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かつての地域文化創生本部

松
坂
文
化
庁
が
京
都
に
移
転
す
る
と
決
ま
っ
て
か

生
み
の
苦
し
み
を
経
験
し
、
組
織
と
し
て
結
実

し
て
き
た
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文
化
庁
の
京
都
移
転
に
備
え
た
先
行
組
織
と
し
て
設

置
さ
れ
た
地
域
文
化
剖
生
本
部
の
六
年
間
を
振
り
返

灼
、
そ
の
取
11組
み
を
新
，
文
化
庁
へ
と
つ
な
げ
て
い

く
観
点
か
ら
、
初
代
の
事
務
局
長
と
最
後
の
事
跨
局
長

に
よ
る
対
談
を
移
転
直
後
の
令
和
五
年
（
二

0
二
三
）

i

i

一
月
―
―
十
八
日
に
行
っ
た
。

一
方
、
文
化
庁
に
は
か
つ
て
地
域
文
化
振
興
課
と
い

う
祖
織
が
あ
り
、
後
に
芸
術
文
化
課
と
統
合
さ
れ
ま
し

た
が
、
お
祭
り
や
生
活
文
化
を
所
掌
事
務
と
し
て
お
り

ま
し
た
の
で
、
そ
の
復
活
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ま
し

た。
高
田
地
域
文
化
振
興
課
の
主
な
業
務
は
、
国
民
体

育
大
会
を
通
じ
た
地
域
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
よ
う
に
、

国
民
文
化
祭
を
全
国
で
展
開
し
て
、
地
域
に
文
化
芸
術

を
幅
広
く
普
及
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
国
民
を
啓

蒙
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
も
残
っ
て
い
た
気
が
し
ま
す
。

一
方
で
、
地
域
文
化
創
生
本
部
の
業
務
は
、
地
域
に
根

差
し
た
伝
統
行
事
や
地
域
発
の
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
な
ど

に
光
を
当
て
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が

強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
同
じ
地
域
振
嶼
で
も
目
線
・

意
味
合
い
が
少
し
変
化
し
ま
し
た
。

心
特
集
文
化
庁
京
都
移
転

寸
炎
交
il;

新
領
域
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
が
地
域
文
化

創
生
本
部
の
最
初
の
理
念

高
田
第
四
代
事
務
局
長
（
以
下
，
高
田
）
地
域
文
化

創
生
本
部
は
、
平
成
二
十
九
平
（
二
0
一
七
）
四
月
に

文
化
庁
の
京
都
移
転
に
備
え
た
先
行
組
織
と
し
て
設
置

さ
れ
、
令
和
五
年
三
月
の
移
転
実
施
に
伴
い
、
そ
の
役

割
を
終
え
る
こ
と
に
な
11
ま
し
た
。
地
域
文
化
創
生
本

部
の
機
能
は
参
祟
官
五
忘
堺
在
化
創
造
担
当
）
を
中
心
に

新
・
文
化
庁
全
休
に
引
き
継
が
れ
る
と
と
も
に
、
新
た

に
食
文
化
批
進
本
部
と
文
化
観
光
推
進
本
部
を
設
置
す

る
こ
と
で
一
層
の
振
興
，
発
展
を
図
っ
て
ま
い
り
ま

゜
、t
;

私
が
最
後
の
亭
袷
局
長
と
な
り
ま
し
た
が
、
初
代
の

事
務
局
長
と
し
て
、
設
置
当
時
の
状
況
を
改
め
て
振
り

返
っ
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

松
坂
初
代
事
務
局
長
（
以
下

5

松
坂
）
地
域
文
化
創

生
本
部
の
創
設
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
文

化
庁
が
積
梃
的
に
取
り
組
め
て
い
な
か
っ
た
領
域
に
つ

い
て
新
し
い
文
化
庁
と
し
て
や
っ
て
い
く
、
と
L

、
う
こ

と
が
最
初
の
理
念
に
据
え
ら
れ
ま
し
た
。
文
化
の
新
領

域
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
組
総
と
し
て
ヌ
タ
ー
ト
す
る
こ

ら
地
域
文
化
創
生
本
部
が
立
ち
上
が
る
ま
で
に
は
あ
ま

り
時
間
が
な
く
、
何
か
ら
ど
の
よ
う
に
始
め
る
の
か
、

新
し
い
文
化
行
政
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
う
す
る
の
か
、
現

在
進
行
形
の
施
策
を
ど
の
よ
う
に
切
り
出
し
て
も
っ
て

い
く
の
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
時
間
的

余
裕
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
り
あ
え
ず
京

都
に
行
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
京
都
に
拠
点
を
置
い

て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
う
ち
に
既
存
の
施
策
の
中
で
地

域
文
化
創
生
と
親
和
性
の
あ
る
も
の
を
京
都
へ
も
っ
て

い
こ
う
、
と
い
っ
た
感
じ
で
し
た
。
そ
の
結
采
、
し
ば

ら
く
し
て
、
伝
統
文
化
親
子
教
室
事
業
な
ど
を
地
域
文

化
創
生
本
部
で
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

高
田
立
ち
上
げ
当
初
の
理
念
を
ま
っ
す
ぐ
引
き
継

い
で
い
る
部
分
と
、
少
し
衣
替
え
し
た
か
な
と
思
え
る

部
分
の
両
方
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
食
文
化
と
文
化
観

光
は
地
域
文
化
創
生
本
部
が
京
都
で
育
て
た
後
、
東
京

で
そ
れ
ぞ
れ
参
事
官
組
織
が
発
足
し
ま
し
た
。
今
回
の

京
都
移
転
を
機
に
、
再
び
京
都
で
推
進
本
部
と
い
う
組

織
を
新
設
し
、
更
な
る
発
展
や
次
の
ス
テ
ー
ジ
を
目
指

し
た
動
き
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
、
食
文
化
を
含
む
生
活
文
化
に
つ
い
て
は
、
令

和
三
年
の
文
化
財
保
謹
法
の
改
正
に
よ
り
登
録
制
度
が

作
ら
れ
、
書
道
や
伝
統
的
酒
造
り
を
は
じ
め
と
し
て
実

際
に
登
録
が
進
み
つ
つ
あ
り
、
花
開
い
て
き
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
文
化
観
光
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
文
化
財
保
存

活
用
地
域
計
画
に
つ
い
て
は
、
令
和
―
二
年
あ
た
り
か
ら

認
定
数
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
（
令
和
四
年
度
末
現
在
九

六
市
町
を
認
定
）
。
先
行
例
を
参
考
に
取
り
組
む
地
方
公

共
団
体
が
か
な
り
増
え
て
き
て
お
り
、
地
方
自
治
体
に

お
け
る
作
成
割
合
も
最
終
的
に
は
全
体
の
一
割
か
ら
二

地
域
文
化
創
生
本
部
の
六
年
と
新
・
文
化
庁
に
向
け
て

高田行紀 第四代事務局長

と
が
、
地
域
文
化
創
生
本
部
の
最
初
の
形
だ
っ
た
と
考

え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
生
活
文
化
と
文
化
鵡
光
を
そ
れ
ぞ

れ
メ
イ
ン
と
し
た
二
つ
の
チ
ー
ム
で
ス
タ
ー
ト
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
と
は
別
に
総
括
チ
ー
ム
も
設

置
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
文
化
庁
の
京
都
移
転
に
つ

い
て
京
都
を
は
じ
め
と
す
る
関
酉
地
域
の
方
々
や
全
同

の
文
化
関
係
者
に
ど
れ
だ
け
広
報
で
き
る
か
、
と
い
う

意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

割
に
届
く
状
況
で
す
。
自
分
た
ち
の
地
域
の
文
化
財
、

即
ち
「
た
か
ら
も
の
」
を
き
ち
ん
と
把
捐
し
守
り
続
け

て
い
き
た
い
と
い
う
、
し
っ
か
り
し
た
意
識
を
も
っ
た

地
域
が
増
え
て
き
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

地
破
文
化
創
生
本
部
の
後
半
期
間
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ゥ
9

ー
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
る
影
蒻
を
大
き
く
受
け

ま
し
た
。
特
に
、
地
域
の
お
祭
り
と
い
っ
た
伝
統
行
事

で
開
催
中
止
が
相
次
ぎ
、
未
指
定
の
文
化
財
が
継
承
の

危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
急
遠
、
伝
詩

行
事
を
支
援
す
る
事
業
予
算
を
大
幅
に
増
や
し
て
対
応

し
た
と
こ
ろ
、
全
図
か
ら
感
謝
の
声
が
数
多
く
届
き
ま

こっ7ー
し

松
坂
走
り
な
が
ら
組
織
を
作
っ
て
き
た
形
で
す

が
、
い
わ
ば
新
し
い
文
化
庁
の
「
生
み
の
苦
し
み
」
を

経
験
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
そ
れ
が
組
織
と
し

て
結
実
し
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
化
庁
政
策
課

松坂浩史初代事務局長
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五
地
域
文
化
創
生
本
部
の
成
果
を
受
け
継
ぎ

J
>

文

化
の
幅
を
広
げ
て
い
く

京
都
で
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
が
自
然
に

生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る

高
田
京
都
移
転
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
東

京
一
極
集
中
の
是
正
と
い
う
目
的
な
ら
別
に
京
都
で
な

く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
」
と
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
世
界
遁
産
を
は
じ
め
有
形
無
形
の
文
化
財
が

豊
か
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
よ
く
説
明
し
て
い
ま
す
が
、

地
域
文
化
創
生
本
部
で
の
仰
務
を
振
り
返
っ
て
、
京
都

に
い
る
か
ら
で
き
る
、
京
都
に
い
る
か
ら
こ
そ
感
じ
ら

れ
る
、
と
思
わ
れ
た
こ
と
な
ど
は
あ
り
ま
す
か
。

松
坂
京
都
で
生
活
ず
る
こ
と
で
、
季
節
の
移
り
変

伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
て
、
一
ど
ん
な
も
の
が
来
て
も
負

け
な
い
」
と
い
う
強
い
基
盤
が
あ
る
か
ら
、
安
心
し
て

新
し
い
も
の
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
て

し
ょ
う
か
。

高
田
時
間
軸
も
違
う
と
思
い
ま
す
ね
。
二

0
0
0

翌
・
い
は
や
お

年
代
初
頭
の
河
合
隼
雄
文
化
庁
長
官
時
代
に
国
が
取
り

組
ん
だ
、
文
化
力
や
関
西
元
気
文
化
圏
構
想
の
取
り
組

み
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
京
都
移
転
も
移
転

で
は
な
く
、
明
治
維
新
以
来
の
「
お
か
え
り
」
と
い
う

感
覚
を
も
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

松
坂
文
化
庁
行
政
の
「
文
化
」
の
幅
に
比
べ
て
、

世
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
る
「
文
化
」
の
幅
は
も
っ
と

広
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
和
服
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
化
庁
行
政
の
中
で
は
、
古
い
時

代
に
作
ら
れ
て
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
遣
物
と
し
て
の

服
、
も
し
く
は
重
要
熊
形
文
化
財
と
し
て
伝
統
的
な
技

法
や
そ
の
技
法
で
作
ら
れ
る
服
そ
の
も
の
や
素
材
＇
デ

ザ
イ
ン
な
ど
と
分
類
し
て
い
く
こ
と
が
通
例
で
し
た

が
、
一
般
に
は
「
和
服
’
一
と
い
う
文
化
だ
と
理
解
さ
れ

て
い
ま
す
{
]
日
常
の
生
活
の
中
で
「
文
化
」
と
い
う
別

の
次
元
に
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
の
も
の
か
ら
、
文
化
と

し
て
捉
え
る
範
囲
を
広
げ
て
い
く
、
そ
の
辺
り
が
今
後

の
文
化
庁
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

多
様
な
生
活
の
文
化
が
残
る
京
都
に
生
活
す
る
こ
と

で
、
そ
れ
ら
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。圏

田
こ
れ
ま
で
の
文
化
庁
の
文
化
の
捉
え
方
に
は

か
な
り
縦
割
り
的
、
保
守
的
な
部
分
も
あ
り
、
総
合
的
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わ
り
や
伝
統
的
な
歳
時
記
の
よ
う
な
事
柄
、
日
本
の
蓋

か
な
菓
子
文
化
、
も
ち
ろ
ん
茶
の
湯
や
い
け
ば
な
等
、

お
祭
り
に
も
敏
感
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
文
化
に
関
す

る
情
報
が
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
京

都
府
や
市
の
瓜
輯
に
も
た
く
さ
ん
戟
っ
て
い
ま
す
し
、

街
を
歩
き
な
が
ら
で
も
大
い
に
感
じ
ま
す
。
東
京
で
は

普
段
生
活
し
て
い
て
地
域
の
お
祭
り
を
感
じ
る
こ
と
は

少
な
い
で
す
が
、
京
都
で
は
そ
れ
ら
を
感
じ
る
機
会
が

と
て
も
多
い
で
す
ね
。
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
の
様
々

な
側
面
が
、
自
然
に
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と

思
い
ま
す
。

高
田
ロ
ー
カ
ル
ニ
ュ
ー
ス
も
文
化
に
寄
せ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
時
が
あ
り
ま
す
。
神
社
仏
閣

で
の
様
々
な
催
し
な
ど
が
頻
繁
に
流
れ
ま
す
。

松
坂
日
本
が
本
当
に
文
化
甍
か
な
国
だ
と
い
う
こ

と
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま
す
よ
ね
。
文
化
庁
の
職
員

も
、
京
都
で
勤
務
し
始
め
る
と
、
「
そ
ら
そ
ろ
祇
園
荼

だ
な
」
と
か
「
お
茶
の
美
味
し
い
季
節
だ
な
」
と
か
、

言
い
始
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

高
田
教
育
課
程
に
携
わ
っ
て
い
る
職
員
も
、
是
非

京
都
の
文
化
庁
に
来
て
文
化
を
生
活
の
中
で
体
験
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す

L

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
我

が
国
の
伝
統
文
化
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
c

〗
子
習
指
導
要
領
の
解
説
や
教
科
書
＇
教
材
も
よ
り

深
化
，
充
実
す
る
で
し
ょ
う
。

松
坂
文
化
行
政
だ
け
で
な
く
、
生
活
関
係
の
竹
政

を
や
っ
て
い
る
人
も
京
都
勤
膀
を
体
験
し
だ
方
が
良
い

と
思
い
ま
す
。
東
京
に
あ
っ
て
京
都
に
は
な
い
、
と
い

う
も
の
は
な
い
し
、
逆
に
京
都
に
し
か
な
い
も
の
も
あ

り
ま
す
。

高
田

京
都
は
た
だ
単
に
伝
統
的
な
文
化
が
栄
え
て

な
視
点
が
欠
け
て
い
た
面
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
芸
術
（
ア
ー
ト
）
又
は
文
化
財
と
い
う
既
存
の
枠

に
腔
ま
ら
な
い
も
の
は
対
応
に
苦
慮
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

松
坂
確
か
に
文
化
庁
で
は
、
過
去
の
行
政
上
の
整

理
か
ら
、
芸
術
と
文
化
財
の
ど
ち
ら
に
近
い
の
か
、
と

い
う
視
点
で
考
え
て
し
ま
う
時
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
地
域
文
化
創
生
本
部
が
創
設

さ
れ
る
以
前
は
、
茶
道
・
華
道
・
書
道
と
い
っ
た
生
活

文
化
に
つ
い
て
も
、
ど
ち
ら
に
近
い
の
か
、
あ
る
い
は

い
る
地
域
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
市
内
を
少

し
離
れ
る
と
目
然
幾
か
な
町
や
村
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

に
い
る
と
、
東
京
、
京
都
、
地
方
と
多
層
的
に
日
本
全

体
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

松
坂
「
京
都
は
文
化
が
残
っ
て
い
て
い
い
ね
」
と

言
わ
れ
る
こ
と
は
多
い
で
す
が
、
自
然
に
残
っ
て
き
た

の
で
は
な
く
、
残
そ
う
と
努
力
し
て
き
た
か
ら
残
っ
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今
あ
る
大
事
な
も
の
に
目
を

向
け
る
き
っ
か
け
が
重
要
で
あ
り
、
今
あ
る
も
の
で
も

残
そ
う
と
し
な
か
っ
た
ら
残
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
私
た

ち
の
側
に
も
伝
統
的
な
良
い
も
の
を
受
け
止
め
る
力
が

損
な
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い

ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
受
け
手
側
の
文
化
力
を
高
め
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

高
田
「
京
都
は
進
み
過
ぎ
て
い
て
参
考
に
な
ら
な

い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
灯
ま
す
が
、
一
一
条
城
を
は

じ
め
と
す
る
世
界
遣
韮
や
文
化
財
な
ど
の
ユ
ニ
ー
タ
ベ

ニ
ュ
ー
（
非
日
常
的
な
特
別
感
を
有
す
る
施
設
や
会
楊
）
の

活
用
に
つ
い
て
は
、
京
都
が
進
ん
だ
お
か
げ
で
．
｀
地
元

の
関
係
者
を
説
得
し
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
声
も
聞
い

て
い
ま
す
。
文
化
庁
も
ユ
ニ
ー
9
.
7
ベ
ニ
ュ
ー
活
用
の
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成
し
、
周
知
し
ま
し
た
(
"
京
都
発
の

取
り
組
み
で
全
国
的
な
活
用
が
進
ん
だ
好
例
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

松
坂
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
京
都
は
古
い

伝
統
を
守
る
だ
け
で
は
な
く
、
新
し
い
も
の
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
い
る
街
、
い
わ
ば
古
く
て
新
し
い
街
だ
と
思

い
ま
す
。
小
学
校
跡
地
を
活
阻
し
た
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
も
そ
の
良
い
例
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
，
古
い

ど
ち
ら
に
も
近
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論

が
あ
り
ま
し
た
。
ど
ち
ら
の
フ
レ
ー
ム
に
も
当
て
は
ま

ら
な
い
の
な
ら
、
生
活
文
化
と
い
う
新
し
い
領
域
を
創

っ
て
い
こ
う
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
し
た
。

高
田
そ
こ
は
本
当
に
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
て
す
。
従

来
の
枠
か
ら
外
れ
て
新
し
い
制
度
を
作
る
と
疎
外
感
を

感
じ
る
人
た
ち
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
書
道
な
ど

は
文
化
財
保
護
法
の
世
界
の
中
で
登
録
無
形
文
化
財
と

し
て
の
地
歩
を
固
め
ま
し
た
が
、
今
後
、
無
形
文
化
財

の
枠
で
捉
え
ら
れ
な
い
生
活
文
化
の
分
野
が
出
て
く
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
に
ど
の
よ
う
な
知
恵
を
出
し
、

工
夫
が
で
き
る
か
、
今
か
ら
頭
が
痛
い
と
こ
ろ
で
す
。

一
方
で
、
松
坂
さ
ん
は
文
化
庁
の
課
長
補
佐
時
代
に

「
お
雑
煮
百
選
」
を
担
当
さ
れ
、
文
化
財
と
い
う
枠
組

み
と
は
別
に
、
一
般
の
方
を
巻
き
込
ん
で
日
本
文
化
を

再
認
識
す
る
取
り
組
み
を
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た

や
り
方
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

松
坂
「
お
雑
煮
百
選
」
は
、
文
化
庁
が
食
文
化
を

捉
え
た
萌
芽
的
な
施
策
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま

す
。
地
域
文
化
創
生
本
部
は
芸
術
や
文
化
財
と
い
っ
た

枠
を
離
れ
て
、
新
し
い
領
域
を
探
し
、
関
拓
す
る
組
織

だ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
京
都
移
転
後
も
、
一
層
文

化
の
幅
を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が

新
，
文
化
庁
の
役
割
で
あ
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

高
田
最
後
に
温
か
い
叱
咤
激
励
を
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
最
近
、
文
化
財
保
睦
法
的
な

観
点
で
物
事
を
捉
え
が
ち
で
し
た
が
、
今
日
の
対
談
で

原
点
回
帰
で
き
た
気
が
し
ま
す
。
京
都
移
転
後
の
新
，

文
化
庁
で
も
、
地
域
文
化
創
生
本
部
の
成
果
を
受
け
継

ぎ
、
お
話
の
点
も
含
め
て
心
を
新
た
に
し
つ
か
り
と
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

四
文
化
は
残
そ
う
と
し
て
き
た
か
ら
残
っ
て
い
る
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目
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◎
次
号
は
、
「
発
掘
調
査
の
新
技
術
」
を
特
集

し
ま
す
。
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