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日
本
人
の
姓
を
考
え
る 

  

中
国
や
韓
国
・
朝
鮮
は
、
今
も
昔
も
夫
婦
別
姓
で
あ
る
。
日
本
も
一
八

九
八
年
の
明
治
民
法
制
定
以
前
は
、
夫
婦
別
姓
だ
っ
た
。
現
在
の
夫
婦
同

姓
制
度
は
、
日
本
古
来
の
伝
統
で
は
な
い
。
明
治
以
降
、
西
洋
の
習
慣
に

合
わ
せ
て
採
用
さ
れ
た
比
較
的
新
し
い
制
度
で
あ
る
。 

 

だ
か
ら
夫
婦
別
姓
は
、
男
女
平
等
や
個
人
主
義
と
は
無
縁
だ
。
女
性
が

結
婚
後
も
ず
っ
と
父
親
の
姓
を
名
乗
り
続
け
る
の
は
、
儒
教
の
伝
統
で
あ

る
。 

 

夫
婦
別
姓
に
反
対
す
る
人
は
し
ば
し
ば
、
日
本
古
来
の
伝
統
に
根
ざ
す

家
族
の
一
体
感
の
大
切
さ
を
論
拠
に
す
る
。
逆
に
夫
婦
別
姓
に
賛
成
す
る

人
は
、
男
女
平
等
や
個
人
の
自
立
を
重
視
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ど
ち

ら
も
お
か
し
な
こ
と
だ
。
夫
婦
別
姓
こ
そ
が
日
本
古
来
の
伝
統
で
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
男
尊
女
卑
・
男
系
重
視
の
習
慣
な
の
だ
か
ら
。 

 

外
国
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
姓
の
習
慣
が
あ
る
。
私
の
ゼ
ミ
に
は
こ
れ
ま

で
、
姓
が
な
い
留
学
生
が
三
人
い
た
。
そ
れ
で
も
何
ら
不
便
な
く
暮
ら
し
、

家
族
へ
の
思
い
も
む
し
ろ
人
一
倍
深
か
っ
た
。 

 

中
国
や
韓
国
・
朝
鮮
に
な
い
日
本
古
来
の
伝
統
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
姓

が
極
端
に
多
彩
な
こ
と
だ
ろ
う
。
地
名
や
職
名
を
次
々
に
新
た
な
姓
に
し

て
き
た
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
日
本
の
伝
統
文
化
だ
が
、

今
で
い
え
ば
「
ポ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
」
や
「
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー
」
を
姓
に

す
る
よ
う
な
も
の
で
、
か
な
り
柔
軟
で
斬
新
な
感
覚
で
は
あ
る
。 

今
は
国
際
結
婚
も
増
え
、
ス
ポ
ー
ツ
で
は
サ
ニ
ブ
ラ
ウ
ン
さ
ん
や
ダ
ル

ビ
ッ
シ
ュ
さ
ん
が
活
躍
し
て
い
る
。
著
名
な
日
本
文
学
者
で
日
本
国
籍
を

取
得
し
た
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
さ
ん
は
、
「
鬼
（
き
ー
ん
）
」
と
名
乗
っ

て
い
た
そ
う
だ
。 

 

今
の
時
代
、
大
切
な
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
や
出
自
・
文
化
を

も
つ
人
が
皆
、
生
き
や
す
い
世
の
中
を
作
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に

は
、
姓
を
法
律
で
あ
ま
り
厳
し
く
規
制
し
な
い
方
が
い
い
と
思
う
。
そ
の

方
が
日
本
古
来
の
柔
軟
な
伝
統
に
あ
っ
て
い
る
上
、
男
女
平
等
も
実
現
し

や
す
い
だ
ろ
う
。 


