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本誌に対するご感想、ご要望などがございましたら、上記本社内「イマジン21」編集部までお寄せください。 

わたしたちができる環境づくり 
自然との共存を図りながら 
限りある資源を大切に使い環境を守っていく― 
私たちは時代に役立つ企業であり続けたいと考えます 

奈良のことを、少しでも多く知ってもらいたい…という想いから始めたイマ

ジン21ですが、皆様のご協力によって、細々と年２回の発行を継続しています。

読んでいただいている皆様に改めて心から御礼申し上げます。

特に、リレー連載は奈良にご興味のある方にはじっくり読んでいただくに値

する玉稿だと、ご執筆いただいている諸先生には本当に感謝しております。

今回は、俳人芭蕉に造詣深い永井一彰先生にご執筆いただきました。芭蕉と

いえば、蕉風俳諧のひとつ、「不易流行」がありますが、「俳諧の特質は新しみ

にあり、その新しみを求めて変化を重ねてゆく「流行」性こそ「不易」の本質

である。」とあります。

経済人の一人として、私の座右の銘にしております。

永井先生の解説から、私自身学ぶべき多くを感じとりました。

素人づくりの小冊子ですが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 近東　宏光
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芭蕉と訪ねる世界遺産
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旅
の
俳
人
と
し
て
有
名
な
芭
蕉
は
、
そ
の

生
涯
に
於
い
て
奈
良
へ
も
た
び
た
び
足
を
運

ん
で
い
る
。

最
初
は
、
貞
享
元
年
八
月
か
ら
翌
二
年
四

月
に
か
け
て
の
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
折
で
、

こ
の
時
は
旅
の
同
行
者
で
あ
っ
た
千
里

ち

り

の
実

家
の
あ
る
竹
内
村
を
初
め
、
当
麻
寺
・
吉
野

山
の
西
行
庵
及
び
後
醍
醐
天
皇
御
陵
・
東
大

寺
二
月
堂
な
ど
を
訪
問
。
次
に
、
貞
享
四
年

十
月
か
ら
翌
五
年
（
元
禄
元
年
）
四
月
に
か

け
て
の
「
笈
の
小
文
」
の
旅
で
は
、
長
谷

寺
・
三
輪
・
多
武
峰

と
う
の
み
ね

・
細
峠
・
竜
門
・
吉

野
・
奈
良
・
唐
招
提
寺
・
在
原
寺
・
布
留
神

社
・
八
木
・
当
麻
寺
な
ど
を
回
っ
て
い
る
。

こ
の
後
も
芭
蕉
は
、
元
禄
二
年
十
一
月
末
に

伊
賀
か
ら
湖
南
・
京
都
へ
向
か
う
途
中
に
奈

良
へ
立
ち
寄
り
、
春
日
若
宮
御
祭
り
を
見
物
、

元
禄
四
年
二
月
に
は
伊
賀
か
ら
奈
良
へ
赴
き

薪
能
を
見
て
お
り
、
さ
ら
に
元
禄
七
年
九
月

に
は
芭
蕉
最
後
の
旅
と
な
っ
た
難
波
行
の
途

次
に
奈
良
で
一
夜
を
明
か
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
芭
蕉
と
奈
良
は
縁
浅
か
ら
ざ
る
も

の
が
あ
り
、
彼
は
奈
良
の
地
に
多
く
の
名
吟

を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
幾

つ
か
を
紹
介
し
、
東
大
寺
・
唐
招
提
寺
･
興

福
寺
と
い
っ
た
世
界
遺
産
の
寺
域
を
芭
蕉
と

共
に
散
歩
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

お
水
取
り
の
松
明
で
有
名
な
二
月
堂
を
仰

い
で
立
つ
と
、
階
段
の
右
側
の
木
立
の
下
に

Imagin 21

水
取
や
籠
り
の
僧
の
沓く

つ

の
音

と
刻
ん
だ
芭
蕉
の
句
碑
が
建
っ
て
い
る
（
右

上
写
真
参
照
）。
後
世
の
人
が
建
て
た
芭
蕉

の
句
碑
に
は
、
句
形
を
誤
る
も
の
が
多
い
が
、

こ
れ
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
天
理
図
書
館
蔵
の

芭
蕉
自
筆
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に

二
月
堂
に
籠
り
て

水
と
り
や
氷
の
僧
の
沓
の
お
と

と
あ
る
の
が
正
し
い
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う

に
、
貞
享
二
年
二
月
中
旬
に
お
水
取
り
を
見

物
し
た
時
の
句
で
あ
る
。
誤
伝
を
生
ん
だ
原

因
と
し
て
、
前
書
き
に
「
籠
り
て
」
と
あ
っ

た
こ
と
、
そ
れ
に
「
氷
の
僧
」
と
言
う
い
か

に
も
こ
な
れ
な
い
表
現
が
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。「
氷
の
僧
」
と
は
「
余

寒
の
厳
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
深
夜
練
行
す
る

僧
を
表
現
し
た
」
と
す
る
大
谷
篤
蔵
氏
の
説

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。「
沓
の
お
と
」
は
練
行

衆
が
内
陣
で
履
く
差
懸

さ
し
か
け

の
音
で
あ
る
。
奈
良

は
も
と
も
と
寒
い
と
こ
ろ
、
そ
の
地
の
山
際

の
堂
内
で
余
寒
厳
し
い
季
節
に
行
に
励
む
僧

侶
の
様
子
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。
な
お
、
当

時
の
歳
時
記
に
よ
れ
ば
、
願
い
事
が
あ
れ
ば

一
般
の
人
で
も
お
籠
り
が
出
来
た
よ
う
で
、

芭
蕉
も
そ
う
い
っ
た
人
々
に
混
じ
っ
て
、
堂

内
に
参
籠
し
て
も
の
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、

こ
の
時
代
、
お
水
取
り
を
詠
ん
だ
句
は
た
い

そ
う
珍
し
い
。

貞
享
五
年
四
月
十
一
日
、
奈
良
を
立
っ
た

芭
蕉
は
こ
の
あ
と
在
原
寺
・
布
留
神
社
へ
と

向
か
う
の
だ
が
、
そ
の
途
中
に
唐
招
提
寺
に

立
ち
寄
り
鑑
真
和
上
像
を
拝
ん
だ
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
折
の
句
文
を
紀
行
文
『
笈
の

小
文
』
は
、
次
の
よ
う
に
伝
え
る
。

招
提
寺
鑑
真
和
尚
来
朝
の
時
、
船
中
七

十
余
度
の
難
を
し
の
ぎ
た
ま
ひ
、
御
目

の
う
ち
塩
風
吹
入
て
、
終
に
御
目
盲し

ひ

さ

せ
給
ふ
尊
像
を
拝
し
て
、

若
葉
し
て
御
め
の
雫し

づ
く

ぬ
ぐ
は
ば
や

衆
知
の
ご
と
く
、
鑑
真
は
来
日
の
志
を
立

て
て
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
難
に
遭
い
、
十
一
年

後
に
来
朝
。
そ
の
際
、
風
浪
・
炎
暑
な
ど
の

た
め
失
明
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
御
姿
の

像
が
開
山
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
（
前
頁
写

真
参
照
）。「
御
め
の
雫
」
は
盲
目
の
尊
像
が

涙
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
表
す
。

「
若
葉
し
て
」
に
は
、「
あ
た
り
一
面
に
若
葉

が
繁
っ
て
」
と
言
う
解
釈
と
、「
若
葉
で
も

っ
て
」
の
意
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
後
者
を
採
り
た
い
。
折
り
し
も
美
し
く
萌

え
出
る
柔
ら
か
な
若
葉
で
も
っ
て
、
涙
し
て

お
ら
れ
る
か
に
見
え
る
盲め

し
い

た
御
目
を
拭
っ
て

差
し
上
げ
た
い
、
と
い
う
の
が
芭
蕉
の
作
意

で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
に
は
、
自
分
と
は
辿
る
旅

路
は
異
な
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
に
道
を
究
め

よ
う
と
し
た
先
人
へ
の
共
感
が
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

元
禄
二
年
十
一
月
の
末
、
二
ヶ
月
ほ
ど
故

郷
伊
賀
上
野
に
滞
在
し
て
「
お
く
の
ほ
そ
道
」

の
旅
の
疲
れ
を
癒い

や

し
た
芭
蕉
は
、
門
人
路
通

を
伴
い
奈
良
に
出
て
春
日
若
宮
御
祭
り
を
見

物
し
て
い
る
が
、
こ
の
折
に
東
大
寺
の
大
仏

も
拝
し
た
ら
し
く
、
次
の
よ
う
な
句
を
書
き

残
し
て
い
る
。

南
都
に
ま
か
り
し
に
、
大
仏
殿
造
栄（

営
）

の

は
る
け
き
事
を
お
も
ひ
て

初
雪
や
い
つ
大
仏
の
柱
立

は
し
ら
だ
て

現
代
の
私
た
ち
は
大
仏
殿
に
納
ま
っ
た
大

仏
し
か
想
像
で
き
な
い
が
、
芭
蕉
が
拝
ん
で

い
た
の
は
露
座
つ
ま
り
雨
ざ
ら
し
の
大
仏
さ
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ま
で
あ
っ
た
。
歴
史
を
辿
っ
て
み
る
と
、
大

仏
殿
は
永
禄
十
年
の
三
好
･
松
永
勢
の
合
戦

で
炎
上
し
、
芭
蕉
没
後
の
宝
永
五
年
に
再
建

さ
れ
る
ま
で
の
約
百
四
十
年
間
、
大
仏
さ
ま

は
露
座
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
実
際
に
柱
立
て

が
行
わ
れ
た
の
は
や
は
り
芭
蕉
没
後
の
元
禄

十
年
の
こ
と
、
芭
蕉
が
訪
れ
た
元
禄
二
年
は

前
年
に
よ
う
や
く
釿

ち
ょ
う
な

始
め
が
あ
っ
た
ば
か
り

の
頃
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
釿
始
め
は
あ
っ
た

も
の
の
、
大
仏
の
修
理
も
殿
舎
の
再
建
も
進

め
ら
れ
る
気
配
も
な
く
、
御
仏
体
に
は
初
雪

が
は
ら
は
ら
と
散
り
掛
か
る
が
、
柱
立
て
が

行
わ
れ
る
の
は
い
っ
た
い
い
つ
の
こ
と
だ
ろ

う
と
嘆
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
句
、
元

禄
三
年
正
月
十
七
日
付
の
万
菊
丸
宛
芭
蕉
書

簡
に
は
、「
南
都
　
雪
悲
し
い
つ
大
仏
の
瓦

ふ
き
」
と
あ
り
、
こ
ち
ら
が
初
案
と
思
わ
れ

る
。「
雪
悲
し
」
と
言
う
表
現
か
ら
は
芭
蕉

の
嘆
き
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ
の
直
情

的
表
現
を
嫌
っ
て
、
後
に
「
初
雪
や
」
と
改

め
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
最
晩
年
と
な
っ
た
元
禄
七
年
の
秋
、

故
郷
伊
賀
上
野
に
あ
っ
た
芭
蕉
は
門
人
支
考

と
『
続
猿
蓑

ぞ
く
さ
る
み
の

』（
出
版
は
芭
蕉
没
後
の
元
禄

十
一
年
）
の
編
集
を
終
え
、
重
陽
の
節
句
の

前
日
に
奈
良
へ
と
向
か
い
猿
沢
の
池
の
ほ
と

り
で
一
夜
を
明
か
す
。
そ
の
時
の
様
子
を
、

同
行
し
た
門
人
支
考
は
『
笈
日
記

お
い
に
っ
き

』
に
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

九
月
八
日
　
難
波
津
の
旅
行
、
こ
の
日
に

定
ま
る
事
は
、
な
良
の
旧
都
の
重
陽
を
か
け

ん
と
な
り
。（
略
）
さ
る
沢
の
ほ
と
り
に
宿

を
さ
だ
む
る
に
、
は
い
入
て
宵
の
ほ
ど
を
ま

ど
ろ
む
。（
略
）
そ
の
夜
は
す
ぐ
れ
て
月
も

あ
き
ら
か
に
、
鹿
も
声
々
に
み
だ
れ
て
あ
は

れ
な
れ
ば
、
月
の
三
更
な
る
比
、
か
の
池
の

ほ
と
り
に
吟
行
す
。

び
い
と
啼
く
尻
声

し
り
ご
ゑ

か
な
し
夜
の
鹿
　
芭
蕉

鹿
の
音
の
糸
引
き
は
え
て
月
夜
哉
　
支
考

支
考
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
九
月

八
日
を
奈
良
泊
ま
り
と
し
た
の
は
、
重
陽
の

節
句
を
奈
良
で
迎
え
た
い
と
い
う
芭
蕉
の
意

向
が
あ
っ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
の
夜
は
月
も

明
る
く
、
鹿
の
声
に
誘
わ
れ
て
猿
沢
の
池
の

ほ
と
り
に
出
て
真
夜
中
頃
に
詠
ま
れ
た
句
で

あ
る
。「
尻
声
」
と
は
、
長
く
後
に
引
く
声

の
こ
と
。
支
考
の
句
の
「
糸
ひ
き
は
え
て
」

も
同
じ
内
容
の
表
現
。『
古
今
集
』
に
「
奥

山
に
紅
葉
ふ
み
わ
け
鳴
く
鹿
の
こ
ゑ
き
く
時

ぞ
秋
は
か
な
し
き
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
恋
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
妻
恋
い
を
す
る

鹿
の
声
は
、
古
来
哀
切
極
ま
り
な
い
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
芭
蕉
の
句
も
そ
の
伝
統
に
則

の
っ
と

っ
た
も
の
で
、
び
い
と
あ
と
を
長
く
引
い
て

鳴
く
鹿
の
声
が
今
宵
は
と
り
わ
け
哀
切
に
聞

こ
え
る
こ
と
だ
、
と
い
う
の
が
そ
の
意
味
で

あ
る
。
な
お
、『
笈
日
記
』
に
は
去
来
・
正

秀
ら
の
門
人
た
ち
も
、
こ
の
芭
蕉
の
句
に
い

た
く
感
動
し
た
こ
と
を
併
せ
て
記
し
て
い
る
。

さ
て
、
翌
九
日
、
念
願
の
奈
良
で
の
重
陽

を
迎
え
た
芭
蕉
は
次
の
よ
う
な
句
を
残
し
た
。

菊
の
香
や
な
ら
に
は
古
き
仏
達

し
っ
と
り
と
落
ち
着
い
た
た
た
ず
ま
い
の

奈
良
の
菊
の
節
句
、
寺
々
の
仏
様
に
は
菊
の

花
が
手
向
け
ら
れ
、
い
か
に
も
古
き
都
に
ふ

さ
わ
し
い
こ
と
だ
、
と
い
っ
た
意
味
合
い
で

あ
る
。

こ
の
句
を
詠
ん
だ
あ
と
、
芭
蕉
は
支
考
と

共
に
く
ら
が
り
峠
を
越
え
て
大
阪
へ
と
向
か

い
、
約
一
ヵ
月
後
の
十
月
十
二
日
、
枯
野
の

遺
吟
を
残
し
て
こ
の
世
を
去
り
、
二
度
と
奈

良
の
地
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
無
か
っ

た
。

く
ら
が
り
峠
に
て

菊
の
香
に
く
ら
が
り
登
る
節
句
か
な

芭
蕉
は
、
こ
の
句
を
、
峠
の
ど
の
あ
た
り

で
口
ず
さ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
芭
蕉
は
、
奈
良
の
御
寺

み

て

ら

の
甍い

ら
か

が
秋
の

陽
射
し
に
輝
く
の
を
、
一
度
な
ら
ず
振
り
返

っ
て
眺
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
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永井　一彰［ながい　かずあき］

昭和二十四年岐阜県生まれ。
滋賀大学教育学部卒業。
大谷大学大学院博士課程単位修得満期退学。
現在、奈良大学文学部教授。総合研究所所長。
専門は、近世国文学（特に、俳諧・出版研究）。
『日本名句集成』（学燈社）『蕪村全集・連句編』
（講談社）などに執筆。

写真 総務部：門口　誠一
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1934年京都市に生まれる。 
1949年より同94年まで印刷
産業に従事。 
奈良県立短期大学（現奈良
県立大学）卒業。 
主著「井伏鱒二私論」「井
伏鱒二とその時代」 
「奈良大和路文学散歩」ほ
か。 
文芸評論家。 
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印
刷
文
化
は
文
化
の
裾
野
に
連
な
る
重
要

な
も
の
で
あ
る
が
、
肝
心
の
印
刷
産
業
の
経

営
者
じ
た
い
の
関
心
が
薄
い
こ
と
は
残
念
な

こ
と
で
あ
る
。

中
に
は
印
刷
文
化
に
対
す
る
知
識
も
広
く
、

そ
れ
こ
そ
大
学
の
教
壇
に
立
っ
て
も
不
思
議

で
は
な
い
人
も
い
る
が
、
そ
う
い
う
人
は
稀

で
、
大
部
分
は
通
り
一
遍
の
知
識
し
か
持
っ

て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

考
え
て
み
る
と
、
じ
ぶ
ん
の
職
業
の
歴
史

や
技
術
の
研
究
に
つ
い
て
関
心
を
持
つ
こ
と

は
、
ご
く
あ
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
逆

に
い
う
と
、
企
業
の
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
に

余
り
に
も
熱
心
な
こ
と
か
ら
、
つ
い
つ
い
原

点
を
忘
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

今
回
は
、
お
隣
の
国
、
つ
ま
り
中
国
の
印

刷
術
に
つ
い
て
の
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
が
国
は
中
国
か
ら

多
大
の
恩
恵
を
受
け
て
お
り
、
漢
字
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
食
文
化
を
は
じ
め
、
色
々
な

も
の
が
わ
が
国
に
入
っ
て
き
て
、
多
く
の
も

の
が
生
活
の
中
に
溶
け
こ
ん
で
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
中
国
の
印
刷
術
が
、
わ

が
国
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
知
る
に
は
若
干
書

物
の
世
話
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
の

ほ
ど
街
の
古
本
屋
さ
ん
で
恰
好
の
も
の
を
み

つ
け
た
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
よ
う
。

そ
れ
は
、
平
凡
社
と
い
う
出
版
社
の
、
東

洋
文
庫
と
い
う
う
ち
の
『
中
国
の
印
刷
術
』

１
・
２
と
い
う
二
冊
で
あ
る
。

以
前
（
と
い
っ
て
も
も
う
10
年
以
上
も
昔

の
こ
と
に
な
る
）
に
１
だ
け
し
か
手
に
入
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
偶
然
に
も
二
冊
セ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
を
み
つ
け
、
早
速
な

が
買
い
求
め
た
の
で
あ
る
。

だ
い
た
い
本
と
い
う
も
の
は
、
今
す
ぐ
に

役
に
立
た
な
く
て
も
、
買
っ
て
お
け
ば
い
つ

か
は
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
証
拠

に
今
回
の
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
取
り
上
げ
る
こ

と
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
の
著
者
は
Ｔ
・
Ｆ
・

カ
ー
タ
ー
と
い
う
人
で
、
す
で
に
故
人
に
な

っ
て
い
る
。

一
九
二
五
年
に
第
一
版
が
出
版
さ
れ
た
が
、

直
後
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
大
正

の
終
り
に
あ
た
る
。

そ
れ
で
、
こ
の
本
の
訳
注
に
は
薮
内
清
と

石
橋
正
子
の
二
人
が
あ
た
っ
て
い
る
が
、
薮

内
氏
は
明
治
39
年
生
れ
、
石
橋
氏
は
昭
和
13

年
生
れ
と
い
う
ふ
う
に
奥
付
に
は
記
載
さ
れ

て
い
る
。

カ
ー
タ
ー
の
第
一
版
は
欧
米
で
好
評
を
博

し
た
ら
し
い
が
、
わ
が
国
で
は
桑
原
武
夫
の

父
、
桑
原
隲
蔵
氏
が
い
ち
早
く
こ
の
本
を
読

ん
だ
と
、
訳
者
の
序
文
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
カ
ー
タ
ー
が
こ
の
研
究
を
行
っ
た

当
時
は
、
ま
だ
印
刷
術
の
研
究
の
歴
史
が
浅

く
、
充
分
な
内
容
と
は
い
い
が
た
い
が
、
そ

の
特
徴
と
し
て
は
、
世
界
史
的
規
模
に
お
け

る
紙
と
印
刷
術
の
歴
史
を
追
求
し
た
点
に
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
紙
の
発
明
か
ら
入
ろ
う
。

紙
の
発
明
は
一
〇
五
年
（
後
漢
、
元
興
元

年
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
し
か

し
、
こ
の
年
次
は
随
意
に
選
ば
れ
た
の
で
、

あ
ま
り
正
確
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
一
〇
五
年
は
蔡
倫
が
紙
の
発
明

を
皇
帝
に
正
式
に
上
奏
し
た
こ
と
か
ら
、
そ

う
な
っ
て
い
る
が
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
と

い
う
。
と
は
い
え
、
中
国
人
の
心
の
中
で
は
、

蔡
倫
の
名
前
と
紙
の
発
明
と
は
、
か
た
く
結

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
蔡
倫
が
発
明
し
た
紙
と
は
ど
ん
な
紙

な
の
か
。
そ
れ
は
、
古
い
ぼ
ろ
や
魚
網
を
く

だ
い
て
、
使
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
今

日
の
紙
の
常
識
か
ら
い
う
と
、
ま
だ
ま
だ

「
紙
」
と
い
う
に
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。

五
世
紀
の
范
曄
『
後
漢
書
』
宦
官
伝
に
見

え
る
紙
の
発
明
の
記
事
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

む
か
し
か
ら
文
字
は
一
般
に
竹
や
、
そ

の
当
時
「
紙
」
と
称
せ
ら
れ
た
絹
ぎ
れ
に

書
か
れ
た
。
し
か
し
絹
は
高
価
で
竹
は
重

く
、
い
ず
れ
も
不
便
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

蔡
倫
は
樹
皮
、
麻
、
ぼ
ろ
、
魚
網
を
使
う

こ
と
を
考
え
た
。
元
興
元
年
（
一
〇
五
）

に
彼
は
製
紙
術
に
つ
い
て
皇
帝
に
上
奏
し
、

そ
の
才
能
を
高
く
ほ
め
ら
れ
た
。
こ
の
時

か
ら
紙
は
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
蔡
侯
紙
」
と
呼
ば
れ
た
。

紙
が
発
明
さ
れ
る
以
前
は
、
絹
や
竹
が
使

わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
絹
は
高
く
つ
き
、
実

用
向
き
で
は
な
い
。
と
い
っ
て
、
竹
（
い
わ

ゆ
る
竹
簡
と
い
う
も
の
で
、
い
く
つ
か
を
紐

で
編
み
、
巻
い
て
保
管
し
た
）
で
は
重
す
ぎ

た
の
で
、
こ
れ
ま
た
あ
ま
り
感
心
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
竹
の
か
わ
り
に
木
を
用
い
、

木
簡
と
し
て
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
、
平
城

宮
跡
か
ら
の
出
土
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い

る
。近

年
で
は
木
簡
関
係
の
研
究
書
も
出
て
、

木
簡
に
つ
い
て
の
情
報
は
豊
か
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
木
簡
の
種
類
も
様
々
で
、
公
文
書

に
あ
た
る
も
の
か
ら
、
荷
札
に
あ
た
る
も
の

ま
で
、
範
囲
が
広
い
。

さ
て
、
木
版
印
刷
が
始
ま
る
ま
で
は
、
い

く
つ
か
の
段
階
が
あ
る
。

ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
が
摺
拓
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
ふ
つ
う
拓
本
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
手
順
と
な
る
。

摺
拓
は
い
ま
で
も
中
国
で
は
き
わ
め
て

簡
単
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
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は
疑
い
も
な
く
最
初
か
ら
変
わ
ら
な
い
や

り
方
で
あ
る
。
一
枚
の
薄
く
て
腰
の
強
い

紙
を
あ
ら
か
じ
め
水
に
湿
ら
せ
て
柔
ら
か

く
粘
着
性
を
持
た
せ
て
か
ら
碑
面
に
は
り

つ
け
る
。
堅
い
ブ
ラ
シ
で
石
の
く
ぼ
み
や

割
れ
目
に
お
し
入
れ
る
。
紙
が
乾
く
と
直

ぐ
に
絹
と
か
綿
で
作
っ
た
パ
ッ
ド
を
墨
に

浸
し
紙
の
上
を
軽
く
均
等
に
打
つ
。
最
後

に
紙
を
は
が
す
と
、
黒
地
に
白
く
完
全
で

し
っ
か
り
し
た
石
碑
の
拓
本
が
で
き
る
。

間
違
っ
て
も
、
碑
面
な
ど
に
べ
っ
た
り
と

墨
を
塗
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
拓
本
の
取
り
方
を
知
ら
な
い
輩
が
、
時

と
し
て
碑
面
に
墨
を
塗
っ
て
し
ま
い
、
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。
大
和
柳
生
の
徳
政
地
蔵
の
碑
面
な
ど
、

ひ
ど
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

紙
面
の
関
係
で
、
木
版
印
刷
に
移
る
こ
と

に
す
る
。
こ
の
本
に
よ
る
と
、
中
国
の
印
刷

術
が
誕
生
し
た
唐
朝
（
六
一
八
〜
九
〇
六
）

は
、
中
国
の
歴
史
に
お
い
て
も
っ
と
も
栄
光

に
み
ち
た
時
代
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

時
代
は
降
っ
て
馮
道
の
出
現
で
あ
る
。
彼

は
宰
相
と
し
て
儒
教
経
典
の
印
刷
を
命
じ
た
。

も
う
一
人
、
母
昭
裔
の
名
を
逸
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
忘
れ
ら
れ
な

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

彼
が
ま
だ
貧
乏
で
あ
っ
た
と
き
、
友
人
か

ら
『
文
選
』
を
借
り
よ
う
と
し
た
が
、
友
人

は
貸
す
こ
と
を
い
や
が
っ
た
。
彼
は
、
い
つ

か
じ
ぶ
ん
が
高
官
に
な
っ
た
と
き
、
木
版
で

そ
れ
を
印
刷
し
て
、
学
者
た
ち
が
入
手
で
き

る
よ
う
に
し
た
い
と
決
意
し
た
。

や
が
て
王
氏
に
仕
え
て
蜀
の
大
臣
に
な
っ

た
。
今
こ
そ
『
文
選
』
を
印
刷
す
る
と
き
だ

と
思
い
、
永
年
の
願
い
を
実
現
さ
せ
た
。
書

物
の
印
刷
は
こ
の
と
き
に
始
ま
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。

友
だ
ち
の
本
の
貸
し
惜
し
み
が
、
逆
に
本

の
印
刷
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
本
の
価

値
は
、
そ
れ
ほ
ど
貴
重
で
あ
っ
た
の
で
、
他

人
に
貸
す
こ
と
は
、
は
ば
か
ら
れ
た
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
儒
教
経
典
の
出
版
に
よ
る
結
果
、

大
規
模
な
印
刷
の
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
す
ぐ
れ
た
印
刷
技
術
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

宋
代
の
木
版
印
刷
は
、
そ
の
質
に
お
い

て
こ
れ
を
凌
駕
す
る
も
の
が
な
い
。
美
し

い
筆
蹟
が
完
全
に
印
刷
に
再
現
さ
れ
た
芸

術
家
肌
の
職
人
の
す
ぐ
れ
た
作
品
は
、
あ

ら
ゆ
る
時
代
の
手
本
と
な
っ
て
い
る
。
当

時
の
愛
書
家
が
筆
蹟
を
重
視
し
た
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
宋
板
の
奥
書
に
、
原

稿
を
書
い
た
書
家
の
名
が
著
者
や
印
刷
者

の
名
と
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
事
実
に
示

さ
れ
る
。
宋
代
は
ま
た
印
刷
技
術
の
改
良

の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も
注
目
さ

れ
る
創
意
は
活
字
の
印
刷
で
あ
っ
た
。（
後

略
）

印
刷
技
術
の
要
請
や
発
展
の
裏
に
は
、
宗

教
的
な
施
設
や
信
仰
者
の
存
在
を
抜
き
に
し

て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
僧
院
活
動
や
、
わ
が
国
の
宗
教

活
動
の
背
景
な
ど
を
み
て
も
、
共
通
す
る
面

が
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で

あ
る
。

第
１
巻
の
終
章
は
「
紙
幣
の
印
刷
」
に
あ

て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
中
国
で

も
っ
と
も
広
く
普
及
し
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
階

層
の
人
々
の
手
に
ふ
れ
、
さ
ら
に
マ
ル
コ
・

ポ
ー
ロ
や
、
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
旅
行

者
た
ち
の
注
意
を
ひ
い
た
初
期
の
印
刷
の
形

式
は
紙
幣
で
あ
っ
た
」
と
い
う
き
わ
め
て
明

皙
な
フ
レ
ー
ズ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
「
紙
幣
に
つ
い
て
論
じ
た
何
人

か
の
中
国
人
著
術
家
た
ち
は
、
紙
幣
は
硬
貨

以
外
の
形
式
を
代
表
す
る
通
貨
か
ら
自
然
に

発
展
し
た
と
考
え
て
い
る
。
彼
ら
は
し
ば
し

ば
「
白
鹿
皮
」〔
皮
幣
〕
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
西
暦
前
一
二
〇
年
に
漢
の
武

帝
が
す
べ
て
の
貴
族
に
強
制
し
て
買
わ
せ
、

貢
物
と
し
て
献
上
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
〔『
史

記
』
巻
三
〇
〕。
し
か
し
楊
聯
陞
博
士
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
鹿
皮
は
流
通
を
目
的
と
し
た

も
の
で
は
な
く
、当
然
貨
幣
と
は
い
え
な
い
。」

と
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
お
も
し
ろ
い
貨

幣
論
と
し
て
も
受
け
と
れ
る
の
で
あ
る
。
編

中
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
論
述
の
個
所
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

行
き
が
か
り
上
、
も
う
す
こ
し
付
き
合
っ

て
も
ら
お
う
。「
紙
幣
の
さ
ら
に
い
っ
そ
う
近

い
起
源
は
九
世
紀
の
初
年
に
は
じ
ま
り
、
進

奏
院
と
呼
ば
れ
る
政
府
の
役
所
に
現
金
を
預

け
た
商
人
に
「
飛
銭
」
す
な
わ
ち
手
形
が
与

え
ら
れ
た
。
こ
の
手
形
は
商
人
の
指
定
す
る

場
所
で
の
換
金
が
保
証
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が

紙
製
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。（
後
略
）」

わ
が
国
の
紙
幣
に
つ
い
て
は
、
紙
質
の
立
派

な
こ
と
や
、
印
刷
に
至
っ
て
は
贋
札
製
造
を

防
ぐ
た
め
、
高
度
な
印
刷
術
が
使
わ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
に
あ
る
「
飛
銭
」
な
ど
は
、
わ

が
国
の
藩
札
に
も
及
ば
な
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
中
国
の
印
刷
術
の
一
部
に
ふ
れ
た
。

途
中
、
大
幅
に
カ
ッ
ト
し
て
、
印
章
、
ス
タ

ン
プ
、
ロ
ー
ラ
ー
印
刷
、
等
省
略
し
た
が
、

こ
こ
で
は
名
称
の
み
に
し
て
お
く
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
書
が
中
国
人
で
は
な
く
、

英
語
圏
の
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
の

も
ひ
と
つ
の
驚
き
で
あ
る
。
ま
た
、『
中
国
の

科
学
と
文
明
』
を
書
い
た
ニ
ー
ダ
ム
博
士
が
、

カ
ー
タ
ー
の
こ
の
書
物
を
み
ず
か
ら
の
書
物

の
モ
デ
ル
と
し
て
取
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
も
、
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
訳
者
序
文
で
い
わ
れ
て
い
る
カ

ー
タ
ー
の
世
界
史
的
規
模
の
広
さ
で
あ
る
。

そ
れ
こ
そ
織
物
の
プ
リ
ン
ト
の
話
が
あ
る
か

と
思
え
ば
、
カ
ル
タ
の
印
刷
に
一
章
が
当
て

ら
れ
て
い
た
り
し
て
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大

き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

わ
た
し
を
こ
の
よ
う
な
印
刷
文
化
に
向
か

わ
し
め
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
長
い
間
印
刷
産

業
に
奉
職
し
て
き
た
こ
と
も
あ
る
が
、
も
う

ひ
と
つ
は
、
書
誌
学
者
で
印
刷
文
化
に
く
わ

し
い
庄
司
浅
水
氏
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。

次
回
は
、
こ
の
つ
づ
き
が
書
け
た
ら
と
思

っ
て
い
る
。
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二
〇
〇
三
年
に
テ
レ
ビ
開
局
五
〇
周

年
を
迎
え
、
テ
レ
ビ
局
は
こ
の
節
目
の

年
に
テ
レ
ビ
新
時
代
が
訪
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
デ
ジ
タ
ル
放
送
な

の
で
す
。

デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
向
け
て
、
そ
れ
に

対
応
し
た
テ
レ
ビ
が
こ
こ
数
年
普
及
し

て
お
り
ま
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
と
は

い
っ
た
い
な
ん
な
の
だ
ろ
う
か
？
と
い

う
疑
問
を
Ｑ
＆
Ａ
方
式
で
探
っ
て
行
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
概
略

二
〇
〇
三
年
末
の
東
京
・
大
阪
・
名
古
屋

の
三
大
都
市
圏
に
お
け
る
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ

レ
ビ
放
送
開
始
と
い
う
国
の
方
針
に
沿
っ

て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
二
〇
〇
三
年
十
二
月
一
日

か
ら
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
で
は
、
Ｂ
Ｓ

デ
ジ
タ
ル
放
送
で
実
現
し
た
高
品
質
・
高
機

能
な
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
て
地
域
密
着
型
の
デ

ー
タ
放
送
や
移
動
体
で
の
受
信
が
可
能
に
な

る
等
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
や
メ
リ
ッ
ト
が

展
開
さ
れ
ま
す
！

�
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
の
高
画
質
と
Ｃ
Ｄ
レ
ベ
ル

の
高
音
質

�
画
面
の
番
組
案
内
か
ら
、
関
心
の
あ
る
番

組
を
選
ぶ
こ
と
が
可
能
に

�
多
様
な
デ
ー
タ
放
送
（
全
国
向
け
と
地
域

向
け
）

�
ク
イ
ズ
番
組
へ
の
視
聴
者
参
加
や
ド
ラ

マ
・
映
画
の
リ
ク
エ
ス
ト
な
ど
の
双
方
向

機
能

�
標
準
画
質
テ
レ
ビ
放
送
の
多
チ
ャ
ン
ネ
ル
化

�
ゴ
ー
ス
ト
障
害
の
な
い
受
信

�
自
動
車
や
バ
ス
・
電
車
な
ど
で
の
移
動
体

や
携
帯
端
末
に
向
け
た
動
画
サ
ー
ビ
ス

Ｑ
１
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
家
庭
で
視
聴
す
る
た

め
に
必
要
な
も
の
は
何
で
し
ょ
う
か
？

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
は
、
Ｕ

Ｈ
Ｆ
の
電
波
で
放
送
さ
れ
る
の
で
、
Ｕ

Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
と
今
後
発
売
さ
れ
る
地

上
デ
ジ
タ
ル
放
送
用
テ
レ
ビ
を
設
置
す

れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｂ
Ｓ
・
Ｃ
Ｓ
デ
ジ
タ
ル
放
送
や
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
一
つ
の
機
器
で
受
信

で
き
る
チ
ュ
ー
ナ
ー
が
発
売
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
取

り
付
け
れ
ば
、
現
在
ご
利
用
の
テ
レ
ビ

で
も
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
は
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
、
屋

上
等
に
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
が
あ
っ
て
、

Ｕ
Ｈ
Ｆ
の
電
波
が
そ
の
ま
ま
家
庭
に
流

れ
て
い
れ
ば
、
現
在
の
テ
レ
ビ
に
デ
ジ

タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
取
り
付
け
る
こ
と

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ
２
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
電
波
の

特
徴
は
何
で
し
ょ
う
か
？

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
で
は
、

Ｅ
ス
ポ
障
害
と
い
わ
れ
る
外
国
電
波
に

よ
る
混
信
障
害
等
の
な
い
美
し
い
映
像

が
楽
し
め
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
デ
ー
タ

放
送
等
の
高
機
能
サ
ー
ビ
ス
や
携
帯
端

末
等
で
の
受
信
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
電
波
が
弱
く

な
る
と
そ
れ
に
合
わ
せ
て
映
り
も
悪
く

な
る
の
で
す
が
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
場

合
は
、
電
波
が
弱
く
な
っ
て
も
映
り
は

悪
く
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
極
端
に

電
波
が
弱
い
場
合
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
で

は
か
ろ
う
じ
て
映
っ
て
い
て
も
、
デ
ジ

タ
ル
放
送
で
は
ま
っ
た
く
映
ら
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
３
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
で
は
三
大

都
市
圏
の
電
波
は
ど
こ
か
ら
出
る
の
で

し
ょ
う
か
？

東
京
都
市
圏
で
は
ア
ナ
ロ
グ
放
送
と

同
じ
「
東
京
タ
ワ
ー
」
か
ら
デ
ジ
タ
ル

放
送
の
電
波
が
発
射
さ
れ
ま
す
。
大
阪

都
市
圏
で
は
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
と
同
じ

「
生
駒
山
」
か
ら
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
電

波
が
発
射
さ
れ
ま
す
。
名
古
屋
都
市
圏

で
は
、
名
古
屋
市
に
あ
る
テ
レ
ビ
塔
か

ら
ア
ナ
ロ
グ
電
波
が
出
て
い
ま
す
が
、

デ
ジ
タ
ル
放
送
は
瀬
戸
市
に
新
た
に
建

設
さ
れ
る
「
瀬
戸
デ
ジ
タ
ル
タ
ワ
ー
」

か
ら
電
波
が
発
射
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
４
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
で
使
う
チ

ャ
ン
ネ
ル
は
何
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
し
ょ
う

か
？デ

ジ
タ
ル
放
送
と
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が

共
存
す
る
期
間
は
、
Ｕ
Ｈ
Ｆ
の
チ
ャ
ン

ネ
ル
を
ア
ナ
ロ
グ
放
送
と
デ
ジ
タ
ル
放

送
と
で
共
有
し
て
い
き
ま
す
。

将
来
的
に
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
終
了

し
た
時
に
Ｕ
Ｈ
Ｆ
の
13
〜
52
（
も
し
く

は
54
）
ｃ
ｈ
を
使
っ
て
放
送
さ
れ
る
予

定
で
す
。

デ
ジ
タ
ル
放
送
用
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を

空
け
る
た
め
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送
が
現
在

使
っ
て
い
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
変
更
す
る

こ
と
を
ア
ナ
ア
ナ
変
更
と
言
い
ま
す
。

Ｑ
５
な
ぜ
地
上
放
送
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
る

の
か
で
し
ょ
う
か
？

デ
ジ
タ
ル
化
は
国
策
の
も
と
で
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
放
送
は
ア

ナ
ロ
グ
放
送
に
比
べ
て
優
れ
た
特
性
が

あ
り
ま
す
。
日
本
を
含
め
て
十
二
カ
国

で
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
開
始
さ
れ
て

い
ま
す
。

日
本
で
も
二
一
世
紀
を
「
Ｉ
Ｔ
の
時

代
」
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
地
上
デ

ジ
タ
ル
放
送
に
よ
っ
て
、
全
家
庭
の
テ

レ
ビ
が
置
き
換
わ
り
、
テ
レ
ビ
が
よ
り

身
近
で
使
い
や
す
い
Ｉ
Ｔ
端
末
と
な
っ

て
、「
Ｉ
Ｔ
社
会
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
」

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
化
は
電
波

の
有
効
利
用
を
可
能
に
し
ま
す
。
現
在

ア
ナ
ロ
グ
放
送
で
使
用
し
て
い
る
帯
域

を
二
分
の
三
ま
で
圧
縮
す
る
こ
と
が
で

き
、
残
り
の
帯
域
を
通
信
や
別
の
放
送

Imagin 21

地上デジタルテレビ放送のスケジュール

アナログ周波数変更

デ
ジ
タ
ル
放
送
の

Ｑ
＆
Ａ
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サ
ー
ビ
ス
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
の
で
す
。

Ｑ
６
デ
ジ
タ
ル
放
送
と
ア
ナ
ロ
グ
放
送
の
原

理
の
違
い
は
何
で
し
ょ
う
か
？

原
理
的
な
違
い
は
、
ア
ナ
ロ
グ
レ
コ

ー
ド
と
Ｃ
Ｄ
の
違
い
と
同
様
に
、
放
送

さ
れ
る
信
号
が
雑
音
に
弱
い
ア
ナ
ロ
グ

信
号
な
の
か
、
雑
音
の
ほ
と
ん
ど
な
い

ク
リ
ア
な
デ
ジ
タ
ル
信
号
な
の
か
と
い

う
点
で
す
。

ア
ナ
ロ
グ
は
信
号
の
大
き
さ
で
、
ま

た
デ
ジ
タ
ル
は
０
と
１
の
組
み
合
わ
せ

で
情
報
を
表
現
し
ま
す
。
ア
ナ
ロ
グ
に

比
べ
、
デ
ジ
タ
ル
は
品
質
の
保
持
、
情

報
の
圧
縮
や
多
重
、
検
索
が
容
易
と
い

う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

ア
ナ
ロ
グ
よ
り
高
品
質
な
映
像
や
音

声
、
デ
ー
タ
放
送
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が

可
能
な
の
で
す
。

Ｑ
７
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
Ｉ
Ｔ
機
器
と
の
接

続
は
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
？

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
受
信
機
は
、

イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
や
電
話
線
で
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
接
続
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
家
庭
か
ら
放
送
局
へ
の
反
応
を
迅

速
・
大
量
に
処
理
し
た
り
、
放
送
を
補

完
す
る
追
加
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
送
り
届
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
メ
ー

カ
ー
に
よ
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
閲
覧
で
き
る
機
能

を
持
っ
た
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
も
発
表
さ

れ
て
い
ま
す
。

ア
ナ
ア
ナ
変
更
（
ア
ナ
ロ
グ
周
波
数
変
更
）

に
つ
い
て

地
上
デ
ジ
タ
ル
を
放
送
す
る
に
は
、
新
た

に
デ
ジ
タ
ル
放
送
用
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
必
要

で
す
。
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
が
十
分

普
及
す
る
ま
で
は
、
現
在
の
地
上
ア
ナ
ロ
グ

放
送
と
並
行
し
て
放
送
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
従
っ
て
、
周
波
数
が
混
雑
し
て
い
る
地

域
な
ど
は
、
デ
ジ
タ
ル
と
ア
ナ
ロ
グ
の
電
波

が
混
信
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
地
域
で
は
、
混
信
が
起
き
な

い
よ
う
に
現
在
の
ア
ナ
ロ
グ
放
送
チ
ャ
ン
ネ

ル
を
別
の
ア
ナ
ロ
グ
放
送
チ
ャ
ン
ネ
ル
へ

「
引
越
し
す
る
」
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

引
越
し
に
伴
う
対
策
が
「
ア
ナ
ロ
グ
周
波
数

変
更
対
策
」（
ア
ナ
ア
ナ
変
更
対
策
）
で
す
。

Ｑ
８
ア
ナ
ア
ナ
対
策
は
誰
が
や
る
の
で
し
ょ

う
か
？

ア
ナ
ア
ナ
対
策
は
国
が
責
任
と
権
限

を
も
っ
て
行
な
う
事
業
で
す
。

対
策
の
事
務
全
体
は
、
総
務
省
の
指

定
機
関
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｂ（
�
電
波
産
業
会
）が

行
な
い
ま
す
。
地
域
で
の
受
信
対
策
は
、

Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｂ
の
現
地
事
務
所
と
現
地
業
務

受
託
者
、
そ
れ
に
工
事
を
統
括
す
る
工

事
統
括
者
の
三
者
か
ら
な
る
「
現
地
受

信
対
策
セ
ン
タ
ー
」
が
実
施
し
ま
す
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
や
民
放
は
、
各
地
域
の
「
地

上
デ
ジ
タ
ル
放
送
推
進
協
議
会
」（
総

合
通
信
局
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
民
放
の
三
者
を

中
心
に
構
成
）
の
一
員
と
し
て
、「
現

地
受
信
対
策
セ
ン
タ
ー
」
に
対
し
、
支

援
・
協
力
を
し
ま
す
。

Ｑ
９
「
受
信
対
策
」
は
誰
が
行
な
う
の
で
し

ょ
う
か
？

「
現
地
受
信
対
策
セ
ン
タ
ー
」
が
行

な
い
ま
す
。

Ｑ
10
各
家
庭
で
は
ど
の
よ
う
な
作
業
が
行
わ

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

「
現
地
対
策
セ
ン
タ
ー
」
の
作
業
担

当
者
が
、
各
家
庭
を
訪
問
し
、
現
在
使

用
し
て
い
る
す
べ
て
の
テ
レ
ビ
・
ビ
デ

オ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
プ
リ
セ
ッ
ト
の
変
更

を
行
な
い
ま
す
。
所
要
時
間
は
約
一
時

間
半
程
度
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
変

更
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
受
信
状
況
に
よ

り
ア
ン
テ
ナ
を
交
換
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

Ｑ
11
「
受
信
対
策
」
に
か
か
る
経
費
は
誰
が

負
担
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

ア
ナ
ア
ナ
変
更
対
策
に
か
か
る
経
費

は
、
基
本
的
に
国
が
負
担
し
ま
す
。

国
が
負
担
す
る
対
象
は
、
一
般
住
宅

の
ほ
か
、
学
校
、
病
院
、
老
人
ホ
ー
ム

な
ど
の
社
会
福
祉
施
設
が
該
当
し
ま

す
。
ホ
テ
ル
や
事
業
所
は
、
原
則
的
に

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
混
信
障
害
の
場

合
は
対
象
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
12
ア
ナ
ア
ナ
変
更
を
申
し
込
ま
な
か
っ
た

り
、
知
ら
な
か
っ
た
り
す
る
と
ど
う
な

る
の
で
し
ょ
う
か
？

ア
ナ
ア
ナ
変
更
対
策
の
申
請
を
し
な

い
と
国
費
に
よ
る
対
策
の
対
象
と
な
ら

ず
、
視
聴
者
が
自
ら
ア
ナ
ア
ナ
変
更
対

策
を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
ア
ナ
ア

ナ
変
更
対
策
を
し
て
お
か
な
い
と
、
中

継
局
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
変
更
後
は
、
現
在

見
て
い
る
テ
レ
ビ
が
見
ら
れ
な
く
な
り

ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
放
送
は
、
国
策
の
も
と
に
行
な

わ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
自
身
が
放
っ
て
お
く

と
テ
レ
ビ
が
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
案
内
な
ど
が
来
た
ら
積
極
的
に
デ

ジ
タ
ル
化
へ
向
け
対
応
し
、
美
し
い
画
像
の

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

※
Ｑ
＆
Ａ
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
Ｈ
Ｐ
よ
り
一
部
抜
粋
し
ま
し
た
。

対策実施の組織図

■大阪都市圏にお住まいの方
大阪・奈良地域受信対策センター：0120―623―522

滋賀・京都地域受信対策センター：0120―252―639

兵庫地域受信対策センター　　　：0120―540―700

和歌山地域受信対策センター　　：0120―815―108

香川地域受信対策センター　　　：0120―112―064

■東京都市圏にお住まいの方
茨城地域受信対策センター　　　：0120―771―797

栃木地域受信対策センター　　　：0120―401―293

群馬地域受信対策センター　　　：0120―357―488

埼玉地域受信対策センター　　　：0120―401―035

千葉地域受信対策センター　　　：0120―401―398

東京・神奈川地域受信対策センター：0120―401―350
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今
回
は
奈
良
県
内
大
学
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
を
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
単
に
一
言
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
っ
て
も
、
様
々
な
顔
を
持
っ
て
い
ま
す
。

大
学
生
な
ら
で
は
の
活
動
と
は
？
ま
た
大
学
生
に
と
っ
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
？

ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
…
。

●
奈

良

大

学
　
奈
良
大
学
附
属
幼
稚
園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル「
ユ
ー
カ
リ
」

●
奈
良
女
子
大
学
　
わ
か
た
け
会

●
奈

良

大

学
　
ユ
ニ
セ
フ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル

よ
り
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

Imagin 21

子
ど
も
を
見
て
い
る
だ
け
で
幸
せ
だ
と

い
う
学
生
�
も
い
ま
す
。」

Ｑ
、「
ユ
ー
カ
リ
」
と
い
う
名
前
は
変
わ
っ

て
い
ま
す
が
特
に
由
来
と
か
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
？

Ａ
、「
幼
稚
園
で
は
預
か
り
保
育
の
こ
と
を
コ

ア
ラ
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
コ
ア

ラ
の
エ
サ
と
な
る
ユ
ー
カ
リ
の
葉
に
ち

な
み
、
子
ど
も
た
ち
の
生
き
る
糧
と
な

井
坂
至
一
さ
ん
（
旧
四
回
生
）、
木
下
佳
也
さ

ん
（
旧
四
回
生
）、
�
森
美
和
さ
ん
（
三
回
生
）

の
三
人
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

Ｑ
、
活
動
目
的
・
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
、「
サ
ー
ク
ル
と
し
て
は
大
学
と
幼
稚
園
を

つ
な
ぐ
窓
口
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。
で
も
目
的
も
目
標
も
個
人
そ

れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
ね
。
�
教

職
を
め
ざ
し
て
い
る
学
生
�
や
�
た
だ

る
力
を
培
っ
て
い
こ
う
と
い
う
意
味
を

持
ち
ま
す
。
夕
方
帰
り
の
時
間
帯
で
の

活
動
で
、
縁
（
ゆ
か
り
）
あ
っ
て
、
な

ど
と
も
考
え
ま
し
た
（
笑
）。」

Ｑ
、
や
っ
て
い
て
良
か
っ
た
と
思
っ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ

い
。

Ａ
、
井
坂
さ
ん
「
卒
園
す
る
時
に
『
お
兄
ち

ゃ
ん
、
あ
り
が
と
う
』
っ
て
言
わ
れ
た

時
と
か
…
入
園
し
た
時
か
ら
ず
っ
と
見

て
き
た
子
ど
も
が
卒
園
す
る
と
き
は

涙
、
涙
で
し
た
。
幼
稚
園
の
先
生
と
同

じ
気
持
ち
で
す
ね
。
小
学
生
に
な
っ
て

か
ら
も
帰
り
道
に
ふ
と
会
っ
て
、
話
し

掛
け
て
く
れ
た
り
す
る
と
嬉
し
か
っ
た

で
す
。
あ
と
は
子
ど
も
の
成
長
を
見
る

時
と
か
…
話
し
出
し
た
ら
あ
と
二
時
間

は
話
せ
ま
す
ね
（
笑
）。」

木
下
さ
ん
「
私
達
の
年
齢
に
な
る
と
初

対
面
の
人
と
気
軽
に
話
し
た
り
し
な
い

で
す
け
ど
、
子
ど
も
達
は
無
心
で
『
遊

ぼ
う
！
』
っ
て
言
っ
て
く
れ
る
こ
と
で

す
。」

�
森
さ
ん
「
お
絵
描
き
の
時
間
に
私
に

内
緒
で
似
顔
絵
を
描
い
て
プ
レ
ゼ
ン
ト

し
て
く
れ
た
こ
と
で
す
ね
。
子
ど
も
な

り
に
も
自
分
た
ち
を
受
け
入
れ
て
く
れ

て
い
る
ん
だ
な
ぁ
と
感
じ
ま
し
た
。」

Ｑ
、
ず
ば
り
自
分
に
と
っ
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
は
�

Ａ
、
井
坂
さ
ん
「
居
心
地
の
良
さ
で
す
。
今
、

や
っ
て
い
る
こ
と
っ
て
奉
仕
活
動
で
は

な
く
、
た
ぶ
ん
昔
は
当
た
り
前
の
こ
と

だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
金
銭
的
な
関

わ
り
な
し
に
助
け
合
う
、
人
が
暮
ら
し

て
い
く
中
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
か
…
。
奉
仕
の
精
神
と
い
う
よ

り
も
自
分
の
居
心
地
の
良
さ
を
求
め
た

ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
な
っ
た
ん
で
す
。」

木
下
さ
ん
「
活
動
を
続
け
れ
ば
続
け
る

ほ
ど
二
倍
に
も
三
倍
に
も
楽
し
さ
を
覚

え
ま
す
。
た
だ
の
奉
仕
で
は
な
く
充
実

感
を
味
わ
え
る
も
の
で
す
ね
。」

�
森
さ
ん
「
人
と
の
つ
な
が
り
で
す
。

人
と
の
交
流
を
持
ち
た
い
と
思
っ
て
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
た
の
は
中
学
生
の

時
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
人
か
ら
学
ぶ
こ

と
っ
て
多
い
で
す
。
そ
れ
が
た
と
え
子

ど
も
で
あ
っ
て
も
…
。
今
も
交
流
を
大

切
に
し
て
色
々
吸
収
し
て
い
き
た
い
で

す
ね
。」

平
成
十
二
年
秋
よ
り
活
動
が
始
ま
り
、
平
成
十
五
年
五
月
に
、

サ
ー
ク
ル
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

奈
良
大
学
附
属
幼
稚
園
へ
行
っ
て
預
か
り
保
育
の
子
供
た
ち

の
遊
び
相
手
を
し
た
り
、
運
動
会
・
学
園
祭
な
ど
の
行
事
の
お

手
伝
い
が
主
な
内
容
で
す
。
幼
稚
園
の
先
生
や
職
員
の
方
、
保

護
者
の
方
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
預
か
り
保
育
…
保
育
時
間
後
も
延
長
し
て
お
子
様
を
預
け
る
こ

と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
）

■
奈
良
大
学
　
奈
良
大
学
附
属
幼
稚
園

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
「
ユ
ー
カ
リ
」
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ユ
ニ
セ
フ
奈
良
県
支
部
の
協
力
要
請
を
受
け

て
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。
募
金
（
最
近
で
は
イ

ラ
ン
地
震
復
興
支
援
募
金
な
ど
）
や
ユ
ニ
セ
フ

行
事
の
お
手
伝
い
、
絵
ハ
ガ
キ
や
カ
ー
ド
等
の

販
売
な
ど
が
主
な
内
容
で
す
。
校
外
だ
け
で
は

な
く
昼
休
み
や
放
課
後
を
利
用
し
て
校
内
で
も

活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
奈
良
大
学
　
ユ
ニ
セ
フ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル

昭
和
五
十
五
年
に
発
足
。
京
都
府
八
幡
市
に

住
む
軽
度
の
障
害
を
持
っ
た
子
供
た
ち
と
月
に

一
回
遊
ん
で
交
流
を
図
る
と
い
う
こ
と
が
主
な

内
容
で
す
。
子
ど
も
と
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
ペ
ア

を
組
む
の
で
保
護
者
の
方
と
活
動
計
画
を
立
て

た
り
、
子
ど
も
の
体
調
を
確
認
し
た
り
、
と
事

前
打
ち
合
わ
せ
は
入
念
に
さ
れ
ま
す
。
お
互
い

の
信
頼
関
係
が
成
り
立
っ
て
こ
そ
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
と
い
う
こ
と
で
す
。

■
奈
良
女
子
大
学
　
わ
か
た
け
会

多
賀
元
起
さ
ん
（
三
回
生
）
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。

Ｑ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
た
き
っ
か
け
は

何
で
す
か
？

Ａ
、「
僕
は
中
学
生
の
時
に
障
が
い
児
保
育

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
や
っ
て
い
た
か
ら

大
学
で
も
何
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た

い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
他
に
は
子
供

の
頃
に
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
を
や
っ
て
い

た
人
と
か
割
と
多
い
で
す
ね
。」

Ｑ
、
や
っ
て
い
て
良
か
っ
た
と
思
っ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
、「
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
い
か
な
い

け
ど
自
分
た
ち
の
や
っ
て
い
る
こ
と
で

少
し
で
も
喜
ん
で
も
ら
え
た
ら
、
と
思

う
と
嬉
し
い
で
す
。
援
助
を
通
し
て

色
々
な
人
に
会
え
て
、
交
流
の
輪
が
広

が
り
ま
す
ね
。」

Ｑ
、
募
金
な
ど
に
協
力
し
て
く
れ
る
人
っ
て

結
構
多
い
ん
で
す
か
？

Ａ
、「
う
〜
ん
、
年
々
減
っ
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
ど
う
し
て
も
み
な
さ
ん

『
身
構
え
』
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
も
っ

と
気
軽
に
援
助
し
て
い
た
だ
け
た
ら
あ

り
が
た
い
ん
で
す
け
ど
ね
。」

Ｑ
、
ず
ば
り
自
分
に
と
っ
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
は
�

Ａ
、「
気
軽
が
第
一
！
だ
れ
で
も
で
き
る
時

に
や
れ
る
だ
け
っ
て
い
う
の
が
僕
の
理

想
で
す
。
だ
れ
し
も
明
る
く
笑
っ
て
や

っ
て
い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
。」

大
江
美
季
さ
ん
（
三
回
生
）
に
お
話
を
伺
い

ま
し
た
。

Ｑ
、
具
体
的
な
活
動
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ

い
。

Ａ
、「
夏
は
プ
ー
ル
遊
び
を
し
た
り
秋
は
バ

ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
た
り
季
節
に
合
っ
た

遊
び
を
考
え
て
い
ま
す
。
最
近
は
お
料

理
会
で
ピ
ザ
作
り
を
し
ま
し
た
。」

Ｑ
、
凝
っ
た
お
料
理
を
作
ら
れ
て
い
る
の
で

す
ね
�

Ａ
、「
は
い
、
簡
単
に
つ
く
れ
る
ん
で
す
よ
。

子
ど
も
た
ち
は
こ
ね
た
り
す
る
作
業
が

好
き
な
の
で
、
そ
う
い
っ
た
点
で
も
み

ん
な
で
工
夫
し
て
い
ま
す
。」

Ｑ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
た
き
っ
か
け
は

何
で
す
か
？

Ａ
、「
阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
に
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
お
兄
さ
ん
・
お
姉
さ
ん
に
励
ま

さ
れ
た
こ
と
が
興
味
を
持
っ
た
き
っ
か

け
で
す
。（
大
江
さ
ん
は
兵
庫
県
北
淡

町
出
身
）。
あ
と
私
は
教
職
を
目
指
し

て
い
る
の
で
…
。
他
の
学
生
も
教
職
や

福
祉
関
係
を
目
指
し
て
い
る
人
は
多
い

で
す
ね
。」

Ｑ
、
や
っ
て
い
て
良
か
っ
た
と
思
っ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ
さ

い
。

Ａ
、「
子
ど
も
た
ち
に
喜
ん
で
も
ら
え
た
時

で
す
。
し
ゃ
べ
ら
れ
な
い
子
と
か
も
い

ま
す
が
笑
顔
を
見
た
時
は
嬉
し
い
で
す

ね
。」

Ｑ
、
今
後
の
目
標
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Ａ
、「
昨
年
よ
り
、
ま
た
新
し
い
こ
と
を
や

っ
て
み
た
い
で
す
ね
。
も
っ
と
子
ど
も

た
ち
に
喜
ん
で
も
ら
え
た
ら
…
と
思
い

ま
す
。
あ
と
は
部
員
み
ん
な
で
仲
良
く

や
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。」

今
回
、
色
々
な
学
生
さ
ん
か
ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
魅
力
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

共
通
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
奉
仕
活
動
を
す
る
と
い
う
よ
り
も
自
ら
を
向
上
さ
せ
る
た
め
で

も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
将
来
の
夢
へ
の
一
歩
で
あ
っ
た
り
、
色
々
な
交
流
を
通
し

て
視
野
を
広
げ
た
り
…
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
聞
く
と
身
構
え
て
し
ま

う
一
人
で
す
。「
奉
仕
」
と
い
う
言
葉
よ
り
「
た
だ
子
ど
も
が
好
き
だ
か
ら
」、「
気
軽
に
楽

し
く
で
き
れ
ば
い
い
」
と
い
う
自
然
な
心
が
大
切
な
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

取
材
・
営
業
部
　
野
村
　
早
香

奈良女子大学わかたけ会のみなさん。
先輩後輩のカベがなく、とても仲良しなんです。
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高
砂
や
こ
の
浦
舟
に
帆
を
あ
げ
て
―
（
高

砂
）人

間
五
十
年
、
下
天
の
内
に
較
ぶ
れ
ば
、

夢
幻
の
如
く
な
り
―
（
敦
盛
）

と
い
っ
た
謠
曲
（
謠う

た
い

）
の
一
節
は
よ
く
口
ず

さ
ま
れ
ま
す
が
、「
能
を
観
た
こ
と
は
」
と
問

わ
れ
る
と
、
ノ
ー
と
答
え
る
人
が
多
い
よ
う

で
す
。

「
能
」
は
「
猿
楽
能
」
を
約つ

づ

め
た
も
の
で
、

か
つ
て
は
猿
楽
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

そ
の
ル
ー
ツ
は
、
奈
良
時
代
に
唐
か
ら
伝
え

ら
れ
た
「
散
楽

さ
ん
が
く

」
と
い
わ
れ
、
正
倉
院
の

「
弾
弓
散
楽
図
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
奇

術
・
曲
芸
・
歌
舞
・
音
楽
な
ど
雑
多
な
内
容

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
わ
が
国
古
来
の
習
俗

と
融
合
し
、
平
安
時
代
に
笑
い
の
芸
能
に
中

心
が
移
る
に
つ
れ
て
、「
さ
る
が
く
」
と
変
化

し
、「
猿
楽
・
申
楽
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
い
ま
す
。

さ
ら
に
神
仏
習
合
の
思
想
に
伴
っ
て
、
寺

社
の
法
要
・
儀
式
と
結
び
つ
き
、「
翁お

き
な

猿
楽
」

や
「
呪
師

し

ゅ

し

猿
楽
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
り

ま
し
た
。

現
今
私
た
ち
が
み
る
能
は
、
南
北
朝
か
ら

室
町
時
代
は
じ
め
に
、
観
阿
弥

か

ん

あ

み

（
一
三
三
三

―
八
四
）
世
阿
弥

ぜ

あ

み

（
一
三
六
三
―
一
四
四
三
）

父
子
ら
が
京
都
へ
出
て
足
利
将
軍
義
満
の
後

援
を
得
て
、
大
和
猿
楽
が
都
で
流
行
し
た
こ

と
に
よ
り
ま
す
。
婆
娑
羅

ば

さ

ら

（
派
手
な
服
装
や

勝
手
な
振
舞
い
を
す
る
）
趣
味
の
武
将
た
ち

に
も
て
は
や
さ
れ
る
中
で
、
能
作
者
た
ち
は

物
語
性
の
あ
る
能
を
新
作
し
、
優
美
・
幽
玄

な
芸
術
性
を
探
求
し
ま
し
た
。

や
が
て
、
屋
根
の
あ
る
専
用
能
舞
台
、
独

特
な
面
・
豪
奢
な
衣
装
が
定
型
と
な
り
、
演

者
も
立
ち
方
を
つ
と
め
る
シ
テ
方
・
ワ
キ

方
・
狂
言
方
、
は
や
し
方
は
笛
・
小
鼓
・
大

鼓
・
太
鼓
と
、
七
つ
の
職
分
化
が
進
み
、
互

い
の
領
分
を
越
え
な
い
な
ど
の
垣
が
で
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
は
家
元
を
た
て
免
許
の
制

を
設
け
た
専
門
集
団
と
な
り
ま
し
た
。

夢
幻
能
と
い
っ
た
高
度
な
も
の
に
な
り
、

み
る
側
に
知
識
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な

り
ま
し
た
。
大
の
能
好
き
と
い
わ
れ
た
秀
吉

の
能
役
者
庇
護
は
、
江
戸
幕
府
に
も
受
け
継

が
れ
、
能
は
城
中
や
武
家
屋
敷
の
奥
で
の
芸

能
と
な
り
ま
し
た
。
時
に
勧
進
能
も
あ
り
観

能
の
機
会
も
あ
り
ま
し
た
が
、
能
本
を
な
ぞ

る
「
謠う

た
い

」
や
、
シ
テ
の
所
作
の
み
せ
ど
こ
ろ

を
面
や
装
束
を
つ
け
ず
地
謠
だ
け
で
演
ず
る

「
仕
舞

し

ま

い

」
を
除
い
て
は
、
一
般
大
衆
に
な
じ
み

の
う
す
い
芸
能
と
い
う
経
緯
を
た
ど
り
ま
し

た
。そ

れ
は
さ
て
お
き
、
猿
楽
能
の
母
体
が
興

福
寺
薪
能
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。
大
和
の
大
寺
で
行
わ
れ
る

修
正
会
（
正
月
）
修
二
会
（
二
月
）
の
法
要

で
は
、
呪
師
と
い
う
役
の
僧
が
、
諸
神
を
勧か

ん

請じ
ょ
う

す
る
作
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
神
事
は
兜

を
か
ぶ
り
、
剣
や
鈴
を
手
に
小
き
ざ
み
に
会

場
内
を
走
る
仕
草
を
す
る
も
の
で
、
お
水
取

り
で
知
ら
れ
る
東
大
寺
二
月
堂
の
行
法
や
薬

師
寺
花
会
式
の
中
で
も
み
ら
れ
ま
す
。
興
福

寺
の
修
二
会
は
鎮
守
神
で
あ
る
春
日
社
に
ま

た
が
る
大
が
か
り
な
も
の
で
し
た
。

諸
神
を
勧
請
す
る
た
め
の
か
が
り
火
の
薪

を
、
西
金
堂
は
河
上
、
東
金
堂
は
氷
室
の
両

社
か
ら
迎
え
て
、
法
呪
師
と
い
う
役
が
四
民

安
穏
、
厄
難
駆
除
の
悪
魔
払
い
の
た
め
鬼
や

ら
い
を
し
、
東
西
両
金
堂
の
手
水
所
の
登
廊

で
も
行
法
の
練
行
衆
た
ち
が
薪
を
焚
い
て
諸

神
を
勧
請
し
た
と
い
い
ま
す
。

こ
う
し
た
咒
師
作
法
に
関
連
し
て
、
修
法

の
意
義
を
演
技
、
演
舞
に
よ
っ
て
示
す
こ
と

を
猿
楽
者
に
ま
か
せ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

ら
が
芸
能
化
し
、
そ
れ
を
も
ど
く
「
呪
師
猿

楽
」
と
よ
ば
れ
る
芸
能
と
し
て
賞
翫
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

薪
猿
楽
（
薪
能
）
は
平
安
中
期
の
万
寿
年

間
（
一
〇
二
四
―
二
八
）
以
前
に
始
行
さ
れ
、

猿
楽
者
の
活
動
も
そ
の
こ
ろ
か
ら
と
み
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
史
料
上
で
は
『
若
宮
神
主
中

臣
祐
定
日
記
』
建
長
七
（
一
二
五
五
）
年
二

月
条
に
み
え
る
の
が
初
見
と
さ
れ
ま
す
。

一
方
、
保
延
二
（
一
一
三
六
）
年
に
始
ま

っ
た
と
い
う
春
日
若
宮
祭
は
、「
お
ん
ま
つ

り
」
と
し
て
今
も
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
行
列
に
は
舞
楽
・
田
楽

で
ん
が
く

・
細
男

せ
い
の
う

な
ど
と

と
も
に
猿
楽
が
み
ら
れ
、
児ち

ご

・
翁
面
・
三
番

猿
楽
・
冠
者

か

じ

ゃ

・
父
尉

ち
ち
じ
ょ
う

を
一
組
と
す
る
翁
猿
楽

が
演
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
行
っ
た
猿
楽
者

は
、
円
満

え
ん
ま
ん

井
座

い

ざ

の
祖
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
初
期
に
は
こ
の
円
満
井
座
の
ほ
か
、

法
隆
寺
属
の
坂
戸
座
、
長
谷
寺
属
の
長
谷
猿

楽
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
多
武

峯
に
参
勤
し
た
山
田
猿
楽
（
桜
井
市
山
田
）

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
に
は
「
大
和
国

春
日
御
神
事
相
隨
申
楽
四
座
」
と
し
て
、
外と

山び

座ざ

（
宝
生
座
）
結
崎
座

ゆ
う
ざ
き
ざ

（
観
世
座
）
坂
戸

座
（
金
剛
座
）
円
満
井
座
（
金
春
座

こ
ん
は
る
ざ

）
の
四

座
が
み
え
、
室
町
初
期
に
は
こ
の
四
座
が
大

和
に
お
け
る
代
表
的
な
猿
楽
座
で
、
大
和
一

国
に
強
大
な
支
配
を
誇
っ
た
興
福
寺
属
と
な

り
、
四
座
す
べ
て
が
参
勤
し
た
も
の
で
す
。

最
も
由
緒
が
古
い
の
は
磯
城
郡
田
原
本
町

西
竹
田
附
近
を
本
拠
と
し
た
円
満
井
座
で
、

「
竹
田
の
座
」
と
も
呼
ば
れ
て
他
の
三
座
に
対

し
て
本
座
と
称
さ
れ
た
と
い
い
、
の
ち
の
金

春
座
の
名
称
は
金
春
禅
竹
の
祖
父
金
春
権ご

ん
の

守か
み

に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

外
山
座
は
桜
井
市
外
山
、
結
崎
座
は
磯
城

郡
川
西
町
結
崎
、
坂
戸
座
は
生
駒
郡
平
群
町

が
本
拠
で
し
た
。
坂
戸
座
は
興
福
寺
属
と
な

っ
た
あ
と
も
法
隆
寺
の
祭
礼
に
参
勤
、
結
崎

座
は
多
武
峯
に
も
参
勤
し
ま
し
た
。

坂
戸
座
は
金
剛
権
守
か
ら
金
剛
座
と
称
さ

れ
、
山
田
猿
楽
の
山
田
み
の
大
夫
の
孫
三
兄

弟
の
う
ち
、
長
兄
の
宝
生
大
夫
が
外
山
座
を

継
ぎ
、
結
崎
座
を
継
い
だ
三
男
の
観
阿
弥
の

芸
名
が
観
世
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
代
々
観

世
を
襲
名
し
、
座
名
と
も
な
り
ま
し
た
。

薪
猿
楽
（
薪
能
）
の
大
要
を
、
金
春
禅
竹

（
一
四
〇
五
―
？
）の
『
円
満
井
座
壁
書
』
に
は

南
都
薪
ノ
神
事
猿
楽
、
二
月
ノ
行
ナ
イ
、

西
金
堂
ノ
手
水
屋
ノ
薪
ニ
付
タ
ル
御
神

事
法
会
也
。
二
月
二
日
夜
、
西
金
堂
ヨ

リ
始
ム
。
同
三
日
夜
東
金
堂
。
五
日
ハ

春
日
四
所
ノ
御
神
前
ニ
テ
、
四
ノ
座
ノ

長
式
三
番

お
さ
し
き
さ
ん
ば
ん

ヲ
仕
ル
。
同
六
日
、
衆
徒
ノ

興
行
ト
シ
テ
、
南
大
門
ニ
テ
猿
楽
仕
ル
。

ソ
レ
ヨ
リ
、
時
ノ
寺
務
ノ
一
乘
院
、
大

乘
院
ニ
テ
仕
マ
ツ
ル
。
然
レ
バ
一
七
日

ノ
所
作
也
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
に
は
修
二
会
の
法
要

と
は
切
り
離
し
て
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ま
ず
�
二
月
五
日
春
日
社
神
前
で
の
式
三

番
が
四
座
立
合
で
行
わ
れ
、
こ
れ
を
「
呪
師
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走
り
」
と
呼
び
ま
し
た
。
�
六
日
か
ら
七
日

間
、
四
座
立
合
で
行
わ
れ
る
南
大
門
で
の
猿

楽
能
が
最
大
の
行
事
で
し
た
。
ま
た
�
八
日

か
ら
は
春
日
若
宮
社
頭
で
、
金
春
・
金
剛
・

観
世
・
宝
生
の
順
に
一
座
ず
つ
、
十
二
日
に

は
四
座
立
合
で
演
じ
、
こ
れ
は
「
御
社
上

み
や
し
ろ
あ
が

り

の
能
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
�
こ
の
間
に
二

座
が
興
福
寺
寺
務
を
司
る
一
乘
院
・
大
乗
院

へ
参
上
し
て
演
能
し
た
と
い
い
ま
す
。

春
日
社
神
前
の
式
三
番
が
呪
師
走
り
と
称

さ
れ
て
き
た
の
は
、
興
福
寺
修
二
会
の
呪
師

走
り
の
な
ら
わ
し
を
と
ど
め
て
い
る
と
い
え

ま
す
。
式
三
番
は
翁
猿
楽
と
も
い
わ
れ
、
老

翁
姿
の
神
が
現
わ
れ
て
祝
福
を
与
え
る
と
い

う
芸
能
で
、
父
尉
・
翁
・
三
番
叟
の
三
老
翁

が
順
に
演
じ
る
も
の
で
す
。
猿
楽
の
座
は
こ

の
翁
猿
楽
を
演
じ
る
こ
と
を
職
能
と
し
、
し

か
も
長お

さ

と
呼
ば
れ
る
翁
役
専
門
の
長
老
役
者

た
ち
だ
け
で
翁
を
演
じ
る
の
が
な
ら
わ
し
で

し
た
。
そ
の
た
め
長
た
ち
は
別
火
精
進
し
て

身
を
清
め
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
父
尉
は
仏
、

翁
は
文
殊
、
三
番
は
弥
靱
を
か
た
ど
る
と
い

う
仏
教
的
解
説
も
な
さ
れ
ま
す
。

大
和
猿
楽
が
徳
川
幕
府
の
お
抱
え
と
な
り
、

観
世
座
が
江
戸
へ
移
住
し
て
参
勤
が
免
除
と

な
り
、
残
る
三
座
も
、
寛
文
三
（
一
六
六
三
）

年
以
降
は
二
度
交
代
で
参
勤
し
ま
し
た
が
、

明
治
維
新
に
薪
能
は
廃
絶
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
興

福
寺
・
奈
良
県
・
奈
良
市
・
薪
能
保
存
会
に

よ
っ
て
「
薪
御
能

た
き
ぎ
お
の
う

」
と
し
て
復
活
、
平
成
二

年
（
一
九
九
〇
）
に
奈
良
市
無
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
五
月
十

一
・
十
二
日
に
行
わ
れ
、
十
一
日
は
春
日
大

社
で
「
呪
師
走
り
の
儀
」、
十
二
日
は
春
日
若

宮
で
「
御
社
上
り
の
儀
」
が
午
前
十
一
時
か

ら
、
両
日
午
後
五
時
半
か
ら
興
福
寺
南
大
門

跡
の
般
若
の
芝
で
「
南
大
門
の
儀
」
と
し
て

能
・
仕
舞
・
狂
言
が
四
座
に
よ
り
演
じ
ら
れ

ま
す
（
雨
天
の
時
は
県
文
化
会
館
で
）。

昨
今
は
各
種
の
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座
で
解
説

や
観
能
が
さ
か
ん
と
な
り
、
各
地
で
薪
能
と

銘
う
つ
野
外
能
が
行
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
薪

が
単
に
照
明
あ
る
い
は
ム
ー
ド
盛
り
上
げ
に

用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

本
来
の
薪
能
が
神
事
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
、
そ
し
て
現
代
の
能
楽
の
母
体
が

興
福
寺
薪
能
に
あ
る
こ
と
を
、
ぜ
ひ
も
う
一

度
ふ
り
か
え
り
か
み
し
め
た
い
も
の
で
す
。

十
六
年
度
　
薪
御
能
番
組

五
月
十
一
日

咒
師
走
り
の
儀

金
春
流
能
　
　
翁お

き
な

金
春
　
欣
三

南
大
門
の
儀

金
春
流
能
　
　
雲
雀
山

ひ

ば

り

や

ま

金
春
　
安
明

金
剛
流
仕
舞
　
加
茂

か

も

松
野
　
恭
憲

観
世
流
仕
舞
　
鷺さ

ぎ

塩
谷
　
武
治

金
春
流
仕
舞
　
天
鼓

て

ん

こ

高
橋
　
　
汎

大
蔵
流
狂
言
　
土
筆

つ
く
づ
く
し

茂
山
千
五
郎

宝
生
流
能
　
　
鵜
飼

う

か

い

辰
巳
満
次
郎

五
月
十
二
日

御
社
上
が
り
の
儀

金
春
流
能
　
　
経
政

つ
ね
ま
さ

金
春
　
穂
高

南
大
門
の
儀

観
世
流
能
　
　
忠
度

た
だ
の
り

観
世
　
喜
之

宝
生
流
仕
舞
　
八
島

や

し

ま

石
黒
　
　
孝

金
春
流
仕
舞
　
東
北

と
う
ぼ
く

金
春
　
康
之

金
春
流
仕
舞
　
融と

お
る

櫻
間
　
右
陣

大
蔵
流
狂
言
　
太
刀
奪

た

ち

ば

い

茂
山
忠
三
郎

金
剛
流
能
　
　
船
弁
慶

ふ
な
べ
ん
け
い

金
剛
　
永
謹

Imagin 21

「薪御能」は古都奈良の代表的な伝統行事であり、日本の古典芸能のもとにな
っているものでもあります。
お能のもとはお寺に所属していた猿楽（平安時代の芸能）で、今の能楽４座

（観世・金春・宝生・金剛）はすべて奈良で誕生しました。
「薪能」のはじまりは平安時代（869年）興福寺修二会のとき、興福寺と春日

大社で行なわれていた猿楽で、献上された神聖な薪の明かりのもとに演じられた
ことから「薪猿楽」と呼ばれるようになったといわれています。
鎌倉時代に猿楽が進化し、能となり、一般の人々も能を見るようになりました。
鎌倉・室町時代から興福寺修二会の「薪能」は格式の高い演能の場となり、芸

の発祥の地であることを尊重して能４座の家元が出演をつづけてきました。
ところが鎌倉時代末期以後は戦乱のために興福寺の修二会の延期や中止がつづ

き、「薪能」も世の中の状況によって何度か中断され、明治以降はしばらく行な
われていませんでした。
昭和になって「薪能」を復活させようという意見が高まってきて、1937年に奈

良県公会堂で行なわれ、1943年には再び興福寺南大門跡で「薪能」が行なわれま
した。
その後、世界大戦後の1946年に春日大社で咒師走りの儀・御社上りの儀（薪御

能を興福寺で行なう前に神様の前で能を奉納する儀式）が復活され、1952年には
能４座（観世・金春・宝生・金剛）が出演する興福寺南大門の儀が復活されまし
た。
開催時期も以前は修二会のとき（３月）に行なわれていましたが、現在は５月

11・12日に変更して行なわれています。
最近は全国各地で「薪能」と名付けた夜間の野外能が行なわれるようになった

ため、発祥の地　奈良興福寺では「薪御能」としています。
「薪御能」の特色は昔行なわれていた「舞台あらため」の再現と、能４座の家

元等が出演でされることです。
現在「薪御能」は、春日大社・興福寺をはじめとした、地元の方々の協力や寄

付で保存・開催されています。
※「薪御能」は平成２年４月、奈良市無形民俗文化財の指定を受けました。

薪御能保存会
Tel 0742―27―8866

薪御能について

写真：奈良市観光協会




