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「
変
体
仮
名
」
の
こ
と

こ
の
用
語
変
え
ま
せ
ん
か
？
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§
日
本
の
誇
る
古
典
な
の
に

明
治
三
十
三
年
、
当
時
の
文
部
省
が
出
し
た
「
小
学
校
令
施
行
規
則
」
に
よ
っ

て
仮
名
書
体
は
一
字
一
音
と
さ
れ
た
。
学
校
教
育
の
場
で
の
統
一
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
こ
の
時
は
ず
さ
れ
た
書
体
を
変
体
仮
名
と
い
い
、
そ
の
後
の
出
版
物
・
新

聞
雑
誌
か
ら
姿
を
消
し
た
。
以
来
、
こ
の
変
体
仮
名
を
読
め
る
の
は
研
究
者
か
書

家
な
ど
の
一
部
の
人
に
限
ら
れ
、
大
半
の
人
は
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
い
。

施
行
規
則
が
出
る
ま
で
の
千
年
間
の
書
物
は
、
こ
の
「
変
体
仮
名
」
を
使
用
し

て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
の
人
は
そ
れ
が
読
め
な
い
の
で
、
せ
っ
か
く

の
古
典
を
活
字
に
翻
刻
さ
れ
た
も
の
で
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
中
野
三
敏

九
州
大
学
名
誉
教
授
は
、
つ
ね
づ
ね
そ
れ
が
日
本
文
化
に
と
っ
て
大
き
な
マ
イ
ナ

ス
で
あ
る
こ
と
を
力
説
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
社
会
人
向
け
の
「
古
文
書
を
読
む
」
と
か
「
黄
表
紙
を
読
む
」
と
い
っ
た
講
座

や
、
大
学
で
の
国
文
学
や
近
世
史
な
ど
の
講
座
で
学
ぶ
し
か
な
く
、
中
野
先
生
も
想
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
人
の
せ
い
ぜ
い
〇
・
〇
一
％
以
下
し
か
「
読
む
」
こ
と
が
で

き
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

十
九
世
紀
ま
で
の
千
年
間
、平
仮
名
は
書
芸
術
と
し
て
も
扱
わ
れ
て
き
た
。文
字
を
美

し
く
書
く
こ
と
は
日
本
文
化
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
今
で
も
、
か
な
書
道
の
人
た
ち
は
「
変

体
仮
名
」
で
書
く
。
こ
の
美
意
識
の
対
象
だ
っ
た
文
字
を
「
変
体
」
と
い
う
た
め

に
、
ま
す
ま
す
一
般
の
人
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
変
態
」
と
同
音
だ

か
ら
だ
。
英
語
で
い
え
ばvariant

。
音
楽
な
ら
変
奏
曲
、
書
誌
な
ら
異
本
と
使
う
類

例
が
あ
り
、本
来
は
書
体
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
ほ
ど
意
味
な
の
だ
ろ
う
が
、用
語

が
美
し
く
な
い
。

似
た
分
野
で
、
表
音
仮
名
遣
い
に
対
し
て
「
旧
仮
名
遣
い
」
と
も
い
う
し
、「
歴
史
的

仮
名
遣
い
と
も
い
う
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
、「
歴
史
的
仮
名
書
体
」
と
か
「
古
典
か
な
」

な
ど
と
呼
称
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

§
コ
ー
ド
化
へ
の
動
き

用
語
の
見
直
し
を
い
う
の
は
、
今
、
こ
の
「
変
体
仮
名
」
を
文
字
コ
ー
ド
化
す
る
動
き
が
あ

る
か
ら
だ
。
こ
れ
ま
で
、
平
仮
名
は
一
字
一
音
だ
け
が
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
き
て
、
そ
れ
以
外

は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
変
体
仮
名
は
単
な
る
図
形
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
に
Ｊ
Ｉ
Ｓ
改
訂
（
い
わ
ゆ
るJIS

x
0213:2000

）
が
行
わ
れ
、
一
万
一
二

二
三
字
が
策
定
さ
れ
、
そ
の
う
ち
一
一
八
三
文
字
の
非
漢
字
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
非

漢
字
の
中
に
変
体
仮
名
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
一
応
議
論
の
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
た
よ
う
だ

が
、
見
送
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、JIS

x
0213

の
「解
説
」に
よ
れ
ば
、
「文
字
セ
ッ
ト
と
し
て
の
変
体
仮
名
の
レ

パ
ー
ト
リ
の
確
定
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
と
、
採
取
例
な
ど
に
基
づ
き
、

- 1 -



幾
つ
か
の
変
体
仮
名
を
追
加
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
場
合
で
も
、
『図
形
文
字
と
し
て
十
分
に

同
定
可
能
な
安
定
し
た
字
形
を
示
す
こ
と
』、
『変
体
仮
名
と
そ
の
も
と
と
な
っ
た
漢
字
の
草
書

体
と
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
』な
ど
が
困
難
で
あ
り
、
採
録
基
準
を
満
た
せ
な
い
と
判
断
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
変
体
仮
名
は
採
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
」と
あ
る
。
日
本
語
の
わ
か
り
に
く
い

文
だ
が
、
変
体
仮
名
は
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
書
体
が
あ
っ
て
特
定
す
る
の
が
困
難
な
こ
と
と
、

漢
字
の
草
書
体
が
変
化
し
た
も
の
な
の
で
、
元
の
漢
字
の
草
書
体
と
区
別
で
き
な
い
か
ら
、
と
い

う
こ
と
ら
し
い
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
一
面
を
持
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
子
供
た
ち
が
難
な
く
読
め
た
文
字
を
、
「
同
定
可
能
な
安
定
し
た

字
形
」
が
な
い
と
か
、
「
草
書
体
と
区
別
で
き
な
い
」
と
い
う
な
ら
、
ど
う
す
れ
ば
解
決
で
き

る
の
か
を
考
え
る
の
が
現
代
の
大
人
た
ち
の
智
恵
で
は
な
い
か
。

よ
う
や
く
、
今
、UN

IC
O
D

に
採
り
入
れ
る
方
向
で
検
討
が
具
体
化
し
て
き
た
。
古
い
人
名

に
は
変
体
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
、
戸
籍
の
た
め
に
は
以
前
か
ら
独
自
の
フ
ォ
ン
ト
が
用

意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
学
術
的
な
要
望
を
考
慮
し
て
こ
の
動
き
と
な
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。
私
と

し
て
は
大
い
に
応
援
し
た
い
。

左
の
図
は
『古
今
和
歌
集
』の
古
い
書
写
で
あ
る
『高
野
切
』の
あ
る
歌
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

の
釈
文
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
方
法
で
は
変
体
仮
名
部
分
を
字
母
と
な
る
漢
字
で
あ
ら
わ
し
た
。

「む
め
能
者
那
み
爾
こ
そ
支
つ
れ
う
く
ひ
春
の
ひ
と
く
ヽ
と
い
東
ひ
し
も
を
る
」

こ
れ
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
文
字
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
、
フ
ォ
ン
ト
が
あ
れ
ば
、

「む
め



み

こ
そ

つ
れ
う
く
ひ

の
ひ
と
く
／
＼
と
い

ひ
し
も
を
る
」

と
表
記
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
「む
め
の
は
な
み
に
こ
そ
き
つ
れ
う
く
ひ
す
の
ひ
と

く
／
＼
と
い
と
ひ
し
も
を
る
」と
近
代
仮
名
を
加
え
れ
ば
ば
よ
い
。

単
な
る
図
形
と
し
て
見
る
の
で
な
く
文
字
コ
ー
ド
化
し
て
お
け
ば
、
こ
う
し
て
文
章

に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
将
来
、O

C
R

（
文
字
読
み
取
り
シ
ス
テ
ム
）
で
和

本
や
古
文
書
が
読
み
込
め
る
よ
う
に
な
っ
た
さ
い
に
、
文
字
コ
ー
ド
が
有
効
で
あ
る
。

§
歴
史
的
仮
名
書
体
へ

今
、
古
典
籍
の
画
像
化
が
進
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ

れ
を
現
代
人
も
読
め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め

の
く
ず
し
字
が
読
め
る
人
材
は
余
り
に
少
な
い
。
そ
う
い
う
人
が
育
ち
、
歴
史
的
仮

名
書
体
・
古
典
か
な
を
親
し
め
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
ど
こ
で
も
気
軽
に
調
べ
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
の
ア

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
発
し
て
み
た
。
ま
だ
、
テ
ス
ト
版
な
の
で
、
不
十
分
だ
が
ご

覧
に
な
っ
て
ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
裏
表
紙
参
照
。

h
ttp://w

w
w
.book-seish

in
do.jp/kan

a/

入
門
書
の
多
く
は
五
十
音
順
に
仮
名
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
並
ぶ
よ
う
に
つ
く
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
何
の
字
な
の
か
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
調
べ
よ
う
が
な
か
っ

た
。
一
部
に
起
筆
・
起
点
順
に
書
体
を
探
す
辞
典
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
く
ず
し
字
一

般
に
有
効
と
思
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
方
法
で
作
り
直
し
て
み
た
。
そ
の
ほ
か
、
元
の

漢
字
母
字
か
ら
見
る
方
法
も
入
れ
た
。実
践
で
読
む
訓
練
の
た
め
の
実
例
ペ
ー
ジ
も

あ
る
。
ネ
ッ
ト
の
特
性
で
あ
る
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
を
生
か
せ
る
方
法
を
模
索
し
て
い

る
。
閲
覧
利
用
は
自
由
で
あ
る
。
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