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【
松
明
調
進
と
名
張
盆
地
】

東
大
寺
の
年
中
行
事
の
な
か
で
、
も
っ
と

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
行
事
の
一
つ
が
二
月

堂
の
修
二
会
（
お
水
取
り
）
で
あ
る
。
春
を

迎
え
る
火
の
祭
典
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
回

廊
上
で
振
ら
れ
る
大
松
明
は
ま
こ
と
に
印
象

的
で
あ
る
。
修
二
会
は
遠
く
奈
良
時
代
か
ら

お
こ
な
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
火
の
祭

典
で
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
大
松
明
の
芯
の
松

明
木
は
奈
良
か
ら
山
一
つ
越
え
た
名
張
市
赤

目
町
一
ノ
井
の
松
明
講
か
ら
毎
年
寄
進
さ
れ

て
い
る
。
伝
承
に
よ
る
と
、
一
ノ
井
に
鎌
倉

時
代
初
期
に
住
ん
で
い
た
道
観
と
い
う
人

が
、
重
源
上
人
の
東
大
寺
再
建
の
よ
び
か
け

に
応
じ
て
大
木
を
寄
進
し
た
の
が
松
明
調
進

の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
文
献
史

料
の
う
え
で
修
二
会
の
松
明
に
ふ
れ
て
い
る

の
は
、
鎌
倉
前
期
の
宝
治
三
年
（
一
二
四
九
）

三
月
聖
玄
寄
進
状
に
「
二
月
堂
　
六
段
　
二

七
ヶ
夜
行
法
続
松
十
二
百
把
料
田
也
」
と
あ

る
の
が
最
初
で
あ
る
。
僧
聖
玄
が
伊
賀
国
名

張
郡
（
現
三
重
県
名
張
市
）
矢
川
村
の
水
田

六
段
を
「
二
七
ヶ
夜
行
法
」（
修
二
会
）
の

「
続
松
」（
松
明
）
の
費
用
に
あ
て
る
べ
く
二

月
堂
に
寄
進
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
以
後
今
に
い
た
る
ま
で
、
名
張
盆

地
か
ら
の
松
明
調
進
が
つ
づ
い
て
い
る
。

【
黒
田
庄
の
成
立
と
展
開
】

で
は
、
な
ぜ
松
明
が
名
張
盆
地

か
ら
調
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
黒
田
庄
と
い
う
東
大
寺
領
庄

園
の
存
在
が
ふ
か
く
か
か
わ
っ
て

い
る
。
東
大
寺
の
歴
史
を
ふ
り
か

え
っ
て
み
る
と
、
八
世
紀
の
律
令

国
家
体
制
の
も
と
、
て
あ
つ
い
国

家
保
護
を
う
け
て
成
立
し
た
が
、

摂
関
政
治
・
院
政
へ
と
時
代
が
推

移
し
、
律
令
国
家
が
形
骸
化
す
る

な
か
で
、
庇
護
者
を
う
し
な
い
、

弱
体
化
が
す
す
む
。
し
か
し
、
東

大
寺
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
の

で
は
な
く
、
各
地
に
庄
園
を
確
保

し
、
そ
れ
を
経
済
的
基
盤
に
す
る

こ
と
で
、
寺
勢
の
維
持
・
発
展
を

は
か
る
体
制
へ
の
き
り
か
え
を
積

極
的
に
す
す
め
て
い
く
。

東
大
寺
は
京
都
の
教
王
護
国
寺

（
東
寺
）と
な
ら
ん
で
、
膨
大
な
中
世
文
書
を

保
存
し
て
い
る
寺
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、
庄
園
に
か
か
わ
る
文
書
が
そ
の
う
ち
で

も
大
き
な
比
重
を
し
め
て
い
る
。
庄
園
の
獲

得
・
維
持
が
中
世
の
東
大
寺
に
と
っ
て
、
寺

院
経
済
を
さ
さ
え
て
い
く
う
え
で
大
事
な
意

味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
庄
園
関
係
文
書
の
う
ち
で
も
文
書

点
数
の
お
お
い
庄
園
の
一
つ
が
名
張
郡
所
在

の
黒
田
庄
で
あ
る
。
こ
の
庄
園
が
東
大
寺
に

と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
重
要
な
庄
園
で

あ
っ
た
こ
と
を
し
め
す
。

黒
田
庄
の
東
大
寺
に
と
っ
て
の
重
要
性
は

こ
の
庄
が
位
置
す
る
名
張
盆
地
の
重
要
性
に

か
か
わ
る
。
一
〇
世
紀
の
摂
関
政
治
期
以
降
、

東
大
寺
は
本
拠
地
の
大
和
盆
地
で
は
摂
関
藤

原
氏
の
氏
寺
興
福
寺
に
お
さ
れ
て
お
お
き
な

庄
園
を
設
定
で
き
る
力
は
も
て
て
い
な
い
。

し
か
し
、
安
定
し
た
収
入
を
う
る
こ
と
の
で

き
る
庄
園
を
寺
の
ち
か
く
に
確
保
す
る
こ
と

は
寺
に
と
っ
て
は
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
東

大
寺
が
目
を
つ
け
た
の
は
奈
良
か
ら
比
較
的

ち
か
い
伊
賀
国
で
あ
っ
た
。
東
大
寺
は
こ
こ

に
庄
園
を
設
定
す
る
こ
と
に
お
お
き
な
力
を

そ
そ
ぎ
、
結
局
、
北
伊
賀
に
玉
滝
庄
、
南
伊

賀（
名
張
盆
地
）に
黒
田
庄
と
い
う
庄
園
を
確

保
す
る
こ
と
成
功
す
る
。
こ
の
う
ち
黒
田
庄

は
全
盛
期
に
は
、
田
地
面
積
は
三
〇
〇
町
を

こ
え
、
そ
の
広
が
り
は
名
張
盆
地
全
域
に
お

よ
ぶ
と
い
う
巨
大
庄
園
に
成
長
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
に
お
お
き

な
庄
園
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
奈
良
時
代

の
こ
ろ
、
東
大
寺
は
大
仏
殿
な
ど
堂
舎
の
建

設
・
維
持
に
必
要
な
材
木
を
採
取
す
る
た
め

に
、
板
蝿
杣
と
い
う
杣
山
を
大
和
の
東
山
中

に
も
っ
て
お
り
、
そ
の
広
が
り
は
伊
賀
国
と

の
国
境
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
。
そ
し
て
こ

の
杣
で
働
く
杣
工
た
ち
は
、
そ
の
居
住
地
を

杣
の
麓
に
位
置
す
る
、
国
境
を
越
え
た
伊
賀

国
名
張
郡
の
黒
田
の
地
に
も
と
め
て
い
た
。

板
蝿
杣
は
木
が
伐
り
つ
く
さ
れ
る
な
か

で
、
そ
の
役
割
は
お
え
る
が
、
杣
工
の
居
住

地
と
し
て
の
黒
田
は
残
っ
て
い
る
。
一
〇
世

紀
の
摂
関
期
頃
に
な
る
と
、
東
大
寺
は
こ
の

小
さ
な
居
住
地
に
目
を
つ
け
、
黒
田
本
庄
と

名
付
け
、
こ
こ
を
拠
点
に
名
張
盆
地
内
の

村
々
を
支
配
下
に
吸
収
し
よ
う
と
す
る
動
き

を
開
始
す
る
。
こ
の
東
大
寺
に
よ
る
名
張
盆

地
一
円
の
庄
園
化
の
過
程
は
以
後
平
安
時
代

末
の
一
二
世
紀
末
ま
で
二
〇
〇
年
以
上
の
長

き
に
わ
た
り
続
く
。
そ
の
間
、
東
大
寺
は
名

張
の
村
々
の
武
士
や
農
民
、
あ
る
い
は
伊
賀

国
の
官
人
や
京
都
か
ら
派
遣
さ
れ
て
く
る
官

人
、
さ
ら
に
は
伊
勢
神
宮
や
興
福
寺
と
い
っ

た
大
寺
社
な
ど
と
争
い
な
が
ら
名
張
盆
地
全

域
を
支
配
下
に
お
く
こ
と
を
め
ざ
す
。
そ
し

て
本
来
の
杣
工
居
住
地
で
あ
る
黒
田
本
庄
、

あ
ら
た
に
東
大
寺
が
獲
得
し
た
地
で
あ
る
黒

田
出
作
新
庄
、
あ
わ
せ
て
全
体
と
し
て
黒
田

庄
と
よ
ば
れ
る
巨
大
な
東
大
寺
領
庄
園
の
確

立
に
成
功
す
る
。
こ
の
黒
田
庄
確
立
過
程
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
中
世
史
研
究
を

リ
ー
ド
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
石
母
田
正
氏

N
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の
名
著
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
の
な
か
で
、

い
き
い
き
と
描
か
れ
て
お
り
、
日
本
に
中
世

庄
園
成
立
の
あ
り
方
を
し
め
す
一
つ
の
典
型

と
し
て
著
名
で
あ
る
。

【
重
源
上
人
と
松
明
調
進
】

修
二
会
の
松
明
は
黒
田
新
庄
に
ふ
く
ま
れ

る
矢
川
か
ら
調
進
さ
れ
て
い
る
。
調
進
の
由

来
に
つ
い
て
は
伝
承
の
語
る
と
こ
ろ
と
文
献

の
の
べ
る
と
こ
ろ
で
は
相
違
が
あ
る
。
し
か

し
、
伝
承
と
は
い
え
、
松
明
調
進
の
き
っ
か

け
に
重
源
上
人
が
登
場
し
て
い
る
の
は
興
味

ふ
か
い
。
東
大
寺
支
配
下
の
黒
田
庄
が
確
立

し
た
姿
を
あ
ら
わ
す
一
二
世
紀
末
は
源
氏
と

平
氏
と
い
う
二
つ
の
勢
力
が
ぶ
つ
か
り
あ

い
、
そ
の
な
か
か
ら
鎌
倉
幕
府
が
生
ま
れ
る

と
い
う
政
治
的
な
激
動
期
で
あ
り
、
治
承
四

年
（
一
一
八
〇
）
に
は
平
重
衡
の
奈
良
焼
き

討
ち
が
な
さ
れ
、
そ
の
な
か
で
大
仏
殿
な
ど

の
伽
藍
の
お
お
く
が
炎
上
・
焼
失
す
る
と
い

う
、
東
大
寺
に
と
っ
て
も
存
続
の
危
機
に
直

面
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
二
月
堂
は
類
焼

を
ま
ぬ
が
れ
た
も
の
の
、
修
二
会
も
そ
の
存

続
が
あ
や
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
東
大
寺
が
直
面
し

た
危
機
は
、
重
源
上
人
が
主
導
す
る
東
大
寺

復
興
の
巨
大
な
運
動
に
よ
り
の
り
こ
え
ら
れ

て
い
く
。
重
源
は
勧
進
聖
と
し
て
卓
越
し
た

組
織
力
を
も
っ
て
民
衆
を
組
織
し
、
さ
ら
に

は
頼
朝
ら
武
士
勢
力
を
も
ま
き
こ
み
な
が

ら
、
そ
れ
ら
の
力
を
結
集
し
て
、
大
仏
再
建

を
は
じ
め
と
し
た
復
興
事
業
を
な
し
と
げ
て

い
く
。
重
源
の
も
と
め
に
応
じ
た
道
観
の
寄

進
が
松
明
木
調
進
の
は
じ
ま
り
と
す
る
の

は
、
事
実
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
重
源

の
東
大
寺
復
興
と
い
う
よ
び
か
け
が
、
名
張

な
い
し
は
伊
賀
と
い
う
地
域
の
民
衆
た
ち
に

お
お
き
な
共
感
を
よ
び
お
こ
し
、
人
々
が
そ

れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
そ
の
よ
び
か
け
に
応
じ

て
い
っ
た
こ
と
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
。

【
修
二
会
と
名
張
盆
地
】

修
二
会
に
つ
い
て
も
、
一
旦
は
存
続
の
危

機
に
さ
ら
さ
れ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の

さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
よ
り
支
え
ら
れ
な
が

ら
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
体
制
が
と
と
の
え
ら

れ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
が
、

僧
聖
玄
が
黒
田
新
庄
内
の
水
田
を
松
明
木
の

調
達
料
と
し
て
二
月
堂
に
寄
進
し
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
寄
進
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
重

源
は
す
で
に
世
を
去
っ
て
い
る
も
の
の
、
重

源
が
つ
く
り
だ
し
た
東
大
寺
復
興
の
波
の
な

か
で
の
体
制
整
備
の
一
環
で
あ
る
と
み
て
よ

い
。
聖
玄
は
東
大
寺
の
僧
で
あ
り
、
当
時
黒

田
新
庄
の
「
庄
預
」
つ
ま
り
、
新
庄
の
管
理

責
任
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
聖
玄
は
自

分
が
新
庄
内
に
も
っ
て
い
た
私
領
の
水
田
を

大
仏
御
仏
聖
闕
如
料
田
・
二
月
堂
・
浄
土
堂

に
そ
れ
ぞ
れ
寄
進
し
て
い
る
。
東
大
寺
諸
堂

舎
の
運
営
を
安
定
化
し
、
さ
ら
に
は
東
大
寺

の
庄
園
と
し
て
確
立
し
て
か
ら
約
半
世
紀
経

過
し
て
い
る
黒
田
庄
を
よ
り
密
接
に
東
大
寺

に
結
び
つ
け
て
い
く
た
め
に
な
さ
れ
た
寄
進

で
あ
ろ
う
。

こ
の
寄
進
で
名
張
地
域
は
は
っ
き
り
修
二

会
と
結
び
つ
く
。
以
後
当
庄
は
南
北
朝
・
室

町
・
戦
国
期
を
通
し
て
東
大
寺
領
で
あ
り
続

け
る
。
今
の
よ
う
に
、
赤
目
の
人
々
が
松
明

講
を
つ
く
り
、
そ
の
講
が
自
発
的
に
松
明
木

を
寄
進
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
江
戸
時
代

初
期
と
い
わ
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
中
世
を
通

じ
て
黒
田
新
庄
矢
川
村
の
松
明
料
田
は
そ
の

機
能
を
は
た
し
続
け
た
か
、
そ
う
で
な
く
て

も
村
の
人
々
に
よ
る
自
発
的
な
松
明
木
調
進

が
な
さ
れ
て
、
そ
れ
が
近
世
の
松
明
講
に
引

き
つ
が
れ
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

修
二
会
の
諸
行
事
の
な
か
で
有
名
な
も
の

の
一
つ
に
、
期
間
中
の
二
日
間
だ
け
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
過
去
帳
の
読
み
上
げ
が
あ
る
。

東
大
寺
と
く
に
二
月
堂
に
ゆ
か
り
の
深
い

人
々
を
奈
良
時
代
以
来
書
き
つ
い
で
き
て
い

る
も
の
を
読
み
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

な
か
に
女
人
禁
制
の
法
会
の
な
か
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
青
衣
之
女
人
」
と
い
う
名

前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る

そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
さ
て
お
く
と
し
て
、

こ
の
「
青
衣
之
女
人
」
の
す
こ
し
あ
と
に
、

「
田
地
寄
進
　
聖
玄
法
印
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

聖
玄
の
は
た
し
た
役
割
は
黒
田
庄
と
い
う
巨

大
庄
園
さ
ら
に
は
名
張
盆
地
を
ふ
か
く
東
大

寺
に
結
び
つ
け
る
う
え
で
お
お
き
か
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
過
去
帳
に
記
さ
れ
て

て
い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
の
始
め
一
九
二
〇

年
代
ま
で
は
、
松
明
は
一
ノ
井
か
ら
東
大
寺

ま
で
、
笠
間
峠
を
抜
け
東
山
中
を
通
る
四
〇

キ
ロ
の
道
を
地
元
の
人
々
の
手
で
一
日
が
か

り
で
運
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
道
は
中
世
に
お

い
て
黒
田
庄
と
東
大
寺
を
結
ぶ
道
そ
の
も
の

で
も
あ
っ
た
。
中
世
東
大
寺
と
名
張
の
強
い

結
び
つ
き
は
そ
の
よ
う
な
形
で
残
っ
て
い
た

と
も
い
え
る
。

丸山　幸彦［まるやま　ゆきひこ］

1939年　長野県生まれ。
京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得
退学　博士（文学）。現在、奈良大学文学部史
学科教授。日本中世史・庄園史を専門分野と
している。日本史研究会、史学研究会に所属。
著書に『古代東大寺庄園の研究』（渓水社）
『川と人間　｜吉野川流域史｜』（渓水社）
『日本庄園史料・阿波国・讃岐国部』
（吉川弘文館）などがある。

重源上人像
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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

印
刷
文
化
の
世
界
も
、
探
れ
ば
探
る
ほ
ど

深
く
、
か
つ
ま
た
広
範
囲
に
亘
っ
て
い
る
。

そ
の
歴
史
は
一
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
海
を
越

え
、
国
境
を
越
え
て
連
な
っ
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

今
回
は
、
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
司
祭
が
、

四
百
年
前
に
ラ
テ
ン
語
で
詩
を
書
き
、
印
刷

ま
で
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
紹
介
し
た

い
。例

に
よ
っ
て
奈
良
町
の
古
本
屋
を
う
ろ
つ

い
て
い
た
ら
、
一
冊
の
め
ず
ら
し
い
本
と
出

会
っ
た
。
そ
れ
は
原
田
裕
司
と
い
う
人
が
書

い
た
『
キ
リ
シ
タ
ン
司
祭
後
藤
ミ
ゲ
ル
の
ラ

テ
ン
語
の
詩
と
そ
の
印
刷
者
税
所
ミ
ゲ
ル
を

め
ぐ
っ
て
』
と
い
う
、
長
い
タ
イ
ト
ル
の
本

で
あ
る
が
、
印
刷
を
生
業
と
し
て
き
た
者
に

と
っ
て
は
、
黙
っ
て
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。

版
元
は
近
代
文
芸
社
と
い
う
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
自
費
出
版
が
中
心
の
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
版
型
は
四
六
判
、
ペ
ー
ジ
数
は
百
ペ

ー
ジ
あ
ま
り
の
薄
い
出
来
具
合
の
も
の
で
あ

る
。発

行
年
は
一
九
九
八
・
五
で
、
約
七
年
程

以
前
の
も
の
。
著
者
は
一
九
五
四
年
生
ま
れ

で
、
当
時
大
阪
大
学
言
語
文
化
部
の
講
師
で

あ
っ
た
。

興
味
を
抱
い
た
の
は
、
日
本
人
の
キ
リ
シ

タ
ン
司
祭
が
マ
ニ
ラ
で
ラ
テ
ン
語
の
詩
作
を

し
、
そ
れ
を
印
刷
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
後
藤
ミ
ゲ
ル
と
い
う
司
祭
は
、
よ
ほ
ど

ラ
テ
ン
語
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
、
詩
を
作

る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
の
は
全
く
の
驚
異
で

あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
を
印
刷
し
た
と
い
う
税
所
ミ

ゲ
ル
も
、
す
ば
ら
し
い
印
刷
技
術
を
保
持
し

て
い
た
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
年
代
は

十
七
世
紀
初
頭
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

ん
な
時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
日
本

人
が
書
い
た
ラ
テ
ン
語
の
詩
が
堂
々
と
印
刷

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
き
、
著
者
は
「
も
し
わ
れ
わ
れ

の
ラ
テ
ン
詩
人
「
ミ
ゲ
ル
・
ゴ
ト
ー
」
が
後

藤
宗
印
の
息
子
後
藤
ミ
ゲ
ル
で
あ
る
な
ら

ば
、
ゴ
ト
ー
は
自
作
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
が
載

っ
た
イ
ロ
コ
語
の
書
物
が
出
版
さ
れ
る
一
六

二
一
年
の
三
年
前
、
す
な
わ
ち
一
六
一
八
年

に
司
祭
に
叙
階
さ
れ
同
年
日
本
に
帰
っ
た
こ

と
に
な
る
。
五
野
井
氏
は
、
後
藤
ミ
ゲ
ル
が

一
六
一
八
年
以
前
か
そ
の
前
後
に
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
渡
航
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
は
な

い
と
し
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
義
書
を
フ

ィ
リ
ピ
ン
の
現
地
人
に
推
奨
す
る
「
日
本
人

司
祭
ミ
ゲ
ル
・
ゴ
ト
ー
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
」

を
掲
載
し
た
書
物
が
一
六
二
一
年
に
マ
ニ
ラ

で
出
版
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
ゴ
ト
ー
の

フ
ィ
リ
ピ
ン
滞
在
を
裏
付
け
る
有
力
な
証
拠

で
は
な
い
の
か
。」
と
の
べ
て
い
る
。

彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
導
に
身
命
を
賭

し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
い

わ
ば
印
刷
術
は
布
教
に
お
け
る
不
可
欠
の
道

具
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今

日
の
よ
う
に
鮮
明
な
印
刷
物
が
出
来
な
い
こ

と
は
当
然
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
一
度
に
多

く
の
人
々
に
印
刷
物
を
配
布
す
る
に
は
、
や

は
り
「
印
刷
」
と
い
う
手
段
が
も
っ
と
も
重

要
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
は
、
彼
ら
の
信
じ
て
や
ま
な
い

キ
リ
ス
ト
教
が
、
必
ず
し
も
現
地
人
に
は
受

け
入
れ
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ

異
教
の
徒
と
し
て
、
宣
教
師
た
ち
を
白
眼
視

し
、
迫
害
を
加
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
を
広
げ
る
人

た
ち
に
は
想
像
以
上
の
苦
難
が
あ
り
、
迫
害

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

苦
難
を
は
ね
返
し
、
ひ
た
す
ら
耐
え
忍
ん
で

一
心
に
布
教
に
は
げ
む
姿
は
、
何
も
の
に
も

代
え
が
た
い
尊
い
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
一
体
後
藤
ミ
ゲ
ル
が
ど
の
よ

う
に
し
て
ラ
テ
ン
語
を
学
ん
だ
の
か
、
そ
れ

に
つ
い
て
引
用
し
て
み
よ
う
。「
後
藤
ミ
ゲ

ル
が
入
学
し
た
「
司
教
の
神
学
院
」
と
は
一

六
〇
一
年
に
セ
ル
ケ
イ
ラ
司
教
が
長
崎
の
岬

の
教
会
に
設
立
し
た
教
区
大
神
学
校
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
彼
が
卒
業
し
た

セ
ミ
ナ
リ
ヨ
と
は
、
合
併
後
一
五
九
一
年
か

ら
九
五
年
ま
で
島
原
半
島
の
八
良
尾
に
あ

り
、
以
後
有
家
、
天
草
、
長
崎
、
有
馬
と
移

転
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
小

神
学
校
の
こ
と
で
あ
る
。
八
良
尾
時
代
以
降

の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
お
よ
び
一
六
〇
一
年
か
ら
一

六
一
四
年
ま
で
長
崎
の
岬
の
教
会
に
存
続
し

た
教
区
大
神
学
校
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
ラ

テ
ン
語
教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ

を
探
る
こ
と
は
、
数
年
後
追
放
先
の
マ
ニ
ラ

に
お
い
て
見
事
な
ラ
テ
ン
語
の
詩
を
書
く
こ

と
と
な
る
後
藤
ミ
ゲ
ル
を
理
解
す
る
う
え
で

極
め
て
重
要
で
あ
る
。」
こ
れ
を
み
る
限
り
、

学
校
と
い
っ
て
も
要
す
る
に
キ
リ
ス
ト
教
の

教
義
が
中
心
に
な
っ
た
ラ
テ
ン
語
で
あ
り
、

学
ぶ
こ
と
も
当
然
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
で
あ

っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

後
藤
は
そ
う
し
た
中
で
、
詩
を
書
く
こ
と

を
覚
え
、
次
々
と
詩
作
を
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
詩
の
一
部
を
掲
げ
る
。

こ
の
書
を
推
奨
す
る

寸
詩

日
本
人
司
祭
ミ
ゲ
ル
・
ゴ
ト
ー
師
作

金
色
の
陽
光
が
そ
の
輝
き
に
よ
っ
て
真
っ

暗
な
闇
を
追
い
払
い

Imagin 21
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優
し
く
万
物
を
そ
の
熱
で
暖
め
る
よ

う
に
、

こ
の
書
物
は
人
々
の
心
を
黒
い
霧
か
ら
解

き
放
ち神

々
し
い
火
に
よ
っ
て
凍
え
た
心
を

動
か
し
め
る
。

ゆ
え
に
イ
ロ
コ
の
人
々
よ
、
も
し
汝
ら
が

光
を
見
た
い
と
望
み

冷
め
か
け
た
胸
を
炎
で
上
が
ら
せ
よ

う
と
願
う
な
ら
、

こ
の
書
を
手
に
取
り
昼
夜
を
分
か
た
ず
読

む
が
よ
い
。

こ
れ
こ
そ
汝
ら
に
と
っ
て
永
遠
の
光

と
な
り
火
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

内
容
的
に
は
と
く
に
取
り
立
て
て
い
う
ほ

ど
の
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
あ
る
が
、
し
か

し
原
語
を
み
る
と
一
応
脚
韻
も
踏
ん
で
あ

り
、
誰
に
で
も
書
け
る
と
い
う
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
辺
で
も
う
一
度
念
の
た
め
後

藤
ミ
ゲ
ル
の
こ
と
を
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
歴

史
大
事
典
』
よ
り
、
抽
い
て
み
よ
う
。「
後

藤
宗
印
　
生
年
不
詳
―
一
六
二
七
・
一
二
・

三
一
（
寛
永
四
・
一
一
・
二
四
）
長
崎
頭
人

（
と
う
に
ん
）
総
代
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
出
版

者
。
武
雄
の
後
藤
貴
明
の
一
族
。
惣
太
郎
の

ち
庄
左
衛
門
貞
之
。
頭
人
と
し
て
そ
の
名
が

旧
記
に
見
え
、
九
二
（
文
禄
元
）
年
頭
人
総

代
と
し
て
名
護
屋
で
秀
吉
に
謁
し
て
い
る
。

長
崎
銀
座
十
人
衆
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
朱
印

船
に
も
従
事
し
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
は

一
六
〇
〇
（
慶
長
五
）
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
か

ら
委
託
さ
れ
て
邦
文
教
書
の
印
刷
に
従
事
し

た
。（
後
略
）」
こ
れ
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
彼
が
単
な
る
頭
人
で
は
な
く
、
色
々
と

才
能
を
発
揮
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
、
印
刷
技
術
は
、
多
才
な
彼
の
一

端
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ

れ
に
し
て
も
、
宗
教
と
印
刷
と
い
う
因
果
関

係
は
、
グ
ー
デ
ン
ベ
ル
ク
の
「
十
五
行
聖
書
」

は
も
と
よ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
「
五
山

文
学
」
の
誕
生
に
は
少
な
か
ら
ず
印
刷
文
化

が
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。一

方
、
後
藤
ミ
ゲ
ル
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
を

印
刷
し
た
税
所
ミ
ゲ
ル
と
は
ど
う
い
う
人
物

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
、
そ
れ
を
同
書

よ
り
抽
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。「
ミ
ゲ

ル
・
サ
イ
シ
ョ
の
名
は
実
は
一
六
二
一
年
の

マ
ニ
ラ
版
教
義
書
の
表
題
頁
に
そ
の
印
刷
者

の
一
人
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は

な
い
。
一
九
二
六
年
の
『
新
小
説
』
南
蛮
紅

毛
号
で
後
藤
ミ
ゲ
ル
の
ラ
テ
ン
語
の
詩
に
言

及
し
た
石
田
幹
之
助
氏
は
、
同
じ
文
章
に
お

い
て
、
こ
の
マ
ニ
ラ
版
教
義
書
の
ほ
か
に
も

う
一
種
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
刊
行
の
書
籍
を
紹
介

し
て
い
る
。」

印
刷
に
従
事
す
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く

と
も
手
先
が
器
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
し
に
、
税
所
ミ
ゲ
ル
も
ま
た
、
ラ
テ
ン
語

が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
藤
ミ

ゲ
ル
と
同
等
の
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
、
さ
き
ほ
ど
の
石
田
幹
之
助

氏
の
同
書
に
は
「
元
和
年
間
に
呂
宋
（
ル
ソ

ン
）
の
或
る
地
、

―
少
く
も
マ
ニ
ラ
と
そ

の
近
く
の
バ
コ
ロ
ル
と
で
、
ミ
ゲ
ル
・
サ
イ

シ
ョ
と
い
う
一
日
本
人
が
、
こ
の
島
の
土
人

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ダ
ン
バ
と
い
う
も
の
と
組
ん

で
ア
グ
ス
チ
ー
ノ
派
御
用
の
印
刷
屋
兼
出
版

屋
を
や
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
や
っ

て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
と
書
く
と
、
い
か

に
も
世
間
公
知
の
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
実

は
こ
の
こ
と
は
彼
が
ダ
ン
バ
と
共
同
で
出
版

し
た
書
物
が
た
っ
た
二
種
、

―
而
も
そ
れ

は
孰
れ
も
稀
覯
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
が
幸
い
残
っ
て
い
た
為
に
そ
ん
な
男
も
あ

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
や
っ
と
分
る
位
な

の
で
、
今
迄
一
向
そ
ん
な
話
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。（
後
略
）」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
何

と
も
サ
イ
シ
ョ
・
ミ
ゲ
ル
と
い
う
男
は
、
変

り
者
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
。
仮
り
に
、

長
崎
あ
た
り
で
ラ
テ
ン
語
の
教
義
書
を
印
刷

し
た
と
い
う
な
ら
わ
か
る
。
そ
れ
も
、
何
を

好
ん
で
異
国
の
マ
ニ
ラ
で
、
し
か
も
現
住
民

の
ダ
ン
バ
と
組
ん
で
印
刷
屋
を
始
め
た
と
い

う
の
だ
か
ら
、
駭
き
を
通
り
越
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
が
共
同

で
出
版
し
た
二
種
の
書
物
が
、
今
日
で
は
稀

覯
の
印
刷
物
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
か
が
印
刷
物
と
は
、
ゆ
め
ゆ
め
思
う
な

か
れ
。
そ
う
す
る
と
、
一
枚
の
印
刷
物
と
は

い
え
、
も
し
か
し
て
世
界
の
歴
史
を
変
え
る

も
の
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
み

じ
く
も
印
刷
業
は
そ
う
い
う
尊
い
使
命
を
持

っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い

て
い
る
人
は
、
甚
だ
少
な
い
と
思
う
。
ア
メ

リ
カ
の
開
拓
詩
人
と
い
わ
れ
て
い
る
ウ
ォ
ル

ト
・
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
も
、
情
熱
あ
ふ
れ
る
印

刷
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ど
れ
だ
け
の
人
が

知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
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「JP2005

情
報
・
印
刷
産
業
展
」
の
ブ
ー

ス
構
成
は
、
印
刷
経
営
に
お
け
る
ワ
ー
ク
フ

ロ
ー
を
都
市
行
政
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
模
し

て
展
開
し
ま
す
。
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
を
構
成
す

る
プ
リ
プ
レ
ス
、
プ
レ
ス
、
ポ
ス
ト
プ
レ
ス
、

周
辺
機
資
材
、
デ
ジ
タ
ル
プ
レ
ス
、
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
企
業
交
流
）
な
ど
の
各
機

能
を
、
都
市
を
構
成
す
る
街
区
「Square

」

に
符
合
さ
せ
、
都
市
機
能
の
複
雑
な
関
連
動

作
と
制
御
機
能
を
印
刷
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
上
の

標
準
化
と
自
動
化
機
能
に
照
ら
し
合
わ
せ
、

そ
の
機
能
連
鎖
を
六
つ
の
印
刷
「Square

」

の
中
で
検
証
で
き
る
よ
う
に
組
み
立
て
て
い

き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
印
刷
企
業
が
必
要
と
す
る
生

産
お
よ
び
経
営
上
の
シ
ス
テ
ム
機
能
と
、
機

能
獲
得
の
た
め
に
解
決
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
各
種
課
題
を
、
仮
想
都
市
「JP

」

の
六
つ
の
印
刷
「Square

」
の
中
で
シ
ュ
ミ

レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
こ
う
と

計
画
し
て
い
ま
す
。

プ
リ
プ
レ
ス
、
プ
レ
ス
、
ポ
ス
ト
プ
レ
ス
、

周
辺
機
資
材
、
デ
ジ
タ
ル
プ
レ
ス
、
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
企
業
交
流
）
の
６Square

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

�
プ
リ
プ
レ
スS

U
Q
A
R
E

�
最
新
デ
ジ
タ
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く

ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
の
実
際

�
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
の
標
準
化
と
拡
大
・
発
展

技
術

�
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
画
像
入
力
と
出
力
ま
で

の
色
標
準
化
技
術

�
基
準
出
し
の
た
め
の
各
種
技
術
と
シ
ス
テ
ム

�
プ
レ
スS

U
Q
A
R
E

�
色
再
現
性
の
た
め
の
自
動
化
機
構

�
生
産
性
向
上
の
た
め
の
自
動
化
装
置

�JD
F

・M
IS

対
応
シ
ス
テ
ム
の
現
状

�
多
機
能
化
と
新
需
要
開
拓
に
応
え
て

�
ポ
ス
ト
プ
レ
スS

U
Q
A
R
E

�
環
境
対
応
シ
ス
テ
ム

�
工
程
短
縮
と
効
率
化
機
構

�
労
働
安
全
対
策

�C
IP

４
対
応
へ
の
現
状
シ
ス
テ
ム

�
デ
ジ
タ
ル
プ
リ
ン
トS

U
Q
A
R
E

�
小
ロ
ッ
ト
・
カ
ラ
ー
印
刷
と
し
て
の
デ
ジ

タ
ル
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
機

�D
D
C
P

で
利
用
さ
れ
る
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト

プ
リ
ン
タ
ー
に
よ
るC

M
S

効
果

�
オ
ン
デ
マ
ン
ド
プ
リ
ン
ト
で
活
躍
す
る
機

能
比
較

�
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
る
新
た
な
付
加
価

値
創
出

�
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ンS

U
Q
A
R
E

�
新
素
材
、
新
技
術
の
開
発
に
よ
る
利
用
者

探
し

�
応
用
展
開
技
術
お
よ
び
製
品
の
ア
プ
ロ
ー

チ
と
共
同
利
用
お
よ
び
発
注
者
探
し

�
営
業
領
域
拡
大
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
築

�
業
務
拡
大
の
た
め
の
提
携
相
手
探
し

�
周
辺
機
資
材S

U
Q
A
R
E

Imagin 21
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中小印刷業のあるべき姿を問う！ 

特集 情報・印刷産業展を行く 

印
刷
産
業
の
将
来

�

�

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
;

開
催
コ
ン
セ
プ
ト（

公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
よ
り
抜
粋
）

期
待
と
希
望
を
胸
に
、「JP

2005

」
を

見
に
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

関
西
地
区
最
大
の
印
刷
機
材
展
、「JP

2005

情
報
・
印
刷
産
業
展
」。

五
月
二
十
六
日
�
か
ら
二
十
八
日
�
ま
で
の
三
日
間
、
イ
ン
テ
ッ
ク
ス
大
阪
を
舞
台
に
、
各
社

そ
れ
ぞ
れ
が
下
記S

U
Q
A
R
E

を
構
成
し
な
が
ら
、
各
々
の
ブ
ー
ス
を
独
自
の
カ
ラ
ー
に
染
め
て

い
ま
す
。
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今
回JP

展
に
は
九
十
六
社
が
集
い
、
イ
ン

テ
ッ
ク
ス
大
阪
四
号
館
・
五
号
館
は
か
な
り

の
活
気
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。
巨
大
な
印
刷

機
や
製
本
機
、
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
プ
リ
ン
タ

ー
で
出
力
し
た
新
素
材
、
そ
し
て
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
。
会
場
を
訪
れ
た
我
々
も
、
思
わ

ず
感
嘆
の
た
め
息
を
つ
い
て
し
ま
う
ほ
ど
。

開
催
コ
ン
セ
プ
ト
や
各SU

Q
A
RE

の
説
明

に
あ
る
通
り
、
今
回
の
主
な
テ
ー
マ
と
し
て
、

色
管
理

省
人
力
・
自
動
化

小
ロ
ッ
ト
多
品
種
化
へ
の
対
応

の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

色
管
理
に
関
し
て
は
、
原
稿
か
ら
パ
ソ
コ

ン
の
画
面
上
の
色
、
実
際
の
印
刷
の
色
ま
で
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
よ
っ
て
カ
ラ
ー
管
理
を

し
、
安
定
し
た
色
再
現
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
現
在
の
よ
う
な

様
々
な
媒
介
を
通
し
て
「
色
」
を
把
握
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
我
々
に
と
っ
て
、
何
が

�
正
し
い
色
�
な
の
か
を
判
断
す
る
必
要
が

生
じ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

省
人
力
・
自
動
化
に
関
し
て
は
、
コ
ス
ト

削
減
と
同
時
に
、
や
は
り
安
定
性
と
い
う
も

の
が
過
去
に
も
増
し
て
求
め
ら
れ
て
き
て
い

ま
す
。

そ
し
て
小
ロ
ッ
ト
多
品
種
化
へ
の
対
応
。

現
在
は
誰
し
も
が
パ
ソ
コ
ン
を
持
ち
、
プ
リ

ン
タ
ー
を
使
っ
て
個
々
に
印
刷
物
を
作
成
で

き
る
時
代
で
す
。
一
枚
一
枚
の
情
報
に
変
化

を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
わ
ば
可
変

印
刷
の
時
代
で
す
。
少
な
い
ロ
ッ
ト
で
も
安

く
上
げ
る
、
内
容
差
し
替
え
に
も
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
に
対
応
で
き
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
のJP

展
に
つ
い
て
は
、
真
新
し
い
技

術
が
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う

よ
り
、
最
新
の
機
種
を
活
用
し
て
、
ど
の
よ

う
に
上
記
の
よ
う
な
目
的
に
沿
っ
た
印
刷
物

を
お
客
様
に
提
供
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と

に
各
社
重
点
を
置
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。

印
刷
業
界
に
お
い
て
、
機
種
の
進
化
と
い

う
も
の
に
関
し
て
言
え
ば
、
実
際
行
き
着
く

と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
感
は
否
め
ま
せ
ん
。

時
代
は
ハ
ー
ド
よ
り
も
ソ
フ
ト
、
機
能
よ
り

も
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
て
き
て
い
る
よ
う
で

す
。
品
質
・
価
格
は
当
た
り
前
。
そ
の
当
然

の
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
、
な
お
か
つ
そ
の
先

を
ど
う
お
客
様
に
提
供
す
る
の
か
。
弊
社
の

み
な
ら
ず
、
こ
れ
か
ら
の
印
刷
業
界
全
般
の

課
題
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
、
様
々

な
こ
と
を
提
示
さ
れ
、
考
え
さ
せ
ら
れ
るJP

展
で
し
た
。

「
そ
う
い
え
ば
、
印
刷
の
機
械
な
ん
て
見

た
こ
と
な
い
な
ぁ
。」「
印
刷
な
ん
て
、
プ
リ

ン
タ
ー
の
大
き
い
の
で
刷
っ
ち
ゃ
う
ん
で
し

ょ
。」
と
思
わ
れ
て
い
る
方
、
一
度JP

展
で

機
材
を
目
の
当
た
り
に
し
て
み
て
は
い
か
が

で
す
か
？
想
像
以
上
に
、
壮
大
で
す
よ
;

営
業
部
　
桝
井
隆
昭
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昨
年
秋
の
設
立
で
す
ね

私
が
、
奈
良
大
学
の
就
職
部
長
の
時
、
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
学
生
の
就
職
問
題
に
取

り
組
ん
で
い
た
時
期
で
す
。
そ
の
折
り
、
就

職
問
題
の
厳
し
さ
、
支
援
活
動
の
必
要
性
等

を
感
じ
、
企
業
や
学
識
者
の
賛
同
を
得
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
す
。
そ
の
後
は
、
幅
広
く

学
生
、
中
高
年
等
の
就
職
問
題
等
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

就
労
問
題
は
社
会
現
象
に
な
っ
て
い
ま
す
が
？

会
社
で
の
リ
ス
ト
ラ
、
就
職
差
別
、
社
会

が
か
か
え
る
問
題
も
多
種
多
様
化
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
問
題
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

域
を
こ
え
て
、
行
政
・
有
識
者
等
と
い
っ
し

ょ
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
で
解
決
の
い
と

ぐ
ち
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
が
特
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
こ
と
な
ど
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

最
近
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
ニ
ー
ト

（
若
年
無
業
者
）
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
特
に

取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ニ
ー
ト
の
数
は
、
年
々
増
加
し
、
日
本
で
は

現
在
八
十
五
万
人
近
く
の
人
が
こ
れ
に
属
し

て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

同
セ
ン
タ
ー
も
、
何
か
具
体
的
な
行
動
を

と
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

十
八
年
度
に
は
県
（
学
校
教
育
課
）
と
協

働
で
「
高
校
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
推
進
」

を
テ
ー
マ
と
し
、
ニ
ー
ト
対
策
の
一
環
と
し

て
取
り
組
み
ま
す
。

地
域
の
人
材
育
成
に
つ
な
が
る
よ
う
な
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
を
学

校
側
・
企
業
側
と
協
働
で
行
い
ま
す
。

今
後
の
具
体
的
な
活
動
計
画
は
あ
り
ま
す

か
？キ

ャ
リ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
個
別
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
企
業

の
採
用
の
お
手
伝
い
等
を
行
い
ま
す
。

同
セ
ン
タ
ー
の
今
後
に
つ
い
て
抱
負
な
ど

お
聞
か
せ
下
さ
い
。

就
労
に
対
す
る
価
値
観
が
変
わ
り
、
自
立

的
に
行
動
す
る
人
は
、
お
の
ず
と
道
を
ひ
ら

い
て
ゆ
く
の
で
す
が
、
特
に
若
年
層
の
自
ら

行
動
を
起
さ
な
い
大
人
に
な
り
き
れ
て
い
な

い
若
者
の
指
導
や
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
の

サ
ポ
ー
ト
な
ど
を
行
な
い
、
か
か
え
る
問
題

を
ク
リ
ア
ー
し
同
セ
ン
タ
ー
が
少
し
で
も
社

会
の
一
翼
を
担
う
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

又
、
同
セ
ン
タ
ー
の
山
田
孝
一
（
事
務
局

長
・
写
真
左
）
氏
も
私
の
よ
き
理
解
者
で
あ

り
、
依
頼
者
か
ら
就
職
に
関
す
る
問
題
等
な

ん
で
も
相
談
に
の
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
で
、

よ
り
、
同
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
幅
も
ひ
ろ
く

な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
個
人
と
し
て
は
い
つ
の
時
代
も
若
い
人

に
も
っ
と
志
高
く
自
分
の
信
念
を
貫
き
通
す

ぐ
ら
い
の
気
概
を
も
っ
て
前
向
き
に
人
生
を

歩
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

取
材
　
営
業
推
進
部
　
植
田
　
國
義

昨
今
、
深
刻
化
す
る
就
労
問
題
。
価
値
観
の
多
様
化
に
伴
い
、
就
労
へ
の
考

え
方
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
現
代
。
中
高
年
の
就
労
問
題
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
ニ
ー

ト
の
増
加
、
そ
れ
ら
諸
問
題
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
枠
を
超
え
て
サ
ポ
ー
ト
す

る
同
セ
ン
タ
ー
へ
今
回
取
材
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

山
田
政
利
氏
（
理
事
長
）

へ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー



①就職活動中の大学・短期大学及び専門学校生や卒業間際の未
内定者、新卒無業者、第二新卒、就職ミスマッチ者等の中で、
自らの意思で就職又は離・転職を希望する者に対して、個人
を尊重し、満足のいく就職ができるように、スキルアップ支
援と適職マッチング支援を行う。
②若年労働者の退職者（予定者を含む）に対して、カウンセリ
ングやセミナーを通じて適職発見、再就職支援を行う。
③求人企業の人材ニーズにベストマッチングした形での採用支
援を行う。

（定款抜粋）
�特定非営利活動に係る事業
①若年層及び一般未就労者の就職支援事業
②企業の人事・労務に関する各種相談及び支援事業
③求職者と企業、求職者と行政、企業と行政の情報交流事業
�収益事業
①通信技術・情報発信の推進事業
②書籍・情報誌等の構成・印刷・出版・販売事業
③広告宣伝等の代理店事業
④人材確保及び育成のための推進コンサルティング事業
⑤特定非営利活動法人の設立と運営支援事業
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特定非営利活動（NPO）法人は常に自活努力を行うことが原
則であり、私どもも収益事業の確立を模索しております。
日本では、特定非営利活動（NPO）法人に対する事業環境の

整備や公的助成制度が未だ確立されず、現状では会員の会費や
任意の寄付に負うところが大であります。
就職環境の整備及び支援という当法人の趣旨にご賛同いただ

ける皆様、是非ともご支援賜りますようお願い申し上げます。
①正会員
この法人の事業に賛同し、利用するために入会する法人・団体
及び個人
○入会金　１口　10,000円
○年会費　１口　 5,000円
入会金は１口以上何口でも可。法人・団体の年会費は３口以上
②賛助会員
この法人の目的に賛同し、その事業を賛助する法人・団体及び
個人
○１口　2,000円
１口以上何口でも可。但し、法人・団体は５口以上
■振込口座（郵便局）
郵便振替口座『00900-9-278360』
加入者名：NPO法人キャリアサポートセンター奈良
払込手数料：通常払込料金加入者負担
郵便振替用紙に住所、氏名、電話番号、金額をご記入のうえ、郵便局で
お手続きください。
■振込口座（銀行）
南都銀行（0162）大宮支店（030）
口座番号：普通預金　0586701
口座名義：特定非営利活動法人キャリアサポートセンター奈良
フリガナ:トクヒキャリアサポートセンターナラ
※振込手数料のご負担をお願いします。

奈良県知事認証特定非営利活動法人
ＮＰＯ法人キャリアサポートセンター奈良
〒630-8125奈良市三条川西町1番4号
TEL/FAX：（0742）36-5320
IP電話（OCN）：（050）3465-9313
E-mail:npo-cscnara@celery.ocn.ne.jp
URL:http://www16.ocn.ne.jp/̃cscnara/

平成16年10月29日 奈良県知事認証

平成16年11月１日 法人設立

平成17年３月22日 講師派遣
奈良市立都跡中学校１年生対象「職
業理解講座」
※依頼者：雇用・能力開発機構「私
のしごと館」

平成17年５月11日　第一回セミナー開催（若年者向け）
～12日 「就職・再就職支援塾」

平成17年６月13日 第二回セミナー開催（若年者向け）
～14日 「就職・再就職支援塾」

平成17年７月７日 講師派遣
橿原市立畝傍中学校２年生対象「職
場体験事前学習」

平成17年９月 公共職業安定所の職員及び相談員対象
～10月 スキルアップを目指し研修を実施

平成18年４月１日 県（学校教育課）との協働事業
～19年３月31日 高校キャリア教育充実事業

※ニート　NEET（Not in education, employment, or Training）。学校に行かず、仕事もせず、職業訓練もしていない若者を指す。1990年代後半の
イギリスで呼ばれたのが最初。近年、非正規雇用を増やす企業の雇用形態や不況による就職難、いわゆる「ひきこもり」の増加などを原因に日
本でも増えている。平成15年で前年比４万人増の52万人にのぼる、と十六年版「労働経済白書」は伝えている。

奈良ロイヤルH

奈良市役所 南都銀行 

大宮小学校 
奈良警察署 
県営プール 

奈良センタービル 

関西電力 

近鉄奈良線「新大宮」駅下車徒歩12分奈良交通バスのりば（新大宮駅南口） 
行き先（四条大路南町）約４分　「新大宮駅前」→「三笠中学校前」 

近畿産業信組 

三笠中学校 

国道24号線 

近鉄奈良線 

大宮通り 

三条通り 

至  京都 

新大宮駅 

キャリアサポート 
センター奈良 
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