
を
缺
く
と
思
は
れ
る
字
體
が
砦
用
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
の
で
、
修
正
さ

れ
る
こ
と
を
強
く
望
む
。

　
　
　●

桧
（
燉
字
・
俗
字
）
→
檜
（
正
字
）

　
「
桧
」
と
い
ふ
字
體
は
、
會
を
会
に
略
し
た
こ
と
に
よ
る
浚
推
の
結
果
で
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
に

砦
用
さ
れ
た
こ
と
が
疑
問
で
あ
る
。
繍
和
辭
典
（
一
九
八
七
年
發
行
「
岩
波
繍
語
辭
典
」
。

以
降
辭
典
辭
書
と
あ
れ
ば
信
て
同
書
に
よ
る
）
に
は
「
檜
」
を
正
字
と
し
、
「
桧
」
を
異

體
字
と
す
る
記
肓
が
あ
る
。
正
字
と
異
體
字
と
兩
方
を
砦
用
す
る
必
穀
は
無
い
。
正
字
の

み
を
砦
用
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
　
　●

侠
（
燉
字
・
俗
字
）
→
俠
（
正
字
）

「
侠
」
の
字
體
は
見
た
こ
と
が
無
い
。
何
處
で
誰
が
使
つ
て
ゐ
る
の
か
。
燉
字
俗
字
の
浚

が
採
用
さ
れ
て
、
正
字
が
砦
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
虔
憾
で
あ
る
。

　
　
　●

祢
（
俗
字
）
→
禰
（
正
字
）

「
祢
」
の
字
は
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
が
繍
和
辭
典
に
は
見
出
し
字
と
し
て
砦
用
さ
れ
て

ゐ
な
い
、
「
禰
」
が
正
し
い
。
「
禰
」
の
項
に
「
俗
に
略
し
て
「
祢
」
と
書
く
」
と
あ
る
。

「
祢
」
を
香
て
「
禰
」
の
み
を
採
る
べ
き
で
あ
る
。



　
　
　●

腔
（
辭
書
の
字
體
と
異
な
る
）
→
「
月
＋ 

捏
」
（
正
字
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
傳
統
汞
な
字
體
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
。
捏
の
部
分

が
傳
統
汞
な
字
形
「
捏
」
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
辭
書
で
こ
の
字
を
調
べ
る
と
「
八
」
の

字
の
部
分
が
異
な
る
。

●

噛
（
辭
書
に
な
い
の
で
燉
字
か
）
→
發
（
正
字
）

「
噛
」
の
字
形
は
辭
書
に
見
出
せ
な
か
つ
た
。
「
發
」
が
正
し
い
。
辭
書
に
な
い
や
う
な

字
を
登
札
す
る
こ
と
は
や
め
た
は
う
が
良
い
。
反
對
で
あ
る
。

　
以
　
上
　
　


