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伊勢本街道 御杖

錦秋の奈良
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奈良の風景
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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。

　日本経済は安倍政権の政策により、デフレ脱却と経済
の好循環が始動しつつあります。ただ、2014年夏は各地
で「数十年に一度」の異常気象に見舞われ、個人消費の
落ち込み、景気動向指標の下方局面への変調など、経済
の見通しは予断を許さない状況です。
　さて、奈良大学の先生方によるリレー連載では、左右
対称など幾何学的な配置に特徴がある「正倉院文様」を
奈良の風景として取り上げて頂きました。元々、人は物事
を考える際に、「生と死」「物と心」「自然と人間」など、二
つに分けて考えることが多いとされます。その考えは本来、
間違っており、人間は勝手な利権で物事を斟酌し、現在
の仕組みが構築されてきたと感じます。何事においても、
バランス感覚が大事だと、改めて気付かされました。
　世の中の現象を一線で分かつ考え方と対極にあるも
のの一つが、芸術です。誌面では今年開設10周年を迎え
た「たんぽぽの家アートセンターHANA」で活動するハン
ディキャップ・アーティストのみなさんの芸術表現に迫りま
した。こうあるべきという概念のない“自由”を感じます。
同時に、彼らの創作活動が「仕事」である点にも共感します。
　多様性や共生に加え、新語としての「地方創生」がキー
ワードになる時代です。社会はまだ人もモノも都市圏に
集中するシステムです。しかしアイデアやコミュニケーショ
ンが高い価値を持つことと、地方のハンディは無関係で
はないでしょうか。向寒の候、豊かに生きるとはなにか、
を想像する季節にしたいものです。

代表取締役社長　近東　宏佳

職場風土改革促進事業への取り組み

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

本　　　社：〒630-8013  奈 良 市 三 条 大 路 2 丁 目 2 - 6　TEL 0742-33-1221　FAX 0742-33-7035
大 阪 支 社：〒542-0082  大阪市中央区島之内1丁目12-3　TEL 06-6271-7951　FAX 06-6271-7954
東 京 支 社：〒116-0014  東京都荒川区東日暮里5丁目6-4　TEL 03-3802-4741　FAX 03-3802-4740

共同精版印刷株式会社
編集／制作／発行

http://www.kspkk.co.jp/

　少子高齢化社会にあって、これからは益々多様な働き方が企業に
求められております。一方、働く人は、仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）をより重要視する中にあって、企業として
はそれらを必要十分に充足する環境づくりが不可欠であります。
　弊社は、平成14年にはISO14001を認証取得、また18年にはプラ
イバシーマークを取得するなど、時代のニーズに合致した経営推進
に努力してまいりました。そして、労働時間等設定改善法が施行さ
れて（平成18年）以後、社内で委員会をたちあげ「有給休暇を取得
しやすい環境づくり」をめざし、残業が避けて通れない業界にあっ
て、残業時間を少しでも減少する努力なども含め企業理念の中にあ
る「人間生活の向上」に邁進したいと考えております。

　人間生活の向上とは、従業員の仕事と家庭の両立を支援すること
も大きく関係しており、具体的な取り組みは下記の通りです。

❶ 仕事と家庭が両立できる働きやすい会社作り
　（ワーク・ライフ・バランスの推進）

❷ 育児・介護休暇制度の充実を図る

❸ その制度を利用しやすい環境作り

❹ 管理職層への研修の実施

❺ 両立支援制度の労働者への周知徹底

具
体
的
な

取
り
組
み
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　「
正
倉
院
文
様
」
と
よ
ば
れ
る
文
様

が
あ
る
。
奈
良
の
正
倉
院
に
伝
わ
る

宝
物
の
文
様
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も

の
で
、
異
国
風
の
華
や
か
な
雰
囲
気

と
左
右
対
称
な
ど
幾
何
学
的
な
配
置

に
特
徴
が
あ
る
。
染
織
品
や
陶
磁
器

と
い
っ
た
工
芸
品
の
装
飾
に
使
わ
れ

る
ほ
か
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
グ
ッ
ズ
の

デ
ザ
イ
ン
と
し
て
も
人
気
で
、
最
近

で
は
奈
良
ら
し
さ
を
演
出
し
た
小
物

に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
私
は
古
代
の

装
飾
文
様
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
て
い

る
の
で
、
古
い
文
様
を
デ
ザ
イ
ン
に

取
り
入
れ
た
も
の
を
見
か
け
る
と
、

つ
い
気
に
な
っ
て
も
と
の
作
品
は
何

か
、
ど
ん
な
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て

い
る
の
か
を
見
て
し
ま
う
。

今
に
生
き
る
正
倉
院
文
様

1
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こ
う
し
た
正
倉
院
文
様
の
中
で
よ

く
目
に
す
る
も
の
の
一
つ
に
、
正
倉

院
宝
物
の
「
鹿
草
木
夾
纈
屏
風
」〈
写

真
１
〉
か
ら
と
っ
た
意
匠
が
あ
る
。 

興
福
寺
の
お
堂
に
下
げ
ら
れ
た
幕

（
戸
帳
）の
染
文
様
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
ほ
か〈
写
真
２
〉
、市
販
の

一
筆
箋
や
懐
紙
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
使

わ
れ
て
い
る
の
で
、
見
た
こ
と
の
あ

る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
描
か
れ
た
木
の
幹
は
細
く
、
す
ら

り
と
上
に
向
か
っ
て
伸
び
、
鹿
の
表

現
も
お
だ
や
か
だ
。
濃
厚
な
唐
風
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
後
の
和
風
文

様
に
近
い
印
象
が
あ
る
。
鹿

は
春
日
神
の
お
使
い
で
あ

り
、
奈
良
公
園
の
シ
ン
ボ
ル

で
も
あ
る
か
ら
、
現
代
の
私

た
ち
に
は
親
し
み
や
す
く
、ま

た
奈
良
ら
し
い
文
様
に
も
感
じ

ら
れ
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
木
の
下
に
一

対
の
動
物
を
向
か
い
合
わ
せ

た
文
様
を
「
樹
下
動
物
文
」

と
い
う
。
奈
良
時
代
に
は
た

い
へ
ん
人
気
が
あ
っ
て
木
の

形
や
組
み
合
わ
せ
る
動
物
に

は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
。
そ
の
起
源

は
は
る
か
西
方
に
あ
り
、
今

か
ら
3
0
0
0
年
以
上
前
の
メ
ソ
ポ

タ
ミ
ア
の
円
筒
印
章
に
す
で
に
同
じ

意
匠
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
央
の
樹
木
は
生
命
の
木
。
世
界

の
中
心
に
あ
る
聖
樹
で
、
命
の
根
源

を
あ
ら
わ
す
と
い
わ
れ
る
。
西
ア
ジ

ア
で
は
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
の
木
の
左
右
に

ラ
イ
オ
ン
や
ヤ
ギ
、
ヒ
ツ
ジ
を
組
み

合
わ
せ
る
例
が
多
い
。
乾
燥
地
帯
に

暮
ら
す
人
び
と
に
と
っ
て
、
ナ
ツ
メ

ヤ
シ
の
実
は
食
料
と
し
て
有
用
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
神
へ
の
信
仰
と
も

結
び
つ
い
た
生
活
、
文
化
に
密
着
し

た
植
物
で
あ
る
。
ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
も

遊
牧
生
活
に
欠
か
せ
な
い
動
物
で
、

ラ
イ
オ
ン
は
王
権
に
関
わ
る
聖
な
る

獣
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
中
国
へ
伝

わ
る
と
、
花
を
つ
け
た
木
と
鳥
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
気

候
も
文
化
的
背
景
も
異
な
る
東
ア
ジ

ア
で
は
本
来
の
意
味
は
失
わ
れ
、
異

国
風
な
デ
ザ
イ
ン
を
楽
し
む
た
め

に
、
よ
り
華
や
か
な
装
飾
性
の
高
い

文
様
へ
と
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
樹
下
動
物
文
は
東
へ

の
み
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
西
ア

ジ
ア
か
ら
さ
ら
に
西
方
へ
も
伝
播
す

る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
樹
下
動
物
文

は
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
美
術
や
紋
章

の
デ
ザ
イ
ン
に
も
取
り
入
れ
ら
れ

た
。
キ
リ
ス
ト
教
美
術
で
は
、
中
央

に
キ
リ
ス
ト
の
復
活
や
勝
利
、
永
遠

の
命
を
象
徴
す
る
十
字
架
や
壺
を
置

き
、
そ
の
左
右
に
ヒ
ツ
ジ
や
ク
ジ
ャ

ク
、
あ
る
い
は
グ
リ
フ
ィ
ン
と
い
う

鷲
と
ラ
イ
オ
ン
を
組
み
合
わ
せ
た
空

想
上
の
動
物
を
置
く
構
図
な
ど
が
あ

ら
わ
れ
て
く
る
〈
写
真
４
〉
。
異
な

る
文
化
の
中
で
文
様
が
新
た
な
意
味

づ
け
を
さ
れ
て
変
容
し
た
例
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

西
ア
ジ
ア
起
源
の
樹
下
動
物
文

〈写真４〉ヴェネツィア サン・マルコ寺院のレリーフ

〈写真1〉
鹿草木夾纈屏風
（正倉院）

し
か
く
さ
　
き
　
き
ょ
う
け
ち
び
ょ
う 

ぶ

と

ち
ょ
う

2

鹿鹿ああルル私私ままじじ一一せせ」」たたののににーー源源今今

〈〈写真写真
鹿草鹿草
（正倉（正倉
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日
頃
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
つ
ら
つ
ら
考
え
な
が
ら
過

ご
し
て
い
る
と
、
時
に
思
わ

ぬ
発
見
が
あ
る
。

　
大
学
の
研
修
旅
行
で
学
生

と
と
も
に
ス
ペ
イ
ン
を
訪
れ

た
時
の
こ
と
、
レ
ス
ト
ラ
ン

で
た
ま
た
ま
出
さ
れ
た
ミ
ネ

ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
瓶
の
デ

ザ
イ
ン
に
樹
下
動
物
文
が
使

わ
れ
て
い
た〈
写
真
５
〉。
中

央
の
木
の
下
に
は
３
本
の
波

線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
水
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
生
命
の
木
は
楽
園
あ
る

い
は
聖
な
る
高
い
山
の
上
に

あ
る
と
い
い
、
そ
こ
に
は
全

世
界
の
水
の
源
と
な
る
聖
な

る
泉
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の

泉
か
ら
４
本
の
大
河
が
流
れ
出
て
、

地
上
に
水
が
い
き
わ
た
る
の
で
あ

る
。
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の
商

標
デ
ザ
イ
ン
に
は
ま
さ
に
う
っ
て

つ
け
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
パ
リ
で
は
犬
の
レ
リ
ー
フ

と
水
盤
を
組
み
合
わ
せ
た
例
を
見
か

け
た
〈
写
真
６
〉
。
バ
ー
の
壁
に
つ

く
ら
れ
た
、
散
歩
中
の
犬
の
た
め
の

水
飲
み
場
で
あ
る
。
中
央
の
水
盤
は

生
命
の
泉
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
不

死
、
復
活
の
象
徴
で
あ
る
。
左
右
の

犬
は
犬
の
楽
園
の
守
護
天
使
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
な
ん
と
粋
な
デ

ザ
イ
ン
だ
ろ
う
。
こ
の
水
盤
で
水
を

飲
ん
だ
犬
は
た
ち
ま
ち
元
気
に
な
る

こ
と
間
違
い
な
し
で
あ
る
。

　
遠
い
む
か
し
、
は
る
か
西
方
の
乾

燥
地
帯
で
生
ま
れ
た
文
様
が
大
陸
を

渡
り
、
８
世
紀
の
奈
良
に
届
い
た
。

同
じ
文
様
は
世
界
中
に
広
ま
り
、
今

も
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
生
き
て
い

る
。
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
文
様
は

ど
れ
だ
け
の

人
を
介
し
、

ど
れ
だ
け
の

距
離
を
旅
し

て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
正

倉
院
ゆ
か
り

の
文
様
を
前

に
、
私
の
心

は
平
城
京
の

昔
か
ら
唐
の

都
へ
、
そ
し
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を

飛
び
回
り
、
数
千
年
の
タ
イ
ム
ト

リ
ッ
プ
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
角
で

〈写真2〉興福寺の戸帳〈写真3〉戸帳が吊り下げられた興福寺東金堂（手前）と五重塔（奥）

〈写真5〉スペインのミネラルウォーター

〈写真６〉バーの壁に作られた犬用の水飲み場（パリ）

3

栗田 美由紀
［くりた みゆき］
群馬県高崎市出身。奈良大学卒
業後、IT関連企業を経て同大大学
院へ進学。 奈良大学大学院博士
前期課程修了。現在、奈良大学文
学部講師。専門は仏教美術史、文
様史。主な論文、著書に『猪名川
町所在木喰仏調査報告書』、「仁
和寺蔵宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子
箱の文様について」（『美術史』
155号）、「正倉院宝物花樹獅子
人物 文綾の意匠について」（『仏
教芸術』318号）、『山渓カラー名
鑑 仏像』（山と渓谷社、共著）など。
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色
が
踊
り
、線
が
動
き
、立
体
が
跳
ね
、意
外
性
が
広
が
る
。創
造
力
を
あ
ふ
れ
ん
ば
か

り
に
解
き
放
つ
の
は
、障
害
と
と
も
に
生
き
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
。自
由
、爽
快
、肯

定
、驚
き
の
ア
ー
ト
の
世
界
に
誘
わ
れ
、『
た
ん
ぽ
ぽ
の
家
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
』

の
施
設
長
・
成
田
修
氏
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
ア
ト
リ
エ
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

奈
良
の

artist

色り定

ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー

H
A
N
A

た
ん
ぽ
ぽ
の
家

4
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『たんぽぽの家アートセンターＨＡＮＡ』の施設長 成田 修さん

　
社
会
福
祉
法
人
わ
た
ぼ
う
し
の
会

（
理
事
長
・
播
磨
靖
夫
氏
）
は
ア
ー
ト

を
通
し
て
、
障
害
の
あ
る
人
た
ち
の

社
会
参
加
と
仕
事
づ
く
り
を
進
め
て

い
ま
す
。
そ
の
活
動
の
拠
点
と
な
る

の
が
、
今
年
開
設
10
周
年
を
迎
え
た

ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ（
奈
良
市

六
条
西
）
で
す
。

　
新
し
い
出
会
い
に
期
待
し
て
ギ
ャ

ラ
リ
ー
と
ア
ト
リ
エ
に
お
邪
魔
す
る

と
、
そ
こ
に
は
、
押
し
寄
せ
る
発
想

の
大
波
小
波
。
絵
あ
り
、
書
あ
り
、

立
体
造
形
あ
り
。
さ
ら
に
、
語
り
、

ダ
ン
ス
、
織
物
な
ど
。
個
性
と
感
性

の
百
貨
店
の
よ
う
な
ア
ー
ト
の
連
続
。

身
体
障
害
や
知
的
障
害
、
そ
れ
ら
の

重
複
障
害
な
ど
の
あ
る
幅
広
い
年
代

の
49
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　「
こ
こ
で
は
み
ん
な
が
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
で
す
。
彼
ら
の
ア
ー
ト
は
生
活
で

あ
り
仕
事
。
お
互
い
に
戸
惑
い
や
ぶ

つ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
刺
激

し
あ
っ
て
創
作
し
て
い
ま
す
よ
」
と

成
田
さ
ん
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
展
示
さ

れ
た
彼
ら
の
作
品
た
ち
は
独
創
性
に

富
み
、
ア
ト
リ
エ
で
は
今
ま
さ
に
制

作
中
の
真
剣
な
顔
が
い
く
つ
も
あ
り

ま
し
た
。

　
初
め
か
ら
全
員
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

で
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
メ

ン
バ
ー
は
絵
や
造
形
、
何
で
も
挑
戦

し
、
そ
の
う
え
で
持
て
る
能
力
を
発

揮
で
き
る
よ
う
ス
タ
ッ
フ
が
手
を
差

し
伸
べ
ま
す
。

　
自
然
や
い
の
ち
を
力
強
い
線
と
豊

か
な
色
彩
で
描
く
作
品
で
活
躍
す
る

山
野
将
志
さ
ん
（
右
ペ
ー
ジ
写
真
）
は

ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー

Ｈ
Ａ
Ｎ
Ａ
で
〝
可

能
性
〞
が
開
花
し

た
ひ
と
り
で
す
。

障
害
の
あ
る
人
た

ち
が
潜
在
的
に

持
っ
て
い
る
好
奇

心
や
こ
だ
わ
り
が

解
放
さ
れ
た
と
き

に
生
ま
れ
る
表

現
。
そ
れ
が
Ｈ
Ａ

Ｎ
Ａ
流
ア
ー
ト
だ

と
い
え
そ
う
で
す
。

　
制
約
の
な
い
大
ら
か
な
ア
ー
ト
は
、

「
こ
う
い
う
表
現
も
あ
り
な
ん
だ
」
と

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
飛
躍
さ
せ
て

く
れ
ま
す
。
作
品
を
元
に
し
た
Ｔ
シ
ャ

ツ
、
レ
イ
ン
ブ
ー
ツ
、
ト
レ
ー
、
ア

ク
セ
サ
リ
ー
、
絵
は
が
き
、
ポ
ス
タ
ー

と
い
っ
た
グ
ッ
ズ
も
販
売
さ
れ
、
新

た
な
展
開
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

　
彼
ら
の
創
作
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ど
こ

か
ら
湧
く
の
で
し
ょ
う
か
。
成
田
さ

ん
は
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
出
会
い

だ
っ
た
り
、
作
品
を
見
て
く
れ
る
人

に
自
分
で
説
明

を
し
た
り
、
そ

う
し
た
関
係
性

を
築
く
こ
と
が

つ
く
る
喜
び
に

な
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
ま
た
、

ア
ー
ト
を
経
済

的
に
自
立
す
る

仕
事
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
感
覚
も

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
」

と
話
し
ま
す
。

　
障
害
の
あ
る
人
が
ア
ー
ト
に
よ
っ

て
働
く
意
義
を
知
り
、
成
果
を
喜
び
、

そ
れ
ら
を
社
会
で
交
感
し
あ
う
こ
と
。

こ
の
思
い
を
ひ
と
つ
の
か
た
ち
に
し

た
新
た
な
拠
点
が
２
０
１
６
年
春
に

誕
生
し
ま
す
。
奈
良
県
香
芝
市
に
開

設
予
定
の
「
G
o
o
d 

J
o
b
! 

セ

ン
タ
ー
」
で
す
。
障
害
の
あ
る
な
し

に
関
わ
ら
ず
、
誰
も
が
自
分
を
社
会

で
肯
定
で
き
る
生
き
方
・
働
き
方
を

実
現
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

　
個
展
を
開
催
し
た
り
、
グ
ル
ー
プ

展
を
企
画
し
た
り
、
民
間
企
業
と
コ

ラ
ボ
レ
ー
ト
し
て
商
品
デ
ザ
イ
ン
に

採
用
さ
れ
た
り
。
表
現
す
る
楽
し
さ

に
目
覚
め
た
49
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

た
ち
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
た
ら
、

な
か
な
か
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。「
お
も
し
ろ
い
、
楽
し
い
、
わ
く

わ
く
す
る
」
が
長
続
き
す
る
ア
ー
ト

な
の
で
す
。

5

み
ん
な
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

ア
ー
ト
を
仕
事
に
し
て
い
く

◆ギャラリーは
企画展期間中の他も見学可能です。
ご希望の方は、℡0742-43-7055へ
問い合わせてください。
（奈良市六条西3-25-4）

◆『Good Job!展 2014』
障害者のアート作品や社会とつながる取り組みの事例などを全国５カ所で巡回展示します。

詳細およびその他の最新情報は、公式サイトでチェック（ http://popo.or.jp/index.html ）

2014年 11月21～24日： 北海道札幌市
　　　　 11月28～30日： 東京都渋谷区
　　　　 12月12～14日： 愛知県名古屋市

2015年 1月23～25日： 福岡県福岡市
　　　　 3月６～8 日： 兵庫県神戸市
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秋
を
迎
え
、
奈
良
の
町
は
紅
に
色
づ
き
始
め
る
。

鮮
や
か
に
彩
ら
れ
る
名
所
の
数
々
。
秋
の
奈
良
散
策
を
楽
し
も
う
。

錦
秋
の
奈
良
散
策 

〜
秋
の
名
所
八
選
〜

奈
良
県

　
天
平
勝
宝
８
年
（
7
5
6
）
に
唐

僧
・
虚
龍
和
上
が
開
山
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
柳
生
街
道
の
名
刹
。
1
9
9
0
年

に
再
建
さ
れ
た
多
宝
塔
に
あ
る
、
国
宝

の
大
日
如
来
坐
像
で
有
名
。
苑
池
か
ら

眺
め
る
堂
々
と
し
た
佇
ま
い
の
楼
門

は
、
み
ご
と
に
紅
葉
と
重
な
り
合
い
、

訪
れ
た
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

　
た
く
さ
ん
の
鹿
が
出
迎
え
て
く
れ
る

奈
良
公
園
は
、
紅
葉
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て

も
人
気
の
お
出
か
け
先
。
歴
史
的
建
造

物
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
も
絶
妙
で
、
風

情
あ
る
自
然
散
策
を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
。
園
内
に
休
憩
所
や
ベ
ン
チ
な

ど
、
一
息
つ
け
る
場
所
が
充
実
し
て
い

る
の
も
う
れ
し
い
と
こ
ろ
。

カエデなど

＜アクセス＞近鉄奈良駅から徒歩約5分～30分 JR奈良駅からバス大
仏殿春日大社前下車すぐ

＜アクセス＞近鉄大阪線名張駅から三重交通バス曽爾高原下車、徒歩約15分
車：名阪国道針ICから国道369号経由で約1時間

ナンキンハゼ、イチョウ、カエデなど

円
成
寺  ―

―
 

奈
良
市 

❶

見
頃  

11
月
中
旬
〜
11
月
下
旬

　
奈
良
県
と
三
重
県
の
県
境
に
あ
る
、

関
西
で
は
有
名
な
ハ
イ
キ
ン
グ
ス
ポ
ッ

ト
で
、
見
渡
す
限
り
の
ス
ス
キ
が
群
生

す
る
景
色
が
堪
能
で
き
る
。
年
間
の
平

均
気
温
が
13
℃
と
涼
し
く
、
散
策
や
登

山
を
楽
し
む
に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
環
境
。

ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
も
整
備
さ
れ
て
い

る
の
で
、
年
配
の
方
で
も
安
心
。

ススキなど

曽
爾
高
原  ―

―
 

曽
爾
村 

❸

見
頃  
10
月
上
旬
〜
11
月
下
旬

奈
良
公
園  ―

―
 

奈
良
市 

❷

見
頃  

10
月
下
旬
〜
12
月
上
旬

＜アクセス＞近鉄奈良駅からバス忍辱山下車、徒歩約2分

え
ん 

ち

こ 

ろ
う
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第
一
次
大
極
殿
西
の
池
の
ま
わ

り
で
ス
ス
キ
の
穂
が
広
が
り
始
め

る
と
、
暑
か
っ
た
奈
良
盆
地
に
も

秋
の
訪
れ
。
草
原
に
寝
転
ん
で
天

を
仰
げ
ば
さ
え
ぎ
る
も
の
は
な

く
、
青
空
に
雲
が
ふ
わ
ふ
わ
と
浮

く
。
ジ
ョ
ギ
ン
グ
を
楽
し
ん
だ

り
、
暗
く
な
っ
て
か
ら
月
や
星
を

見
に
訪
れ
る
の
も
い
い
か
も
。

＜アクセス＞JR・近鉄桜井駅からバス談山神社下車、徒歩約3分

＜アクセス＞近鉄壷阪山駅からバス壷阪寺前下車、徒歩約50分

　
十
三
重
の
塔
を
中
心
に
、
大
小
様
々

な
社
殿
が
配
置
さ
れ
て
い
る
神
社
。
多

武
峰
の
深
い
木
立
が
全
山
で
紅
葉
す
る

さ
ま
は
見
ご
た
え
が
あ
り
、
3
0
0
0

本
も
の
紅
葉
に
包
ま
れ
る
境
内
は
、
壮

大
に
し
て
圧
巻
。
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
、

11
月
15
日
（
土
）
〜
11
月
29
日
（
土
）
。

カエデ、サクラ、イチョウなど

＜アクセス＞JR・近鉄奈良駅からバス県庁東下車、徒歩約3分

ドウダンツツジ、イロハモミジ、ハゼなど

＜アクセス＞JR・近鉄奈良駅からバス平城宮
跡下車、近鉄大和西大寺駅下車徒歩約10分

ススキなど

談
山
神
社  ―

―
 

桜
井
市 

❹

見
頃  

11
月
中
旬
〜
12
月
上
旬

平城宮跡 ― 奈良市 ❽
見頃  10月～11月

　「
花
の
御
寺
」
と
も
呼
ば
れ
、
初
瀬
川

沿
い
は
紅
葉
が
山
間
を
彩
る
。
と
く
に

仁
王
門
か
ら
3
9
9
段
の
登
廊
の
先
に

あ
る
本
堂
・
外
舞
台
か
ら
の
景
色
や
、

山
内
の
堂
塔
伽
藍
が
花
に
包
ま
れ
る
眺

め
は
、
ま
こ
と
に
壮
観
で
息
を
の
む
ほ

ど
の
美
し
さ
。

長
谷
寺  ―

―
 

桜
井
市 

❺

見
頃  

11
月
中
旬
〜
12
月
初
旬

名
勝
依
水
園  ―

―
 

奈
良
市 

❻

見
頃  

11
月
〜
12
月

　
標
高
5
8
3
・
9
m
の
高
取
山
山
頂

に
築
か
れ
た
山
城
。
南
北
朝
期
に
築
か

れ
幕
末
ま
で
続
い
た
城
で
、
美
し
い
城

で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
石
垣
だ
け
が
残

り
、
秋
の
紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
見
頃
は
11
月
23
日
（
日
・
祝
）

開
催
の
「
た
か
と
り
城
ま
つ
り
」
前
後
。

カエデなど

高
取
城
跡  ―

―
 

高
取
町 

❼

見
頃  

11
月
中
旬
〜
12
月
上
旬

＜アクセス＞近鉄長谷寺駅から徒歩約15分

カエデなど

　
前
園
と
後
園
、
ふ
た
つ
の
池
泉
回
遊

式
庭
園
を
組
み
合
わ
せ
た
広
大
な
日
本

庭
園
。
東
大
寺
南
大
門
や
若
草
山
を
取

り
入
れ
た
借
景
は
、
一
味
違
っ
た
奈
良

を
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
。
真
っ
赤
な
ド

ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
や
、
日
一
日
と
色
づ
く

イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
が
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た

時
の
流
れ
と
と
も
に
楽
し
め
る
。

写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー／撮影者：澤 三

と
う

の 

み
ね
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＜アク

カエ

楽
し
め
る
。

写真提

第二阪奈

西名
阪

❽平城宮跡

❻名勝依水園
❶円成寺

❹談山神社

❺長谷寺

❼高取城跡

❸曽爾高原
❷奈良公園

24

369

369

370

309

169

169

169

み 

て
ら

ど
う
と
う  

が  

ら
ん



21

　道
の
駅
　伊
勢
本
街
道
・
御
杖
は
今

年
10
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
野
生
の

鹿
も
生
息
す
る
大
自
然
に
囲
ま
れ
、

利
用
者
の
多
く
が
夏
の
キ
ャ
ン
プ

や
、
こ
れ
か
ら
の
季
節
な
ら
冬
は
三

峰
山
の
霧
氷
、
近
隣
で
は
秋
の
曾
爾

高
原
の
ス
ス
キ
を
楽
し
み
に
訪
れ
ま

す
。
お
土
産
物
コ
ー
ナ
ー
で
の
道
の

駅
イ
チ
オ
シ
は
地
元
で
獲
れ
る
鹿
の

ハ
ム
。
自
然
の
恵
み
と
密
接
に
関
わ

る
道
の
駅
な
の
で
す
。

　一
番
の
特
徴
は
駅
構
内
に
あ
る
み

つ
え
温
泉
「
姫
石
の
湯
」
。「
美
肌
の

湯
」
や
「
ぬ
く
も
り
の
湯
」
と
呼
ば

れ
る
泉
質
を
持
っ
た
優
し
い
温
泉
で

す
。
2
つ
の
大
浴
場
を
は
じ
め
、
露

天
風
呂
、
つ
ぼ
風
呂
、
樽
風
呂
、
気

泡
風
呂
、
打
た
せ
湯
、
座
湯
、
サ
ウ

ナ
、
ゆ
っ
た
り
休
め
る
無
料
休
憩
室

が
あ
り
ま
す
。
近
く
に
は
倭
姫
命
が

女
性
病
の
全
快
を
祈
願
し
た
と
い
わ

れ
る
「
姫
石
明
神
」
が
あ
り
、
安

産
、
縁
結
び
の
明
神
と
し
て
知
ら
れ

る
隠
れ
た
名
所
で
す
。
肌
寒
く
な
る

こ
れ
か
ら
の
季
節
、
秋
化
粧
、
冬
化
粧

の
美
し
い
景
色
を
楽
し
ん
だ
後
、温
か

い
温
泉
で
癒
さ
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

道
の
駅

伊
勢
本
街
道・御
杖

NARA

7
station

恵
み
豊
か
な
自
然
の
中
を
進
む
伊
勢
街
道

自
慢
の
天
然
温
泉
と
美
し
い
景
観
の
中

最
高
の
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を

御杖村
キャラクター

「つえみちゃん」

道の駅伊勢本街道 御杖
奈良県宇陀郡御杖村神末6330
（国道３６８・３６９号沿い）
営業時間：10:00～20:00
（但し、AM11:00より営業の施設あり）
休業日：毎週火曜日（祝日の場合は営業）
年末年始は休館になります。
※ トイレ・駐車場・公衆電話は24時間利用可
駐車場：93台 普通車90台、大型車3台
問合せ：TEL.0745-95-2641
ホームページ
http://www.vill.mitsue.nara.jp/kanko/

◎お食事処『山桜』
営業時間：11:00～14:30
（14:00 オーダーストップ）
◎街道市場「みつえ」
営業時間：10:00～17:00

休業日：火曜日

E
as
t  e

nd of Nara

A
u t u m n  ＆ W

i n
t e
rImajin21

天然温泉のある癒しの道の駅で
ゆったりと奈良の秋冬を満喫！

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

み

　

う
ね

　やま

ひ
め
　し

8

曽爾
高原

室生寺

三峰山

室生ダム

25

25

至天理

至橿原

至奈良

369

369

名阪
国道

伊賀上野

伊
賀
神
戸

青
山
町

三
本
松

榛
原

室
生
口
大
野

近鉄大
阪線

近鉄
大阪
線

榊原
温泉口

名阪国道
至名古屋

至津

至名古屋

至伊勢
　松阪

東名阪
自動車道

JR線

368

165

伊勢自動車道

368

伊勢本街道・
御杖

赤目
四十八滝

針
I.C.

上野
I.C.

関
I.C.



21

「山桜」特選メニュー

大自然に囲まれた温泉施設。泉質は中性単純温泉。そ
の効能は神経痛、筋肉痛、関節痛、うちみなど様々。大自
然でたっぷり遊んだ後は、ゆっくりと温泉につかって癒し
の時間を満喫してください。

倭姫膳

大和肉鶏照焼丼

お食事処

営業時間：11:00～20:00（19:30 最終受付）

おすすめがいっぱ
い

御杖村の
お土産を
買おう

9

御杖の特産品は

自然の味と美しさ

いっぱい

姫石の湯
み つ え 温 泉

ひ め し

みつえブレンドコーヒー
人気ブランド「焙煎工房森の珈琲屋」。
自然がいっぱいの御杖村の山の中で
コーヒー豆の焙煎をしています。

御杖村で収穫したこんにゃく芋と大豆
を使った無添加の手作りこんにゃくと
味噌です。

県外からのお客様に人気の奈良らし
いお土産です。美しい見た目に加えて
迫力も満点です。

すべて御杖村で獲れた鹿を使用して
います。臭みがなく、脂肪分が少ない
ので女性におすすめです。

へたら餅
御杖村産の黒豆たっぷりの大福餅です。
優しく上品な味です。
※土曜・日曜のみの販売。
　夏期（８月頃）は販売していない期間があります。

御杖村の大地と水に
育てられたおいしいお
酒です。

お漬物（源五漬）
地元で丹精込めて育てられた野菜の漬物
です。昔ながらの手作りの味が人気です。

鹿ハム・鹿しぐれ煮

御杖の地酒 鹿の角細工

昔みそ・昔こんにゃく

やまとひめぜん

地元食材を使ったメニューが豊富
御杖村ならではの味覚が楽しめます
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さまざまなニーズに応える特殊印刷

ボトルボトルボトルボ 等等等
（印刷（印刷（印刷印 物）物）物）

ボトルボトルルボトルボトルル等等等等等
（印刷（印刷（印刷（印（印（印刷物）物）物）物物物

スクリスクリスクリスクスクリスクス ーンーンーンーンーンーン
スキースキースキースキーキーキージジジジジジ

スクリーン印刷 グラビア印刷 ＵＶインクジェット印刷孔版 凹版 無版

スクリーン印刷は孔版印刷の一種で、スクリー
ン（紗）を用いた版を使用する印刷方法。インク
をスキージというヘラで掻き、スクリーンに空
けられた穴（孔）から印刷物へ転写し印刷する。
いろんな種類の材質や形状・サイズに印刷でき
ることが特徴で、プラスチックボトルやＴシャツ
等への印刷で用いられる手法の一つ。

おもな印刷物

・Ｔシャツ
・大型看板
・ＣＤ,ＤＶＤ
・ゲーム機
・スポーツ用品
・パッケージ
・陶磁器 etc

すでに成形された
トートバッグへの
印刷も可能

切りそろえられた
枚葉紙ではなく
ロール原反を使用

グラビア印刷は凹版印刷の一種で、版は円柱
状の金属ロールにセル（溝）が形成されてお
り、セルの大きさや深さの違いで濃淡を出すこ
とができる。紙だけではなくフィルム軟包材と
いった素材にも色鮮やかに印刷できるので、食
品やお菓子のフィルムパッケージに用いられ
ている。

おもな印刷物

・食品パッケージ
・レジ袋
・美術書
・写真集 etc

ＵＶインクジェット印刷はＵＶ（紫外線）硬化イン
クを使用したダイレクトプリント。ＵＶ光を印刷
直後に照射すると、瞬時にインクが硬化・定着す
るためプラスチックや金属・アクリルなどに印刷
することができる。無版で、版を作る必要がな
く、小ロットにも向いている。スクリーン印刷で
は再現が困難だった細かい部分の印刷を綺麗
に仕上げることが可能。

おもな印刷物

・ウィンドウシート
・マグネットシート
・スマホケース
・等身大パネル
・ボールペン etc

ボールペンに直接印刷
されている細かい文字
などが綺麗に印刷できる

フィルフィルフィルフィルフィルフィルルム・紙ム・紙ム・紙ム・紙ム・紙ム・紙
（印刷（印刷（印刷印刷刷刷物）物）物）物物）物）

版版版版版
ドクタドクタドクタクドクタドクター刃ー刃ー刃ー刃ー刃刃

圧着圧着圧着圧着圧着圧着
ローラローラローラローラローラローラーーーー

インキインキインキンイン
ローラローラローラララーーーー

ＫＳＰＫＳＰＫＳＰＫＳＰＫＳＰＫＳＰＫＳＰＰＰＰせんべえ
せんべえ
せんべえ
せんべえ
せんべせんべえ
せんべんせせんべえ
せんせんべせんべべんん え

高精細な
写真印刷に
適している印刷できる形や材質が幅広い

ショーウィンドウの
装飾・広告に
活用されている

アクリアクリアクアクク ル・プル・プル・ププラスチラスチラスチララススス ック等ック等ック等ック等等（印刷（印刷（印刷刷物）物）物）物

ＵＶ光ＵＶ光ＵＶ光光Ｖ光Ｖ光によりによりによりによりによりによりインクインクインクインクインクインクが瞬時が瞬時が瞬時が瞬が瞬時が瞬時に硬化に硬化に硬化に硬化硬に硬化

ＫＳ
Ｐ

ＫＳ
Ｐ

ＫＳ
Ｐ

ＫＳＫＳ
Ｐ

ＫＳ
Ｐ

ＫＳ
ＰＰＳＰＫＳ
ＰＳＰＰ

共同
精版
印刷
株

共同
精版
印刷
株

共同
精版
印刷
株

共同
精版
印刷
株

共同
精版
印刷
株

共同
精版
印刷
株

共同
精版
印刷
株刷刷

同精
版印
刷

共同
精版
印刷
株

印刷

共同
精版
印刷印刷

精版
印刷
株

精

式会
社

式会
社

式会
社

式会
社

式会
社

式会式会式

　
印
刷
の
な
い
日
常
を
想
像
し
て
み

よ
う
。
本
が
な
い
、
教
科
書
も
な

い
、
新
聞
も
な
い
。
切
手
も
、
紙
幣

も
、
医
薬
品
の
説
明
書
も
な
い
。
至

極
不
便
で
あ
る
し
、
な
ん
と
つ
ま
ら

な
い
日
常
で
あ
ろ
う
か
。
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
さ
え
あ
れ
ば
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
ぬ
。
印
刷
に
は
ま
だ
ま
だ
頑

張
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
う
い
う
私
は
長
く
印
刷
業
に
携

わ
っ
て
き
た
。
通
常
、
印
刷
物
と
い

え
ば
紙
と
イ
ン
ク
と
文
字
・
写
真
で

構
成
さ
れ
る
が
、
「
枚
」
や
「
頁
」

「
冊
」
で
数
え
ら
れ
る
も
の
の
ほ

か
、
商
品
の
箱
（
容
器
）
の
よ
う
に

「
個
」
で
数
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
っ

て
お
も
し
ろ
い
。

　
齢
を
重
ね
、
電
車
に
乗
る
機
会
は

と
ん
と
減
っ
た
が
、
近
鉄
電
車
で
奈

良
―
大
阪
間
を
頻
繁
に
往
復
し
て
い

た
頃
を
思
い
返
し
て
み
る
と
、
「
奈

良
行
特
急
」
な
ど
と
表
示
さ
れ
た
行

き
先
板
が
先
頭
車
両
の
〝
鼻
〞
に
付

い
て
い
た
の
を
思
い
出
す
。

　
こ
の
行
き
先
表
示
板
は
確
か
手
書

き
で
は
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い

る
。
板
は
ス
チ
ー
ル
製
だ
と
思
わ
れ

る
が
、
特
殊
な
印
刷
方
法
で
あ
る
ス

ク
リ
ー
ン
印
刷
で
仕
上
げ
る
こ
と
が

可
能
だ
。
印
刷
（
プ
リ
ン
ト
）
で
は

な
く
、
塗
装
（
ペ
イ
ン
ト
）
に
よ
る

も
の
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
街
や
幹
線
道
路
沿
い
を
通
る
と

き
、
大
型
看
板
な
ど
で
は
、
そ
れ
自

体
に
文
字
や
写
真
を
印
刷
せ
ず
、

フ
ィ
ル
ム
シ
ー
ト
や
耐
光
・
耐
水
な

ど
特
殊
加
工
さ
れ
た
紙
に
い
っ
た
ん

印
刷
し
、
そ
れ
を
看
板
本
体
に
貼
り

付
け
る
作
業
に
出
く
わ
す
こ
と
も

あ
る
。

　
し
か
し
、
印
刷
の
中
心
は
な
ん
と

言
っ
て
も
書
籍
で
あ
ろ
う
。
少
な
く

と
も
江
戸
時
代
の
流
通
本
は
手
作
業

の
印
刷
で
あ
っ
た
。
木
版
刷
り
は
、

文
字
通
り
一
枚
の
板
に
一
字
ず
つ
文

印
刷
あ
れ
こ
れ

　
　
　時
々
寄
り
道

10
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字
を
反
転
に
彫
り
込
み
、
墨
を
塗
っ

た
上
に
紙
を
置
き
、
バ
レ
ン
で
こ

す
っ
て
刷
り
上
げ
る
。

　
た
い
へ
ん
な
手
間
が
か
か
る
手
作

業
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
こ
れ
が
当

た
り
前
の
印
刷
で
あ
っ
た
。
す
べ
て

が
職
人
技
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ

て
い
た
の
だ
。
木
版
刷
り
の
古
書

は
、
私
の
よ
う
な
好
事
家
に
は
垂
涎

の
的
で
あ
る
。

　
現
在
で
は
、
水
と
空
気
以
外
な
ん

で
も
印
刷
可
能
だ
と
か
言
わ
れ
る
。

本
当
だ
ろ
う
か
。
周
り
を
見
渡
す

と
、
紙
以
外
に
、
タ
ッ
パ
ー
容
器
、

ド
リ
ン
ク
缶
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
す
ぐ
目

に
つ
く
。
そ
う
そ
う
、
常
備
し
て
あ

る
錠
剤
に
も
な
に
や
ら
記
号
め
い
た

も
の
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
、
印
刷
も
さ
ま

ざ
ま
な
方
面
に
進
出
し
、
複
雑
化
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
情
報
伝
達

の
担
い
手
と
し
て
の
「
印
刷
」
が
持

つ
効
果
と
重
要
性
は
、
今
や
人
々
の

生
活
の
中
に
根
づ
い
て
い
る
。
15
世

紀
に
グ
ー
テ
ン
ベ
ル

ク
が
活
版
印
刷
機
を

発
明
し
て
以
来
、
印

刷
は
人
々
に
幸
福
を

も
た
ら
し
て
き
た
。

印
刷
に
は
計
り
知
れ

な
い
意
義
が
あ
る
と

あ
ら
た
め
て
感
じ
て

い
る
。

　
そ
う
し
た
中
で
、

人
類
に
最
も
貢
献
し

て
い
る
印
刷
物
は
辞

書
で
あ
る
と
い
う
の

が
持
論
で
あ
る
。
私

は
、
か
つ
て
の
職
業

柄
、
国
語
辞
典
と
漢

和
辞
典
に
育
て
ら
れ

た
一
人
だ
。
手
紙
を

書
く
と
き
、
本
を
読

む
と
き
、
辞
書
は
欠

か
せ
な
い
私
は
、
国

語
辞
典
で
は
『
広
辞

苑
』
（
岩
波
書
店
）
、
漢
和
辞
典
で

は
『
大
漢
和
辞
典
』
（
大
修
館
書

店
）
を
愛
用
し
て
い
る
。
辞
書
だ
け

は
、
少
々
高
く
つ
い
て
も
、
信
頼
で

き
る
良
い
も
の
を
選
ぶ
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

　
本
稿
の
テ
ー
マ
「
印
刷
あ
れ
こ
れ
」

か
ら
は
若
干
外
れ
て
し
ま
う
が
、
老

婆
心
な
が
ら
申
し
上
げ
る
と
、
日
本

人
に
は
や
は
り
漢
字
が
大
切
で
あ

る
。
広
く
本
を
読
み
、
分
か
ら
な
い

漢
字
が
あ
る
と
面
倒
が
ら
ず
に
辞
書

を
引
い
て
、
読
み
・
意
味
を
調
べ
る

こ
と
を
励
行
し
て
ほ
し
い
。
さ
ら
に

は
、
「
へ
ん
」
「
つ
く
り
」
、
成
り

立
ち
に
ま
で
目
を
向
け
る
と
、
漢
字

の
深
さ
を
思
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
若
い
世
代
の
〝
漢
字
語
録
〞
が
頼

り
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る

が
、
私
は
ま
だ
ま
だ
漢
字
文
化
は
捨

て
た
も
の
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
文
章
を
書
け
る
、
書
籍
を
読
め
る

の
は
、
学
ん
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

特
に
私
は
、
英
文
学
者
の
福
原
麟
太

郎
氏
（
１
８
９
４
年―

１
９
８
１

年
）
の
文
章
は
お
手
本
の
よ
う
に
立

派
な
日
本
語
だ
っ
た
と
記
憶
し
て

い
る
。

　
い
つ
も
の
よ
う
に
思
い
つ
く
ま
ま

ペ
ン
を
走
ら
せ
、
自
分
の
体
験
や
身

の
回
り
か
ら
見
聞
し
た
こ
と
を
書
き

連
ね
た
。
こ
の
歳
に
な
る
と
、
書
く

こ
と
よ
り
も
、
読
む
こ
と
を
通
し
て

印
刷
に
触
れ
る
機
会
が
多
く
な
っ
て

き
た
。
今
は
『
井
伏
鱒
二
全
集
』

（
筑
摩
書
房
）
を
完
読
す
る
こ
と
を

夢
見
て
、
物
語
を
楽
し
ん
で
い
る
。

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。

江戸時代の版木（西川祐信絵本『絵本若草山』）
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九

多
聞
城

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

※2 三好長慶
戦国時代末期、畿内から四国にかけ十か国を領有した戦国
大名。松永久秀は信頼されたその家臣。

※1 近世の城の嚆矢
現在、近世の城（近世城郭）の嚆矢（最初）は織田信長の安土城とされている。
多聞城の築城はそれより十数年早い。近世の城の特色は、石垣・瓦葺屋根・礎
石建物、そして城主への求心性、政庁と統合した「見せる城」など。

大
和
一国
支
配
の
拠
点
城
郭
と
し
て

 

奈
良
の
北
郊
多
聞
山（
現
在
、奈
良
市

立
若
草
中
学
校
の
校
地
）に
、中
世
の
城

と
し
て
は「
最
到
達
点
」、も
は
や「
近
世

の
城
の
嚆
矢
」※
1
と
評
価
し
て
よ
い
の
で

は
と
さ
え
い
わ
れ
る
城
が
あ
り
ま
し
た
。

戦
国
武
将
松
永
久
秀
の
築
城
し
た
多
聞

城
で
す
。

戦
国
時
代
末
期
の
永
禄
２
年

（
1
5
5
9
）、主
君
三
好
長
慶
※
2
の
命

に
よ
り
大
和
に
侵
攻
し
た
松
永
久
秀

は
、信
貴
山
城
を
修
復
し
て
こ
れ
に
拠
り

大
和
の
国
衆
の
制
圧
を
図
る
と
と
も
に
、

大
和
一
国
支
配
の
拠
点
と
な
る
城
と
し

て
多
聞
城
を
築
き
ま
し
た
。

　
中
世
の
大
和
に
お
い
て
守
護
と
し
て

君
臨
し
て
き
た
興
福
寺
を
脚
下
に
見
下

ろ
す
、標
高
1
1
5
ｍ
の
眉
間
寺
山（
久

秀
が
多
聞
山
と
改
称
）を
城
地
と
し
て

選
定
し
、大
和・奈
良
の
国
人・町
衆
ら
に

は
仰
視
さ
せ
て
、そ
の
城
の
壮
麗
さ
に
大

和
の
新
た
な
支
配
者
た
る
こ
と
を
示
す
、

ま
さ
に
近
世
の
城
の
特
色
で
あ
る「
見
せ

る
城
」を
意
図
し
て
多
聞
城
を
築
城
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。久
秀
は
、多

聞
城
内
で
の
棟
上
げ
を
奈
良
の
町
衆
に

見
物
さ
せ
る
と
い
う
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー

シ
ョン
も
や
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、「
守
る
城
」と
し
て
の
軍
事

戦
略
上
か
ら
も
、奈
良
と
京
都
を
結
ぶ

幹
線
道
路
奈
良
坂
越
京
都
街
道
を
抑

え
る
上
か
ら
も
、こ
の
地
は
築
城
に
好
適

な
地
点
で
し
た
。

　
の
ち
に
多
聞
城
は
織
田
信
長
に
明
け

渡
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、信
長
も
大

和
支
配
の
拠
点
城
郭
と
し
て
こ
の
城
を

活
用
し
た
の
で
す
。

瓦
葺
屋
根
に
白
壁
の
城

　
多
聞
城
を
訪
れ
た
神
祇
官
家
で
従
二

位
の
吉
田
兼
右
が
、「
華
麗
驚
耳
目
了

（
華
麗
さ
に
驚
い
た
）」と
そ
の
日
記『
兼

右
卿
記
』に
記
し
て
い
ま
す
。ま
た
、ポ
ル

ト
ガ
ル
人
宣
教
師
ル
イ
ス・デ・ア
ル
メ
イ

ダ
は
、「
世
界
中
に
此
城
の
如
く
善
且

美
な
る
も
の
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
考
え

る
。
」
と
本
国
へ
の
書
簡
で
述
べ
て
い

ま
す
。

　
さ
ら
に
ア
ル
メ
イ
ダ
は
、「
多
聞
城
の

家
は
、塀
や
櫓
も
いっ
し
ょ
で
、と
て
も
白

く
光
沢
の
あ
る
壁
を
塗
っ
て
い
る
。家
や

櫓
は
、指
二
本
分
の
厚
さ
が
あ
る
、い
ろ
い

ろ
な
形
を
し
た
真
っ
黒
な
瓦
で
覆
っ
て
い

る
。御
殿
に
入
る
と
、室
内
は
、金
箔
地

に
描
い
た
絵
で
飾
ら
れ
て
い
た
。…
」な

ど
と
、多
聞
城
の
姿
を
具
体
的
に
書
き

12

（写真提供：奈良市）

本丸

聖武陵 仁正陵

奈
良
坂
越
京
都
街
道

堀切

堀切 佐保川
（外堀の役割）

空堀
（内堀の役割）

善称寺山
（現若草中学校運動場）

N

若草中学校

多聞山

家臣屋敷
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※３ 多聞城の瓦
出土した瓦の多くは、多聞城築城に際し成形されたもので、
城郭専用瓦の嚆矢といわれている。

奈良市法蓮町1416 - 1  
電車／近鉄奈良線「近鉄奈良」より徒歩約２０分
バス／奈良交通バス「今在家」より徒歩約５分
車　／県道３６９号線転害門前の市営駐車場より徒歩約５分

アクセス
所 在 地

残
し
ま
し
た
。ま
た
、興
福
寺
の
僧
の
日

記『
多
聞
院
日
記
』に
は
、多
聞
城
に
四

階
建
て
の
櫓（
天
主
閣
に
あ
た
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
）が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。加
え
て
、多
聞
城
内
に
畳
面

1
0
0
帖
分
が
運
び
込
ま
れ
た
こ
と
を

示
す
手
紙
が
京
都
の
東
寺
に
残
っ
て
い

ま
す
。

　
多
聞
城
跡
発
掘
調
査
で
瓦
※
3
が
出

土
し
、礎
石
の
存
在
も
確
認
さ
れ
ま
し

た
の
で
、多
聞
城
は
、ア
ル
メ
イ
ダ
が
記
し

た
ご
と
く
、瓦
葺
屋
根
に
白
壁
の
建
物

を
は
じ
め
、多
く
の
構
築
物
で
構
成
さ
れ

た
壮
麗
な
城
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

　
近
世
の
城
を
飾
る
長
屋
造
り
の
多
聞

櫓
も
、そ
の
創
始
は
こ
の
多
聞
城
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

城
郭
史
上
画
期
的
な
城

　
織
田
信
長
の
命
令
に
よ
り
、多
聞
城

は
築
城
か
ら
わ
ず
か
10
数
年
で
破
却
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、そ
の
際
、主

殿（
御
殿
）は
京
都
の
信
長
の
屋
敷
に
、

四
階
建
て
の
櫓
は
安
土
城
に
、そ
れ
ぞ
れ

解
体
し
て
運
ば
れ
再
利
用
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。信
長
に
よ
っ
て
再
利

用
さ
れ
る
ほ
ど
の
建
物
が
あ
っ
た
多
聞

城
だ
っ
た
の
で
す
。「
安
土
城
の
モ
デ
ル
は

多
聞
城
」、「
多
聞
城
を
真
似
た
安
土

城
」と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　
戦
後
す
ぐ
の
中
学
校
建
設
工
事
に

よ
り
、そ
の
遺
構
を
ほ
ぼ
失
っ
た
多
聞

城
は
、ま
さ
に「
幻
の
城
」と
な
り
ま
し

た
が
、城
郭
史
上
画
期
的
な
城
だ
っ
た

の
で
す
。

イラスト：香川元太郎（西ヶ谷恭弘「復元図譜 日本の城」理工学社刊より） 

●堀切跡
敵の侵攻を防ぐ
ため、多聞山と東
側の善称寺山と
の間を深く掘り下
げた跡です。西側
でも、聖武天皇
陵との間にみられ
ます。

●出土した墓石・石塔類
多聞城築城に当たって、石材の確保に近在の寺院・墓所から多数の
墓石・石塔類を徴発し、利用しました。城跡から出土したそれらを集め、
供養されている一画が若草中学校正門を入ったすぐ右手にあります。
４５０年の時を経た五輪塔などが、多聞城の歴史を語りかけます。

●多聞城跡実測図
昭和２２年からの若草
中学校建設工事に先
立って測量されたもの
です。頂上南東部の一
段高くなっている所に
四階建ての櫓があった
と考えられます。　　　
　　　　　

●多聞城跡の石標
若草中学校正門を
入ったところに建って
います。

多聞城の歴史にふれる

●多聞城復原推定図
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『奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第10輯』より

（
元
若
草
中
学
校
教
諭
／
北
村
　
雅
昭
）

N



たんぽぽの家「アートセンターHANA」ギャラリー

本誌は、「FSCミックス認証紙」を
使用しています。

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


