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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―�
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いろんなルールを守らなければならなくなりました。
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ところのことを掲載してゆきたいと考えております。
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【
平
城
京
と
平
城
宮
】

奈
良
は
古
代
の
都
「
平
城
京

へ
い
じ
ょ
う
き
ょ
う
」
に
あ
た
る
と

い
っ
て
も
、
実
際
に
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が

平
城
京
か
、
と
い
う
の
は
一
般
に
は
ち
ょ
っ

と
わ
か
り
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

こ
で
、
現
在
の
地
図
の
上
に
平
城
京
の
範
囲

を
重
ね
て
み
た
（
下
の
図
）。

東
西
南
北
に
条
坊
道
路
が
走
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
計
画
都
市
が
平
城
京
で

あ
る
。
主
要
道
路
は
大
路
と
呼
ば
れ
、
東
西

方
向
が
北
一
条
大
路
か
ら
九
条
大
路
ま
で
あ

り
、
南
北
方
向
の
大
路
は
中
央
に
あ
る
の
が

朱
雀
大
路
で
、
そ
こ
か
ら
東
と
西
に
一
・

二
・
三
・
四
坊
と
数
え
る
大
路
が
あ
る
。
大

路
に
囲
ま
れ
た
一
区
画
を
「
坊
」
と
呼
び
、

一
辺
が
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
強
あ
る
。

朱
雀
大
路
の
北
に
あ
る
の
が
平
城
宮

へ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

で
、

こ
こ
に
天
皇
の
住
ま
い
（
内
裏

だ
い
り

）
と
政
治
の

場
（
朝
堂
院

ち
ょ
う
ど
う
い
ん

）
と
各
役
所
（
曹
司

ぞ
う
し

）
が
配
置

さ
れ
る
。
現
在
、
平
城
宮
跡
は
特
別
史
跡
に

指
定
さ
れ
、
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
遺
跡
公

園
と
し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
平
城

宮
の
正
門
、
つ
ま
り
朱
雀
大
路
に
面
し
て
い

る
の
が
朱
雀
門
で
あ
る
。

朱
雀
大
路
を
は
さ
ん
で
、
東
が
左
京
、
西

が
右
京
と
呼
ば
れ
る
。「
ア
レ
？
」
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
北
を
上
に
す
る
地

図
を
見
慣
れ
た
私
た
ち
と
は
違
い
、
古
代
で

は
、
中
央
北
端
に
あ
っ
て
、
南
を
見
下
ろ
す

の
が
天
皇
で
、
天
皇
か
ら
見
て
の
左
京
・
右

京
な
の
で
あ
る
。

古
代
の
都
は
通
常
は
長
方
形
と
な
る
の
で

あ
る
が
、
平
城
京
の
場
合
は
、
右
京
の
北
端

が
半
坊
の
幅
で
北
に
広
が
り
（
北
辺
坊

ほ
く
へ
ん
ぼ
う

と
よ

ぶ
）、
ま
た
、
左
京
は
、
四
坊
×
三
坊
分
大
き

く
東
に
張
り
出
し
て
い
る
（
外
京

げ
き
ょ
う

と
よ
ぶ
）。

し
た
が
っ
て
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、
平

城
京
全
体
は
、
お
お
よ
そ
南
北
五
キ
ロ
、
東

西
五
キ
ロ
ほ
ど
の
範
囲
を
占
め
て
い
る
。

【
平
城
京
ひ
と
め
ぐ
り
】

図
を
見
な
が
ら
、
平
城
京
の
外
周
り
を
東

北
部
か
ら
一
回
り
し
て
み
よ
う
。
東
北
隅
が

東
大
寺
の
転
害
門

て
が
い
も
ん

前
で
あ
る
。
転
害
門
は
東

大
寺
境
内
の
西
側
に
開
く
三
門
の
う
ち
の
北

門
で
、
ち
ょ
う
ど
南
一
条
大
路
に
面
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
南
下
し
て
県
庁
の
東
を
通
る
国

道
一
六
九
号
線
が
ほ
ぼ
外
京
の
東
京
極
に
あ

た
る
。
そ
し
て
市
立
奈
良
病
院
（
旧
国
立
奈

良
病
院
）
の
と
こ
ろ
が
外
京
の
東
南
隅
に
あ

た
り
、
そ
こ
と
西
方
の
春
日
中
学
校
を
結
ん

だ
線
が
、
外
京
の
南
端
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

春
日
中
学
付
近
か
ら
南
に
折
れ
、
旧
二
四

号
線
の
や
や
西
側
が
左
京
の
東
京
極
で
、
北

之
庄
町
の
五
徳
池
が
ち
ょ
う
ど
東
南
の
隅
と

な
る
。
平
城
京
の
手
本
と
し
た
唐
の
長
安
城

も
、
東
南
隅
に
人
工
の
池
「
曲
江
池

き
ょ
っ
こ
う
ち

」
が
あ

る
か
ら
、
五
徳
池
は
そ
れ
を
意
識
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

北
之
庄
町
か
ら
工
場
街
を
真
西
に
延
び
る

直
線
道
路
が
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
道
路

が
九
条
大
路
、
つ
ま
り
平
城
京
の
南
辺
に
あ

た
る
。
そ
の
東
西
道
路
が
二
四
号
バ
イ
パ
ス

を
西
に
超
え
た
あ
た
り
に
小
さ
い
公
園
が
あ

り
、
そ
こ
が
羅
城
門
の
跡
で
あ
る
。
こ
れ
が

平
城
京
の
正
門
で
、
こ
こ
か
ら
北
の
平
城
宮

朱
雀
門
ま
で
が
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
朱
雀

大
路
で
あ
る
。
長
さ
約
三
・
五
キ
ロ
、
道
幅

は
当
時
七
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
っ
た
。
車
の
な

い
時
代
で
は
実
用
と
は
無
関
係
な
道
幅
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
天
皇
の
都
の
偉
容
を
「
見
せ

る
」
た
め
の
道
路
な
の
で
あ
ろ
う
。

中
国
の
都
城
は
、
外
敵
に
備
え
る
た
め
に
、

外
周
を
城
壁
で
囲
う
が
、
平
城
京
を
初
め
と

す
る
日
本
の
場
合
そ
れ
が
な
い
。「
外
敵
」

に
攻
め
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
わ

け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
平
城
京
は
南
辺
の
羅

城
門
の
左
右
だ
け
は
築
地
塀
を
作
っ
て
い
た

ら
し
い
。
東
と
西
は
囲
っ
て
い
な
い
の
で
、

防
御
の
機
能
は
全
く
な
く
、
こ
れ
も
南
か
ら
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都
に
入
る
人
が
見
た
時
の
「
格
好
」
を
つ
け

る
た
め
で
あ
る
。

平
城
京
の
南
辺
は
羅
城
門
か
ら
西
へ
ゆ
く

と
、
大
和
郡
山
市
に
入
り
、
郡
山
中
学
校
の

あ
た
り
が
京
の
西
南
隅
と
な
る
。

そ
こ
か
ら
北
へ
ず
ー
っ
と
北
上
し
、
西
大

寺
北
小
学
校
の
西
ま
で
の
線
が
平
城
京
の
西

京
極
と
な
る
。
途
中
、
五
条
山
病
院
、
伏
見

南
小
学
校
な
ど
を
通
過
す
る
こ
と
に
な
る
。

平
城
京
に
含
ま
れ
る
場
所
に
つ
い
て
は
、

毎
年
、
多
く
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
次
第

に
様
相
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
図
に

示
し
た
条
坊
道
路
も
、
発
掘
で
確
認
さ
れ
た

成
果
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

西
京
極
に
つ
い
て
は
、
発
掘
で
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
、
地
図
上
で
言
え
ば
こ
こ
に
あ
た

る
、
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え

ば
、
平
城
京
の
西
端
付
近
は
丘
陵
に
か
か
っ

て
お
り
、
平
坦
で
は
な
い
。
平
坦
地
に
は
計

画
通
り
、
直
線
道
路
を
造
っ
た
も
の
の
、
丘

陵
部
に
つ
い
て
は
、
計
画
だ
け
で
、
工
事
は

施
工
し
な
か
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

西
北
隅
か
ら
、
今
度
は
東
へ
す
す
も
う
。

西
大
寺
北
小
学
校
の
や
や
南
か
ら
、
近
鉄
平

城
駅
の
東
南
に
あ
る
称
徳
天
皇
陵
ま
で
が
、

北
辺
坊
の
北
端
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
二
五
〇

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
下
し
た
所
か
ら
東
へ
向
か

う
ラ
イ
ン
が
平
城
宮
の
北
辺
と
な
る
。
途
中
、

平
城
天
皇
陵
の
南
を
通
り
、
水
上
池
・
ウ
ワ

ナ
ベ
・
コ
ナ
ベ
古
墳
の
南
を
へ
て
、
県
立
奈

良
高
校
に
い
た
る
。

平
城
宮
跡
の
北
に
あ
る
平
城
天
皇
陵
は
、

か
つ
て
は
大
型
の
円
墳
だ
と
見
ら
れ
て
い
た

が
、
周
辺
の
発
掘
に
よ
っ
て
、
元
々
は
前
方

後
円
墳
だ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
平
城
京
を
造

る
時
に
ち
ょ
う
ど
そ
の
前
方
部
が
都
の
端
に

か
か
っ
て
い
た
た
め
に
、
削
っ
て
平
ら
に
さ

れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

奈
良
高
校
か
ら
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南

下
し
た
所
が
、
現
在
も
「
一
条
通
り
」
と
言

わ
れ
る
か
つ
て
の
南
一
条
大
路
で
、
ま
っ
す

ぐ
東
へ
む
か
え
ば
、
ス
タ
ー
ト
地
点
の
転
害

門
に
突
き
当
た
る
。

以
上
が
、
平
城
京
の
外
回
り
の
み
の
紹
介

で
あ
る
。
内
側
も
案
内
し
て
い
る
と
キ
リ
が

な
い
の
で
、
そ
れ
は
別
の
機
会
に
し
よ
う
。

【
都
の
住
宅
事
情
】

さ
て
、
こ
の
範
囲
に
古
代
の
役
人
た
ち
が

住
ま
い
を
構
え
、
毎
朝
、
平
城
宮
の
自
分
の

役
所
に
通
い
仕
事
を
し
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
平
城
京
の
人
口
は
二
〇
万
と
も
一
〇
万

と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
私
は
五
〜
六
万
人

程
度
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
れ

で
も
、
当
時
に
あ
っ
て
は
過
密
都
市
で
あ
る
。

数
万
人
の
う
ち
、
役
人
は
一
〜
二
万
人
く

ら
い
。
他
は
そ
の
家
族
や
従
者
、
全
国
か
ら

都
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
人
々
な
ど
が
占
め
る

が
、
中
心
は
や
は
り
役
人
で
あ
る
。

役
人
達
は
、
そ
の
地
位
（
位

く
ら
い
）
に
応
じ
て
、

平
城
京
内
に
土
地
を
支
給
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

家
は
自
前
で
建
て
た
よ
う
で
あ
る
。
ど
れ
く

ら
い
の
敷
地
を
も
ら
え
た
の
か
、
基
準
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
記
録
が

残
っ
て
い
な
い
の
で
、
推
定
に
よ
る
し
か
な

い
。
こ
れ
も
、
発
掘
の
成
果
な
ど
か
ら
、
お

お
よ
そ
の
基
準
が
わ
か
っ
て
き
た
。

先
に
、
大
路
で
囲
ま
れ
た
一
区
画
（
右
の

図
の
マ
ス
目
一
つ
分
）
が
「
坊
」
で
あ
る
と

述
べ
た
が
、
そ
の
坊
は
さ
ら
に
小
路
に
よ
っ

て
一
六
等
分
さ
れ
る
。
そ
の
小
さ
い
マ
ス
目

を
「
坪
」
と
い
う
。
と
い
っ
て
も
、
一
坪
は

約
一
二
五
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
あ
る
か
ら
、

面
積
は
約
一
五
〇
〇
〇
㎡
（
現
在
の
五
〇
〇

〇
坪
）
で
、
こ
の
一
坪
が
「
五
位
」
の
位
を

持
つ
役
人
へ
の
支
給
の
目
安
と
な
る
。

「
五
位
」
と
い
う
位
が
い
わ
ゆ
る
「
貴
族
」

の
最
下
位
で
、
六
位
以
下
が
下
級
官
人
と
な

る
。
ち
な
み
に
五
位
以
上
の
貴
族
の
人
数
は
、

一
万
人
以
上
の
役
人
の
う
ち
、
一
五
〇
人
程

度
と
、
ほ
ん
の
一
握
り
で
あ
る
。

五
位
が
一
坪
と
す
る
と
、
四
位
〜
一
位
と

上
が
れ
ば
、
も
っ
と
広
い
土
地
が
支
給
さ
れ

た
。
長
屋
王
は
四
坪
の
宅
地
で
あ
っ
た
。
一

方
、
六
位
以
下
は
、
一
坪
を
さ
ら
に
細
分
し
、

二
分
の
一
か
ら
、
六
四
分
の
一
坪
ま
で
ラ
ン

ク
が
あ
り
、
下
級
官
人
は
一
六
分
の
一
坪
が

一
応
の
基
準
だ
っ
た
ら
し
い
。
一
六
分
の
一

坪
で
も
現
在
の
三
〇
〇
坪
ほ
ど
で
、
自
分
の

家
と
比
べ
る
と
、
羨
ま
し
い
や
ら
、
情
け
な

い
や
ら
…
。

【
下
級
役
人
の
住
ま
い
】

こ
う
し
た
地
位
に
よ
る
宅
地
支
給
の
差

は
、
面
積
だ
け
で
は
な
い
。
ど
こ
に
、
土
地

を
も
ら
え
る
か
、
と
い
う
点
に
も
格
差
が
現

れ
る
。

平
城
京
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
一
坪
以

上
の
広
い
宅
地
が
発
見
さ
れ
る
の
は
、
ほ
と

ん
ど
が
五
条
大
路
よ
り
も
北
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
六
条
〜
九
条
の
南
に
ゆ
く
ほ
ど
、

面
積
が
狭
い
宅
地
跡
が
見
ら
れ
る
。
歴
史
の

史
料
で
も
同
じ
傾
向
が
み
ら
れ
、
五
位
以
上

の
官
人
で
居
住
地
が
知
ら
れ
る
人
は
、
例
外

な
く
五
条
か
ら
北
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
当
時
は
五
条
大
路
か
ら
北

の
平
城
宮
に
近
い
所
ほ
ど
貴
族
の
宅
地
が
立

ち
並
ぶ
、
高
級
住
宅
街
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

下
級
官
人
の
住
所
を
書
き
記
し
た
文
書
も

い
く
つ
か
あ
っ
て
、
予
想
ど
お
り
、
六
条
〜

九
条
が
多
い
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
名
も
な
い

下
級
官
人
の
住
所
が
な
ぜ
わ
か
る
か
と
い
う

と
、
正
倉
院
に
偶
然
残
っ
た
彼
ら
の
借
金
証

文
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
給
料
の

前
借
り
を
役
所
に
申
し
込
み
、
借
金
の
カ
タ

と
し
て
、
自
分
の
宅
地
（
所
在
地
・
面
積
）

を
証
文
に
書
き
残
し
た
の
で
あ
る
。
身
に
つ

ま
さ
れ
る
よ
う
な
実
態
で
あ
る
。

当
時
の
平
城
京
は
、
貴
族
と
下
級
官
人
と

で
は
、
歴
然
た
る
身
分
差
・
待
遇
差
が
あ
り
、

そ
れ
が
宅
地
支
給
に
も
現
れ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
庶
民
か
ら
見
れ
ば
、
平
城

京
に
住
め
る
役
人
は
税
金
も
免
除
さ
れ
、
う

ら
や
ま
し
い
「
都
び
と
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。

京
の
外
側
に
は
、
庶
民
が
農
耕
を
い
と
な
む

「
田
舎
」
が
拡
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

寺崎　保広［てらさき　やすひろ］

1955年2月山形県村山市生まれ。
東北大学大学院博士課程修了。
奈良国立文化財研究所をへて、現在奈良大学
文学部史学科教授。
平城京・藤原京など日本古代の都城制や、木
簡の研究をしている。
著書に『長屋王』（人物叢書・吉川弘文館）
『藤原京の形成』（日本史リブレット・山川出版
社）などがある。
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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。 

4

こ
の
原
稿
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

書
店
に
行
く
と
妙
な
も
の
で
、
自
然
と
印
刷

文
化
に
関
す
る
本
を
探
し
て
い
る
か
ら
、
自

分
で
も
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
本
が
な
い

と
き
も
あ
る
が
、
そ
ん
な
と
き
は
関
連
の
あ

る
も
の
を
探
す
こ
と
に
し
て
い
る
。

そ
う
い
う
訳
で
、
近
ご
ろ
見
つ
け
た
の
が

つ
ぎ
の
二
冊
で
あ
る
。
一
冊
目
は
マ
シ
ュ
ー
・

バ
ト
ル
ズ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
長
年

図
書
館
司
書
を
つ
と
め
た
人
が
書
い
た
『
図

書
館
の
興
亡
』
で
、
訳
は
白
須
英
子
で
あ
る
。

内
容
は
文
字
ど
お
り
世
界
の
図
書
館
の
歴
史

で
、
一
口
で
い
う
と
古
代
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
か
ら
現
代
に
至
る
図
書
館
の
歴
史
が
の
べ

ら
れ
て
い
る
。

図
書
館
は
本
の
集
積
場
で
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
本
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
整
理
が
悪
か
っ

た
り
、
利
用
数
が
少
な
か
っ
た
り
す
る
と
、

た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
本
の
墓
場
と
化
し
て
し

ま
う
か
ら
要
注
意
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
章
で

は
、「
図
書
館
は
宇
宙
に
似
て
い
る
」
と
題

し
、
厖
大
な
数
の
書
物
は
そ
れ
ぞ
れ
が
呼
吸

し
、
潮
の
干
満
の
よ
う
に
出
た
り
入
っ
た
り

す
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
何
と
素
敵
な

比
喩
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
厖
大
な
数
の
書
物
を
印
刷
し
製
本
を

し
て
図
書
館
に
納
本
す
る
の
が
広
い
意
味
で

印
刷
文
化
に
携
っ
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る

が
、
残
念
な
こ
と
に
書
物
に
対
し
て
あ
ま
り

関
心
が
持
た
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い

か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
長
い
歴
史
の
中
で
は
図
書
館
の
本

の
運
命
も
色
々
あ
り
、
中
に
は
大
量
に
捨
て

ら
れ
た
り
燃
や
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
第
二
章
の
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
炎
上
」

に
は
、
七
世
紀
中
葉
、
束
ね
ら
れ
た
巻か

ん

子す

本ぼ
ん

が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
市
内
の
浴
場
に
運
ば

れ
、
そ
れ
で
風
呂
窯が

ま

の
燃
料
六
ヶ
月
分
が
賄ま

か
な

え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
あ
ま

り
信
憑
性
が
な
い
ら
し
い
。

巻
子
本
は
、
い
わ
ゆ
る
巻
き
物
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
せ
っ
か
く
の
巻
子
本
が
、
あ

た
ら
灰
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
、
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ

れ
に
は
あ
る
有
力
者
の
命
令
に
よ
る
も
の
で

あ
る
が
。
二
冊
目
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ

ズ
と
い
う
人
の
『
書
物
の
敵
』
に
は
、
召
使

い
が
暖
爐
の
焚
き
つ
け
に
、
惜
し
げ
も
な
く

書
物
を
破
っ
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
本
は
、『
書
物
の
敵
』
と
題
さ
れ
て
い
る

と
お
り
、
昔
か
ら
女
と
子
ど
も
に
は
気
を
つ

け
ろ
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
書
物

に
対
し
て
は
女
も
子
ど
も
も
無
関
心
で
あ
り
、

い
つ
破
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。

話
を
も
ど
し
て
『
図
書
館
の
興
亡
』
の
中

の
「
焚
書
坑
儒
と
石
碑
の
森
」
を
見
る
こ
と

に
し
よ
う
。
こ
ち
ら
は
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
。

こ
の
本
に
よ
る
と
「
年
代
記
に
よ
れ
ば
、
始

皇
帝
が
次
に
行
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
世
界

で
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
で
も
も
っ
と

も
大
々
的
な
焚
書
で
あ
っ
た
。」
と
書
か
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
の
目
的
は
、
秦

王
朝
樹
立
以
前
に
書
か
れ
た
す
べ
て
の
中
国

文
学
・
歴
史
書
・
哲
学
書
を
破
棄
す
る
こ
と

だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

始
皇
帝
が
死
ぬ
と
、
西
安
近
郊
の
広
大
な
陵

墓
に
、
六
千
体
の
等
身
大
の
兵
馬
俑
と
と
も

に
埋
葬
さ
れ
た
の
は
周
知
の
と
お
り
。
さ
ら

に
、
儒
学
者
た
ち
を
生
き
埋
め
に
し
、
そ
の

著
作
を
焼
き
払
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

暗
い
話
ば
か
り
で
は
な
い
。
第
三
章
は

「
知
恵
の
館
」
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
芸
術

品
に
な
っ
た
書
物
」
で
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム

の
書
家
と
挿
絵
画
家
は
、
書
物
自
体
を
美
し

い
も
の
に
し
た
。
蒐
集
家
の
ほ
う
も
豪
華
な

外
観
を
高
く
評
価
し
、
書
物
の
中
身
ば
か
り

で
な
く
、
本
と
し
て
の
感
触
も
大
事
に
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ま
で
の
よ
う
に
、
書
物
と
は
読
む
も
の
だ

け
で
は
な
く
、
外
観
の
美
を
高
く
評
価
す
る

よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
芸
術
的
あ
る
い
は
工

芸
品
と
し
て
も
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
書
物
の
歴
史

の
上
か
ら
い
う
と
ま
さ
に
画
期
的
な
こ
と
で

あ
っ
た
。

そ
の
他
、「
図
書
館
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」

を
は
じ
め
「
大
学
図
書
館
の
台
頭
」
な
ど
い

ず
れ
も
興
味
を
そ
そ
る
も
の
ば
か
り
で
あ

り
、
本
来
の
図
書
館
と
し
て
の
有
用
性
や
本

質
等
に
つ
き
、
く
わ
し
く
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
章
は
「
書
物
合
戦
」
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
「
そ
の
な
か
で
彼
（
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス

ウ
ィ
フ
ト
）
は
、
ベ
ン
ト
リ
ー
の
管
理
下
に

あ
る
書
物
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
汚
い
部
屋

を
広
大
な
戦
場
と
想
定
し
た

―
あ
る
い
は

彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
論
争
の
場
を
図
書

館
と
想
定
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。」
と
書

か
れ
て
い
る
が
、
図
書
館
そ
の
も
の
を
知
的

論
争
の
場
と
見
た
の
が
新
鮮
で
、
い
か
に
も

作
家
ら
し
い
比
喩
を
も
っ
て
捉
え
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
続
け
て
「
棚
の
上
の

名
誉
あ
る
場
所
を
競
い
合
う
図
書
館
だ
が
、

戦
っ
て
い
る
の
は
書
物
同
士
で
あ
っ
て
、
そ

の
批
評
家
も
し
く
は
擁
護
者
で
は
な
い
。」

と
も
の
べ
ら
れ
て
い
て
、
人
格
化
さ
れ
た
書

物
た
ち
が
見
ご
と
に
甦
っ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
描

く
合
戦
は
、
人
目
に
つ
か
な
い
図
書
館
の
部

屋
と
い
う
枠
組
を
越
え
て
い
る
。」
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
ス

ウ
ィ
フ
ト
の
『
書
物
合
戦
』
は
ユ
ニ
ー
ク
な

発
想
の
も
と
に
書
き
進
め
ら
れ
、
図
書
館
と

い
う
単
な
る
本
の
集
積
場
で
は
な
い
こ
と
を

身
を
も
っ
て
感
じ
、
新
し
い
場
所
空
間
を
発

見
し
た
の
で
あ
る
。

つ
づ
く
第
五
章
は
「
み
ん
な
に
本
を
」
と

い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、「
図
書
館

界
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
」
や
「
大
量
生
産
品
に

な
っ
た
書
物
」「
公
共
図
書
館
の
誕
生
」「
新

時
代
の
司
書
の
資
質
」
な
ど
、
よ
う
や
く
新

し
い
時
代
に
入
っ
た
図
書
館
に
ふ
ら
れ
て
い

る
。「
図
書
館
界
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
」
は
図

書
館
司
書
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
「
一
つ
は
次
元
の
低
い
来
館
者

に
対
す
る
憐
れ
み
。
も
う
一
つ
は
図
書
館
が

文
化
と
社
会
の
改
革
に
何
か
で
き
る
こ
と
が

あ
る
は
ず
だ
と
い
う
思
い
上
が
り
で
あ
る
。」

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
大
量
生
産
品

に
な
っ
た
書
物
」
で
は
印
刷
技
術
の
急
速
の
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進
歩
に
よ
り
書
物
が
大
量
生
産
に
漕
ぎ
つ
け

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
以
下
に
引
く
こ
と
に
す
る
。

「
十
九
世
紀
の
最
初
の
二
、
三
十
年
間
に
英

国
図
書
館
の
蔵
書
は
増
え
は
じ
め
、
実
際
、

急
膨
張
し
た
。
一
八
三
三
年
に
は
蔵
書
数
は

約
二
十
五
万
冊
、
五
倍
に
膨
れ
上
が
っ
て
い

る
。
ロ
ン
ド
ン
の
『
タ
イ
ム
ズ
』
紙
は
一
八

一
一
年
に
は
す
で
に
蒸
気
駆
動
に
よ
る
円
圧

印
刷
機
で
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八

二
〇
年
代
に
は
蒸
気
駆
動
印
刷
機
の
利
用
は

一
般
的
に
な
っ
た
う
え
、
た
く
さ
ん
の
新
し

い
技
術
が
導
入
さ
れ
て
、
書
物
そ
の
他
の
印

刷
物
の
生
産
速
度
は
急
激
に
速
く
な
っ
た
。

十
五
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
あ
ま
り

変
化
の
な
か
っ
た
印
刷
術
は
、
た
ち
ま
ち
職

人
技
術
で
は
な
く
な
り
、
書
物
は
必
然
的
に

産
業
革
命
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
大
量
生
産

品
に
な
っ
て
い
っ
た
。」
こ
う
し
た
こ
と
が

ら
に
つ
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
印
刷

産
業
の
従
事
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
べ
き
で

あ
る
が
、
実
際
に
は
図
書
館
司
書
に
よ
っ
て

書
か
れ
て
い
る
。

「
公
共
図
書
館
の
誕
生
」
に
つ
い
て
は
自

然
な
流
れ
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
誕
生
ま
で

は
い
く
つ
か
の
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
の
中
に
は
時
々
お
ど

ろ
く
べ
き
印
刷
工
場
の
現
場
が
現
れ
て
び
っ

く
り
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
「
印
刷
機
に
は
一

台
ご
と
に
若
い
女
の
子
が
一
人
ず
つ
付
い
て

い
る
…
」
と
か
、「
植
字
工
が
活
字
を
拾
い

出
し
て
ス
テ
ッ
キ
に
セ
ッ
ト
す
る
と
き
、
何

の
文
字
か
確
か
め
る
た
め
に
そ
の
活
字
の
表

面
を
見
た
り
は
し
な
い
。」
と
か
い
う
よ
う

な
箇
所
は
、
筆
者
も
か
つ
て
は
一
介
の
植
字

工
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
ま
こ
と
に
懐
か
し
い

思
い
で
こ
の
あ
た
り
を
読
ん
だ
。

「
新
時
代
の
司
書
の
資
質
」
は
、
新
し
い

時
代
に
即
応
し
た
司
書
の
資
質
が
要
請
さ
れ

た
も
の
と
み
え
、
司
書
た
ち
は
そ
れ
な
り
に

勉
強
や
研
究
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
に
違

い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
デ
ュ
ー
イ
の

時
代
、
こ
れ
と
対
照
的
に
、
他
の
司
書
た
ち

は
自
分
の
職
業
を
�
良
書
�
を
選
ぶ
権
威
者

と
い
う
意
味
で
天
職
だ
と
考
え
る
楽
観
的
意

識
が
何
よ
り
も
強
か
っ
た
。
こ
の
職
業
仲
間

の
世
界
以
外
で
さ
え
、
す
べ
て
の
人
類
に
よ

り
よ
い
文
化
の
分
け
前
を
と
い
う
プ
ロ
メ
テ

ウ
ス
的
な
衝
動
は
す
で
に
、
あ
ふ
れ
る
よ
う

な
た
く
さ
ん
の
書
物
を
読
者
の
手
に
な
ん
と

か
し
て
届
け
よ
う
と
す
る
使
命
感
と
し
て
表

出
し
つ
つ
あ
っ
た
。
新
た
な
読
者
が
み
な
困

惑
し
た
よ
う
に
、
急
成
長
し
つ
つ
あ
る
十
九

世
紀
の
図
書
館
を
目
の
前
に
し
た
学
生
た
ち

が
抱
え
る
難
題
に
、
ラ
ル
フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・

エ
マ
ソ
ン
（
一
八
〇
三
―
八
二
）
ほ
ど
深
い

関
心
を
も
っ
た
人
は
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
一
八
六
八
年
に
エ
マ
ソ
ン
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
大
学
理
事
会
へ
の
報
告
に
、
重
み
に
耐
え

か
ね
た
よ
う
な
書
棚
の
迷
路
の
ガ
イ
ド
役
と

な
る
�
書
物
の
教
授
�
と
い
っ
た
新
し
い
人

物
が
必
要
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。」
と
の

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
司
書
の
権
威
は
そ
の
ま

ま
�
書
物
の
教
授
�
と
し
て
格
付
け
ら
れ
、

図
書
館
利
用
者
に
と
っ
て
は
得
が
た
い
書
物

へ
の
案
内
者
と
し
て
重
宝
が
ら
れ
た
に
違
い

な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

第
六
章
で
は
「
知
的
遺
産
の
焼
失
」
と
題

さ
れ
、「
本
を
焼
く
と
こ
ろ
で
は
、
や
が
て

人
を
焼
く
」
や
「
ル
ー
ヴ
ェ
ン
図
書
館
の
悲

運
」
な
ど
が
あ
る
が
、「
本
を
焼
く
…
」
と

い
う
の
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
の
言
葉
で

あ
る
こ
と
や
、
後
世
の
書
物
破
壊
、
一
九
三

三
年
の
ナ
チ
に
よ
る
焚
書
の
こ
と
、
戦
争
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
ル
ー
ヴ
ェ
ン
図
書
館
の

こ
と
な
ど
、
二
十
世
紀
は
破
壊
の
世
紀
で
あ

っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

第
七
章
は
「
書
架
の
あ
い
だ
を
迷
い
つ
つ
」

だ
が
、『
ア
ー
ケ
ー
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』

で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。「
飢

え
と
寒
さ
を
も
の
と
も
せ
ず
本
を
選
ん
だ
人

も
い
る
。
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
（
一

八
九
二
―
一
九
四
〇
、
ド
イ
ツ
の
文
芸
評
論

家
）
も
そ
の
一
人
で
、
た
っ
た
一
冊
の
、
し

か
も
未
完
の
本
の
た
め
に
自
分
の
身
を
危
険

に
さ
ら
し
た
。
歴
史
に
残
る
『
ア
ー
ケ
ー

ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』（
引
用
文
な
ど
を
記

し
た
数
千
枚
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
カ
ー
ド
を
ク

ロ
ス
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
で
き
る
よ
う
に
整
理
し

て
、
文
字
文
化
の
世
界
を
ア
ー
ケ
ー
ド
の
よ

う
に
構
築
し
よ
う
と
し
た
「
本
の
本
」）
を

小
脇
に
抱
え
て
、
彼
は
追
っ
て
く
る
フ
ァ
シ

ス
ト
を
逃
れ
て
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
を
越
え
た

が
、
そ
の
ず
っ
と
前
か
ら
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は

ど
ん
な
読
者
で
も
、
自
分
の
蔵
書
で
個
性
を

発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。」

い
か
に
も
ド
イ
ツ
人
ら
し
い
粘
り
の
あ
る
精

神
支
柱
だ
が
、
だ
れ
に
も
真
似
の
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。

二
冊
目
の
『
書
物
の
敵
』
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い

ず
れ
稿
を
改
め
て
の
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
も
か
く
、
今
回
は
図
書
館
と
書
物
に
関
す

る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
書
い
た
。
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個
人
情
報
と
い
う
言
葉
を
、
最
近
テ
レ
ビ

な
ど
で
耳
に
す
る
こ
と
が
増
え
て
い
ま
す
。

ニ
ュ
ー
ス
で
「
大
手
通
販
業
○
○
社
の
顧
客

名
簿
の
デ
ー
タ
が
十
五
万
件
分
漏
洩
し
た
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
」
や
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
会

社
×
×
社
の
顧
客
デ
ー
タ
が
三
万
件
分
漏
洩

し
ま
し
た
。
」
な
ん
て
、
聞
こ
え
て
く
る
あ

の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
み
な
さ
ん
の
と
こ
ろ

に
、
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
よ
う

な
と
こ
ろ
か
ら
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ダ
イ

レ
ク
ト
メ
ー
ル
が
き
て
い
ま
せ
ん
か
？
一
体

ど
こ
か
ら
自
分
の
住
所
や
名
前
が
分
か
っ
た

の
だ
ろ
う
っ
て
、
思
い
ま
せ
ん
か
？
こ
う
し

た
個
人
情
報
の
不
正
利
用
や
情
報
漏
洩
が
急

増
し
て
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
対
す
る
社

会
的
な
不
安
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な

中
、
二
〇
〇
三
年
五
月
に
個
人
情
報
保
護
法

（
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
律
）
が
公
布

さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
、
個
人
情
報
が

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？
ま
た
、
こ

の
個
人
情
報
保
護
法
の
内
容
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
？

　
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
七
年
四
月
一
日
完
全
施
行
）
と
は
、
個
人

情
報
の
有
用
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
個
人
の
権

利
権
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
個
人
情
報
を
取
扱
う
事
業
者
の
順
守
す

べ
き
義
務
等
を
定
め
た
法
律
で
す
。

　
個
人
情
報
と
は
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る

情
報
で
あ
っ
て
、
氏
名
・
生
年
月
日
そ
の
他

の
記
述
等
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

　
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
と
は
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
な
ど
を
用
い
て
検
索
す
る
事
が
出

来
る
よ
う
に
体
系
化
し
た
個
人
情
報
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
等
を
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
者
の

こ
と
で
す
。
ま
た
、
個
人
デ
ー
タ
と
は
個
人

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
を
構
成
す
る
個
人
情
報
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。
個
人
情
報
取
扱
事
業
者

は
次
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
と
い
け

ま
せ
ん
。

○
個
人
情
報
の
利
用
目
的
を
で
き
る
限
り
特

定
し
、
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲

を
超
え
て
個
人
情
報
を
取
扱
っ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。

○
不
正
な
手
段
で
個
人
情
報
を
取
得
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
。

○
本
人
か
ら
直
接
個
人
情
報
を
収
集
す
る
場

合
、
あ
ら
か
じ
め
本
人
に
利
用
目
的
を
明

示
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
間
接

的
に
取
得
し
た
場
合
は
す
み
や
か
に
利
用

目
的
を
通
知
ま
た
は
公
表
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

○
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、

個
人
デ
ー
タ
を
正
確
か
つ
最
新
の
内
容
に

保
た
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

○
顧
客
情
報
の
漏
洩
な
ど
を
防
止
す
る
為
、

個
人
デ
ー
タ
を
安
全
に
管
理
し
、
従
業
者

や
委
託
先
を
監
督
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

○
あ
ら
か
じ
め
本
人
の
同
意
を
取
ら
ず
に
第

三
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
禁

止
さ
れ
ま
す
。

○
事
業
者
が
保
有
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
関
し

て
、
本
人
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
は
、

原
則
と
し
て
そ
の
開
示
、
訂
正
、
利
用
の

停
止
等
を
行
な
わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

○
個
人
情
報
の
取
扱
に
関
し
て
苦
情
が
あ
っ

た
場
合
、
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
に
努
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
自
分
の
情
報
を
自
分
で
守
る
為
に
も
、
法

の
内
容
を
理
解
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
む

や
み
に
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
で
個
人
情
報
を
提

供
し
な
い
よ
う
に
し
、
情
報
収
集
す
る
側
の

利
用
目
的
を
し
っ
か
り
確
認
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
自
分
の
個
人
情
報
を
提
供
す
る
場

合
は
、
会
社
名
や
個
人
情
報
に
か
か
わ
る
苦

情
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど
を
確
認
の
う
え
行

う
よ
う
に
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。

　
詳
細
は
各
省
庁
や
各
業
界
団
体
の
個
人
情

報
保
護
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
ご
確
認
下
さ
い
。

　
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
個
人
情
報
と
は
、

氏
名
、
生
年
月
日
の
よ
う
に
、
そ
の
情
報
を

見
れ
ば
「
あ
の
人
の
こ
と
ね
」
と
わ
か
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
も
の
の
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、
個
人
情
報
保
護
法
と
は
、
個
人
の
権
利

と
利
益
を
保
護
す
る
為
に
、
個
人
情
報
を
取

得
し
取
り
扱
っ
て
い
る
事
業
者
に
対
し
、

様
々
な
義
務
と
対
応
を
定
め
た
法
律
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
当
社
は
、
「
情

報
伝
達
の
多
様
化
と
情
報
技
術
が
高
度
化
す

る
中
に
あ
っ
て
、
情
報
産
業
の
一
翼
を
担
う

印
刷
業
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
は
最

重
要
事
項
で
あ
る
。
」
と
の
考
え
に
立
ち
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
認
証
制
度
の
取
得
に

取
り
組
み
、
個
人
情
報
保
護
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
を
作
成
し
、
こ
の
四
月
よ
り
運
用

を
開
始
し
ま
し
た
。

　
個
人
情
報
保
護
法
で
は
個
人
情
報
保
護
に

対
し
て
「
何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
」

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
ど
の
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
」
が
定
め
ら

れ
て
い
る
の
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度

で
す
。

　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
達
や
個
人
情

報
の
漏
洩
事
件
の
頻
発
と
い
っ
た
社
会
的
背

景
の
中
で
制
定
さ
れ
、
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
個
人
情
報
保
護
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｑ
１
５
０
０
１

に
適
合
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
整
備
し
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
適

切
に
行
っ
て
い
る
事
業
者
を
、
第
三
者
機
関

で
あ
る
Ｊ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
（
お
よ
び
そ
の
指
定

機
関
）
が
評
価
・
認
定
し
、
そ
の
証
と
し
て

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
と
称
す
る
ロ
ゴ
の
使

用
を
許
諾
す
る
制
度
で
す
。
簡
単
に
言
う
な

ら
、
「
当
社
に
あ
な
た
の
個
人
情
報
を
預
け

ど
う
で
す
か
、

　
　
お
分
か
り
に
な
り
ま
し
た
か
？

「
個
人
情
報
と
は
」

「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」

個 
人 

情 

報 

保 

護

個 
人 

情 

報 

保 

護

〜 
 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク

　
　
　
　
認
証
制
度
と
は
…

個
人
情
報
保
護
法
と
は
…
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て
も
、
そ
れ
が
外
部
に
漏
れ
た
り
改
ざ
ん
さ

れ
る
よ
う
な
危
険
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う

こ
と
が
ひ
と
目
で
わ
か
る
よ
う
に
マ
ー
ク
を

つ
け
る
と
い
う
制
度
。
こ
の
マ
ー
ク
は
Ｊ
Ｉ

Ｐ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
（
お
よ
び
そ
の
指
定
機
関
）
と
い

う
第
三
者
機
関
が
審
査
を
行
っ
て
認
定
し
た

場
合
に
だ
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
第
三
者
認
証
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
要

で
す
。
企
業
が
自
分
た
ち
だ
け
で
「
安
心
で

す
」
と
言
っ
て
い
る
の
と
違
い
、
公
的
な
機

関
が
「
き
ち
ん
と
管
理
し
て
い
る
」
こ
と
に

対
し
、
「
お
墨
つ
き
」
を
与
え
て
い
る
か
ら

で
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
を
表
示
し
た

事
業
者
は
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
あ
た
っ
て

適
切
な
保
護
を
実
施
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
広
く
社
会
全
体
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
の
で

す
。

　
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
に
お
け
る
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
含
ま
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
に
は
、
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

○
会
社
の
個
人
情
報
保
護
方
針
が
書
か
れ
て

い
る
こ
と

○
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
組
織
体

制
・
責
任
体
制
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

○
個
人
情
報
の
受
け
渡
し
に
関
す
る
規
程
が

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
個
人
情
報
の
収

集
や
利
用
、
提
供
な
ど
の
取
扱
い
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
）

○
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
が
定
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
（
改
ざ
ん
を
防
ぐ
た
め

の
運
用
規
程
、
情
報
を
盗
ま
れ
な
い
為
の

安
全
措
置
、
外
部
組
織
に
個
人
情
報
を
持

ち
出
す
と
き
に
持
ち
出
し
先
の
企
業
と
取

り
交
わ
す
契
約
書
類
な
ど
が
整
備
さ
れ
て

い
る
こ
と
）

○
個
人
情
報
保
護
を
社
内
に
周
知
さ
せ
る
た

め
の
教
育
に
関
す
る
計
画
が
明
記
さ
れ
て

い
る
こ
と

○
社
外
か
ら
の
苦
情
や
相
談
に
対
す
る
窓
口

が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

○
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
保

管
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
が
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と

○
シ
ス
テ
ム
監
査
に
関
す
る
規
程
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
こ
と

○
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見

直
し
に
関
す
る
規
程
が
あ
る
こ
と

○
業
界
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
求
め
ら
れ
て

い
る
規
程
や
体
制
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

こ
と

　
同
制
度
は
、
平
成
十
年
四
月
か
ら
開
始
し

個人情報保護方針

情報伝達の多様化と情報技術が高度化する中にあって、情
報産業の一翼を担う印刷業においては、個人情報保護は最重
要事項である。
事業の代表者として、ここに文書化し、役員および従業員

（正社員ならびに派遣社員、パート・アルバイト）に周知さ
せるとともに、個人情報保護マネジメントシステムを継続的
に実行、改善することを、全社を挙げて取り組みます。

１．当社は、個人情報の収集・利用および提供について、そ
の目的を明確にし、事業活動の範囲内、あるいはお客様
から承諾をいただいた範囲内で、正当な目的のみに使用
いたします。

２．当社は、個人情報を安全かつ正確に管理し、個人情報へ
の不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい
を防止するための適切な措置を講じます。

３．当社は、個人情報保護に関して適用される法令、規範お
よび社内規程を遵守します。

４．当社は、個人情報保護マネジメントシステムを定め実
践・遵守します。また、定期的な見直しにより個人情報
保護マネジメントシステムの継続的改善に努めます。

平成17年４月１日
共同精版印刷株式会社

代表取締役社長
近　東　宏　光

W
12 3あA

太 郎
?
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自立支援部

地域とボランティア

奈良県肢体不自由児・者
父母の会連合会

今回は奈良県肢体不自由児・者父母の会連合会をご紹介させ
ていただきます。
「全ての子どもたちが平等に、生きている喜びや希望を感じ
ることができるように…」。この強い願いをもって、障がい
のある子をもつ親たちがお互いに支え合い、連携の輪を広げ
て、活動されています。具体的にどういった活動をされてい
るのでしょうか。野田淳子会長様、松本倫子副会長様にお話
を伺いました。

奈良県内の市町村の肢体不自由児・者
父母の会（現在17支部）から組織さ
れ、各支部の指導・育成など、バック
アップすることを目的としています。
例えば地理的問題による福祉の地域間
格差が生じないよう働きかけたり、地
域・行政機関との連携役を務めたりす
るのも役割の一つです。また視野を広
げる機会を設けるため、親子県外交流
や社会見学を実施しています。

目　的

「障がい者の自立」は、私たちの
自立の意味とは少し異なります。
養護学校を卒業したあとの進路が
難しいのです。障がい者の社会参
加と自立の促進をテーマに、自立
生活や就労の支援、社会啓発活動
をしています。

組　織

広報部
情報交換と障がい者理解の促進を
テーマに広報誌「道」の発行や
ホームページによる情報発信を
行っています。

仔鹿会
東大寺整肢園のような医療機関だ
けでなく、父母の会としても訓練
する場をと、心理療育キャンプの
開催や心理リハビリテイション訓
練会を行っています。訓練の指導
だけでなく、会員の交流の場とし
ても役割を果たしています。

重度対策部
研修会や介護講習等を通して「生
きがい」をテーマに本人及び家族
の支援体制の充実化、奈良県重症
心身障がい児（者）を守る会との
連携を図っています。
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奈
良
県
肢
体
不
自
由
児
協
会
理
事
長
の
東

大
寺
の
強
力
な
支
援
を
受
け
、
一
九
九
一
年

に
始
ま
り
、
二
年
お
き
に
開
催
し
て
い
ま

す
。
南
都
諸
大
寺
の
ご
住
職
様
、
長
老
様
に

こ
の
墨
蹟
展
の
た
め
だ
け
に
書
道
作
品
を
書

い
て
い
た
だ
き
、
そ
の
収
益
金
は
父
母
の
会

活
動
資
金
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
今
で
は
遠

方
か
ら
来
ら
れ
る
お
客
様
も
い
て
、
恒
例
事

業
に
な
り
ま
し
た
。
次
回
　
第
八
回
チ
ャ
リ

テ
ィ
ー
墨
書
展
は
、
九
月
三
日
・
四
日

（
土
・
日
）
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

南
都
諸
大
寺
チ
ャ
リ
テ
ィ
墨
蹟
展

取
材
を
終
え
て
…

「
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
た
た
か
う
子
供

を
見
て
が
ん
ば
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
親
が

ま
ず
明
る
く
な
ら
な
け
れ
ば
…
」
と
い
う
言

葉
が
印
象
的
で
し
た
。
野
田
会
長
様
、
松
本

副
会
長
様
よ
り
お
話
を
聞
き
、
私
た
ち
も
、

勇
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
（
山
下
・
野
村
）

　
一
九
七
二
年
に
発
足
さ
れ
、
は
や

三
五
年
。
と
て
も
長
い
道
の
り
で
し

た
。
　
昔
は
奈
良
県
に
は
県
立
明
日
香
養

護
学
校
し
か
な
く
、
奈
良
県
北
部
に

住
む
野
田
会
長
さ
ん
は
子
ど
も
さ
ん

と
二
時
間
ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
揺
ら
れ

な
が
ら
付
き
添
い
登
校
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
が
毎

日
往
復
に
し
て
四
時
間
バ
ス
に
乗
る

こ
と
は
身
体
的
に
負
担
の
か
か
る
こ

と
だ
そ
う
で
す
。
な
ん
と
か
奈
良
県

北
部
に
も
肢
体
不
自
由
児
養
護
学
校

を
と
、
父
母
の
会
が
運
動
を
働
き
か

け
、
そ
の
熱
い
思
い
が
行
政
を
動
か

し
ま
し
た
。
運
動
を
始
め
て
八
年
…

一
九
八
〇
年
に
奈
良
養
護
学
校
が
開

校
。
そ
の
喜
び
は
今
も
忘
れ
ら
れ
な

い
そ
う
で
す
。

　
発
足
当
時
は
「
奈
良
県
肢
体
不
自

由
児
父
母
の
会
」
の
名
前
で
し
た
。

そ
の
子
ど
も
た
ち
が
育
ち
、
肢
体
不

自
由
児
・
者
父
母
の
会
に
な
っ
た
の

で
す
。
今
、
会
員
は
二
〇
歳
代
か
ら

五
〇
、
六
〇
歳
代
の
方
か
ら
な
り
ま

す
。
親
の
高
齢
化
、
子
ど
も
た
ち
の

障
害
の
重
度
化
な
ど
の
問
題
を
か
か

え
な
が
ら
も
子
ど
も
た
ち
の
思
い
を

受
け
止
め
、
親
子
共
に
「
明
る
く
前

向
き
に
」
歩
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　
障
が
い
者
が
自
立
し
社
会
の
一
員
と
し
て

働
く
場
、
生
き
が
い
の
場
を
実
現
さ
せ
る
た

め
に
、
行
政
の
支
援
を
受
け
一
九
八
五
年
に

奈
良
フ
ァ
ミ
リ
ー
、
そ
の
翌
年
に
は
、
近
鉄

百
貨
店
橿
原
店
に
福
祉
の
店
「
わ
か
く
さ
」

が
開
店
し
ま
し
た
。
主
に
次
の
商
品
を
取
り

扱
っ
て
い
ま
す
。

奈
良
フ
ァ
ミ
リ
ー
店
…
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請

に
必
要
な
奈
良
県
証
紙
の
販
売
、
タ
バ
コ
の

販
売
、
小
物
雑
貨
の
販
売
を
し
て
い
ま
す
。

橿
原
店
…
三
輪
そ
う
め
ん
、
奈
良
漬
、
大

和
茶
、
吉
野
葛
な
ど
の
奈
良
県
特
産
の
ギ
フ

ト
販
売
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
一
九
九
〇
年

以
降
、
外
販
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
若
草
山
の
若
草
の
よ
う
に
子
供
も
店
も
育

つ
よ
う
と
い
う
店
名
の
由
来
に
あ
る
よ
う
、

「
わ
か
く
さ
」
の
店
は
働
く
場
で
も
あ
り
、

訓
練
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。
接
客
を
通
し
て

た
く
さ
ん
の
人
に
出
会
っ
た
り
、
働
く
と
い

う
喜
び
を
知
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。

奈良県肢体不自由児・者
父母の会連合会
〒634-0061　奈良県橿原市大久保町320-11
奈良県社会福祉総合センター内
TEL 0744-29-0140 FAX 0744-21-6112
http://www.narakenshiren.gr.jp
mail  honbu@narakenshiren.gr.jp

福
祉
の
店
「
わ
か
く
さ
」

三
五
年
の
長
い
道
の
り

左：会長の野田淳子さん
右：副会長の松本倫子さん

第7回チャリティ墨蹟展

福祉の店「わかくさ」

社会見学事業として東京ディズニーランドへ行きました
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中
国
・
朝
鮮
・
日
本
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
で

古
く
か
ら
筆
記
用
具
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た

墨
。
　
そ
の
歴
史
は
、
日
本
が
国
と
し
て
の
政
治

体
制
を
整
え
た
飛
鳥
時
代
〔
七
世
紀
〕
―

官
職
を
定
め
法
令
を
公
布
す
る
に
は
筆
記
用

具
が
必
須
で
す
か
ら
、
こ
の
時
代
以
前
に
朝

鮮
や
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
朝
廷
の
置
か
れ
た
明
日

香
で
墨
作
り
が
始
ま
り
、
な
か
ん
ず
く
宮
廷

に
造
墨
手
が
置
か
れ
て
、
本
格
的
に
生
産
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
政
治
の
中
心
は

や
が
て
明
日
香
か
ら
奈
良
へ
、
墨
造
り
と
と

も
に
移
り
ま
し
た
。
都
が
京
都
へ
移
っ
た
時

は
、
奈
良
に
た
く
さ
ん
の
社
寺
が
残
り
、
学

問
の
中
心
と
し
て
栄
え
ま
し
た
の
で
、
墨
造

り
の
技
は
こ
こ
に
留
ま
り
ま
し
た
。
以
来
一

〇
〇
〇
年
余
、
伝
統
産
業
と
し
て
全
国
生
産

の
九
五
％
が
こ
こ
奈
良
で
造
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
墨
造
り
は
毎
年
十
月
中
旬
か
ら
翌
年
四
月

末
く
ら
い
ま
で
の
寒
期
に
行
わ
れ
ま
す
。
夏

場
は
原
料
の
膠
が
腐
り
や
す
い
た
め
で
す
。

固
形
墨
の
原
料
は
以
下
の
通
り
で
す
。

①
着
色
剤
…
…
煤
（
松
煙
・
油
煙
・
改
良

煙
煤
）

　
松
の
木
と
そ
の
樹
脂
を
燃
や
す
の
が
松
煙

墨
、
植
物
油
（
菜
種
油
・
ゴ
マ
油
・
大
豆

油
・
椿
油
）
を
燃
や
し
て
作
る
の
が
油
煙

墨
、
石
油
か
ら
得
ら
れ
る
ア
ト
ラ
セ
ン
な
ど

の
鉱
物
油
を
燃
や
し
て
作
る
の
が
改
良
煙
煤

で
す
。
今
で
は
ほ
と
ん
ど
が
油
煙
墨
を
使
い

ま
す
。

②
展
色
剤
…
…
膠
（
牛
・
馬
・
鹿
の
皮
や

骨
を
煮
出
し
て
固
め
た
も
の
）

　
膠
の
役
割
は
、
煤
の
粒
子
を
接
着
さ
せ
て

墨
の
形
に
整
え
る
こ
と
、
墨
液
に
擦
ら
れ
て

か
ら
は
、
煤
と
水
の
本
来
な
じ
ま
な
い
も
の

を
な
じ
ま
せ
、
適
度
な
粘
り
を
与
え
て
伸
び

を
良
く
す
る
こ
と
、
紙
に
移
っ
て
か
ら
は
煤

粒
子
を
紙
に
接
着
さ
せ
、
艶
を
添
え
、
い
わ

ゆ
る
墨
の
色
を
作
り
出
す
こ
と
で
す
。

③
伍
剤
…
…
香
料
　
そ
の
他

　
膠
の
生
臭
い
匂
い
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、

麝
香
・
竜
脳
・
梅
花
香
な
ど
の
香
料
が
加
え

ら
れ
ま
す
。

採煙1
まずここで原料となる煤を作ります。油煙は油を入れた土器
に灯芯をともし、蓋につく煤を集める方法が長く踏襲され、
土器式採煙法と呼ばれます。しかし、この方法は効率が悪い
などデメリットが多い為、自動採煙機を開発され、高品質の
油煙を採取されておられます。

膠を溶かす2
熱湯に沸かした釜の中に膠と水を入れた器をつける
二重釜で溶かします。ここに、匂いを和らげる為、
竜脳などの香料が加えられます。

墨ができるまでの

に
か
わ

じ
ゃ    

こ
う

り
ゅ
う 

の
う

-

株
式
会
社
呉

竹-
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墨
に
も
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
色
も

「
黒
・
茶
・
青
」
と
三
種
類
あ
り
ま
す
。
形

も
よ
く
見
る
長
方
形
の
も
の
以
外
に
、
円
形

や
多
角
形
・
扇
面
形
と
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
書

道
や
絵
画
で
有
名
な
先
生
の
作
品
を
彫
っ

て
、
記
念
品
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

小
さ
い
も
の
で
年
間
四
〇
〇
万
丁
製
造
さ
れ

て
い
る
そ
う
で
す
。
日
本
で
は
昔
か
ら
書
道

人
口
は
あ
ま
り
変
動
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
女

性
の
方
が
全
体
の
七
割
を
占
め
る
よ
う
で

す
。
私
た
ち
に
一
番
身
近
で
手
に
入
り
や
す

い
伝
統
工
芸
品
。
日
本
人
で
あ
る
以
上
か
っ

こ
よ
く
使
い
こ
な
し
た
い
も
の
で
す
。

攪拌3
炊けた膠と煤（一般的に6対
10の割合）を十分に練り合
わせます。煤・膠・香料を
ニーダ（攪拌機）に入れ、手
もみ、足ねりします。

削り5
＊皆さん体中真っ黒になっておられま
したが、石鹸だけでは落ちないそうで
す。なにが使われるかご存知でしょう
か？？
正解は……ウグイスの糞だそうです。

乾燥6
型から出された墨は放っておくと、表面がひび割れしてしまいます。そ
れを防ぐ為、全体にゆっくり乾くように湿った木灰を入れた箱の中に埋
め、少しずつ水分を取らせます。ある程度堅くなってきたら墨は稲藁で
編んで天井からつるし、30日～90日間空気を乾燥します。
＊現在この作業を行っている方は（お一人で）10月から４月まで休むこ
となく毎日この作業を繰り返されているそうです。

磨き7
墨にもつやありとつやなしがあり
ます。つやを出す場合はハマグリ
貝で研ぎ仕上げられます。

桟積み

彩色

仕上げ

型入れ・型だし4 ここでいろいろな形にしていきます。

１ヶ月おきます。

約2時間ご説明頂いた

坪倉さん。寒い中

ありがとうございました！！

思ったより柔らかく、

株式会社 呉竹
〒630-8670　奈良市南京終町7-576
TEL：0742－50－2050
FAX：0742－50－2070
URL：www.kuretake.co.jp

大宮通り

や
す
ら
ぎ
の
道

三条通り

クレタケペン工場

ジャスコ

マツダオート

不二家

東九条病院

南京終バス停

大安寺

JR京終駅

八軒町バス停

ダイエー

至 大阪

至 猿沢池

N

近鉄奈良駅

大森町

Ｊ
Ｒ

奈
良
駅

Ｊ
Ｒ
桜
井
線

�呉竹
本社・工場

製墨工程見学ご希望の方は…

体 験 談握 墨り

温かかったです。
握っただけでは

手も汚れず驚きました。




