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

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

本年は「紀伊山地の霊場と参詣道」が文化遺産に指定され、熊野古道などは

大変な賑いのようです。奈良市も2002年３月に東大寺をはじめ７つの寺社等が

文化遺産群として登録されましたが、「平城京」も７つの群の１つであること

はご承知と存じます。

今回は、奈良大学文学部史学科の森田憲司教授に平城京と「理想の都」とい

う題でご執筆いただきました。奈良大学史学科の先生方による執筆は、新しい

シリーズとして３～４回続きますのでご期待下さい。

また、印刷についての知識・情報も掲載しておりますが、これも「継続は力

なり」を目標に今後も続けてまいりますので、皆様方の知識の涵養の一助にで

もなれば幸せです。「イマジン21」も年２回の発刊が５年続き、今回、10号と

なりました。今後ともご意見等賜れば幸甚です。

代表取締役社長 近東　宏光
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ご
存
知
の
よ
う
に
、
奈
良
で
は
「
古
都
奈

良
の
文
化
財
」
と
し
て
、
世
界
遺
産
へ
の
登

録
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
対
象
に
は
、
東

大
寺
や
興
福
寺
な
ど
と
並
ん
で
、
平
城
宮
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ご
存
知
の
方
が
多

い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
お
話
は
、
平
城
宮
と

い
う
よ
り
は
、
平
城
京
が
テ
ー
マ
な
の
で
、

厳
密
に
言
え
ば
世
界
遺
産
の
範
囲
を
こ
え
て

し
ま
う
が
、
お
許
し
を
い
た
だ
き
た
い
。

私
が
小
学
生
や
中
学
生
だ
っ
た
約
四
十
年

前
、
教
科
書
に
は
必
ず
平
城
京
と
平
安
京
の

地
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
確
か
め
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
た
ぶ
ん
今
で
も
変
わ
っ
て
い

な
い
だ
ろ
う
。
都
全
体
は
や
や
縦
長
の
長
方

形
、
中
央
に
大
路
が
通
っ
て
い
て
、
北
の
中

央
に
宮
殿
が
あ
る
と
い
う
、
あ
の
パ
タ
ー
ン

だ
。
や
が
て
高
校
生
に
な
る
と
、
今
度
は
世

界
史
の
教
科
書
で
唐
の
長
安
の
図
が
出
て
き

た
。
図
版
を
掲
載
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
同

じ
デ
ザ
イ
ン
だ
。
だ
か
ら
、
皆
さ
ん
は
ど
う

感
じ
て
お
ら
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
私
に

は
な
ん
と
な
く
都
と
は
こ
ん
な
も
の
な
の

だ
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
植
え
付
け
ら
れ
た
。

し
か
も
、
大
学
時
代
か
ら
ず
っ
と
京
都
に
住

ん
で
い
る
私
に
と
っ
て
は
、
旧
市
街
の
北
の

端
に
京
都
御
所
が
現
に
あ
る
か
ら
、
そ
う
い

っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
な
お
さ
ら
強
い
。

だ
が
、
大
学
で
中
国
史
を
専
攻
す
る
よ
う

に
な
る
と
、
中
国
の
都
は
必
ず
し
も
あ
あ
い

っ
た
パ
タ
ー
ン
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
じ
つ
は
、
中

国
歴
代
の
国
都
の
ほ
と
ん
ど
で
は
、
王
宮
は

都
の
中
央
に
配
置
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

中
国
の
古
典
に
、『
周
礼
し
ゅ
ら
い

』
と
い
う
書
物

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
儒
学
に
お
け
る
十
三
の

聖
典
（
十
三
経
）
の
一
つ
だ
が
、
儒
学
の
聖

典
と
い
っ
て
も
、『
論
語
』
や
『
孟
子
』
と

い
っ
た
書
物
と
比
べ
る
と
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て

い
て
、
そ
の
内
容
は
、
孔
子
が
理
想
と
し
た

王
朝
、
周
の
国
制
を
書
い
た
も
の
で
、
天
地

春
夏
秋
冬
に
分
け
ら
れ
た
各
セ
ク
シ
ョ
ン

に
、
多
数
の
官
職
が
配
置
さ
れ
、
記
述
さ
れ

て
い
る
。
孔
子
が
述
べ
た
理
想
国
家
像
と
い

う
こ
と
な
の
で
、
か
つ
て

の
中
国
で
政
治
改
革
が
断

行
さ
れ
る
と
き
に
は
、
し

ば
し
ば
こ
の
書
物
が
持
ち

出
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
『
周
礼
』
の
考
工

記
・
匠
人
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
次
の
よ
う
な
一
文
が

あ
る
。

匠
人
営
国
、
方
九
里
旁

三
門
、
国
中
九
経
九
緯
、

経
途
九
軌
、
左
祖
右
社
、

面
朝
後
市
、
市
朝
一
夫

こ
の
三
十
字
あ
ま
り
の

文
字
を
、
後
世
の
注
釈
を
参

照
し
つ
つ
読
ん
で
み
よ
う
。
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匠
人
が
国
都
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
一
辺
九
里
の
正
方
形
と
し
、
一
つ
の

辺
に
三
つ
の
門
を
開
く
、
城
中
に
は
、
九

本
の
経
（
縦
の
道
）、
九
本
の
緯
（
横
の

道
）
を
通
し
、
道
幅
は
軌
（
車
の
わ
だ
ち
）

の
九
倍
と
す
る
。
王
宮
か
ら
見
て
左
に
祖

先
を
祀
る
宗
廟

そ
う
び
ょ
う
、
右
に
土
地
の
神
を
祀
る

社
稷
し
ゃ
し
ょ
く
を
設
け
る
。
王
宮
の
正
面
に
は
官
庁

を
、
後
方
に
は
市
場
を
設
け
、
官
庁
と
市

場
は
一
夫
（
百
歩
平
方
）
と
す
る
。

右
に
掲
載
し
た
図
は
、
清
朝
を
代
表
す
る
学

者
の
一
人
で
あ
る
戴
震
た
い
し
ん

が
『
考
工
記
図
』
と

い
う
研
究
書
に
収
め
た
こ
の
字
句
を
解
釈
し

て
描
い
た
国
都
の
図
で
、
先
ほ
ど
の
翻
訳
を

図
に
す
る
と
こ
う
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。
も

う
一
度
整
理
し
て
み
よ
う
。

一
　
都
は
正
方
形
で
あ
る

二
　
王
宮
は
、
都
の
中
央
に
あ
る

三
　
四
方
に
城
壁
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三

つ
の
門
が
開
か
れ
て
い
る

図
を
見
て
す
ぐ
に
気
が
つ
か
れ
る
よ
う
に
、

平
城
京
や
平
安
京
、
さ
ら
に
は
唐
の
長
安
に

つ
い
て
、
我
々
が
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
と

こ
れ
と
で
は
、
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
。

我
々
が
、
都
の
典
型
と
思
っ
て
い
た
も
の
は
、

そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
王
宮
を
中
央

に
置
く
こ
と
は
、
す
で
に
『
周
礼
』
の
中
で

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
。

で
は
、
現
実
に
中
国
歴
代
の
国
都
は
ど
の

よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
中

国
で
は
、
七
大
古
都
、
あ
る
い
は
八
大
古
都

と
い
う
こ
と
を
言
う
。
つ
ま
り
、
お
な
じ
み

の
西
安
、
洛
陽
、
北
京
、
南
京
、
開
封
、
杭

州
に
、
古
代
の
殷
王
朝
の
都
が
あ
っ
た
安
陽
、

三
国
志
で
有
名
な
魏
の
曹
操
な
ど
が
都
を
置

い
た

を
指
す
が
、
こ
れ
で
正
統
王
朝
の
都

は
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
中
華
五
千
年

の
歴
史
を
考
え
る
と
案
外
少
な
い
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
も
三
国
志
で
お
な
じ
み
の
蜀
が
四
川

省
の
成
都
を
都
と
し
た
よ
う
に
、
地
方
政
権

に
も
「
都
」
は
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は

含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
う
し
た
群
小
政

権
の
も
の
も
数
え
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん
な
数
の

「
都
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
す
べ
て
の
「
都
」

の
プ
ラ
ン
が
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
し
、
中
に
は
政
変
や
戦
争
で
、

す
で
に
あ
っ
た
地
方
都
市
に
臨
時
に
置
か
れ

ぎ
ょ
う

唐の長安（寺崎保広著『藤原京の形成』より）

戴震『考工記図』の「理想の都」

平城宮の風景 写真：奈良市観光協会



3

た
都
が
そ
の
ま
ま
正
規
の
都
に
な
る
こ
と
も

あ
る
か
ら
、
計
画
的
な
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
た
「
都
」
と
な
る
と
、
そ
ん
な

に
多
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
は
、
現
在
の
北
京
の
前
身
と
な
っ
た
十
三

世
紀
に
建
設
さ
れ
た
元
の
都
の
大
都
だ
い
と

こ
そ

が
、
最
初
の
『
周
礼
』
に
忠
実
に
デ
ザ
イ
ン

さ
れ
た
都
な
の
だ
。
モ
ン
ゴ
ル
族
が
打
ち
立

て
た
元
朝
と
い
え
ば
、
中
華
の
文
明
に
冷
淡

だ
っ
た
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
だ
が
、
最

近
の
研
究
で
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
見
解
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ

る
。
都
を
儒
教
の
古
典
に
基
づ
い
て
設
計
し

て
い
る
の
も
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
一
つ
と
さ

れ
る
。

で
は
、
平
城
京
、
平
安
京
が
モ
デ
ル
と
し

た
隋
・
唐
の
長
安
城
の
よ
う
な
、
都
の
北
端

中
央
に
宮
殿
を
置
く
パ
タ
ー
ン
は
な
ぜ
出
現

し
た
の
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
長
安
の
地
形
が
北
に

山
を
ひ
か
え
て
い
て
、
宮
殿
を
北
に
置
く
方

が
軍
事
上
有
利
だ
っ
た
と
い
う
解
釈
も
あ
れ

ば
、
隋
も
唐
も
、
北
朝
系
の
鮮
卑
せ
ん
ぴ

民
族
の
血

を
引
く
王
朝
で
あ
る
か
ら
（
我
々
は
、
隋
や

唐
を
中
国
の
王
朝
の
代
表
の
よ
う
に
思
い
が

ち
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
）、
彼

ら
の
民
族
的
な
習
慣
に
そ
の
答
え
を
求
め
よ

う
と
す
る
研
究
者
も
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

私
が
都
の
典
型
と
思
っ
て
い
た
の
は
、
じ
つ

は
中
国
の
歴
史
の
中
で
は
、
異
例
の
存
在
だ

っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
中
国
は
世
界
遺
産
の
登
録
に

熱
心
で
、
す
で
に
三
十
の
世
界
遺
産
を
登
録

し
て
世
界
第
三
位
で
あ
り
、
報
道
で
は
、
今

世
紀
の
申
請
予
定
分
は
ワ
ク
が
い
っ
ぱ
い
だ

と
い
う
が
、
都
そ
の
も
の
と
し
て
登
録
さ
れ

て
い
る
世
界
遺
産
は
な
い
。

都
市
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
地

方
都
市
の
典
型
が
よ
く
残
さ
れ
た
山
西
省
の

平
遥
へ
い
よ
う

だ
け
だ
。
北
京
で
は
、
故
宮
や
天
壇
な

ど
の
国
都
を
構
成
す
る
主
要
建
造
物
、
さ
ら

に
郊
外
に
あ
る
明
清
両
王
朝
の
歴
代
皇
帝
の

陵
墓
（
十
三
陵
、
東
陵
、
西
陵
）
な
ど
は
、

す
で
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
が
、

北
京
の
街
全
体
が
世
界
遺
産
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
あ
る
い
は
、
西
安
の
城
壁
と
漢
の

長
安
城
の
遺
跡
や
、
殷
の
都
と
さ
れ
る
殷
墟
い
ん
き
ょ

（
都
の
遺
跡
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
議
論
が
あ
る
が
）
な
ど
が
、
世
界
遺
産
の

登
録
候
補
に
あ
げ
ら
れ
た
り
、
南
京
が
申
請

の
た
め
に
環
境
整
備
を
進
め
て
い
た
り
す
る

が
、
い
ず
れ
も
現
在
の
時
点
で
は
都
市
全
体

が
登
録
さ
れ
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
の
が

現
状
だ
。

さ
て
、
平
城
京
や
平
安
京
と
中
国
の
都
と

を
比
べ
る
と
き
、
も
う
一
つ
大
き
な
違
い
が

あ
る
。
そ
れ
は
城
壁
の
有
無
だ
。
中
国
の
都

市
の
ほ
と
ん
ど
は
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
巨
大

な
城
壁
に
囲
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
年

に
な
っ
て
、
交
通
の
障
害
に
な
る
と
い
う
こ

と
で
、
一
部
の
都
市
を
除
い
て
、
城
壁
は
撤

去
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
西
安
の
城
壁
は
現
存

す
る
数
少
な
い
例
外
の
一
つ
だ
。
も
っ
と
も
、

現
在
の
西
安
の
城
壁
は
明
代
の
地
方
都
市
と

し
て
の
も
の
で
、
唐
の
時
代
よ
り
ず
い
ぶ
ん

規
模
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
（
だ
い
た
い
三

分
の
一
）。

昨
今
の
中
国
を
見
て
い
る
と
、
都
市
を
囲

ん
で
い
た
城
壁
へ
の
人
々
の
想
い
は
格
別
の

物
の
よ
う
で
、
北
京
市
の
よ
う
に
、
都
市
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
城
壁
の
再
建
を
行
政
が

政
策
と
し
て
掲
げ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

そ
れ
と
比
べ
る
と
、
日
本
の
都
に
は
、
城
壁

と
呼
べ
る
物
は
築
か
れ
な
か
っ
た
。
目
に
見

え
る
形
と
い
う
こ
と
で
は
、
こ
れ
こ
そ
が
日

本
の
都
と
中
国
の
都
と
の
い
ち
ば
ん
大
き
な

違
い
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
気
に
な
る
の
が
、
お
な
じ
く

奈
良
に
あ
る
藤
原
京
の
場
合
だ
（
こ
ち
ら
は

残
念
な
が
ら
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
な

い
が
）。

藤
原
京
の
発
掘
と
研
究
の
現
況
に
つ
い
て

は
、
我
が
奈
良
大
学
史
学
科
の
寺
崎
保
広
さ

ん
の
『
藤
原
京
の
形
成
』
（
山
川
出
版
社

日
本
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）
が
、
読
み
や
す
く

書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
せ
て

い
た
だ
く
と
、
最
近
に
な
っ
て
発
掘
が
進
ん

で
き
て
、
藤
原
京
は
む
し
ろ
宮
殿
を
真
ん
中

に
置
い
た
周
礼
型
の
プ
ラ
ン
だ
っ
た
ら
し
い

こ
と
が
、
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た

と
い
う
。

藤
原
京
が
中
国
の
ど
の
都
を
モ
デ
ル
に
し

た
の
か
に
つ
い
て
は
定
説
が
な
い
が
、
も
し

同
時
代
の
中
国
に
『
周
礼
』
に
従
っ
て
設
計

さ
れ
た
都
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
元
の
大
都

は
最
初
の
周
礼
型
の
国
都
で
は
な
く
な
る
。

四
世
紀
か
ら
六
世
紀
の
中
国
は
分
裂
の
時
代

だ
っ
た
か
ら
「
都
」
の
数
も
多
く
、
我
々
が

ま
だ
そ
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る

「
都
」
の
ど
れ
か
が
モ
デ
ル
だ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
そ
れ
と
も
、
新
た
に
中
華
文
化
圏

に
入
っ
た
ヤ
マ
ト
の
政
権
は
、
中
国
で
理
想

の
都
と
さ
れ
て
い
る
『
周
礼
』
を
実
直
に
再

現
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
て
み

れ
ば
、
北
方
の
モ
ン
ゴ
ル
民
族
が
建
て
た
元

朝
が
古
典
に
忠
実
な
都
を
目
指
し
た
の
も
、

異
民
族
政
権
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
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ア
テ
ネ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
盛
会
の
う
ち
に

終
幕
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
続
く
中
国
の
金

メ
ダ
ル
の
取
得
数
に
は
お
ど
ろ
い
た
。

こ
の
と
こ
ろ
中
国
は
、
急
速
に
国
力
を
つ

け
つ
つ
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
ス
ポ
ー

ツ
の
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
は
顕
著

に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
国
を
あ
げ
て
と

い
う
か
、
各
種
目
と
も
驚
異
の
目
を
み
は
る

ば
か
り
で
あ
る
。

加
え
て
最
近
で
は
、
中
国
の
経
済
力
も
急

速
な
発
展
を
と
げ
、
中
国
商
品
の
わ
が
国
へ

の
輸
入
が
急
増
し
て
い
る
。
野
菜
を
は
じ
め
、

衣
料
、
日
用
品
な
ど
、
安
い
人
件
費
に
も
の

を
い
わ
せ
て
、
日
本
経
済
を
お
び
や
か
せ
て

い
る
。

さ
て
、
今
回
も
前
回
に
引
き
つ
づ
き
、
中
国

の
印
刷
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

す
で
に
中
国
の
木
版
印
刷
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
ふ
れ
て
き
た
の
で
、
中
国
の
活

字
印
刷
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
よ
う
。

テ
ク
ス
ト
は
前
回
同
様
、
Ｔ
・
Ｆ
・
カ
ー

タ
ー
、
Ｌ
・
Ｃ
・
グ
ド
リ
ッ
チ
改
訂
の
『
中

国
の
印
刷
術
』
２
で
、
訳
注
は
薮
内
清
と
石

橋
正
子
の
二
人
が
担
当
し
て
い
る
。

も
と
も
と
中
国
の
印
刷
術
に
関
す
る
文
献

は
少
な
く
、
あ
ま
り
目
に
し
た
こ
と
は
な
い

が
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
書
は
貴
重
な
文

献
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
で
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
一
三
一
三
年

に
、
当
時
ま
で
の
活
字
印
刷
の
歴
史
に
つ
い

て
簡
単
な
展
望
が
王
禎
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
、
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

近
年
に
は
活
字
は
錫
を
鋳
造
し
て
つ
く

ら
れ
た
。
そ
れ
ら
に
鉄
線
を
通
し
て
、
枠

の
行
に
固
定
し
、
書
物
を
印
刷
し
た
。
し

か
し
こ
れ
ら
の
活
字
は
容
易
に
イ
ン
キ
が

つ
か
な
い
し
、
ま
た
す
ぐ
に
印
刷
中
に
こ

わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
活
字
は
長
く

は
使
え
な
い
。

錫
を
鋳
造
し
て
つ
く
ら
れ
た
活
字
は
、
ま

だ
ま
だ
実
用
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

不
完
全
品
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

か
つ
て
活
版
印
刷
華
や
か
な
り
し
頃
の
活

字
は
、
い
わ
ゆ
る
鉛
活
字
と
い
う
も
の
で
、

活
字
成
分
の
配
合
は
、
鉛
・
錫
・
ア
ン
チ
モ

ン
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
活
字
の

字
面
の
鮮
明
さ
は
、
と
く
に
母
型
の
精
巧
さ

に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
ベ
ン
ト
ン
母
型
と
い
う
も
の
で
、

他
の
電
体
母
型
や
パ
ン
チ
母
型
な
ど
を
は
る

か
に
超
え
て
い
た
。
と
く
に
新
聞
を
は
じ
め

一
般
の
書
籍
に
至
っ
て
は
そ
の
美
し
さ
を
誇

っ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

た
だ
、
活
版
印
刷
の
欠
点
と
し
て
、
版
面

の
上
に
物
を
落
と
し
た
り
す
る
と
、
活
字
が

欠
け
て
し
ま
っ
て
、
不
良
品
の
印
刷
物
が
で

き
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
ま
で
も
、
時
々
活

版
印
刷
で
刷
り
上
が
っ
た
本
を
み
て
い
る

と
、
中
に
は
欠
け
た
文
字
が
あ
っ
て
、
活
字

の
も
ろ
さ
を
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で

も
、
い
ま
と
な
っ
て
は
、
活
版
印
刷
は
貴
重

な
文
化
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い

よ
う
。

閑
話
休
題
。
さ
き
ほ
ど
の
続
き
を
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な

進
展
を
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
以
後
、
現
代
の
印
刷
術
に
向
っ
て

ど
の
よ
う
な
歩
み
が
な
さ
れ
た
か
、
ま
た

埋
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
大

き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
残
さ
れ
て
い
た
か
は
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
王
禎
の
成
功
は
主
に

次
の
二
点
で
あ
る
。
完
全
に
平
ら
で
固
定

し
た
版
に
組
み
合
せ
が
で
き
る
よ
う
な
形

の
活
字
を
つ
く
る
こ
と
、
植
字
を
可
能
に

す
る
よ
う
な
文
字
を
系
統
的
に
機
械
的
に

整
理
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
成

功
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
述
べ
た
発
明
が
印
刷

の
歴
史
に
お
い
て
画
期
的
な
前
進
を
行
っ

た
。
他
方
で
は
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
仕

事
に
成
功
を
も
た
ら
し
た
が
、
中
国
の
方

法
に
欠
け
て
い
た
三
つ
の
重
要
な
要
素
、

す
な
わ
ち
活
字
の
鋳
型
（
母
型
）、
表
音

活
字
お
よ
び
プ
レ
ス
機
が
あ
る
。
活
字
の

鋳
型
と
そ
れ
で
つ
く
ら
れ
た
金
属
活
字
の

使
用
は
、
次
の
世
紀
の
あ
い
だ
に
中
国
も

し
く
は
朝
鮮
で
完
成
さ
れ
、
グ
ー
テ
ン
ベ

ル
ク
の
発
明
よ
り
以
前
の
半
世
紀
の
あ
い

だ
に
広
く
使
用
さ
れ
た
。
他
の
二
つ
、
す

な
わ
ち
表
音
活
字
と
プ
レ
ス
機
は
、
東
方

が
果
し
得
な
か
っ
た
も
の
で
、
明
ら
か
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
印
刷
技
術
に
つ
け
加
え
た

も
の
で
あ
る
。

活
版
印
刷
に
お
け
る
活
字
の
果
た
す
役
割

の
大
き
さ
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
活

字
の
発
明
は
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
活
字

の
発
明
は
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
よ
り
も
半
世

紀
早
か
っ
た
と
い
う
の
も
驚
き
で
、
の
ち
に

改
良
が
加
え
ら
れ
た
と
は
い
え
、
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
か
ら
い
え
ば
、
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の

先
駆
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

た
だ
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
文
字
数
に
対

し
、
漢
字
の
数
が
は
る
か
に
多
く
、
し
か
も

複
雑
な
字
画
を
考
え
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

活
版
印
刷
に
く
ら
べ
、
中
国
の
活
版
印
刷
の

持
つ
べ
き
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
大
き
さ
は

改
め
て
の
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

今
日
、
中
国
で
は
簡
体
文
字
が
普
及
し
て

い
る
が
、
も
と
は
と
い
え
ば
、
旧
漢
字
が
使

用
さ
れ
て
お
り
、
種
類
の
多
さ
は
そ
の
比
で

Imagin 21
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は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ

と
く
ち
に
活
版
印
刷
と
い
っ
て
も
先
人
た
ち

が
流
し
た
苦
労
の
汗
は
、
と
て
も
わ
れ
わ
れ

の
考
え
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
活
字
に
対
す
る
考
え
方
も
一

様
で
は
な
く
、
木
活
字
か
ら
金
属
活
字
に
移

行
す
る
ま
で
に
は
色
々
な
経
緯
が
あ
る
が
、

す
く
な
く
と
も
、
活
版
印
刷
の
経
験
者
に
と
っ

て
は
、
簡
単
に
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
印
刷
を
愛
し
、
書
物
を
愛

し
、
印
刷
文
化
そ
の
も
の
と
か
か
わ
っ
て
き

た
か
ら
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
大

仰
に
い
う
な
れ
ば
、
そ
れ
は
活
字
そ
の
も
の

に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
で
も
あ
る
か
ら
で

あ
る
。専

門
家
た
ち

畢
昇
の
膠
泥
活

字
と
そ
れ
に
つ

づ
く
錫
活
字
が

広
く
使
わ
れ
な

か
っ
た
と
い
う

見
解
に
賛
成
し

て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
木
活
字

が
ど
の
程
度
ま

で
使
わ
れ
た
か

は
わ
か
ら
な
い
。

木
活
字
で
印
刷

さ
れ
た
書
物
は

版
木
で
印
刷
さ

れ
た
も
の
と
全

く
区
別
で
き
な

い
。
宋
代
の
あ

る
書
物
の
中
で
漢
字
が
一
つ
上
向
き
で
な

く
横
向
き
に
な
っ
て
お
り
、
十
八
世
紀
末

に
一
人
の
中
国
人
著
述
家
に
よ
っ
て
こ
の

欠
陥
が
最
初
に
指
摘
さ
れ
て
か
ら
、
こ
れ

は
そ
の
書
物
が
活
字
で
印
刷
さ
れ
た
証
拠

と
み
な
さ
れ
た
。
宋
、
元
代
の
書
物
に
つ

い
て
い
っ
そ
う
詳
し
く
検
討
す
れ
ば
、
誤

植
も
し
く
は
他
の
指
摘
か
ら
、
こ
の
初
期

の
時
代
に
活
字
が
使
わ
れ
た
程
度
に
つ
い

て
何
ら
か
の
解
明
が
得
ら
れ
よ
う
。
お
そ

ら
く
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
木
活
字
の
使
用

は
、
王
禎
の
回
転
盤
の
そ
れ
よ
り
も
広
範

囲
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

誤
植
な
ど
と
い
う
な
つ
か
し
い
こ
と
ば
が

出
て
き
た
が
、
こ
れ
は
印
刷
に
は
つ
き
も
の

で
、
ど
ん
な
に
慎
重
に
校
正
を
み
て
も
、
一

冊
の
本
の
中
に
は
、
少
な
く
と
も
数
か
所
の

誤
植
は
た
し
か
で
、
多
い
本
で
は
何
十
か
所

も
見
つ
か
る
か
ら
大
変
で
あ
る
。

い
ま
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
活
版
時
代
の

新
聞
で
は
、
時
た
ま
活
字
が
転
倒
し
て
い
た

こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
れ
は
、

ど
う
に
か
し
た
は
ず
み
に
、
活
字
が
動
き
、

横
向
き
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
木
版
印
刷
の

場
合
は
、
そ
の
印
刷
物
が

一
枚
も
の
の
版
木
で
刷
ら

れ
た
か
、
そ
れ
と
も
一
本

ず
つ
の
木
活
字
で
刷
ら
れ

た
か
は
分
か
り
づ
ら
い
が
、

わ
ず
か
に
活
字
の
転
倒
等

に
よ
り
、
そ
れ
が
木
活
字

版
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明

し
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

あ
と
、
木
活
字
版
の
欠

点
を
い
え
ば
、
一
本
ず
つ

の
活
字
の
高
低
が
一
定
で

な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

活
字
の
印
刷
の
色
の
濃
淡

が
で
き
る
と
い
う
現
象
が

指
摘
さ
れ
た
。
記
述
は
さ
ら
に
つ
づ
く
。

王
禎
の
記
述
を
確
証
す
る
も
っ
と
も
重

要
な
証
拠
は
、
ぺ
リ
オ
が
敦
煌
の
一
つ
の

洞
窟
の
地
面
で
発
見
し
た
一
揃
い
の
木
活

字
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
疑
い
も
な
く
、
現

存
す
る
も
っ
と
も
古
い
活
字
で
あ
る
。
そ

れ
ら
が
発
見
さ
れ
た
堆
積
物
や
他
の
要
因

か
ら
、
ぺ
リ
オ
は
ほ
ぼ
一
三
〇
〇
年

の
も
の
と
し
た
。
数
百
個
の
活
字
の

大
部
分
は
完
全
な
状
態
に
あ
る
。
堅

い
木
で
つ
く
ら
れ
、
正
確
に
同
一
の

高
さ
と
大
き
さ
に
よ
く
切
れ
る
鋸
で

切
ら
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
王
禎
の

記
述
に
あ
る
要
求
に
完
全
に
一
致
し

て
い
る
。

活
字
や
活
版
印
刷
を
軽
視
す
る
者
は
、

手
ひ
ど
い
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
る
で
あ

ろ
う
。
な
る
ほ
ど
、
活
版
印
刷
は
現
在

の
印
刷
へ
の
ひ
と
つ
の
プ
ロ
セ
ス
か
も

知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
れ
な
く
し

て
現
在
の
印
刷
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ

る
。ち

な
み
に
活
版
印
刷
時
代
の
書
物
を
み
て

み
る
と
い
い
。
文
字
が
活
版
印
刷
特
有
の
強

い
印
圧
が
あ
っ
て
、
紙
に
食
い
込
む
よ
う
に

印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
。
も
う
、
い
ま
で

は
全
国
規
模
で
み
て
も
、
活
版
印
刷
の
方
式

を
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
皆
無
で
あ
ろ
う

が
、
図
書
館
や
個
人
の
蔵
書
と
し
て
残
っ
て

い
る
活
版
印
刷
で
刷
ら
れ
た
書
物
は
、
近
い

将
来
に
は
大
切
な
文
化
財
に
な
っ
て
い
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
王
禎
の
活
字
と
ぺ
リ
オ

が
発
見
し
た
活
字
の
あ
い
だ
に
は
一
つ
の

顕
著
な
ち
が
い
が
あ
る
。
前
者
が
漢
字
で

あ
る
の
に
、
敦
煌
で
発
見
さ
れ
た
後
者
は

ウ
イ
グ
ル
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
活
字

が
つ
く
ら
れ
た
時
代
ま
で
に
、
活
字
印
刷

術
は
ひ
じ
ょ
う
に
拡
が
り
中
央
ア
ジ
ア
で

は
あ
た
り
ま
え
の
も
の
に
な
っ
て
い
て
、

文
字
の
性
質
が
漢
字
と
全
く
異
な
る
ウ
イ

グ
ル
文
字
で
一
揃
い
の
活
字
が
つ
く
ら
れ

て
い
た
。
ウ
イ
グ
ル
文
字
は
最
終
的
に
は

ア
ラ
ム
文
字
に
も
と
づ
く
表
音
文
字
な
の

で
、
ウ
イ
グ
ル
人
が
活
字
を
使
い
は
じ
め

た
と
き
、
当
然
、
こ
れ
ら
の
活
字
が
一
字

ず
つ
を
表
わ
す
の
に
便
利
で
あ
る
こ
と
を

す
ぐ
に
み
て
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
活
字

の
体
系
は
中
国
に
お
け
る
使
用
に
く
ら
べ

て
、
ウ
イ
グ
ル
文
字
の
方
が
面
倒
が
少
な

か
っ
た
。
お
そ
ら
く
彼
ら
は
一
字
ず
つ
の

活
字
を
使
用
し
た
と
思
う
が
、
事
実
そ
う

で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
事
実
を
立
証

す
る
記
録
は
な
く
、
表
音
活
字
の
標
本
は

発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
敦
煌
で
の
発
見
物

は
完
全
に
語
句
活
字
で
、
中
国
の
方
法
を

た
だ
ま
ね
た
も
の
で
あ
る
。
文
字
の
表
音

的
構
造
に
よ
っ
て
、
王
禎
が
記
述
し
た
四

角
い
漢
字
活
字
に
代
っ
て
、
一
語
の
長
さ
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
長
さ
の
活
字
に
変
っ

た
だ
け
で
あ
る
。

敦
煌
に
お
け
る
こ
の
発
見
物
の
意
義

は
、
同
時
代
の
記
録
を
確
証
す
る
こ
と
と
、

す
で
に
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
活
字
印
刷
術
が

西
方
の
中
央
ア
ジ
ア
に
伝
播
し
た
こ
と
を

示
す
証
拠
に
あ
る
。（
後
略
）

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
活
字
印
刷
が
西

方
に
伝
播
し
て
い
っ
た
こ
と
は
一
種
の
お
ど

ろ
き
で
あ
る
が
、
と
く
に
ウ
イ
グ
ル
語
の
よ

う
な
文
字
の
長
さ
が
ち
が
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
活
字
と
な
っ
て
い
っ
た
こ

と
は
、
い
か
に
彼
ら
の
印
刷
術
に
対
す
る
情

熱
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
す
証
左
と
な
っ
て

い
よ
う
。
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「
Ａ
Ｍ
」「
Ｆ
Ｍ
」
と
い
う
言
葉
は
ど
こ

か
で
聴
き
覚
え
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
う
で

す
、
ラ
ジ
オ
の
Ａ
Ｍ
放
送
と
Ｆ
Ｍ
放
送
で
す
。

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
Ａ
Ｍ
と
Ｆ
Ｍ
も
ラ
ジ
オ

の
Ａ
Ｍ
と
Ｆ
Ｍ
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
を

持
っ
て
い
ま
す
。

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
「
Ａ
Ｍ
」
と
「
Ｆ
Ｍ
」

と
い
う
名
前
が
つ
い
た
の
は
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
が
こ
の
世
に
登
場
し
て
か
ら
で
す
。

で
は
、
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
の
は

ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
背
景
に
も
と
も
と
印
刷
業
界
で
は
定

説
だ
っ
た
Ａ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
Ａ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
の

はA
m
plitude

M
odulation

（
振
幅
変
調
）

の
頭
文
字
を
と
っ
て
Ａ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、「
振

幅
」
＝
「
網
点※

３

の
大
き
さ
」
を
変
え
て
、
濃

淡
を
表
現
す
る
方
法
の
こ
と
で
す
。
規
則
正

し
い
格
子
上
に
網
点
が
配
置
さ
れ
て
い
ま

す
。（
図
１
）

間
隔
は
同
じ
で
、
点
（
■
）
の
大
き
さ
が

変
わ
っ
て
濃
淡
を
出

し
ま
す
。
Ａ
Ｍ
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
の
長
所

と
短
所
を
右
表
に
挙

げ
ま
し
た
。

Ａ
Ｍ
の
短
所
で
あ

る
モ
ア
レ
が
な
ん
と

か
な
ら
な
い
も
の
だ

ろ
う
か
と
、
技
術
者

た
ち
は
考
え
、
生
み

出
さ
れ
た
も
の
が
Ｆ

Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

で
す
。

Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
は
、
１
９
８
３

年
ド
イ
ツ
の
大
学
、
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
工

科
大
学
の
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
教

授
に
よ
っ
て
、
作
ら
れ
ま
し
た
。
１
９
９
０

年
か
ら
実
用
化
さ
れ
始
め
、
こ
の
時
期
を
Ｆ

Ｍ
第
一
世
代
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｆ
Ｍ
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
は
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う

に
、
ラ
ジ
オ
と
同
じ
で
周
波
に
よ
っ
て
濃
淡

を
表
現
し
て
い
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
技
術
で

す
。Frequency

M
odulation

（
周
波
数
変

調
）
の
頭
文
字
を
と
っ
て
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
Ｆ
Ｍ
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
が
登
場
し
て
か
ら
従
来
存
在
し

た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
方
法
と
区
別
す
る
為
に

「
Ａ
Ｍ
」、「
Ｆ
Ｍ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

「
周
波
数
」
＝
「
網
点
の
密
度
」
を
変
え

て
、
濃
淡
を
表
現
し
ま
す
。
網
点
の
大
き
さ
、

つ
ま
り
点
（
■
）
の
大
き
さ
は
そ
の
ま
ま
で

密
度
に
変
化
を
つ
け
て
ラ
ン
ダ
ム
に
網
点
を

配
置
し
ま
す
。（
図
２
）
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
の
長
所
と
短
所
を
左
表
に
挙
げ
ま
し
た
。

色
合
わ
せ
が
困
難
な
こ
と
や
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
（
主
に
薬
品
管
理
等
）
が
大
変
で
あ
る
た

め
、
Ｆ
Ｍ
を
導
入
し
た
場
合
で
も
10
件
に
２
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印
刷
業
界
の
短
納
期
・
高
品
質
が
求
め
ら
れ
て
い
る
昨
今
、
日
進
月
歩
で
印
刷
技
術
が

進
ん
で
い
ま
す
。
お
客
様
の
要
望
で
あ
る
「
安
価
で
短
納
期
、
そ
し
て
美
し
い
印
刷
物

を
」
に
応
え
る
為
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
技
術
が
発
達
し
て
お
り
ま
す
。

Ａ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

図1

図2

スクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとはスクリーニングとは
写真などはそのままでは印刷原稿には

ならないので、写真やイラストなどのよ
うに階調のある原稿を、印刷用の原稿に
加工するため細かい点の集まりに置き換
え、網点で表現できるようにすること。
印刷物を一度じっくりと見てください。

全て細かい点で表されているのがわかり
ます。
網を作る作業をスクリーニング（網撮

り、網掛け）といいます。
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件
く
ら
い
の
割
合
で
し
か
使
用
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
こ
の
短
所
を
な

く
そ
う
と
各
メ
ー
カ
ー
の
発
展
が
あ
り
、
穴

ぼ
こ
の
間
隔
を
で
き
る
だ
け
な
く
し
て
よ
り

き
れ
い
に
見
せ
る
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
技

術
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
Ｆ
Ｍ
第
二
世
代

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

各
メ
ー
カ
ー
の
製
品
と
し
ま
し
て
、
ス
タ
ッ

カ
ー
ト
（
ク
レ
オ
製
）、
タ
フ
ェ
ッ
タ
（
フ

ジ
フ
ィ
ル
ム
製
）、
ラ
ン
ド
ッ
ト
Ｘ
（
ス
ク

リ
ー
ン
製
）
等
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
Ａ
Ｍ
と
Ｆ
Ｍ
は
お
互
い
が
、
い
い
と

こ
ろ
と
悪
い
と
こ
ろ
を
補
い
合
っ
て
い
る
た

め
、
印
刷
物
に
よ
っ
て
Ａ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
を
使
っ
た
り
、
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を

使
う
と
い
う
使
い
分
け
で
大
変
役
立
ち
ま

す
。
写
真
が
多
い
も
の
や
美
術
品
を
扱
っ
た

印
刷
物
で
す
と
Ｆ
Ｍ
、
そ
う
で
な
い
も
の
を

Ａ
Ｍ
と
い
う
様
に
区
別
し
て
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
。

Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
最
初
、
ド
ナ
リ
ー

社
が
ア
メ
リ
カ
で
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

を
使
っ
て
電
話
帳
を
作
る
こ
と
で
使
わ
れ
始

め
ま
し
た
。『
で
も
、
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
っ
て
確
か
、
写
真
や
美
術
品
を
扱
っ
た
印

刷
物
に
適
し
て
い
る
っ
て
言
っ
て
な
か
っ
た
？
』

と
…
そ
う
な
の
で
す
、
最
初
は
電
話
帳
と
い

う
あ
ま
り
高
級
美
術
印
刷
で
な
い
物
で
試
作

さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
電
話
帳
に
Ｆ
Ｍ
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
使
っ
た
理
由
の
も
う
一
つ

に
Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
だ
と
、
イ
ン
ク
の

使
用
量
が
減
る
た
め
大
量
・
多
ペ
ー
ジ
に
印

刷
を
行
う
場
合
、
輪
転
機
で
印
刷
す
る
の
に

Ｆ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
向
い
て
い
る
と
い

う
理
由
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
コ
ス
ト
ダ

ウ
ン
に
つ
な
が
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
て
Ａ
Ｍ
と
Ｆ
Ｍ
の
使
い
分

け
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
て
き
た
の
で
す
が
、

先
に
も
挙
げ
ま
し
た
が
10
件
に
２
件
ほ
ど
の

使
用
率
で
ま
だ
ま
だ
『
Ｆ
Ｍ
は
ち
ょ
っ
と
…

管
理
も
大
変
だ
し
…
』
と
い
う
ユ
ー
ザ
ー
も

多
く
、
な
か
な
か
大
変
な
も
の
で
し
た
。
各

企
業
は
Ａ
Ｍ
の
良
さ
と
Ｆ
Ｍ
の
良
さ
を
と
っ

た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
作
れ
な
い
も
の
だ
ろ

う
か
と
考
え
、
作
り
出
さ
れ
た

も
の
が
、
Ｘ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
で
す
。

Ａ
Ｍ
を
母
に
、
Ｆ
Ｍ
を
父
に
Ｘ

Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
生
ま
れ

た
と
い
え
ば
分
か
り
や
す
い
で

し
ょ
う
か
。

今
回
、
Ｃ
Ｔ
Ｐ
出
力
の
為
の

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
ス
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
『Sublim

a

』

を
販
売
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
、

日
本
ア
グ
フ
ァ
・
ゲ
バ
ル
ト
株

式
会
社
様
に
協
力
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
こ
で
は
、『Sublim

a

』

を
例
に
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

Ｘ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
説
明

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Ｘ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
技
術
は
、
中
間

部
に
Ａ
Ｍ
を
持
っ
て
き
て
線
数
を
ア
ッ
プ
さ

せ
て
品
質
ア
ッ
プ
を
し
、
ハ
イ
ラ
イ
ト※

４

と
シ
ャ

ド
ウ※

５

部
に
Ｆ
Ｍ
を
持
っ
て
き
て
印
刷
可
能
な

ド
ッ
ト
径
を
確
保
し
、
密
度
を
変
調
さ
せ
確

立
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
、
Ａ
Ｍ
と
Ｆ
Ｍ
の

変
換
部
つ
ま
り
つ
な
ぎ
目
で
あ
る
Ａ
Ｍ
か
ら

Ｆ
Ｍ
に
変
わ
る
と
き
に
白
い
ス
ジ
の
様
な
も

の
が
で
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
い
く
ら
Ａ
Ｍ
と
Ｆ
Ｍ
の
良
さ

を
取
っ
て
い
て
も
い
け
な
い
と
次
に
考
え
出

さ
れ
た
の
が
図
３
の
様
に
網
点
を
間
引
い
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
さ
れ
る
ス
ク
リ
ー

ン
角
度
を
持
っ
た
新
し
い
「
Ｆ
Ｍ
」
が
生
み

出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
つ
な
ぎ
目
」
の

な
い
美
し
い
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
Ａ
Ｍ

の
短
所
で
あ
っ
た
モ
ア
レ
発
生
が
Ｘ
Ｍ
で
も

な
い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
モ
ア
レ
は
出
て

い
る
け
れ
ど
、
目
立
た
な
い
の
で
す
。

３
４
０
線
が
最
高
線
数
で
、
Ｘ
Ｍ
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
は
Ｆ
Ｍ
で
煩
わ
し
が
ら
れ
た
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
の
管
理
や
技
術
が
い
ら
ず
、
時
間

短
縮
で
作
業
効
率
化
に
貢
献
し
、
特
別
な
こ

と
は
何
も
せ
ず
に
美
し
い
印
刷
物
が
で
き
る

ま
さ
に
魔
法
の
印
刷
で
す
。

こ
の
Ｘ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
生
ま
れ
る

ま
で
に
最
も
時
間
を
要
し
た
の
は
網
点
を
間

引
い
て
い
く
間
隔
が
難
し
か
っ
た
そ
う
で

す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
夢
の
印
刷
を
適
え
て
く

れ
る
Ｘ
Ｍ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
改
善
点
や
問

題
点
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
グ
フ
ァ
・

ゲ
バ
ル
ト
�
は
ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
に
よ
り
線

数
を
も
っ
と
上
げ
て
よ
り
美
し
さ
を
目
指
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
そ
う
で
す
。
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図3

（注　　釈）
※１　平網

均一な網点の濃度をもつスクリー
ン。グラデーションのついたスクリー
ンと区別して平網と言います。
文字、図形、罫線などを一定の

濃さの網点で塗りつぶした平面

※２　モアレ
規則性のある格子状のもの（網点）を二枚以上重

ねると、角度によって現れる幾何学的模様で、意図
しないパターン。干渉縞ともいう。写真の被写体が
格子目のある布地であったり、印刷物をそのままス
キャンして利用すると、モアレが出やすくなる。と
くに中間調で現れやすい。

※３　網点
印刷物上の、写真や、薄く塗りつぶされた部分を

拡大してみると、細かい点の集まりでできているこ
とがわかる。これを網点という。点の大きさによっ
て濃淡を表す。１インチ幅に網点が何列あるか、網
点の大きさ、細かさは線数という単位で決まっている。

※４　ハイライト
画像の中で調子のある一番明るい部分の事。
最も明るい部分でしかも濃淡変化のある雲や空の

ような部分。

※５　シャドウ
画像のハイライト、中間調に対して、暗い陰影の

部分をさす。
最も暗い部分でしかも濃淡変化のある部分。

イメージ図
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日
本
区
、
東
日
本
区
の
二
つ
の
区
に
分

か
れ
、
さ
ら
に
飛
躍
し
、
幅
広
い
奉
仕

活
動
を
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
、
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
設
立
等
お
聞

か
せ
下
さ
い
。

Ａ
、
一
九
二
三
年
Ｐ
Ａ
Ｕ
Ｌ
Ｗ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
Ａ

Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｘ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｒ
に
よ
っ
て
、

Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ※

１

が
行
う
地
域
の
青
少
年
の
健

全
な
育
成
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
支
援
す
る

た
め
、
米
国
オ
ハ
イ
オ
州
で
誕
生
し
ま

し
た
（
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
国
際
協

会
）。
以
来
、
数
々
の
活
動
を
世
界
各
国

で
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
と
と
も
に
行
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
、
日
本
で
の
設
立
は
い
つ
頃
で
す
か
。

Ａ
、
一
九
三
二
年
六
月
に
日
本
区
が
設
立
さ

れ
ま
し
た
。
以
来
七
十
数
年
の
奉
仕
活

動
等
は
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
と
と
も
に
歩
ん
で

い
ま
す
。
一
九
九
七
年
七
月
か
ら
は
西

Ｑ
、
日
本
で
の
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
に
共

通
す
る
活
動
等
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

Ａ
、
ク
ラ
ブ
例
会
（
会
員
相
互
の
親
睦
を
図

る
）、
部
会
、
西
日
本
区
・
東
日
本
区

大
会
、
ア
ジ
ア
地
域
大
会
、
国
際
大
会

等
が
あ
り
ま
す
。

や
は
り
、
活
動
の
原
点
は
、
楽
し
く
学

べ
る
例
会
で
す
。
又
、
夫
婦
そ
ろ
っ
て

参
加
で
き
る
こ
と
、
メ
ン
バ
ー
同
士
の

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
ク
リ
ス
マ
ス
例
会
等
共
に

学
べ
る
こ
と
が
活
動
の
原
点
を
支
え
る

魅
力
で
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ
、
奈
良
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
下
さ
い
。

Ａ
、
奈
良
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
は
、
阪
和

部
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
（
次
ペ
ー
ジ

下
の
表
）
の
中
に
所
属
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
九
の
ク
ラ
ブ
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ブ
が
連
携
、
連
絡
、

協
力
し
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
活
動
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

※１YMCA（Young Men's Christian Association）
…今から160年前に産業革命期のロンドンで、厳しい労働環
境の中で働く青年たちが集い、語り合い、祈る会として
始まり、今では世界の122の国と地域で活動するNPO
（非営利組織）です。

ワイズメンズクラブマーク

世
界
一
二
二
の
国
・
地
域
に
三
〇
〇
〇
万
人
も
の
参
加
者
を
有
す
る
世
界
最
大
の

国
際
青
年
団
体
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
。
そ
の
事
業
も
多
岐
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
教
育
・
健
康
・

福
祉
・
国
際
支
援
と
。

今
回
は
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
活
動
を
側
面
か
ら
支
援
し
、
奉
仕
、
地
域
社
会
へ
の
貢
献

も
視
野
に
入
れ
た
活
動
を
さ
れ
て
い
る
奈
良
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
に
ス
ポ
ッ
ト
を

あ
て
取
材
し
ま
し
た
。

なんら面識のなかった者同志が、例会を通じて友達になる。�

クラブという共有の意識で年齢や職業など様々な条件を越えて友達になる。�

人と人の出会いは、いろんな会話や遊びや、議論などを生み出します。�

そんなふれあいの中から自分という者をちょっと真面目に見直してみる。�

そして自分を叱り励まし、成長させていく。�

私たちがテーマにする親睦は、自分を育てていくためのものです。�

言い換えれば自分自身との親睦なのかもしれません。�

そんなふうに、出会い、刺激しあったなかで成長した自分は�

周りの人達、家族や友人や仕事の仲間などに良い影響を与える�

社会に役立つ自分のはずです。�

社会に役立つ事が奉仕活動とするならば、�

私たちは、社会に役立つ自分自身を育てる事も「奉仕活動」のひとつと考えます。�

だからこそ、直接なにか行動を起こすという事のみにとらわれる事なく、�

自分を豊かにしてくれる「親睦」を、あえてテーマに掲げます。�

いま、世界で最も大切な自分のために、�

そして自分にとって最も大切な人々や世界のために�

ワイズメンズクラブは存在しています。�

�シンボクがテーマです��

OSAKA

NARA

WAKAYAMA
TANABE

KINOKAWA

WAKAYAMA

SENBOKU
SAKAI

    KAWACHI�
NAGANO

SOUTH

NARA
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Ｑ
、
奈
良
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
主
な
活
動

等
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

Ｑ
、
他
に
特
徴
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
、
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
中
に
メ
ネ
ッ
ト

会（
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
会
員
の
婦
人

の
集
ま
り
）が
あ
り
ま
す
。
メ
ネ
ッ
ト

会
は
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
会
員
を

支
え
る
活
動
や
メ
ネ
ッ
ト
同
士
の
親
睦

を
図
り
ク
ラ
ブ
の
よ
り
よ
い
運
営
の
一

翼
を
担
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
独
自
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
活
動
も
数
多
く
行

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
活
動
の
中
の
ひ
と

つ
に
西
日
本
区
メ
ネ
ッ
ト
会
が
国
内
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
行
っ
て
い
る
二
〇

〇
五
年
ス
ペ
シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス※

２

長
野
大
会
へ
の
支
援
の
た
め
の
Ｔ
シ
ャ

ツ
販
売
が
あ
り
ま
す
。

西
日
本
区
メ
ネ
ッ
ト
事
業
に
よ
る
ス
ペ

シ
ャ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
支
援
は
、
昨

年
度
は
募
金
活
動
に
よ
っ
て
、
今
年
度

は
Ｔ
シ
ャ
ツ
販
売
の
収
益
よ
っ
て
複
数

年
に
わ
た
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
、
現
在
の
会
員
状
況
は
？

Ａ
、
二
十
四
名
で
す
。（
男
性
二
十
名
、
女

性
四
名
）
メ
ネ
ッ
ト
十
五
名
。

Ｑ
、
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
後
の
奈
良
ワ

イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
活
動
、
将
来
に

つ
い
て
何
か
あ
り
ま
し
た
ら
お
願
い
し

ま
す
。

Ａ
、
奈
良
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
活
動
を
も
っ
と
積
極

的
に
支
援
し
、
協
力
関
係
を
築
き
、
発

展
し
て
ゆ
き
た
い
。

会
員
数
も
増
や
し
、
南
部
地
域
へ
も
同

ク
ラ
ブ
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。
現
在
、
ク
ラ
ブ
員
も
募
集
し
て
い

ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

最
後
で
す
が
、
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

の
テ
ー
マ
（
右
頁
下
）
を
ご
紹
介
し
て
、

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
指
示
が
得
ら
れ
れ

れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す
。

取
材
に
快
く
応
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
奈

良
ワ
イ
ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
メ
ン
バ
ー
、
辻
野

啓
一
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
後
ま
す
ま
す
地
域
と
と
も
に
奈
良
ワ
イ

ズ
メ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。取

材
・
営
業
部
　
植
田
　
國
義

Ａ
、
奈
良
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ（
奈
良
市
西
大
寺
国
見

町
）が
行
う
事
業
の
サ
ポ
ー
ト
で
す
。
青

少
年
の
健
全
育
成
活
動
へ
の
支
援
、
奉

仕
活
動
、
地
域
貢
献
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
年
一
回
の
奈
良
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
フ
ェ

ス
ティ
バ
ル
へ
の
協
力
。
又
、
国
際
協
力

募
金（
街
頭
募
金
）へ
の
協
力
、
平
城
京

の
掃
除
、
な
ら
燈
花
会
へ
の
ボ
ラ
ン
ティ

ア
等
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
へ
同
ク
ラ
ブ
は
、

活
動
の
場
を
広
げ
て
い
ま
す
。

Ｑ
、
同
ク
ラ
ブ
活
動
を
さ
さ
え
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

Ａ
、
や
は
り
ク
ラ
ブ
員
相
互
の
友
情
と
、
ク

ラ
ブ
例
会
を
通
し
て
め
ば
え
る
連
帯
感

が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

※２スペシャルオリンピックス
…「知的発達障害のある人達にもスポーツを楽しむ機会が与えられ
るべきだ。」という主旨で1968年に組織化されました。現在150の
国と地域から100万人のアスリート、75万人を超えるボランティ
アがその活動に参加しています。

例会風景奈良YMCAリーダー達との交流

長野オリンピック支援のＴシャツ

阪和部ワイズメンズクラブ所在地と例会日時�阪和部ワイズメンズクラブ所在地と例会日時�

★田辺ワイズメンズクラブ�
田辺市本町35
　　紀南文化会館　TEL.0739-22-0065
　　毎月第2木曜日　PM.6：30～9：00

★和歌山ワイズメンズクラブ�
和歌山市屋形町2丁目6　和歌山YMCA
　　和歌山市民会館　TEL.0734-32-1212
　　毎月第3木曜日　PM.6：30～9：00

★奈良ワイズメンズクラブ�
奈良市西大寺国見町2
　　奈良YMCA　TEL.0742-44-2207
　　毎月第2土曜日　PM.6：30～8：30

★大阪サウスワイズメンズクラブ�
大阪市天王寺区南河堀町9-52
　　大阪南YMCA　TEL.06-6779-8361
　　毎月第1火曜日　PM.6：30～8：30

★大阪堺ワイズメンズクラブ�
大阪府堺市百舌鳥赤畑町2-92
　　大阪堺YMCA　TEL.0722-58-1881
　　毎月第2木曜日　PM.6：30～8：30

★大阪河内ワイズメンズクラブ�
東大阪市御厨南町3-1-20
　　大阪東YMCA　TEL.06-6787-3232
　　毎月第3木曜日　PM.6：30～8：30

★大阪長野ワイズメンズクラブ�
大阪府河内長野市三日市町1108-1　木下百太郎宅
　　三日市カトリック教会　TEL.0721-62-5562
　　毎月第1金曜日　PM.7：00～9：00

★大阪泉北ワイズメンズクラブ�
堺市高倉台2-32-36
　　希望ケ丘教会　TEL.0722-92-3346
　　毎月第3水曜日　PM.7：00～9：00

★和歌山紀の川ワイズメンズクラブ�
和歌山市屋根形町2丁目6　和歌山YMCA
　　和歌山市民会館　TEL.0734-32-1212
　　毎月第1土曜日　PM.6：30～9：00

ワイズメンズクラブ主催　身障者テニス大会

奈良YMCAフェスティバルへの協力
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陶
土
の
鉄
分
含
有
量
が
多
く
、
地
肌
が
赤
味
を
帯
び
る
こ
と
か
ら

赤
膚
山
と
呼
ば
れ
、
そ
の
地
名
か
ら
赤
膚
焼
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

乳
白
色
の
柔
ら
か
い
風
合
い
と
奈
良
絵
文
様
な
ど
が
特
徴
で
あ

り
、
花
瓶
、
茶
器
、
水
指
、
置
物
な
ど
多
様
な
作
品
が
作
ら
れ
て

い
ま
す
。

天
正
年
間
、
尾
張
常
滑
の
陶
工
　
与
九
郎
が
大
和
郡
山
城
主

豊
臣
秀
長
に
招
か
れ
開
窯
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
ま
た
、
小
堀

遠
州
や
、
野
々
村
仁
清
が
赤
膚
の
地
を
訪
れ
指
導
に
あ
た
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

※柳澤藩の重臣、一般に柳里恭（りゅうりきょう）の名で呼ぱれている。
元禄16年（1703）江戸で生まれる。父は筆頭家老曽彌権太夫で五千石の知行と柳澤姓を許されていた。
宝永７年（1710）父の隠退により兄保誠（やすのぶ）は三千石、七歳の里恭も馬廻役として二千石を与えられている。
里恭の名は主君吉里の一字を拝領して以後に用いるが、初めは貞貴（さだたか）、字は公美、通称は帯刀（たてわき）、図書（ずしょ）などと替わり、家代々の権太夫をも称した。
号は玉桂よりも淇園の方がよく知られている。博学多芸、特に書画をよくしたが、人の師となることのできたのが十六にも上ったと古書は伝えている。
また二十歳余りの若さで著わした随筆『ひとりね』は、早熟多才振りを十分にうかがわせている。交際した知已師友の数がひじょうに多く、特に画家池大雅との交遊は有名である。高
僧慈雲の著述に序文、さし絵を書き、南都の寺僧から経巻の講義を乞われるほど仏教学の造詣も深く逸話の多いことでも有名である。作家の司馬遼太郎は里恭を評して、その著の中で
「日本史上の人間の傑作のひとりかもしれない」
また「東洋のレオナルドダヴィソチか」とも書いている。宝暦八年九月五日没。矢田発志院に葬られる。僧雷音の撰文のある墓碑は市指定文化財となっている。

奈
良
に
は
悠
久
の
時
代
か
ら
培
わ
れ
て
き
た
数
々
の
工
芸
品
が

あ
り
ま
す
。

天
平
の
巧
み
な
技
は
脈
々
と
現
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
昔
な
が
ら
の
手
づ
く
り
で
丁
寧
に
製
造
さ
れ
て
お

り
、
私
た
ち
の
生
活
に
安
ら
ぎ
と
潤
い
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
す
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
多
く
の
奈
良
の
伝
統
工
芸
を
選
ん
で
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。

そ
の
後
、
興
亡
を
繰
り
返
し
、
天
明
の
頃
、
京
都
か
ら
赤

膚
山
麓
に
入
山
し
た
、
治
兵
衛
が
茶
人
と
し
て
も
高
名
な
大

和
郡
山
城
主
　
柳
澤
保
光
侯
こ
と
柳
澤
堯
三
侯
の
意
向
を
う

け
、
赤
膚
焼
を
郡
山
藩
の
御
用
窯
と
し
て
再
興
し
た
の
が
始

ま
り
で
す
。
ま
た
、
赤
膚
山
は
、
藩
政
時
代
に
は
、
郡
山
藩

の
御
林
山
と
し
て
保
護
さ
れ
た
場
所
で
す
。

そ
の
後
、
赤
膚
三
窯
と
呼
ば
れ
る
、「
中
の
窯
（
治
兵

衛
）」、「
東
の
窯
（
岩
蔵
、
勘
治
郎
）」
と
「
西
の
窯
（
惣
兵

衛
、
忠
治
郎
）」
と
に
分
立
し
ま
し
た
。
ま
た
、
幕
末
に
は
、

郡
山
よ
り
現
れ
た
奥
田
木
白
が
焼
物
を
始
め
、「
中
の
窯
」
を

用
い
て
奈
良
絵
茶
碗
な
ど
数
々
の
名
品
を
残
し
ま
し
ま
し
た
。

一
方
こ
の
頃
、
田
内
梅
軒
の
「
陶
器
考
」
が
出
さ
れ
小
掘
遠

州
七
窯
一
つ
と
し
て
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

赤
膚
三
窯
の
名
を
誇
っ
た
の
も
明
治
二
十
年
代
で
終
わ
り

を
告
げ
半
世
紀
後
の
昭
和
初
頭
に
は
、「
中
の
窯
」
を
残
す
の

み
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
十
三
年
、
赤
膚
焼
の
伝
統
の
火
を

守
っ
て
行
く
事
を
使
命
と
し
「
中
の
窯
（
治
兵
衛
）」
を
改

め
「
赤
膚
山
元
窯
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在

七
代
目
　
赤
膚
山
元
窯
　
古
瀬
堯
三
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。現

在
で
は
、
赤
膚
町
と
大
和
郡
山
市
に
六
窯
あ
り
、
奈
良

固
有
の
焼
物
と
し
て
愛
好
さ
れ
て
い
る
伝
統
工
芸
赤
膚
焼
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
窯
元
が
各
々
の
特
色
を
活
か
し
製
作
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

奈
良
絵
の
由
来

奈
良
絵
は
、
古
く
か
ら
赤
膚
独
自
の
意
匠
と
し
て
多

く
の
茶
人
等
の
間
で
愛
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
由

来
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、
大
和
郡
山
城

主
の
家
老
※

里
恭
に
よ
り
因
果
経
の
教
え
を
絵
で
説
明

し
た
も
の
を
赤
膚
の
器
等
に
合
う
よ
う
に
図
案
化
さ
れ

た
も
の
で
源
流
は
、
東
大
寺
大
仏
殿
の
銅
座
の
蓮
弁
図

に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
宗
教
的
な
意

味
の
み
で
な
く
広
く
愛
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

衣
だ
に
ふ
た
つ
あ
り
せ
ば
赤
は
た
の

山
に
ひ
と
つ
は
か
さ
ま
し
も
の
を

も
み
ぢ
す
る
赤
は
た
山
を
秋
ゆ
け
ば

下
照
る
ば
か
り
錦
を
り
つ
つ

（
新
読
古
今
和
歌
集
）

赤
膚
焼
の
始
ま
り

赤
膚
の
由
来

赤
　
膚
　
焼

-

赤
膚
山
元
窯

古
　
瀬
　
堯
　
三

現
在
の
赤
膚
山
元
窯
の
始
ま
り

現
在
未
来
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