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今
年
度
も
日
本
文
学
科
の
主
任
を
務
め
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
、
下
野
で
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
今
年
度
日
本
文
学
科
は
、
新
た
に
専
任
講

師
と
し
て
、
高
橋
啓
太
先
生
を
お
迎
え
い
た
し
ま
し

た
。
昨
年
度
ま
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
三
、
四
回
生

ゼ
ミ
（
近
現
代
文
学
）
を
ご
担
当
い
た
だ
い
て
お
り

ま
し
た
明
里
千
草
先
生
に
替
わ
り
、
近
現
代
文
学
を

担
当
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
明
里
先
生
に
は
、

長
ら
く
本
学
科
の
運
営
に
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
お
若
い
高
橋
先
生
に
入
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
の
で
、
本
学
科
も
よ
う
や
く
専
任
教
員
が

橋
本
行
洋
（
日
本
語
学
）
、
下
野
（
書
道
）
と
の
三

人
体
制
に
な
り
、
平
均
年
齢
が
少
し
下
が
り
ま
し
た
。

ま
た
、
特
任
教
授
と
し
て
新
間
水
緒
先
生
（
中
世
）、

曽
根
誠
一
先
生
（
中
古
）
に
は
、
引
き
続
き
講
義
、 

ゼ
ミ
を
精
力
的
に
ご
担
当
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

       
 

ま
た
、
う
れ
し
い
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
、
今
年
度
日

本
文
学
科
は
定
員
五
十
名
を
越
え
て
六
十
二
名
の

新
入
生
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
入
学
式
後

の
四
月
五
日
に
は
、
恒
例
の
新
入
生
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
を
滋
賀
県
で
行
い
ま
し
た
。
大
学
よ
り
バ
ス

で
出
発
し
、
石
山
寺
参
観
を
し
た
後
、
ホ
テ
ル
会
場

で
昼
食
。
そ
の
後
、
学
科
説
明
、
単
位
登
録
指
導
、

新
入
生
の
自
己
紹
介
な
ど
を
行
い
、
最
後
は
ミ
シ
ガ

ン
に
乗
船
し
琵
琶
湖
遊
覧
を
楽
し
み
ま
し
た
。
あ
い

に
く
小
雨
模
様
で
し
た
が
、
新
入
生
同
士
の
交
流
を

は
か
る
良
い
機
会
に
な
り
ま
し
た
。 

近
年
は
少
子
化
の
影
響
を
う
け
、
本
学
も
学
生
募

集
に
関
し
て
き
び
し
い
状
態
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

大
学
ア
ピ
ー
ル
の
た
め
、
我
々
教
員
も
授
業
以
外
に

オ
ー
プ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
、
高
校
生
対
象
の
出
張
授

業
な
ど
、
忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。
受

験
生
に
来
年
度
も
今
年
度
の
よ
う
に
花
園
大
学
文

学
部
日
本
文
学
科
を
選
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
、
ま

た
、
入
学
し
て
く
れ
た
学
生
諸
君
に
は
、
「
花
大
に

き
て
良
か
っ
た
」「
日
本
文
学
科
選
ん
で
よ
か
っ
た
」 

と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
今
後
と
も
教
員
一
同 

ご
指
導
ご
鞭
撻
の
程
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

（
本
学
教
授
） 

             

着
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ご
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本
年
度
四
月
に
日
本
文
学
科
に
着
任
い
た
し
ま

し
た
、
高
橋
啓
太
と
申
し
ま
す
。
前
任
地
は
福
岡
県

の
北
九
州
市
で
す
が
、
生
ま
れ
も
育
ち
も
北
海
道
で

す
。
専
門
は
日
本
近
代
文
学
、
特
に
戦
後
の
戦
争
小

説
を
研
究
対
象
と
し
て
お
り
ま
す
。 

京
都
は
言
う
ま
で
も
な
く
古
典
文
学
ゆ
か
り
の

地
、
と
い
う
表
現
で
は
軽
す
ぎ
る
ほ
ど
古
典
文
学
と

密
接
な
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
が
、
近
代
文
学
と
の
縁

も
深
い
都
市
で
す
。
例
え
ば
、
梶
井
基
次
郎
「
檸
檬
」

の
主
人
公
「
私
」
が
最
後
に
立
ち
寄
る
の
が
京
都
の

丸
善
（
現
在
の
店
舗
と
は
異
な
る
場
所
に
あ
っ
た
よ

う
で
す
が
）
で
あ
る
こ
と
は
有
名
な
話
で
す
。
三
島

由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
法
然
院
に
は
谷
崎
潤
一
郎
の
墓
が
あ
り
ま
す
。

谷
崎
は
日
本
橋
出
身
の
江
戸
っ
子
で
す
が
、
関
東
大

花 

園 

大 

学 

日
本
文
学
科 
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震
災
を
機
に
関
西
（
京
都
や
神
戸
）
に
移
住
し
ま
し

た
。
『
痴
人
の
愛
』「
春
琴
抄
」『
細
雪
』
な
ど
の
代

表
作
は
、
全
て
関
西
移
住
後
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
文
学
科
で
は
、
三
、
四
年
生
に
対
し
て
演
習

を
通
し
て
指
導
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
前
任
校
に
は

人
文
学
系
の
学
部
が
な
か
っ
た
た
め
、
専
門
分
野
の

本
格
的
な
指
導
は
初
め
て
で
す
。
毎
回
手
探
り
状
態

で
演
習
に
臨
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
、
学
生
た
ち
は
意

欲
的
で
す
。
特
に
四
年
生
は
す
で
に
か
な
り
明
確
な

卒
業
論
文
テ
ー
マ
を
持
っ
て
お
り
、
頼
も
し
さ
す
ら

感
じ
ま
す
。
指
導
教
員
と
し
て
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を

感
じ
な
が
ら
も
、
専
門
課
程
の
学
生
と
向
き
合
う
面

白
さ
・
楽
し
さ
も
感
じ
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

花
園
大
学
で
の
新
し
い
仕
事
に
も
京
都
の
環
境

に
も
ま
だ
慣
れ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
諸
先
生
方

の
ご
指
導
・
ご
助
言
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
日
本
文
学
科

を
盛
り
立
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
卒
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。（
本
学
専
任
講
師
） 

             

  

誤
解
か
曲
解
か
、
そ
れ
が
問
題
だ 

後 

藤 

裕 

也 
  

本
年
度
よ
り
、
本
学
で
「
中
国
文
学
史
」
と
「
漢

文
学
」
の
授
業
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
後
藤
裕

也
と
申
し
ま
す
。
専
門
は
中
国
の
近
世
白
話
文
学
で
、

お
も
に
『
三
国
志
演
義
』
や
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
芝
居

と
歌
を
研
究
し
て
い
ま
す
。こ
の
た
び
、
本
「
通
信
」

に
寄
稿
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は

自
由
と
の
こ
と
で
す
の
で
、
い
つ
も
中
国
語
の
授
業

で
話
し
て
い
る
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 

そ
れ
は
、「
若
い
う
ち
は
ア
ジ
ア
に
行
け
」
で
す
。

こ
れ
は
私
が
学
生
時
代
に
見
た
、
あ
る
航
空
会
社
の

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
、
実
際
に
私
も
中
国
へ
一
年
近

く
留
学
し
ま
し
た
。
留
学
中
の
夏
休
み
、
一
ヶ
月
を

費
や
し
て
中
国
の
各
地
（
人
混
み
が
嫌
い
な
の
で
田

舎
ば
か
り
）
を
旅
行
し
ま
し
た
。
ひ
と
こ
と
で
言
え

ば
結
果
的
に
は
、
生
き
る
た
め
に
一
生
懸
命
な
人
々

を
見
る
旅
で
し
た
。
い
ま
も
う
一
度
行
け
と
言
わ
れ

れ
ば
絶
対
に
断
わ
る
よ
う
な
貧
乏
旅
行
で
し
た
が
、

そ
れ
も
ひ
と
え
に
若
さ
ゆ
え
乗
り
越
え
ら
れ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
旅
行
を
通
し
て
見
聞
き
し
、

感
じ
た
こ
と
は
、
い
ま
の
私
の
考
え
方
に
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
若
い
う
ち
に
は

柔
軟
な
感
受
性
が
あ
り
ま
す
。
時
間
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
何
よ
り
体
力
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
身

を
も
っ
て
ア
ジ
ア
を
感
じ
る
こ
と
は
、
き
っ
と
今
後

の
自
分
の
糧
に
な
る
と
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
。
自
分

の
考
え
方
が
し
っ
か
り
と
固
ま
っ
て
（
い
わ
ば
大
人

に
な
っ
て
）
か
ら
で
は
、
ア
ジ
ア
の
魅
力
と
効
果
は

半
減
す
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ぜ
ひ
皆
さ
ん
も

「
若
い
う
ち
は
ア
ジ
ア
に
行
」
っ
て
、
人
々
の
生
き

る
力
を
肌
で
感
じ
て
き
て
く
だ
さ
い
。 

 

こ
こ
で
唐
突
で
す
が
、
今
回
の
寄
稿
を
機
に
ネ
ッ

ト
で
確
か
め
ま
し
た
。
実
は
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
、

正
確
に
は
、「
タ
イ
は
、
若
い
う
ち
に
行
け
」
で
し

た
。
本
来
は
タ
イ
限
定
だ
っ
た
も
の
を
、
ど
う
や
ら

自
分
の
経
験
を
踏
ま
え
、
中
国
語
の
授
業
で
学
生
に

中
国
留
学
を
勧
め
る
た
め
に
、
都
合
よ
く
変
え
て
い

た
よ
う
で
す
。
本
当
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
っ
て
便
利

で
す
ね
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
か
の
孔
子
さ
ま
も
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「
過
ち
て
は
則
ち
改
む
る
に
憚

る
こ
と
勿
か
れ
」
と
。
こ
の
場
を
借
り
て
訂
正
し
、

お
詫
び
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

（
本
学
非
常
勤
講
師
） 
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私
の
大
学
時
代 

宮 

村 

茉 

美 
 

早
い
も
の
で
、
花
園
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
１
年

が
過
ぎ
ま
し
た
。
現
在
は
、
県
内
の
高
等
学
校
で
国

語
の
臨
時
講
師
を
し
て
い
ま
す
。 

 

書
道
を
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
小
学
生
の
時
に
習

字
教
室
に
通
い
、
高
校
生
の
と
き
に
は
書
道
部
に
所

属
し
、
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
見
て
い
て
楽
し
い

書
に
触
れ
、
書
道
の
楽
し
さ
を
知
り
ま
し
た
。
大
学

で
書
道
に
つ
い
て
よ
り
深
く
学
び
た
い
と
思
い
、
書

道
コ
ー
ス
に
入
学
し
ま
し
た
。
書
体
別
の
書
道
実
技
、

書
道
の
歴
史
や
理
論
な
ど
の
様
々
な
講
義
が
あ
り
、

４
年
間
書
道
に
つ
い
て
よ
り
深
く
学
び
ま
し
た
。
入

学
し
た
当
時
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
書
道
の
ス
タ

イ
ル
が
変
わ
り
、
戸
惑
い
と
不
安
の
毎
日
で
し
た
が
、

先
生
方
に
は
優
し
く
丁
寧
に
ご
指
導
い
た
だ
き
、
先

輩
や
同
級
生
に
は
沢
山
助
け
て
も
ら
っ
た
の
を
今

で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
書
道
部
に
所

属
し
、
作
品
を
批
評
し
合
っ
た
り
、
役
員
が
中
心
と

な
っ
て
部
員
が
一
か
ら
展
覧
会
を
つ
く
り
あ
げ
た

り
と
活
動
を
行
い
ま
し
た
。
私
の
代
の
役
員
は
人
数

が
少
な
く
、
一
人
で
抱
え
る
仕
事
が
多
か
っ
た
の
で
、

と
て
も
し
ん
ど
い
部
分
は
あ
り
ま
し
た
が
、
部
員
に

助
け
ら
れ
展
覧
会
を
つ
く
り
あ
げ
た
時
の
達
成
感

は
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
書
道
部
に
所
属
し
て

い
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
何
に
も
代
え
が
た
い

経
験
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 
 

４
回
生
に
な
る
と
、
卒
業
制
作
展
に
向
け
て
同
級

生
と
励
ま
し
合
い
な
が
ら
毎
日
を
過
ご
し
て
い
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
何
も
か
も
が
上
手
く
い
か
ず
、

壁
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
り
、
悩
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
ん
な
時
は
一
緒
に
頑
張
っ
て
き
た
同
級
生

の
存
在
は
と
て
も
大
き
か
っ
た
で
す
。
花
園
大
学
で

過
ご
し
た
４
年
間
は
、
言
葉
で
は
言
い
表
す
こ
と
の

で
き
な
い
濃
い
思
い
出
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
先

生
方
・
先
輩
・
同
級
生
・
後
輩
に
恵
ま
れ
た
大
学
生

活
で
し
た
。 

 

今
は
、
国
語
の
臨
時
講
師
を
し
て
い
て
、
部
活
動

は
書
道
部
と
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部
の
顧
問
を
し
て
い

ま
す
。
２
年
目
で
、
あ
る
程
度
慣
れ
て
き
ま
し
た
が
、

毎
日
が
勉
強
で
色
々
な
発
見
が
あ
り
ま
す
。
書
道
部

の
指
導
で
は
、
大
学
時
代
に
勉
強
し
た
こ
と
を
生
か

し
、
生
徒
に
書
の
楽
し
さ
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う

に
日
々
指
導
し
、
こ
れ
か
ら
も
精
一
杯
励
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
二
〇
一
六
年
度
卒
業
生
） 

  
最
近
思
う
こ
と 

 

曽 

根 

誠 

一 
 

特
任
に
な
っ
て
、
二
年
目
に
な
る
。 

教
授
会
等
の
会
議
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
ゆ
っ
た
り

で
き
る
と
思
い
き
や
、
長
年
担
当
し
て
き
た
「
基
礎

講
読
」
を
手
放
し
て
、
新
た
に
「
日
本
文
学
概
論
」

を
受
け
持
っ
た
か
ら
、
昨
年
は
、
講
義
資
料
作
り
に

苦
労
し
た
。
惚
け
防
止
の
た
め
の
御
配
慮
（
？
） 

で

あ
っ
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。 

コ
ピ
ー
し
た
論
文
等
の
資
料
を
読
み
込
ん
で
、
ま

と
め
て
い
っ
た
の
だ
が
、
い
ろ
い
ろ
な
気
付
き
も
あ

っ
た
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、『
源
氏
物
語
』
桐
壺
巻

巻
頭
の
「
女
御
更
衣
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る

中
に
」
の
光
源
氏
の
母
桐
壺
更
衣
の
「
更
衣
」
は
、

村
上
帝
の
時
代
ま
で
は
存
在
し
た
が
、
冷
泉
帝
以
降

消
失
し
、
紫
式
部
が
活
動
し
た
一
条
帝
の
頃
に
は
、

昔
話
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
、
初
め
て
気
付
い
た
。

あ
る
会
で
話
し
た
ら
、
小
生
と
同
類
の
人
も
い
た
。

勿
論
免
罪
符
に
は
な
ら
ず
、
不
勉
強
を
大
い
に
恥
じ

入
っ
た
次
第
で
あ
る
。 

今
般
、
所
属
す
る
研
究
会
と
し
て
四
冊
目
の
共
著

と
な
る
『
好
忠
百
首
全
釈
』
を
刊
行
し
、
長
年
関
わ

っ
た
会
が
解
散
す
る
（
二
冊
目
の
『
恵
慶
百
首
全
釈
』

は
参
加
せ
ず
）
。
北
九
州
市
の
女
子
大
学
に
勤
務
し

て
い
た
時
、
長
崎
の
女
子
大
学
に
赴
任
し
て
い
た
友

人
と
、
下
関
の
女
子
大
学
に
勤
務
し
て
お
ら
れ
た
森

田
兼
吉
先
生
に
お
願
い
し
て
、『
為
頼
集
』
の
研
究

会
を
始
め
た
。
輪
読
を
初
め
て
一
年
足
ら
ず
で
、
小

生
は
不
義
理
を
し
て
、
花
大
に
移
っ
た
。
そ
れ
で
も
、

可
能
な
限
り
博
多
に
通
い
、『
為
頼
集
全
釈
』
の
刊

行
ま
で
は
関
わ
っ
た
。
三
十
年
程
前
の
話
で
あ
る
。 

筑
紫
平
安
文
学
会
の
同
人
は
、
長
い
時
間
の
流
れ

の
中
で
、
東
京
に
移
っ
た
り
、
京
都
に
移
っ
た
り
、

若
干
の
出
入
り
が
あ
っ
た
り
し
て
、
博
多
で
の
定
例

会
が
、
京
都
の
御
所
を
臨
む
研
究
室
で
開
催
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。「
筑
紫
」
は
、
今
の
実
態
に
そ
ぐ

わ
な
い
、
故
地
の
名
称
と
な
っ
た
。
新
規
の
同
人
を

加
え
な
い
方
針
で
や
っ
て
来
た
が
、
解
散
後
は
、
装

い
も
新
た
な
研
究
会
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
始
発

す
る
よ
う
で
、
老
残
の
身
に
は
眩
し
す
ぎ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。 

残
さ
れ
た
時
間
に
は
限
り
が
あ
り
、
現
在
、
科
学

研
究
費
を
得
て
調
査
し
て
い
る
『
竹
取
物
語
』
の
奈
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良
絵
本
・
絵
巻
の
研
究
を
進
め
て
、
こ
の
数
年
で
ま

と
め
上
げ
た
く
思
っ
て
い
る
。
人
の
活
動
に
は
、
時

期
が
あ
り
、
老
兵
に
な
っ
た
今
は
、
静
か
に
去
る
た

め
の
準
備
に
取
り
か
か
る
べ
き
時
に
差
し
掛
か
っ

て
い
る
こ
と
を
、
実
感
し
始
め
て
い
る
。 

そ
の
手
初
め
は
、
荊
妻
に
い
わ
れ
て
い
る
研
究
室

と
マ
ン
シ
ョ
ン
の
書
籍
の
問
題
な
の
だ
が
、
さ
て
、

如
何
に
し
た
も
の
や
ら
と
、
ビ
ー
ル
片
手
に
思
い
あ

ぐ
ね
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 

（
本
学
特
任
教
授
） 

  

京
の
玄
関
口
ど
す 

橋 
本 

行 

洋 
 

日
本
文
化
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
京
都
は
、
現
在
、

空
前
の
観
光
ブ
ー
ム
で
、
外
国
人
も
日
本
人
も
、
老

い
も
若
き
も
、
多
く
の
人
々
で
賑
わ
っ
て
い
る
。 

 

繁
華
街
の
立
ち
食
い
蕎
麦
屋
に
入
る
と
大
概
は

外
国
人
観
光
客
が
い
て
、
き
つ
ね
う
ど
ん
や
天
ぷ
ら

そ
ば
を
注
文
し
、
写
真
に
収
め
て
い
る
。
東
洋
人
が

箸
を
使
う
の
に
は
驚
か
な
い
が
、
西
洋
人
も
多
く
は

器
用
に
箸
を
操
っ
て
麵
を
す
す
っ
て
い
る
。
寿
司
を

は
じ
め
と
す
る
日
本
食
が
世
界
中
で
認
知
さ
れ
、
普

及
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
場
面
で
あ
る
。 

牛
丼
屋
に
行
く
と
、
客
の
大
半
が
中
国
人
、
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
牛
丼
は
今
や
中
国
全
土
で
食
さ
れ

て
お
り
、
彼
ら
は
慣
れ
な
い
日
本
食
に
飽
き
た
り
、

予
算
が
厳
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
食
べ
慣
れ
て
い
る

牛
丼
で
腹
を
落
ち
着
か
せ
る
。
本
場
の
牛
丼
を
、
中

国
よ
り
安
い
値
段
（
中
国
だ
と
並
盛
り
で
五
〇
〇
円

く
ら
い
）
で
食
べ
ら
れ
る
の
は
あ
り
が
た
い
。 

 

ま
た
、
外
国
人
観
光
客
が
「
あ
り
が
と
う
」「
す

み
ま
せ
ん
」「
い
く
ら
？
」
な
ど
の
日
本
語
を
上
手

に
使
う
場
面
に
も
し
ば
し
ば
出
く
わ
す
。
時
に
は

「
～
は
る
」
の
よ
う
な
京
都
弁
を
使
う
人
ま
で
い
る
。 

 
 

そ
ん
な
京
都
の
玄
関
と
も
言
え
る
京
都
駅
近
く

に
建
つ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
内
の
酒
屋
に
、写
真

に
示
し
た
掲
示
物
が
あ
っ
た
。「
京
都
限
定
の
日
本

酒
も
あ
る
ど
す
」
…
…
。
「
ど
す
」
は
「
で
す
」
の

交
替
形
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
京
都
限
定
の
日
本

酒
も
あ
る
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
等
し
い
。
つ

ま
り
「
ど
す
」
の
上
に
来
る
の
は
名
詞
か
、
せ
い
ぜ

い
形
容
詞
で
、「
あ
る
」
の
よ
う
な
動
詞
に
「
ど
す
」

が
付
く
こ
と
は
な
い
。
こ
の
台
詞
を
書
い
た
の
は
京

都
人
ど
こ
ろ
か
、
関
西
人
で
も
な
い
と
信
じ
た
い
が
、

あ
る
い
は
京
都
語
の
方
に
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る

の
だ
ろ
う
か
？ 

気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
本
学
教
授
） 

                   

編
輯
後
記 

 

◆
今
号
はwo

r
d

で
割
り
付
け
を
行
い
、
学
内
で
印

刷
し
ま
し
た
。
前
号
と
体
裁
が
一
部
変
わ
っ
て
い

る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
印
刷
所
に
出
し
た
場
合

に
比
べ
る
と
重
厚
さ
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
が
、
何
卒
御
寛
恕
く
だ
さ
い
。（
は
） 

◆
今
回
は
現
職
教
員
の
執
筆
が
多
い
号
に
な
り
ま

し
た
が
、
卒
業
生
の
宮
村
さ
ん
と
新
任
の
専
任
・

非
常
勤
の
先
生
方
か
ら
若
々
し
く
新
鮮
な
文
章

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
古
参
教
員
も
負
け
ず
に
が

ん
ば
っ
て
お
り
ま
す
。（
は
） 

 

『
花
園
大
学
日
本
文
学
論
究
』
第
10
号 

 

・
神
亀
二
年
難
波
行
幸
歌
群
の
性
質 

小
田 

芳
寿 

・
古
本
説
話
集 

本
文
と
注
釈 

 
 

― 

上
巻
第
六
話 

 

帥
宮
通
和
泉
式
部
給
事 

― 

新
間 

水
緒 

・
受
贈
図
書
目
録 

（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
～
二
〇
一
七
年
九
月
） 

 

◇
入
手
希
望
の
在
学
生
は
、
共
同
研
究
室
（
日
本

文
学
・
書
道
）
ま
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。 

◇
購
読
を
ご
希
望
の
方
（
卒
業
生
・
一
般
）
は
、 

 

花
園
大
学
日
本
文
学
科
あ
て
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。 


