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奈良の風景

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。

　多くの企業様が新年度を迎えると同時に、消費税率が8％に引き

上げられ、消費税の円滑かつ適正な転嫁は大きな課題の一つに

なっています。増税に至った要因は、社会保障の財源です。明るい

日本を取戻し、長寿国として誇れる国策に期待したいものです。

　イマジン21は弊社前社長の近東宏光を発行人として皆様にお届

けしてまいりました。昨年5月に会長に就任した後も発行人を続

け、昨年師走に第26号を発行することができました。しかし本人

の意欲を残したまま昨年12月に急逝し、その際、本当に多くの

方々にご会葬賜りましたこと、この場をお借りして重ねて感謝を

申し上げます。

　『自分達の仕事である、「印刷」というコミュニケーション

メディアを使って、印刷業界の事、自分たちの住んでいる街のこ

と、更には環境問題などを「自らの手づくり」で発信したい』。

そんな故人の発刊の想いを引継ぎ、絶えず不易流行を忘れず、今

後も長く続けられるよう努力いたしますので、ご意見ご叱声を賜

れば幸いです。

　毎号好評を頂いております、奈良大学の先生方によるリレー連

載「奈良の風景」では、多くの歴史を大切にしているか？と改め

て考えさせる課題を千田 嘉博学長に投げかけて頂きました。明

日を生きるすべを得るために、今日すべき事は多々あります。

　奈良が大切にしている歴史に触れる機会として、4月22日～5月

18日の日程で、明日香村のキトラ古墳の極彩色壁画が東京国立博

物館で特別公開されます。歴史と保存を考えさせてくれる好機と

なるでしょう。さらに言えば、東京駅は今年12月に開業100周年

を迎えます。ビジネスや観光で訪ねられる際は、100年前の赤レ

ンガの駅舎が再現された東京駅の風格を感じつつ、上野公園にあ

る博物館まで脚を運んでいただければ、奈良の貴重な歴史に思い

を巡らす旅になると思います。

代表取締役社長　近東　宏佳

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
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〜
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良
の
城
〜

奈
良
は
歴
史
を

大
切
に
し
て
い
る
か

　奈
良
は
歴
史
を
特
に
大
切
に
し
て

い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま

す
。
あ
な
た
も
そ
う
信
じ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば

東
海
地
方
の
あ
る
大
き
な
駅
に
は
、

奈
良
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
液
晶
モ
ニ

タ
ー
つ
き
の
凝
っ
た
宣
伝
コ
ー
ナ
ー

が
常
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
眺

め
て
い
る
と
、
お
よ
そ
奈
良
の
寺
社

や
仏
像
を
紹
介
し
て
い
て
、
奈
良
の

ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
が
歴
史
に
あ
る

の
は
明
ら
か
で
す
。
し
か
し
奈
良
は

歴
史
を
特
に
大
切
に
し
て
い
る
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
当
な
の
で
し
ょ

う
か
。
少
な
く
と
も
私
は
、
そ
れ
を

疑
わ
し
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　読
者
の
み
な
さ
ん
は
、
飛
鳥
を
訪

ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

高
松
塚
や
石
舞
台
を
は
じ
め
と
し
た

数
々
の
古
墳
、
亀
石
や
亀
形
石
造
物

と
い
っ
た
謎
を
秘
め
た
遺
跡
・
遺

物
、
飛
鳥
資
料
館
や
奈
良
県
立
万
葉

文
化
館
な
ど
の
充
実
し
た
文
化
施
設

は
、
歴
史
を
大
切
に
し
て
い
る
奈
良

の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
す
。
そ
う

根石まで露出した高取城の石垣と
その脇を通るハイキング道

1

千
田 

嘉
博

奈
良
大
学
学
長
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し
た
飛
鳥
ら
し
い
場

所
と
し
て
、
国
営
飛

鳥
歴
史
公
園
が
あ
り

ま
す
。
石
舞
台
古
墳

か
ら
ほ
ど
近
い
祝
戸

地
区
は
、
飛
鳥
を
一
望

す
る
景
勝
地
で
す
。

　と
こ
ろ
が
国
営
飛

鳥
歴
史
公
園
・
祝
戸

地
区
内
に
、
中
世
の

城
跡
が
あ
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。
公

園
南
側
の
麓
に
あ
る

祝
戸
荘
か
ら
東
展
望

台
に
つ
づ
く
国
営
公

園
内
の
園
路
の
途
中

に
、
16
世
紀
後
半

（
戦
国
時
代
）
の
山

城
・
祝
戸
城
跡
が
あ

る
の
で
す
。
国
営
歴

史
公
園
内
に
あ
る
遺

跡
で
す
か
ら
、
さ
ぞ

や
大
切
に
さ
れ
て
い

る
と
、
誰
も
が
思
う

で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
と
て
も
残
念
な

こ
と
に
解
説
板
ひ
と

つ
現
地
に
は
設
置
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
城

跡
は
草
や
雑
木
が
生

え
放
題
で
、
見
学
す

る
こ
と
さ
え
ま
ま
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
国
営
歴
史
公
園
の
園
路
が
、

調
査
も
な
し
に
城
跡
内
を
削
り
な
が

ら
貫
通
し
て
い
て
、
重
要
な
遺
構
を

破
壊
し
て
い
る
の
で
す
。

　こ
う
し
た
状
況
で
す
か
ら
、
歴
史

に
親
し
も
う
と
公
園
を
訪
れ
た
人

は
、
城
跡
の
存
在
す
ら
気
が
つ
き
ま

せ
ん
。
中
世
の
飛
鳥
を
考
え
る
絶
好

の
遺
跡
が
あ
り
、
明
日
香
村
も
奈
良

県
も
、
そ
こ
に
城
跡
が
あ
る
こ
と
を

重
々
承
知
し
て
い
て
、
し
か
し
そ
れ

を
活
か
す
意
識
は
、
ま
っ
た
く
な
い

の
で
す
。
中
世
の
歴
史
や
遺
跡
な
ど

は
奈
良
に
と
っ
て
価
値
は
な
い
と
考

え
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
奈
良
に

と
っ
て
価
値
が
あ
り
、
大
切
に
す
べ

き
歴
史
は
、
邪
馬
台
国
の
時
代
か
ら

古
代
国
家
の
栄
光
に
満
ち
た
奈
良
時

代
ま
で
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　奈
良
大
学
は
、
奈
良
の
豊
か
な
歴

史
を
活
か
し
、
教
室
を
飛
び
出
し
て

実
際
の
遺
跡
や
博
物
館
を
訪
ね
て
学

ぶ
体
感
講
義
を
大
切
に
し
て
い
ま

す
。
私
も
奈
良
の
城
跡
を
学
生
と
と

も
に
歩
き
、
現
地
に
立
っ
て
城
跡
か

ら
歴
史
を
読
み
解
く
講
義
を
つ
づ
け

て
き
ま
し
た
。
実
は
奈
良
に
は
数
々

の
山
城
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う

し
た
奈
良
の
山
城
を
代
表
す
る
の

は
、
高
取
町
の
高
取
城
と
い
っ
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
四
季
折
々
の
自
然
に

ふ
れ
、
雄
大
な
景
色
を
楽
し
め
る
手

軽
な
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
・
コ
ー
ス
と
し

て
、
高
取
城
は
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
高
取

城
は
江
戸
時
代
末
ま
で
厳
重
な
山
城

を
維
持
し
た
珍
し
い
近
世
の
城
で
し

た
。
も
と
も
と
山
城
内
に
藩
主
屋
敷

や
家
臣
屋
敷
な
ど
、
壮
大
な
武
家
屋

敷
群
を
含
み
込
ん
だ
た
め
、
全
国
的

崩
れ
ゆ
く
国
指
定
史
跡

国営飛鳥歴史公園内に残る祝戸城城跡としての整備はまったくされていない

祝戸城の遺構を破壊して貫通する国営飛鳥歴史公園の園路

2

い
わ  

い
ど



21

に
見
て
も
た
い
へ
ん
規
模
の
大
き
な

山
城
で
し
た
。
し
か
も
主
要
部
は
す

べ
て
石
垣
で
守
り
固
め
て
い
て
、
現

在
「
天
空
の
城
」
と
し
て
話
題
の
、

兵
庫
県
の
竹
田
城
よ
り
も
、
実
は
城

の
面
積
も
、
石
垣
の
大
き
さ
も
、
は

る
か
に
勝
っ
て
い
ま
し
た
。
本
当
は

高
取
城
が
「
天
空
の
城
」
と
し
て
、

大
人
気
に
な
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な

い
、
す
ご
い
城
跡
な
の
で
す
。

　と
こ
ろ
が
、
実
際
に
高
取
城
を
訪

ね
て
み
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で

石
垣
の
崩
壊
が
起
き
、
あ
る
い
は
崩

壊
寸
前
の
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
わ

か
り
ま
す
。
基
本
的
な
樹
木
管
理
す

ら
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
大
部
分
で

す
。
私
は
全
国
の
城
跡
を
訪
ね
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
管
理
状
態
が
悪

く
、
城
跡
と
し
て
の
本
質
的
価
値
が

滅
失
し
か
ね
な
い
国
指
定
史
跡
の
城

を
、
ほ
か
に
知
り
ま
せ
ん
。

　驚
い
た
の
は
、
本
来
、
石
垣
の
基

礎
と
し
て
土
中
に
隠
れ
て
い
る
は
ず

の
根
石
が
完
全
に
地
表
に
現
れ
て
し

ま
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
根
石
ま

わ
り
の
土
さ
え
流
出
し
て
、
大
規
模

な
石
垣
崩
壊
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
こ
と
で
す
。
恐
ろ
し
い
こ
と

に
、
そ
の
崩
壊
が
懸
念
さ
れ
る
石
垣

の
直
下
は
、
多
く
の
人
び
と
が
行
き

交
う
ハ
イ
キ
ン
グ
道
路
な
の
で
す
。

こ
の
状
況
に
至
っ
て
、
有
効
な
対
策

が
打
た
れ
て
い
な
い
の
は
、
深
刻
な

問
題
で
す
。

　文
化
庁
は
都
道
府
県
教
育
委
員
会

に
補
助
金
を
出
し
て
、
中
・
近
世
の

城
跡
を
網
羅
的
に
調
べ
る
基
礎
調
査

を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
関
西
で
は

三
重
県
教
育
委
員
会
が
1
9
7
7
年

に
調
査
報
告
書
を
ま
と
め
た
の
を
は

じ
め
に
、
兵
庫
県
、
滋
賀
県
、
和
歌

山
県
が
実
施
済
み
で
、
大
阪
府
も
調

査
を
進
め
限
定
的
な
が
ら
報
告
書
を

ま
と
め
て
い
ま
す
。
京
都
府
は
現

在
、
鋭
意
調
査
中
で
、
す
で
に
報
告

書
の
刊
行
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

　そ
れ
で
は
歴
史
を
大
切
に
し
て
い

る
奈
良
県
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
実

は
、
中
・
近
世
の
城
跡
の
基
礎
調
査

を
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
関
西
で
唯

一
の
県
が
、
奈
良
な
の
で
す
。
古
墳

や
古
代
の
遺
跡
が
多
い
か
ら
、
中
・

近
世
の
城
跡
の
基
礎
的
把
握
に
は
手

が
回
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
弁
明
も
、
京
都
府
教
育
委
員
会
が

整
然
と
城
跡
の
基
礎
調
査
を
し
て
い

る
姿
の
前
に
は
、
す
っ
か
り
色
あ
せ

て
見
え
ま
す
。

　奈
良
県
内
の
城
跡
を
総
合
的
に
、

客
観
的
に
評
価
す
る
指
標
が
な
い
の

で
、
ど
こ
に
、
ど
ん
な
状
態
で
城
跡

が
残
っ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
保

護
・
活
用
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
明

確
に
は
誰
も
わ
か
ら
な
い
の
が
奈
良

県
の
現
状
で
す
。
本
当
に
残
念
だ
と

思
い
ま
す
。
信
貴
山
城
や
龍
王
山
城

な
ど
、
課
題
を
抱
え
る
城
も
多
い
の

で
す
。

　奈
良
に
と
っ
て
、
奈
良
時
代
以
降

の
歴
史
は
、
守
る
価
値
の
な
い
も
の

な
の
で
し
ょ
う
か
。
奈
良
の
歴
史
と

い
う
と
き
、
古
代
ま
で
の
歴
史
に
限

定
し
て
活
か
せ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
奈
良
の
城
は
、
歴

史
を
大
切
に
す
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

て
い
る
奈
良
が
、
実
は
い
か
に
多
く

の
歴
史
を
切
り
捨
て
、
大
切
に
し
て

い
な
い
か
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　今
日
の
奈
良
に
直
結
し
た
中
・
近

世
の
歴
史
と
遺
跡
と
を
保
護
し
て
活

か
せ
ば
、
奈
良
の
歴
史
は
さ
ら
に
魅

力
的
に
な
り
ま
す
。
奈
良
よ
、
も
う

止
せ
、
こ
ん
な
事
は
と
、
私
は
い
い

た
い
の
で
す
。

表土流出で一部の遺構が露出する天理市龍王山城 ジャングルと化した平群町信貴山城の伝松永屋敷 草木に覆われて石垣も見えない高取城

3

千田　嘉博
［せんだ　よしひろ］
愛知県生まれ。奈良大学文学部文
化財学科を卒業後、名古屋市見晴
台考古資料館学芸員となり、さまざま
な遺跡を発掘調査。1990年から国
立歴史民俗博物館考古研究部助
手・助教授として、共同研究や展示を
担当。1995年ドイツ考古学研究所
に留学。2000年に博士（文学）大阪
大学。2005年奈良大学文化財学
科に着任。2014年４月より現職。主
な著書に『織豊系城郭の形成』東京
大学出版会、『信長の城』岩波新書
など。

多
く
の
歴
史
を

大
切
に
し
て
い
な
い
奈
良



21

山
の
こ
と
、森
の
こ
と
、そ
こ
で
働
く
人
々
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？

知
っ
て
ほ
し
く
て
、親
し
み
を
感
じ
て
ほ
し
く
て
、梶
谷
哲
也
さ
ん
は
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
う
な
ら

せ
ま
す
。伐
採
と
創
造
。林
業
と
制
作
。豪
快
と
精
妙
。無
邪
気
な
作
品
は
日
本
人
が
た
い
せ

つ
に
し
て
き
た
山
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

奈
良
の

artist

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

カ
ー
ビ
ン
グ

梶
谷

　哲
也

4
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Profile
かじたに　てつや　１９７４年生まれ。東京都出身。山に
行き、山に生きる「山いき」として、林業とともに、チェーン
ソーカービング、アーボリスト（ロープを使って木に登り、巨
木・高木を剪定・管理する専門家）など幅広く活躍。すべて
の活動は「杉のためにできること（出来杉計画）」のため。
ブログ「出来杉計画」は、http://www.deki-sugi.com/

　間
伐
さ
れ
た
杉
の
丸
太
を
立
て
、

ギ
ュ
ン
ギ
ュ
ン
と
回
転
す
る
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
か
ら
飛
散
す
る
杉
の
身
の
破

片
。
彫
り
進
め
な
が
ら
、
先
が
細
く

て
軽
い
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
に
持
ち
替
え

て
い
き
ま
す
。
や
が
て
木
目
の
流
れ

や
丸
み
、
小
さ
な
溝
、
さ
さ
く
れ
で

さ
え
も
、
瞳
や
鼻
、
翼
や
体
毛
、
指

や
足
と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。
犬
は
微

笑
み
、
熊
は
愛
嬌
を
見
せ
、
馬
は
ス

キ
ッ
プ
し
て
、
フ
ク
ロ
ウ
の
首
は
今

に
も
く
る
り
と
回
転
し
そ
う
で
す
。

　梶
谷
さ
ん
が
創
作
す
る
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
と
丸
太
の
ア
ー
ト
は
、
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
カ
ー
ビ
ン
グ
（
C
a
r
v
e

＝
彫
る
）
と
呼
ば
れ
ま
す
（
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
ア
ー
ト
と
も
）。
梶
谷
さ
ん
は

注
文
を
受
け
て
制
作
す
る
ほ
か
、
吉

野
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
ア
ー
ト
ス
ク
ー
ル

の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
、
各
地
イ
ベ

ン
ト
会
場
で
の
実
演
制
作
な
ど
精
力

的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　実
演
で
は
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
音
、

丸
太
を
彫
る
豪
快
さ
に
引
き
込
ま
れ

た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
輪
が
で
き
ま
す
。

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
「
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
で
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
？
」

と
い
う
興
味
津
々
の
顔
。「
作
品
に
さ

わ
っ
ち
ゃ
ダ
メ
な
ん
て
言
い
ま
せ
ん
。

そ
ば
に
来
て
年
輪
を
数
え
た
り
、
香

り
を
か
い
だ
り
、
ま
た
が
っ
た
り
し

て
遊
ん
で
ほ
し
い
」
と
梶
谷
さ
ん
は

話
し
ま
す
。

　や
さ
し
げ
な
仕
草
、
か
わ
い
げ
な

表
情
の
作
品
は
、
木
に
親
し
み
、
山

の
仕
事
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
な
の
で
す
。

　東
京
育
ち
の
梶
谷
さ
ん
は
田
舎
暮

ら
し
に
憧
れ
て
い
ま
し
た
。
大
学
卒

業
後
１
年
間
は
憧
れ
を
温
め
、
１
９

９
８
年
に
黒
滝
村
森
林
組
合
の
現
場

作
業
員
と
し
て
Ｉ
タ
ー
ン
就
職
。
最

高
級
杉
の
産
地
・
吉
野
地
方
で
「
山

に
行
き
、
山
に
生
き
る
人
＝
山
い
き
」

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

　林
業
に
必
要
な
技
術
と
精
力
を
築

き
な
が
ら
、
普
遍
的
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
間
伐
材
の
利
用
に
つ
い
て
可

能
性
を
探
っ
て
い
た
２
０
０
２
年
、

運
命
の
出
会
い
が
待
っ
て
い
ま
し
た
。

林
業
専
門
誌
で
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
ア
ー

ト
競
技
会
の
レ
ポ
ー
ト
を
読
み
、「
魂

が
震
え
ま
し
た
。
つ
い
に
見
つ
け
た
！

と
い
う
衝
撃
で
し
た
」。

　さ
っ
そ
く
愛
知
県
の
大
会
主
催
者

を
訪
ね
、
ア
メ
リ
カ
の
有
名
な
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
カ
ー
バ
ー
が
講
師
を
務
め
る

講
習
会
に
参
加
。
あ
と
は
独
学
練
習

あ
る
の
み
。
山
で
出
会
う
動
物
を
モ

チ
ー
フ
に
技
を
磨
き
ま
し
た
。
未
熟

さ
に
焦
燥
し
、
斧
で
割
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　注
文
を
受
け
て
制
作
す
る
作
品
は

庭
や
玄
関
先
に
飾
ら
れ
た
り
、
大
切

な
人
に
贈
ら
れ
た
り
。
作
品
に
は
依

頼
が
な
い
限
り
着
色
し
ま
せ
ん
。
割

れ
防
止
の
塗
料
を
施
す
程
度
。「
自
然

に
退
色
し
た
の
も
味
わ
い
が
あ
り
ま

す
し
、
木
の
本
来
の
姿
を
楽
し
ん
で

ほ
し
い
」
の
で
す
。

　梶
谷
さ
ん
は
自
身
の
創
作
活
動
を

芸
術
で
は
な
く
、「
魅
せ
る
林
業
」
と

言
い
ま
す
。

　山
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
樹
木
は
製

材
さ
れ
、
仲
介
さ
れ
て
、
消
費
者
に

届
き
ま
す
。
生
産
と
消
費
が
遠
く
隔

た
り
、
都
市
部
で
は
カ
ッ
ト
さ
れ
た

生
木
の
板
を
見
て
も
、
杉
か
桧
か
、

何
の
木
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
人
が

多
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

関
わ
り
う
る
木
と
人
の
関
係
。
吉
野

の
〝
山
い
き
〞
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

カ
ー
ビ
ン
グ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち

と
と
も
に
「
魅
せ
る
林
業
」
を
表
現

し
続
け
て
い
ま
す
。     

5

山
い
き
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

伐
っ
て
創
る
「
魅
せ
る
林
業
」
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　１
日
約
56
万
人（
2
0
1
2
年
度
／
Ｊ
Ｒ

在
来
線
・
東
北
新
幹
線
・
東
海
道
新
幹
線
）

が
乗
降
す
る
東
京
駅
。
ビ
ジ
ネ
ス
や
旅

行
の
一
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
と
し
て
、
鉄

道
輸
送
の
要
衝
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　そ
の
東
京
駅
周
辺
で
近
年
「
東
京
駅

が
、
街
に
な
る
」を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

に
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
が
中
心
と
な
っ
て
大

規
模
な
再
開
発
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　駅
構
内
と
周
辺
で
は
商
業
施
設
が

次
々
と
オ
ー
プ
ン
。
ビ
ジ
ネ
ス
と
乗
換

駅
と
い
う
印
象
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
や
家

族
連
れ
で
楽
し
め
る
エ
リ
ア
へ
と
進
化

し
て
い
ま
す
。

東
京
駅
は
東
京
の
玄
関
と
も
い
う
べ
き
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
す
。

24
年
10
月
に
復
原
工
事
が
終
わ
り
歴
史
と
風
格
を
感
じ
ら
れ
る

赤
レ
ン
ガ
の
建
物
は
1
0
0
年
前
の
東
京
駅
の
姿
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
ま
れ
変
わ
る
東
京
駅

重
要
文
化
財
の
再
誕

東

京

駅東京駅平成の歩み
平成元年

2年

3年

5年

8年

11年

13年

14年

15年

16年

18年

19年

22年

24年

東海道線に2階建てグリーン車登場

自動改札システムを導入（4月）

東北新幹線、上越新幹線東京駅開業

終日禁煙を東京近郊及びエリア内主要駅に拡大

ＪＲ東日本ＨＰ開設

旅行者救急看護センター開設（3月）

丸の内中央口に赤煉瓦ポストを設置（4月）

新幹線改札口に自動改札機導入（3月）

非接触式ICカードシステム「Suica」のサービス開始

東京駅周辺の再生整備に関する研究委員会が開催

JR東日本完全民営化

保存復原計画に関する専門委員会が発足

国の重要文化財に指定

八重洲口開発着工

赤れんが駅舎の復原工事に伴い、
東京ステーションホテルが一時休業

オランダ・アムステルダム中央駅と姉妹駅協定締結

丸の内駅舎保存・復原工事着工

エキナカ商業施設「グランスタ」が地下1階にオープン

「SouthCourt（ecute東京）」オープン

「Pensta」オープン

丸の内駅舎保存・復原工事が完成

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

起工後復原工事中の時計台（平成19年）

南北ドーム

東京駅日本橋口

KITTE屋上庭園からの東京駅

（
レ
ポ
ー
ト
／
東
京
支
社
）
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　平
成
25
年
3
月
21
日
、
東
京
駅
丸
の

内
南
口
前
に
J
P
タ
ワ
ー
の
低
層
棟

（
地
下
1
階
〜
地
上
6
階
）
に
旧
東
京

中
央
郵
便
局
舎
を
一
部
保
存
・
再
生
し

た
商
業
施
設
「
K
I
T
T
E
（
キ
ッ
テ
）」

が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　イ
ベ
ン
ト
に
も
使
用
で
き
る
ア
ト
リ

ウ
ム
や
夜
景
も
き
れ
い
な
屋
上
庭
園
、

全
国
か
ら
選
り
す
ぐ
っ
た
美
味
し
い
食

品
の
販
売
店
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
日
本
の

モ
ノ
づ
く
り
へ
の
こ
だ
わ
り
・
美
意
識

を
追
求
し
た
雑
貨
店
な
ど
が
展
開
し
て

い
ま
す
。

２階にはミュージアムショップTRAINIART（物
販スペース）があります。「人と文化をつなぐ」を
コンセプトに東京駅をモチーフにしたオリジナル
商品や世界中からセレクトしたアートグッズがあ
り、こだわりのお土産選びにおすすめです。

NHK含む在京テレビ局のアンテナショッ
プなどがある「東京キャラクターストリー
ト」。この他に、人気のラーメン店がある
「東京ラーメンストリート」、大手菓子メー
カーのアンテナショップがある「東京おか
しランド」、土産物店を集めた「ＴＯＫＹＯ 
Ｍｅ＋（トウキョウミタス）」、飲食店街の
「ごちそうプラザ」などがあります。

東京一番街メインゲート。観光客、買い物
客、通勤客など多くの人が訪れます。

6階には休憩にぴったりな屋上庭
園「KITTEガーデン」があります。

旧郵便局舎が一部保存・再生された外観。1階～5階は吹き抜けになっています。

写真提供：日本郵便株式会社

写真提供：東京ステーション開発株式会社

商
業
施
設 

K
I
T
T
E
（
キ
ッ
テ
）

　昭
和
63
年
か
ら
東
京
駅
構
内
に
あ
る

美
術
館
で
す
。
平
成
19
年
に
着
工
し
た

東
京
駅
の
復
原
工
事
に
伴
い
一
時
休
館

し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
24
年
秋
の
復

原
工
事
終
了
と
と
も
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
入
館
料
は
展
覧

会
ご
と
に
変
わ
り
ま
す
が
、
5
0
0
円

で
楽
し
め
る
展
覧
会
も
あ
り
ま
す
。

　東
京
駅
一
番
街
は
、
東
京
駅
八
重
洲

側
に
あ
る
商
業
施
設
で
す
。
東
京
駅
一

番
街
は
、
特
徴
の
あ
る
ゾ
ー
ン
を
中
心

に
成
り
立
ち
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ

シ
ョ
ッ
プ
や
ラ
ー
メ
ン
店
、
菓
子
メ
ー

カ
ー
等
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
、
土
産

店
、
飲
食
店
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
店
舗
が

集
結
し
て
い
ま
す
。

東
京
駅
近
隣
の
商
業
施
設
・
グ
ル
メ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
の
お
す
す
め
ポ
イ
ン
ト

東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー

東
京
駅
一
番
街

10:00～18:00（金曜日は10：00～20:00）
※入館は閉館30分前まで。

アトリウム

５階

４階

３階

２階

１階

B1階

6階
屋上庭園

「KITTEガーデン」

吹
き
抜
け

日本のおもてなしフロア
（レストラン）

わが街のぬくもりフロア
（レストラン）

古と新しい感性の融合フロア
（ファッション雑貨・デザイン雑貨・
生活雑貨・書籍）

日本の美意識フロア
（レディス＆メンズファッション・
ファッション雑貨・生活雑貨・
ビューティーサロン）

大人の女性のリアルクローズフロア
（レディスファッション・ファッション雑貨）

つなぐ、つながるフロア
（レストラン・フード・ファッション・
ファッション雑貨・生活雑貨）

全国ご当地銘品フロア
（弁当・スウィーツ・イートイン・
ベーカリー・スウィーツカフェ）

フロアガイド

ショップ 月～土11：00～21：00/日・祝11：00～20：00　　
レストラン＆カフェ 月～土11：00～23：00/日・祝11：00～22：00
キッテ グランシェ 月～土10：00～21：00/日・祝10：00～20：00
※飲食店舗、一部物販店舗に関しましては、
　店舗により営業時間が異なる場合があります。

10:00～20:00（2階レストランは11:00～22:00）
※店舗により営業時間が異なります。

営業時間

営業時間

営業時間

その他の遊びスポット、
商業施設

改札外　 大丸東京／グランルーフフロント／東京ビル（TOKIA）／新丸ビル／丸ビル 
改札内　 京葉ストリート／エキュート東京／グランスタダイニング／グランスタ

▼
▼
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　道
の
駅
・
宇
陀
路
大
宇
陀
は
趣
あ

る
瓦
屋
根
が
目
印
。重
要
伝
統
的
建

造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
た
宇

陀
松
山
の
町
屋
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い

ま
す
。

　年
間
11
万
人
訪
れ
る
お
客
さ
ん
も

街
並
み
や
本
郷
の
滝
桜「
又
兵
衛
桜
」

を
楽
し
み
ま
す
。

　道
の
駅
は
特
産
品
・
加
工
品
・
お
菓

子
・
大
和
茶
や
色
々
な
健
康
茶
、素
麺
、

お
漬
物
な
ど
豊
富
な
品
ぞ
ろ
え
。

　一
番
の
人
気
は
特
産
品
の
ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
ラ
ス
ク
と
か

り
ん
と
う
で
す
。宇
陀
の
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

を
た
っ
ぷ
り
使
用
し
、こ
ん
が
り
焼
き

あ
げ
た
道
の
駅
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
。ブ
ル
ー

ベ
リ
ー
の
酸
味
が
利
い
た
甘
さ
控
え
め

の
食
べ
や
す
い
お
菓
子
で
す
。

　地
元
で
採
れ
た
旬
の
野
菜
や
果
物

が
購
入
で
き
る
直
売
所
や
メ
ニ
ュ
ー
豊

富
な
レ
ス
ト
ラ
ン
も
併
設
さ
れ
て
い

ま
す
。

　そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て
も「
大
宇
陀

温
泉
あ
き
の
の
ゆ
」の
源
泉
を
無
料
で

楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
足
湯
は
人
気
ス

ポ
ッ
ト
。ほ
ど
良
い
温
度
で
疲
れ
た
足

を
癒
し
て
く
れ
ま
す
。

　桜
の
季
節
は
樹
齢
３
０
０
年
の
又

兵
衛
桜
な
ど
近
隣
の
ス
ポ
ッ
ト
が
花

見
客
で
賑
わ
い
ま
す
、ぜ
ひ
宇
陀
ま
で

足
を
延
ば
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
？

道
の
駅

宇
陀
路
大
宇
陀

NARA

6
station

柿
本
人
麻
呂
ゆ
か
り
の「
か
ぎ
ろ
ひ
の
里
」大
宇
陀
。

万
葉
集
に
も
詠
ま
れ
た
雄
大
な
自
然
に
囲
ま
れ

訪
れ
る
人
々
を
万
葉
ロ
マ
ン
の
世
界
に
誘
い
ま
す
。

道の駅宇陀路大宇陀
奈良県宇陀市大宇陀拾生714-1
（国道166・370号沿い）
営業時間
喫茶　7：00～18：00
物販　8：00～19：00
休業日：年中無休
駐車場：普通車36台、大型車3台、
　　　身障者用２台、二輪用10台
問合せ：TEL.0745-83-0051
ホームページ
http://www.chinjyusou.jp/michinoeki/
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇陀路
大宇陀

宇陀市マスコットキャラクター
「ウッピー」

れすとらん甘羅
営業時間：11：00～21：00
休業日：年末年始

165

369

370

370

166

166

近鉄大阪線
至桜井市

至名張市至奈良市

至桜井市

至吉野町 至東吉野村

榛原駅

165

宇陀松山の街並み
又兵衛桜

8
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駅長　嶋田雄三 さん

記紀・万葉
あきのの里へようこそ

お土産を買おう

「甘羅」特選メニュー

　道の駅宇陀路大宇陀は奈良県の北東部に
位置し、歴史と豊かな自然に囲まれた観光の拠
点となる場所にあります。
　東にはその昔、商屋町として発展した旧城下
町で、歴史的・文化的に価値の高いものとして
「重要伝統的建造物群保存地区」に選定され
た松山地区があり、西には戦国武将 後藤又兵
衛が由来の又兵衛桜。柿本人麻呂の詩で有
名な「かぎろひ」の丘と数々の歴史的観光ス
ポットがあります。また、情報発信の拠点として、
街の色々な情報、道路情報などが得られるよう
に充実させております。
　そして、地元特産品はもちろん、特産品を加
工した当駅オリジナルの商品も数多く取り揃
え、観光に来られたお客様に大満足していただ
けるように心がけております。これからの暑い季
節にピッタリの大人気のブルーベリーソフトに疲
れた足を癒す無料の足湯もございます。
　大宇陀へお越しの際はぜひ、道の駅宇陀路
大宇陀にお立ち寄りください。スタッフ一同、心
よりお待ちしております。

疲れた足を一休み。あきののゆを道の駅の足湯で楽しめます。
ほど良い温度で疲れを癒してくれる足湯をどうぞ！
朝10時から夕方５時まで無料でご利用いただけます。足 湯

大宇陀の地酒
高原の伏流水と澄みきった空気、良質
のお米が絶品の日本酒を造りだします。

ブルーベリー らすく
宇陀のブルーベリーたっぷり。
お土産や運転のおともに！

黒豆 せんべい
宇陀の黒豆を贅沢に使用し
香ばしく焼き上げたせんべい。

黒門もなか
小倉・ゆず・抹茶の３種。
どれもあんこたっぷりの
食べごたえある一品。

人麿最中
あんこの中の栗片は柿
本人麻呂の歌にある月
を表現。大宇陀銘菓。

ブルーベリー・ゆず ジャム
農園で採れたブルーベリーや
ゆずをそのまま加工しました。

ひとまろ膳

わらびもち
（お飲物つき）

湯豆腐定食

大宇陀温泉
あきののゆ 

ドライバーの疲れを癒す
宇陀路大宇陀
れすとらん

か むら

おすすめがいっぱい

ブルーベリー かりんとう
ブルーベリーの酸味が利いた
甘さ控えめ食べやすいお菓子。

9

行楽のお土産に

宇陀の特産品を

どうぞ
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玄
侑
宗
久

長
嶋
有

吉
田
修
一

大
道
珠
貴

吉
村
萬
壱

綿
矢
り
さ・金
原
ひ
と
み

モ
ブ・ノ
リ
オ

阿
部
和
重

中
村
文
則

絲
山
秋
子

伊
藤
た
か
み

青
山
七
恵

諏
訪
哲
史

川
上
未
映
子

楊
逸

津
村
記
久
子

磯
崎
憲
一
郎

な
し

赤
染
晶
子

朝
吹
真
理
子・西
村
賢
太

な
し

円
城
塔・田
中
慎
弥

鹿
島
田
真
希

黒
田
夏
子

藤
野
可
織

小
山
田
浩
子

藤
田
宜
永

山
本
一
力

唯
川
恵・乙
川
優
三
郎

な
し

石
田
衣
良・村
山
由
佳

江
國
香
織・京
極
夏
彦

奥
田
英
朗・熊
谷
達
也

角
田
光
代

朱
川
湊
人

東
野
圭
吾

三
浦
し
を
ん・森
絵
都

な
し

松
井
今
朝
子

桜
庭
一
樹

井
上
荒
野

天
童
荒
太・山
本
兼
一

北
村
薫

佐
々
木
譲・白
石
一
文

中
島
京
子

木
内
昇・道
尾
秀
介

池
井
戸
潤

葉
室
麟

辻
村
深
月

朝
井
リ
ョ
ウ・安
部
龍
太
郎

桜
木
紫
乃

朝
井
ま
か
て・姫
野
カ
オ
ル
コ

21世紀の芥川賞・直木賞・ノーベル文学賞受賞者と時代背景 ■上半期　■下半期

芥
川
賞

直
木
賞

ノ
ー
ベ
ル

文
学
賞

2001200220032004200520062007200820092010201120122013 年

米
同
時
多
発
テ
ロ

愛
知
万
博
開
催

Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
故

東
日
本
大
震
災

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
完
成

平
城
遷
都
１
３
０
０
年

本
屋
大
賞
創
設

新
札
発
行

新
潟
県
中
越
地
震

生
駒
市
出
身
の
森
見
登
美

彦
が
直
木
賞
候
補
に
。

万
城
目
学
の

「
鹿
男
あ
を
に
よ
し
」が

直
木
賞
候
補
に
。

欧
州
通
貨
統
一（
ユ
ー
ロ
）

サ
ッ
カ
ー
Ｗ
杯
日
韓
共
催

和
食
が

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

米
証
券
会
社
破
綻
に
よ
る

不
況（
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
）

V・S・
ナイポール
（イギリス）

ケルテース・
イムレ

（ハンガリー）

J・M・
クッツェー

（南アフリカ共和国）

エルフリーデ・
イェリネク

（オーストリア）

ハロルド・
ピンター
（イギリス）

オルハン・
パムク
（トルコ）

ドリス・
レッシング
（イギリス）

ジャン＝マリ・
ギュスターヴ・
ル・クレジオ
（フランス）

ヘルタ・
ミュラー
（ドイツ）

マリオ・
バルガス・
リョサ

（ペルー）

トーマス・
トランストロンメル
（スウェーデン）

莫言
（中国）

アリス・
マンロー
（カナダ）

奈良県
桜井市
出身

﹇
敬
称
略
﹈

　も
の
書
き
に
と
っ
て
文
学
賞
は
尋

常
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
太
宰
治
は

芥
川
賞
が
取
れ
な
け
れ
ば
自
殺
す
る

と
言
っ
て
、
審
査
員
の
佐
藤
春
夫
や

先
輩
の
井
伏
鱒
二
を
脅
か
し
た
。
何

程
に
作
家
に
と
っ
て
文
学
賞
は
大
切

な
の
か
。

　簡
単
に
言
え
ば
文
学
賞
は
作
家
に

と
っ
て
一
つ
の
看
板
で
あ
り
、
こ
れ

が
あ
る
の
と
無
い
の
と
で
は
仕
事
に

差
し
障
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
中
に
は
実
力
だ
け
で

ど
ん
ど
ん
作
品
を
書
い
て
い
く
作
家

も
い
る
か
ら
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な

い
向
き
も
あ
る
。

　さ
て
、
わ
が
国
の
文
学
賞
の
〝
二

大
〞
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
芥
川
賞
と

直
木
賞
で
あ
ろ
う
。
芥
川
賞
は
主
と

し
て
純
文
学
作
品
に
対
し
て
授
与
さ

れ
、
直
木
賞
は
大
衆
的
作
品
に
対
し

て
授
与
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

い
つ
の
間
に
か
両
者
の
開
き
が
な
く

な
り
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
中
間

的
な
作
品
が
出
て
く
る
な
ど
し
て
、

審
査
員
は
悩
ん
だ
に
違
い
な
い
。

　だ
い
た
い
純
文
学
と
大
衆
文
学
の

境
目
は
ど
こ
に
つ
け
る
の
か
。
は
っ

き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
あ

く
ま
で
も
審
査
員
の
主
観
に
よ
る
も

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
今
、
芥
川
龍
之

介
の
作
品
を
じ
っ
く
り
読
む
と
、
こ

れ
は
や
は
り
純
文
学
で
あ
り
、
反
対

に
吉
川
英
治
の
作
品
と
読
み
比
べ
て

み
る
と
、
だ
い
た
い
の
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
。

　わ
が
国
で
は
戦
前
か
ら
芥
川
賞
と

直
木
賞
が
あ
り
、
両
賞
そ
れ
ぞ
れ
に

作
品
が
選
ば
れ
て
き
た
の
だ
が
、
中

に
は
、
火
野
葦
平
の
よ
う
に
、
戦
時

中
、
中
国
に
お
い
て
受
賞
す
る
と

い
っ
た
例
も
あ
っ
た
。

　ま
た
、
作
家
の
中
に
は
新
聞
記
者

を
し
な
が
ら
作
品
を
書
き
、
の
ち
に

作
家
に
転
向
し
た
人
も
い
た
。
た
と

え
ば
井
上
靖
も
そ
う
で
、
記
者
を
辞

文
学
賞

よ
し
あ
し
こ
も
ご
も

芥川賞 …… モブ・ノリオ
直木賞 …… 黒岩重吾（旧制宇陀中学＜現・奈良県立大宇陀高校卒業＞）
　　　　　  坂東真砂子（奈良女子大学卒業）

奈良県ゆかりの受賞作家

10
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め
て
か
ら
多
く
の
作
品
を
書
い
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

　戦
後
、
作
家
に
な
っ
て
華
々
し
く

活
躍
し
た
の
は
石
原
慎
太
郎
で
あ
ろ

う
。
彼
は
『
太
陽
の
季
節
』
を
ひ
っ

さ
げ
て
文
壇
に
登
場
し
、
作
家
と
し

て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
そ
の
文
学

の
素
地
は
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
で
あ
っ

た
と
ど
こ
か
で
述
べ
て
い
る
。

　さ
て
、
文
学
賞
に
も
い
ろ
い
ろ
あ

る
が
、
国
際
的
な
作
家
に
授
け
ら
れ

る
の
は
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
は
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ミ
ン

グ
ウ
ェ
イ
が
受
賞
し
（
1
9
5
4

年
）
、
彼
の
フ
ァ
ン
は
大
喜
び
し

た
。
当
時
『
老
人
と
海
』
が
話
題
に

な
り
、
の
ち
に
映
画
化
も
さ
れ
た

が
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
評
価
が
一
挙

に
高
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　こ
の
作
品
は
い
ち
早
く
わ
が
国
で

も
飜
訳
さ
れ
、
競
っ
て
読
ま
れ
た
も

の
だ
っ
た
。
訳
者
は
福
田
恆
存
で

あ
っ
た
。
私
も
早
速
手
に
入
れ
、
懸

命
に
な
っ
て
読
了
し
た
日
を
思
い
出

す
の
で
あ
る
。

　話
が
少
々
脱
線
し
て
し
ま
っ
た

が
、
近
頃
の
芥
川
賞
や
直
木
賞
の
受

賞
者
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ま

り
読
ん
で
い
な
い
の
で
は
っ
き
り
し

た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
若
い
人
に

は
確
か
に
励
み
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　そ
う
し
た
中
で
、
川
端
康
成
と
大

江
健
三
郎
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受

賞
し
た
こ
と
は
う
れ
し
い
こ
と
で

あ
っ
た
。

　も
と
も
と
日
本
文
学
を
外
国
人
に

知
ら
し
め
る
こ
と
は
英
語
に
飜
訳
す

る
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
な
ど
の
よ

き
理
解
者
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
日
本
文

学
が
海
外
の
人
に
も
理
解
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　そ
う
考
え
る
と
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー

ン
の
存
在
は
甚
だ
大
き
い
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
陰
の

人
と
し
て
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
の

は
残
念
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
ど
こ
の
世
界
で
も
運

不
運
が
あ
り
、
当
然
受
賞
す
る
と

思
っ
た
人
が
そ
う
で
な
く
な
り
、
反

対
に
最
初
は
候
補
に
上
ら
な
か
っ
た

人
が
、
審
査
員
の
一
声
で
逆
転
し
、

思
わ
ぬ
人
が
受
賞
す
る
と
い
う
こ
と

が
起
こ
る
か
ら
、
常
識
で
理
解
す
る

こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
る

ま
い
。

　以
前
に
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
審
査

員
の
裏
側
と
い
う
も
の
は
想
像
以
上

の
複
雑
さ
が
あ
る
。

　あ
れ
で
も
な
い
、
こ
れ
で
も
な

い
、
遂
に
は
ど
れ
を
受
賞
作
品
に
す

る
の
か
大
い
に
悩
む
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
審
査
員
に
な
っ
た
人
に
し
か

わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 

こ
う
し
た
修
羅
場
を
く
ぐ
り
抜
け

た
果
て
に
受
賞
し
た
者
は
、
そ
れ
こ

そ
何
も
の
に
も
代
え
難
い
喜
び
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
し

か
り
、
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
し
か
り
で

あ
る
。
日
本
人
で
は
川
端
康
成
、
大

江
健
三
郎
が
格
別
の
名
誉
を
味
わ
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。

　こ
の
よ
う
に
日
本
文
学
も
国
際
的

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
品
と
比
べ
る

と
ま
だ
ま
だ
で
あ
る
。
と
に
か
く
言

語
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
り
、
な
か
な

か
理
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
日
本

文
学
の
理
解
者
を
増
や
し
、
外
国
へ

も
ど
し
ど
し
日
本
文
学
を
紹
介
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

嘉瀬井　整夫
［かせい　ただお］
1934年京都市に生まれる。
1949年より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』
『奈良大和路文学散歩』
『奈良高畑日記抄』ほか。
文芸評論家。

ほ
ん
や
く

11
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八

環
濠
集
落

奈
良
に
も
多
く
の
城
が
存
在
し
た
。

時
代
の
流
れ
と
共
に
そ
れ
は
城
跡
と
な
り
、

私
達
の
心
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
た
。

再
び
そ
の
存
在
を
知
り
、

そ
こ
に
息
づ
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紐
解
く
。

そ
れ
は
、私
達
の
ル
ー
ツ
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

特集

大
和
の「
城
」の
原
風
景  

環
濠
集
落

　
中
世
の
奈
良
を
知
る
第
一
級
の
資

料
に
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
と
い

う
書
物
が
あ
り
ま
す
。
興
福
寺
大
乗

院
の
門
跡
が
15
〜
16
世
紀
に
三
代
に

わ
た
っ
て
書
き
継
い
だ
日
記
で
、
日

常
の
様
子
か
ら
政
治
の
話
題
ま
で
、

多
岐
に
わ
た
る
内
容
が
生
き
生
き
と

つ
づ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
人
々
の

息
吹
が
伝
わ
る
書
物
で
す
。
こ
の
日

記
の
長
禄
3
年
（
1
4
5
9
）
の
記

事
に
は
、「
番
条
之
長
懐
父
子
自
焼
シ

テ
昨
夜
落
了
…
（
中
略
）
…
其
外
番

条
郷
民
等
道
俗
男
女
不
知
其
数
於
堀

水
テ
死
去
了
」
と
い
う
一
文
が
見
え

ま
す
。「
番
条
之
長
懐
」
は
大
和
郡
山

市
に
あ
っ
た
番
条
荘
、
若
槻
荘
な
ど

の
荘
園
の
荘
官
を
務
め
た
、
番
条
氏

と
い
う
土
豪
の
頭
領
で
あ
る
番
条
長

懐
の
こ
と
で
あ
る
が
、
長
禄
3
年
、

彼
は
室
町
幕
府
三
管
領
の
一
翼
で
あ

る
畠
山
家
の
内
紛
に
巻
き
込
ま
れ
、

同
じ
く
大
和
郡
山
市
筒
井
に
本
拠
を

置
く
筒
井
氏
に
攻
め
ら
れ
ま
す
。
善

戦
空
し
く
敗
れ
た
番
条
氏
は
自
ら
の

館
に
火
を
放
ち
没
落
し
て
し
ま
い
ま

す
。
先
に
見
た
日
記
の
一
文
は
こ
の

時
の
記
事
で
あ
る
が
注
目
し
た
い
の

は
、
番
条
氏
が
攻
め
ら
れ
た
際
、
多

く
の
一
般
人
が
「
堀
」
に
落
ち
て
亡

く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

番
条
氏
が
戦
っ
た
堀
を
巡
ら
す
城
館

は
、
同
時
に
多
く
の
非
戦
闘
員
が
居

住
す
る
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
す
。

　
番
条
氏
の
城
館
は
現
在
も
大
和
郡

山
市
番
条
町
に
残
っ
て
い
ま
す
。
多

く
の
人
が
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
堀

は
、
今
は
埋
め
ら
れ
て
公
園
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
明
治
時
代
の
地
籍
図

を
辿
る
と
堀
を
巡
ら
せ
た
往
年
の
集

落
が
復
元
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
村

全
体
に
堀
＝
濠
を
巡
ら
せ
た
集
落
を

環
濠
集
落
と
い
い
、
現
在
、
大
和
全
体

で
1
7
0
以
上
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
番
条
集
落
を
復
元
し

て
み
る
と
、
北
側
と
南
側
に
館
と
思

わ
れ
る
大
き
な
区
画
が
あ
り
、
そ
れ

に
挟
ま
れ
て
一
般
の
人
々
が
暮
ら
し

た
集
落
域
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取

れ
ま
す
。「
城
」
と
い
う
と
石
垣
と
天

守
閣
を
持
つ
雄
大
な
姿
を
思
い
浮
か

べ
が
ち
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
、
館

と
村
落
が
セ
ッ
ト
に
な
り
、
全
体
を

濠
で
囲
っ
た
環
濠
集
落
こ
そ
、
大
和

だ
い
じ
ょ
う 

い
ん   

じ   

し
ゃ 

ぞ
う   

じ    

き

も
ん 

ぜ
き

12
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の
「
城
」
の
原
風
景
で
あ
る
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
天
正
8
年
（
1
5
8
0
）、

畿
内
に
覇
を
唱
え
た
織
田
信
長
は
、

大
和
一
国
破
城
令
を
出
し
、
城
と
い

う
城
を
破
壊
す
る
よ
う
命
じ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
防
御
拠
点
と
し
て
の
城

郭
は
一
部
を
残
し
、
姿
を
消
し
た
は

ず
な
の
で
す
が
、
同
じ
く
城
と
し
て

の
機
能
を
持
っ
た
環
濠
集
落
は
今
に

至
る
ま
で
存
続
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
環
濠
集
落
の
環
濠
に
は
も
う
一

つ
の
隠
れ
た
機
能
が
あ
っ
た
の
で
す
。

水
利
と
の
関
係

　
春
、
田
植
え
の
季
節
に
環
濠
集
落

周
辺
を
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
驚
く

の
は
、
環
濠
集
落
へ
取
り
付
く
水
路

が
す
べ
て
堰
を
閉
じ
ら
れ
、
た
め
池

の
よ
う
に
満
々
と
水
を
湛
え
て
い
る

こ
と
で
す
。
大
和
盆
地
は
広
範
囲
に

条
里
型
水
田
が
広
が
り
、
こ
の
水
田

に
ど
の
よ
う
に
水
を
配
る
か
は
村
に

と
っ
て
最
大
の
関
心
事
で
、
か
つ
て

は
水
を
巡
る
争
い
が
度
々
起
こ
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
大
和
盆
地

の
水
路
は
極
め
て
綿
密
に
設
計
さ
れ

て
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
せ
て

あ
り
、
水
の
利
用
順
番
も
村
単
位
で

綿
密
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
現

在
は
吉
野
川
分
水
の
完
成
で
随
分
変

わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
）。
環
濠
集

落
の
配
置
を
み
て
み
る
と
、
い
ず
れ

も
川
か
ら
取
水
し
た
水
を
、
広
範
囲

に
分
配
す
る
基
幹
水
路
の
結
節
点
に

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
う
し
た
結
節
点
に
お
け
る
、
濠
の

存
在
は
貯
水
・
分
水
に
際
し
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
つ
ま
り
、

環
濠
集
落
に
は
水
利
調
整
機
能
が
備

わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
近
年
進
ん
だ
発
掘
調

査
で
も
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
大
和
の
代
表
的
な
環
濠
集
落
で

あ
る
大
和
郡
山
市
若
槻
集
落
や
、
同

じ
く
大
和
郡
山
市
に
あ
り
、
筒
井
順

慶
で
有
名
な
筒
井
城
な
ど
で
行
わ
れ

た
発
掘
調
査
で
は
、
環
濠
集
落
の
起

源
が
城
が
各
地
で
巨
大
化
す
る
戦
国

時
代
で
は
な
く
、
は
る
か
以
前
の
鎌

倉
時
代
後
期
の
水
路
を
巡
ら
す
集
落

に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
現
在
大
規
模
な
環
濠
を
持
っ

て
い
る
集
落
が
、
も
と
も
と
は
基
幹

水
路
の
結
節
点
に
水
路
を
取
り
込
ん

で
造
ら
れ
た
農
業
村
落
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
環
濠
集
落

の
本
質
的
機
能
は
水
利
に
あ
り
、
戦

国
時
代
以
降
、
濠
の
巨
大
化
を
含
め

た
城
館
と
し
て
の
機
能
が
比
率
を
高

め
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
信
長
に
よ
り
「
城
」
の
破
却
が

行
わ
れ
て
も
、
環
濠
集
落
は
現
在
ま

で
残
り
続
け
た
の
で
し
ょ
う
。

　
近
年
、
大
和
盆
地
で
も
農
地
の
商

業
地
へ
の
転
換
が
進
み
、
水
田
景
観

が
急
速
に
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
水
田

景
観
と
結
び
つ
い
た
環
濠
集
落
の
あ

る
風
景
は
、
日
本
城
郭
の
原
風
景
と

も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
今

後
も
こ
う
し
た
風
景
を
大
切
に
子
孫

に
伝
え
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
す
。
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／
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悠
久
の
歴
史
の
流
れ
、
古
の
都
は

今
も
、
そ
の
面
影
を
色
濃
く
残
す 

い
く
つ
も
の
ド
ラ
マ
が
あ
り

新
た
な
時
代
が
生
ま
れ
た 

そ
こ
か
ら
先
人
の
英
知
を
知
り

人
を
見
つ
め
直
す

そ
し
て
「
今
」
を
創
造
す


