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水
を
使
う
仕
事
、
と
聞
い
た
と
き
、

筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
が
紙
漉
き
で
し
た
。

長
年
本
誌
で
、
和
紙
に
取
り
組
も
う
と
し
な
が
ら
、

な
か
な
か
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が

今
回
、
取
材
し
て
み
て
わ
か
り
ま
し
た
。

実
は
和
紙
に
つ
い
て
、

何
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

同
じ
紙
な
の
に
、

中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
唐
紙
と
、
経
由
地
で
あ
る
韓
国
の
韓
紙
と
、

日
本
の
地
場
に
根
を
下
ろ
し
て
命
を
与
え
ら
れ
た
和
紙
と
で
は
、

材
料
も
つ
く
り
方
も
使
わ
れ
方
も
違
う
、
と
い
う
こ
と
を

初
め
て
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

和
紙
の
優
れ
た
特
質
と
風
土
に
根
差
し
た
特
性
を
、

ど
う
生
か
し
、
次
代
に
つ
な
げ
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
。

紙
を
こ
こ
ま
で
高
め
て
き
た
先
人
に
恥
じ
ぬ
よ
う
、

21
世
紀
に
お
け
る
和
紙
の
活
路
を

見
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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っ
て
、
空
気
の
層
が
何
層
に
も
あ
る
。

だ
か
ら
軽
く
て
ふ
わ
っ
と
し
て
い
る
。

片
や
コ
ピ
ー
用
紙
は
、
印
刷
性
能
を
上

げ
る
た
め
に
、
何
か
が
塗
ら
れ
て
が
ち

っ
と
固
め
ら
れ
て
い
る
。

繊
維
が
短
い
ほ
う
が
速
く
紙
が
つ
く

れ
る
の
で
、
洋
紙
で
は
繊
維
は
で
き
る

だ
け
短
く
切
り
刻
み
ま
す
し
、
針
葉
樹

よ
り
広
葉
樹
の
ほ
う
が
よ
り
繊
維
が
短

い
の
で
、
ユ
ー
カ
リ
な
ど
の
広
葉
樹
パ

ル
プ
が
使
わ
れ
ま
す
。
和
紙
に
も
パ
ル

プ
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が

針
葉
樹
パ
ル
プ
を
使
い
ま
す
か
ら
、
機

械
漉
き
の
紙
で
も
破
る
と
長
い
繊
維
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
コ
ピ
ー
用

紙
の
場
合
は
繊
維
は
出
な
い
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
繊
維
の
強
さ
は
殺
し
て
し
ま

っ
て
、
印
刷
効
果
が
高
い
板
状
の
も
の

を
、
い
か
に
速
く
つ
く
る
か
、
と
い
う

観
点
で
つ
く
ら
れ
た
の
が
洋
紙
な
の
で

す
。
印
刷
と
い
っ
て
も
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ

ト
プ
リ
ン
タ
ー
な
ら
、
表
面
に
凹
凸
が

あ
っ
て
も
印
刷
で
き
て
し
ま
う
の
で
、

和
紙
で
も
き
れ
い
に
印
刷
で
き
ま
す
。

紙
の
起
源

中
国
の
２
２
０
０
年
前
の
遺
跡
か
ら

発
見
さ
れ
た
の
が
、
現
存
す
る
世
界
最

古
の
紙
。
１
９
９
６
年
（
平
成
８
）
に
中

国
甘
粛
省
の
放
馬
灘

ほ
う
ば
た
ん

か
ら
出
土
し
ま
し

た
。
線
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
地
図

を
書
い
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

つ
く
ら
れ
た
の
は
前
漢
代
、
紀
元
前
１

７
９
〜
１
４
２
年
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
２
０
０
年
ほ
ど
あ
と
に
、
蔡
倫

さ
い
り
ん

と
い
う
中
国
後
漢
時
代
の
宦
官

か
ん
が
ん

が
紙
の

つ
く
り
方
を
書
き
留
め
て
い
ま
す
。

蔡
倫
（
50
〜
１
２
１
年
？
）

字
は
敬
仲
。
75
年
（
中
国
暦
で
永
平
18
）
明
帝
か

ら
宦
官
と
し
て
宮
廷
に
登
用
さ
れ
た
。
１
０
５
年

（
中
国
暦
で
元
興
元
）、
樹
皮
、
麻
ク
ズ
、
破
れ
た
魚

網
な
ど
を
材
料
に
用
い
て
紙
を
製
造
し
、
和
帝
に
献

上
し
た
と
い
う
記
述
が
、『
後
漢
書
巻
七
十
八
』
宦

者
列
伝
「
蔡
倫
伝
」
に
あ
る
。
従
来
は
紙
の
発
明
者

と
さ
れ
て
い
た
が
、
放
馬
灘
紙
出
土
以
降
は
、
製
紙

法
を
改
良
し
、
実
用
的
な
紙
の
製
造
普
及
に
貢
献
し

た
人
物
と
さ
れ
る
。

起
源
と
な
る
紙
の
原
料
は
麻
で
す
。

衣
服
や
魚
を
捕
る
網
に
使
わ
れ
て
、
使

っ
て
い
る
う
ち
に
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た

麻
を
水
槽
に
入
れ
、
浮
い
て
き
た
も
の

を
掬
い
上
げ
た
も
の
が
紙
に
な
っ
た
、

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、
文

字
を
記
録
す
る
に
は
竹
簡
や
木
簡
が
使

わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
か
さ
張
り
ま

す
か
ら
、
以
降
、
紙
に
置
き
換
わ
っ
て

い
き
ま
し
た
。
紙
の
発
明
が
、
い
わ
ば

中
国
の
歴
史
を
支
え
て
き
た
の
で
す
。

麻
と
い
う
の
は
非
常
に
繊
維
が
長
い
。

で
す
か
ら
使
い
古
し
た
衣
服
な
ど
を
使

う
な
ら
い
い
ん
で
す
が
、
新
品
の
麻
を

使
う
と
わ
ざ
わ
ざ
繊
維
を
切
っ
た
り
、

何
時
間
も
叩
い
た
り
、
擂
り
潰
し
た
り

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
楮
、
雁

皮
、
三
椏
は
、
木
灰
で
ア
ル
カ
リ
性
溶

液
（
灰
汁
〈
あ
く
〉）
を
つ
く
っ
て
煮
れ
ば
、

繊
維
が
バ
ラ
バ
ラ
に
ほ
ぐ
れ
て
紙
に
つ

く
り
や
す
か
っ
た
の
で
す
。
植
物
繊
維

和
紙
の
定
義

何
が
和
紙
か
、
と
い
う
こ
と
を
規
定

す
る
の
は
難
し
く
て
、
国
産
の
楮

こ
う
ぞ

、
雁が

ん

皮ぴ

、
三
椏

み
つ
ま
た

を
使
っ
て
、
手
漉
き
で
漉
い

た
紙
は
正
真
正
銘
和
紙
で
す
が
、
で
は

外
国
製
の
原
料
を
使
っ
た
ら
和
紙
じ
ゃ

な
い
の
か
？
　
と
聞
か
れ
る
と
答
え
に

詰
ま
り
ま
す
。

私
は
越
前
で
つ
く
ら
れ
た
紙
は
、
機

械
漉
き
で
あ
っ
て
も
和
紙
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
機
械
漉
き
と
い
っ
て
も
洋
紙
メ

ー
カ
ー
の
機
械
の
よ
う
に
目
に
見
え
な

い
ぐ
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
で
つ
く
る
わ
け

で
は
な
く
、
手
で
漉
く
の
と
同
じ
作
業

を
機
械
で
や
っ
て
い
る
だ
け
。
原
理
は

手
漉
き
と
一
緒
だ
か
ら
、
ス
ピ
ー
ド
は

上
げ
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
高
級
な
機
械

漉
き
和
紙
に
な
る
と
、
ゆ
っ
く
り
漉
い

た
和
紙
を
３
層
に
重
ね
て
１
枚
の
紙
に

仕
上
げ
て
い
ま
す
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
、

手
漉
き
よ
り
も
性
能
が
高
い
和
紙
を
つ

く
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

で
は
、
和
紙
と
洋
紙
の
違
い
は
何
な

の
か
？
　
生
産
方
法
で
判
断
す
る
の
か
、

原
料
で
判
断
す
る
の
か
？
　

西
洋
の
考
え
方
は
、
紙
に
限
ら
な
い

の
で
す
が
、
化
学
的
に
押
さ
え
込
も
う

と
す
る
。
足
り
な
け
れ
ば
何
か
を
足
し

た
り
塗
っ
た
り
し
て
補
う
。
で
す
か
ら
、

人
間
国
宝
の
岩
野
市
兵
衛
さ
ん
の
紙
と

コ
ピ
ー
用
紙
を
顕
微
鏡
で
見
る
と
、
市

兵
衛
さ
ん
の
紙
は
繊
維
が
幾
つ
も
重
な
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伝統産地の和紙ソムリエが語る 和紙の今昔物語
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1962年福井県越前市不老町生まれ（旧・今立郡今立町不老）。成城大学経
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和紙（うるわし）」がDESIGN WAVE FUKUI 大賞を受賞。 IPEC2002（東

京ビッグサイト）にて奨励賞を受賞。2004年フランス・パリ国際展示会
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ア・ミラノの〈ミラノサローネ〉への出展など、海外の展示会で精力的に

和紙をアピールする。国内でも展示会、建築家向けのセミナーを開催。

越前和紙の産地には、10代目がたくさんいます。

杉原吉直さんも、その一人。

火事で記録が焼失したために、わかっているだけで10代目の継承者です。

その長い歴史で最大の危機にある現在、

和紙ソムリエを標榜しながら、

産地の活性化を図り、国内外を飛び回っています。



和紙の今昔物語5

が
加
わ
っ
て
19
カ
国
に
増
え
て
い
て
、

紙
の
生
産
地
が
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

紙
の
神
様
　
川
上
御
前

越
前
の
紙
漉
き
の
里
の
一
番
奥
に
、

紙
漉
き
の
神
様
を
ご
神
体
と
し
て
祀
っ

た
岡
太

お
か
も
と

神
社
が
里
宮
と
し
て
あ
り
ま
す
。

神
社
の
す
ぐ
上
に
あ
っ
た
滝
の
所
に

女
の
人
が
現
わ
れ
て
「
こ
こ
に
は
良
い

水
が
あ
る
の
で
紙
を
漉
き
な
さ
い
」
と

紙
漉
き
を
教
え
て
く
れ
た
。
こ
の
人
は

「
こ
の
川
の
上
流
に
住
む
者
で
す
」
と

答
え
て
帰
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
川

上
御
前
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地

域
は
傾
斜
地
で
農
作
物
を
つ
く
る
に
は

適
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
以
降
、
紙

漉
き
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
き
ま
し

た
。
全
国
、
い
や
世
界
的
に
見
て
も
、

紙
漉
き
の
神
様
を
祀
っ
た
神
社
と
い
う

の
は
、
ほ
か
に
例
を
見
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
、
と
思
い
ま
す
。

山
の
山
頂
に
奥
の
院
の
祠
が
あ
っ
て
、

５
月
に
行
な
わ
れ
る
お
祭
り
の
と
き
は
、

御
神
輿
が
奥
の
院
ま
で
上
が
っ
て
い
っ

て
川
上
御
前
を
お
乗
せ
し
、
里
宮
ま
で

下
り
て
き
て
い
た
だ
き
ま
す
。
お
祭
り

が
終
わ
る
と
、
再
び
、
奥
の
院
ま
で
御

神
輿
が
お
送
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
を

毎
年
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

33
年
に
１
度
行
な
わ
れ
る
大
祭
は
、

既
に
39
回
目
が
３
年
前
に
終
わ
っ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
単
純
に
計
算
し
て
も

33
年
×
39
回
＋
３
で
１
２
９
０
年
。
私

た
ち
の
先
祖
は
、
大
変
古
く
か
ら
紙
漉

き
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

紙
と
パ
ピ
ル
ス

紙
の
製
法
は
長
い
間
、
秘
密
と
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
製
紙
技
術
の
伝
播
の
地

図
を
見
る
と
、
中
国
か
ら
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
ほ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
そ
れ
は
唐
の
時
代
に
国
が
も
の
す

ご
く
大
き
く
な
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
圏
の

大
国
と
衝
突
し
た
こ
と
か
ら
、
偶
然
伝

播
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
タ
ラ

ス
川
あ
た
り
で
の
闘
い
で
中
国
が
負
け

て
、
捕
虜
に
な
っ
た
中
に
紙
漉
き
職
人

が
い
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
東
側
、

朝
鮮
や
日
本
に
は
、
も
っ
と
早
く
に
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
５
０
０
０
年
前

に
エ
ジ
プ
ト
で
発
明
さ
れ
た
パ
ピ
ル
ス

が
、
長
い
間
、
公
文
書
用
紙
と
し
て
使

わ
れ
て
き
ま
し
た
。

パ
ピ
ル
ス
の
欠
点
は
、
繊
維
が
折
れ

や
す
い
と
い
う
こ
と
と
、
改
ざ
ん
が
簡

単
に
で
き
て
し
ま
う
点
で
す
。
イ
ン
ク

が
中
ま
で
染
み
込
ま
ず
、
表
面
に
載
っ

て
い
る
だ
け
な
の
で
、
カ
リ
カ
リ
ッ
と

こ
す
る
と
簡
単
に
消
せ
る
ん
で
す
。
そ

れ
で
も
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
時
代
ま
で
は

製
法
は
秘
密
と
さ
れ
、
ナ
イ
ル
川
の
上

流
の
秘
密
工
場
で
つ
く
っ
て
い
た
ら
し

い
で
す
ね
。

し
か
し
、
パ
ピ
ル
ス
は
カ
ヤ
ツ
リ
グ

は
、
楮
で
10
㎜
、
雁
皮
、
三
椏
で
５
㎜

ぐ
ら
い
の
長
さ
で
す
。

そ
れ
で
、
平
安
時
代
ぐ
ら
い
に
な
る

と
、
日
本
で
は
麻
を
使
わ
な
い
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

仏
教
の
布
教
と
紙

聖
徳
太
子
と
い
う
人
は
仏
教
で
日
本

を
治
め
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
実
は
仏

教
を
広
め
る
た
め
に
、
紙
と
か
筆
と
か

墨
と
か
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。

日
本
に
紙
漉
き
が
伝
来
し
た
の
は
７

世
紀
初
頭
、
推
古
天
皇
の
時
代
。
日
本

書
紀
に
よ
る
と
、
日
本
に
仏
教
を
伝
え

た
の
は
高
句
麗
の
僧
で
あ
る
曇
徴

ど
ん
ち
�
う

と
い

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
紙
も
同
時
に
伝
わ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

発
明
当
初
、
紙
は
戦
略
物
資
で
あ
り
、

そ
の
製
法
は
国
家
機
密
と
し
て
極
秘
扱

い
で
し
た
。
当
時
の
日
本
は
朝
鮮
半
島

と
交
流
が
あ
り
、
製
紙
技
術
の
伝
来
は

国
交
の
証
と
も
い
え
る
も
の
で
す
。

正
倉
院
の
中
に
は
、
７
３
０
年
（
天

平
２
）
の
年
号
を
記
し
た
〈
越
前
国
大

税
帳
〉
と
い
う
も
の
が
収
め
ら
れ
て
お

り
、
今
で
も
染
み
一
つ
な
い
き
れ
い
な

紙
が
残
っ
て
い
ま
す
。
７
３
７
年
（
天

平
９
）
の
「
正
倉
院
文
書
」
に
は
、
紙

の
産
地
と
し
て
美
作

み
ま
さ
か

（
岡
山
北
部
）
、
出

雲
、
播
磨
、
美
濃
、
越
前
な
ど
が
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
、
７
７
４
年
（
宝
亀
５
）

「
図
書
寮
解
」
で
は
越
中
、
越
後
、
佐

渡
、
丹
後
、
長
門
、
紀
伊
、
近
江
な
ど
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サ
科
の
多
年
生
植
物
の
地
上
茎
の
繊
維

を
シ
ー
ト
状
に
成
形
し
た
も
の
。
紙
で

は
な
く
織
物
の
一
種
で
す
。

パ
ピ
ル
ス
が
あ
ま
り
に
高
価
な
の
で
、

イ
タ
リ
ア
の
フ
ェ
ル
ガ
モ
の
国
王
は
パ

ー
チ
メ
ン
ト
を
開
発
し
ま
し
た
。
こ
れ

も
紙
で
は
な
く
、
羊
と
か
牛
の
皮
を
な

め
し
て
石
灰
で
洗
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
す
。

代
用
品
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
パ
ー
チ

メ
ン
ト
よ
り
パ
ピ
ル
ス
の
ほ
う
が
ず
っ

と
高
価
で
、
相
変
わ
ら
ず
公
文
書
も
パ

ピ
ル
ス
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。

紙
の
製
法
が
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に

到
着
す
る
の
は
、
日
本
よ
り
だ
い
た
い

１
０
０
０
年
ぐ
ら
い
遅
れ
て
、
今
か
ら

５
０
０
年
前
ぐ
ら
い
。
ち
ょ
う
ど
ド
イ

ツ
で
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
が
活
版
印
刷
を

開
発
し
た
あ
た
り
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
紙
の
材
料
が
麻

か
ら
コ
ッ
ト
ン
に
置
き
換
わ
り
、
コ
ッ

ト
ン
ペ
ー
パ
ー
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
材
料
は
違
い
ま
し
た
が
、

古
着
を
裂
い
て
使
う
、
と
い
う
点
は
共

通
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

筆
記
具
の
違
い
と
紙
の
特
質

ペ
ン
で
書
く
と
、
植
物
繊
維
が
導
管

と
な
っ
て
も
の
す
ご
く
滲
み
ま
す
か
ら
、

西
洋
で
は
日
本
よ
り
滲に

じ

み
止
め
の
技
術

が
発
達
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
ド
ー

サ
引
き
と
い
っ
て
、
膠

に
か
わ

と
ミ
ョ
ウ
バ
ン

を
溶
い
た
も
の
を
紙
の
表
面
に
塗
っ
て

に
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。
た
だ
し
越

前
は
、
武
家
の
公
文
書
と
し
て
楮
で
つ

く
っ
た
〈
越
前
奉
書
〉
を
つ
く
っ
て
い

ま
し
た
か
ら
、
官
営
工
場
の
よ
う
な
性

格
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。
特
別
な
存
在

だ
っ
た
の
で
す
。

１
６
６
６
年
（
寛
文
６
）
に
越
前
福
井

藩
が
発
行
し
た
藩
札
は
、
現
存
す
る
最

古
の
藩
札
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
徳
川

秀
忠
の
甥
の
松
平
忠
直
が
福
井
の
殿
様

だ
っ
た
時
代
に
藩
政
が
困
窮
し
て
、
藩

札
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
藩
札
の

中
に
、
透
か
し
な
ど
の
紙
漉
き
の
技
術

が
た
く
さ
ん
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
後
に
全
国
統
一
の
紙
幣

〈
太
政
官
札

だ
じ
ょ
う
か
ん
さ
つ

〉
が
初
め
て
発
行
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
と
き
に
使
わ
れ
た
紙
も

越
前
の
和
紙
で
す
。
印
刷
は
京
都
で
行

な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
〈
日
銀
券
〉

が
発
行
さ
れ
た
と
き
に
は
、
私
た
ち
の

村
か
ら
何
人
か
の
職
人
さ
ん
が
日
銀
の

印
刷
局
ま
で
行
き
ま
し
て
、
透
か
し
な

ど
の
紙
漉
き
の
技
術
を
教
え
て
い
ま
す
。

大
蔵
省
か
ら
財
務
省
に
な
っ
た
今
で
も
、

印
刷
局
に
は
岡
太
神
社
の
分
院
が
祀
ら

れ
て
い
ま
す
。

お
札
を
西
洋
の
印
刷
機
で
刷
る
と
き

に
、
い
ろ
い
ろ
な
紙
で
試
し
て
み
た
そ

う
で
す
。
そ
の
結
果
、
一
番
良
か
っ
た

の
が
雁
皮
で
し
た
。
た
だ
し
、
雁
皮
は

栽
培
が
で
き
な
い
。
生
長
す
る
の
に
７

年
ぐ
ら
い
か
か
る
。
７
年
間
収
穫
を
待

っ
て
輪
作
す
る
、
と
い
う
の
は
日
本
で

は
不
可
能
。
そ
れ
で
今
で
も
雁
皮
は
山

滲
み
を
止
め
る
ん
で
す
が
、
墨
の
中
に

も
膠
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
自
然
と

滲
み
止
め
に
な
っ
て
日
本
で
は
滲
み
止

め
の
必
要
が
な
か
っ
た
。
濃
く
擦
っ
た

墨
な
ら
、
一
層
、
滲
み
に
く
く
な
り
ま

す
。一

方
、
西
洋
で
は
サ
イ
ズ
剤
と
い
っ

て
紙
に
水
が
浸
透
す
る
の
を
防
止
し
て
、

水
性
イ
ン
ク
の
滲
み
を
防
ぐ
薬
品
が
使

わ
れ
ま
す
。
松
脂
を
使
う
方
法
は
サ
イ

ズ
パ
イ
ン
と
呼
ば
れ
、
ド
ー
サ
引
き
の

よ
う
に
表
面
に
塗
る
わ
け
で
は
な
く
、

漉
く
前
の
材
料
に
混
ぜ
て
お
き
ま
す
。

こ
う
す
る
こ
と
で
、
繊
維
の
１
本
１
本

を
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
滲
ま
な
い
よ
う

に
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
筆
記
具
の
違
い
が
、
紙

に
求
め
る
も
の
の
違
い
に
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
三
椏
の
紙

で
し
た
ら
繊
維
が
短
い
の
で
、
万
年
筆

で
も
滲
ま
ず
に
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

紙
屋
院

か
ん
や
い
ん

と
し
て
の
越
前
和
紙

戦
国
時
代
に
な
る
と
織
田
信
長
や
豊

臣
秀
吉
が
紙
の
権
利
を
独
占
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
紙
を
納
め
る
と
き
に
は

輿
に
載
せ
、
大
名
行
列
の
よ
う
に
運
び

ま
し
た
。
お
茶
壷
道
中
と
一
緒
で
す
ね
。

平
安
貴
族
が
使
っ
て
い
た
こ
ろ
は
、

紙
は
貴
重
品
で
ご
く
一
部
の
人
し
か
使

え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は

瓦
版
と
か
浮
世
絵
と
い
っ
た
、
一
般
庶

民
の
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

に
自
生
し
て
い
る
天
然
の
も
の
を
採
っ

て
き
て
使
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
高
価
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
で
同
じ

ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
三
椏
を
使
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
現
在
の
お
札
の
材
料

に
は
、
三
椏
と
マ
ニ
ラ
麻
を
ミ
ッ
ク
ス

し
て
使
っ
て
い
ま
す
。

明
治
に
な
り
ま
す
と
、
海
外
で
行
な

わ
れ
た
万
国
博
覧
会
が
日
本
の
伝
統
文

化
を
発
表
す
る
場
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

１
９
０
０
年
（
明
治
33
）
の
パ
リ
万
国
博

覧
会
に
は
、
三
椏
局
紙
を
出
品
し
て
金

賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
ま
だ
和
紙
と
い
う

も
の
が
伝
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
三
椏
局

紙
が
パ
ー
チ
メ
ン
ト
に
似
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、
評
判
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
和
紙
を
出
品
し
た
工
場
は
、
現
存
し

て
い
ま
す
。

多
様
な
技
を
持
つ
産
地
と
し
て

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
持
っ
た
越
前
和

紙
で
す
が
、
今
は
文
字
を
書
く
と
い
う

よ
り
も
、
木
版
画
用
紙
と
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
（R

em
brandt H

arm
ensz. van R

ijn

１
６
０
６
〜
１
６
６
９
年
）
は
、
長
崎
か
ら

東
イ
ン
ド
会
社
を
通
じ
て
輸
出
さ
れ
た

雁
皮
紙
を
入
手
し
て
版
画
に
使
っ
て
い

ま
す
。
洋
紙
は
強
い
圧
を
掛
け
な
い
と

印
刷
で
き
ま
せ
ん
が
、
和
紙
の
場
合
は

絵
の
具
を
す
っ
と
吸
う
の
で
、
圧
を
掛

け
な
く
て
も
細
か
い
線
が
出
る
の
で
す
。

ま
た
、
版
が
傷
ま
な
い
最
初
の
ほ
う
の

特
別
版
だ
け
は
雁
皮
紙
で
刷
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。

主
に
木
版
画
用
紙
と
し
て
使
わ
れ
る

紙
を
漉
い
て
い
る
岩
野
市
兵
衛
さ
ん
は
、

漂
白
は
し
ま
せ
ん
が
、
日
本
画
用
紙
に

使
わ
れ
る
も
の
は
、
原
料
が
天
然
の
も

の
な
の
で
見
本
通
り
に
は
な
ら
ず
に
ば

ら
つ
き
が
あ
っ
て
、
標
準
化
す
る
た
め

に
漂
白
し
て
か
ら
染
め
る
こ
と
で
色
目

を
調
整
し
て
い
ま
す
。

今
の
越
前
に
は
、
ま
っ
た
く
他
所
か

ら
紙
漉
き
が
好
き
で
や
っ
て
く
る
人
も

い
ま
す
。
家
業
で
は
な
い
人
た
ち
に
も

支
え
ら
れ
て
、
産
地
と
し
て
続
い
て
い

る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

紙
漉
き
は
一
人
で
や
る
の
は
大
変
な

ん
で
す
よ
。
道
具
を
つ
く
っ
た
り
切
っ

た
り
、
と
い
う
周
辺
の
作
業
を
や
る
人

が
い
な
い
と
な
ら
な
い
し
、
楮
の
チ
リ

を
取
る
な
ど
、
女
性
に
も
手
伝
っ
て
も

ら
わ
な
い
と
仕
事
が
進
ま
な
い
部
分
が

多
い
。

ま
た
、
手
漉
き
の
人
だ
け
で
な
く
機

械
漉
き
の
人
も
い
ま
す
し
、
全
部
合
わ

せ
る
と
３
０
０
〜
４
０
０
人
ほ
ど
い
ま

す
か
ね
。
中
に
は
一
人
二
人
で
や
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
50
人
規
模
の

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
う
ち
は
問
屋
で

す
か
ら
、
お
客
さ
ん
の
要
望
を
か
な
え

る
の
に
、
そ
の
中
の
ど
こ
が
一
番
適
し

て
い
る
か
を
考
え
て
発
注
さ
せ
て
も
ら

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

京
都
の
和
傘
屋
さ
ん
か
ら
注
文
が
き
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た
の
で
、「
和
傘
の
紙
は
美
濃
が
得
意

な
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
言
っ
た
ん

で
す
が
、
美
濃
で
も
も
う
つ
く
れ
な
く

な
っ
た
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
越
前

に
い
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
紙
が
つ
く
れ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
注
文
が
き
ま
す
。

隈
研
吾
さ
ん
が
設
計
し
た
サ
ン
ト
リ

ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
内
装
に
、
た
し
か

新
潟
の
和
紙
を
使
っ
て
い
ま
す
。
不
燃

加
工
は
、
材
木
の
不
燃
加
工
技
術
を
応

用
し
て
福
井
で
し
ま
し
た
。
栃
木
県
の

那
須
烏
山
市
で
つ
く
っ
て
い
た
程
村
紙

ほ
ど
む
ら
し

（
烏
山
和
紙
と
も
い
う
）
は
国
の
選
択
無
形

文
化
財
で
す
が
、
そ
れ
も
つ
く
れ
な
く

な
っ
て
越
前
で
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

生
き
残
り
を
か
け
て

襖
紙
な
ど
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
時

代
に
は
、
熱
海
の
温
泉
旅
館
に
代
理
店

さ
ん
を
招
待
し
た
り
し
て
い
た
の
で
す
。

サ
ン
プ
ル
帳
に
入
っ
て
い
る
製
品
の
品

番
で
、
何
本
も
注
文
を
受
け
て
成
立
す

る
仕
事
だ
っ
た
か
ら
、
同
じ
も
の
を
た

く
さ
ん
つ
く
っ
て
い
る
だ
け
で
商
売
に

な
っ
た
。
少
量
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
イ
ン
テ

リ
ア
用
の
オ
ー
ダ
ー
が
き
て
も
、
10
年

ぐ
ら
い
前
で
あ
れ
ば
、
誰
も
引
き
受
け

て
く
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
今
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ

て
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
単
価
は

高
く
な
っ
た
け
れ
ど
、
手
間
や
打
ち
合

わ
せ
の
長
さ
を
考
え
た
ら
割
に
合
わ
な

い
仕
事
で
す
。
そ
れ
で
も
生
き
残
り
を

の
ほ
う
が
理
解
し
て
く
れ
る
、
と
い
う

の
が
現
実
で
す
。
私
が
必
死
で
海
外
の

展
示
会
に
出
か
け
て
行
く
の
は
、
海
外

で
な
ら
手
応
え
を
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で

す
。し

か
し
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
つ
く
っ

て
生
活
が
安
定
す
る
仕
事
も
必
要
で
す
。

サ
ン
プ
ル
帳
に
入
っ
て
い
る
製
品
だ
っ

た
ら
、
打
ち
合
わ
せ
な
ん
か
し
な
く
て

も
そ
れ
だ
け
つ
く
っ
て
い
れ
ば
い
い
ん

で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
仕
事
に
う
ま
く

巡
り
合
い
た
い
と
思
っ
て
、
み
ん
な
頑

張
っ
て
い
ま
す
。

和
紙
を
活
用
し
た
新
し
い
デ
ザ
イ
ン

の
製
品
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
和
紙
ソ

ム
リ
エ
と
し
て
お
役
に
立
ち
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
10
日

か
け
て
、
１
枚
で
も
や
り
ま
す
。

和
紙
の
需
要
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い

て
、
今
は
越
前
も
も
ち
こ
た
え
て
い
ま

す
が
、
本
当
に
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
、

こ
の
先
ど
う
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

接
触
頻
度
が
低
く
な
る
と
、
和
紙
の
良

さ
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
ま
す
ま
す
使

っ
て
も
ら
え
な
く
な
る
。
手
紙
を
書
か

な
く
な
っ
た
反
動
で
「
文
字
を
書
こ
う
」

と
い
う
気
運
が
高
ま
っ
て
は
い
る
ら
し

い
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
見
直
し
が
進
ん

だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
産
地
が
も
ち

こ
た
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
。

た
だ
、
闘
う
相
手
が
単
に
洋
紙
で
あ

る
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
襖
や
障
子

と
い
っ
た
イ
ン
テ
リ
ア
で
の
利
用
が
減

っ
て
い
る
こ
と
だ
け
見
た
ら
、
敵
は
生

活
の
洋
風
化
で
す
し
、
手
紙
を
書
か
な

く
な
っ
て
便
箋
も
封
筒
も
減
っ
て
い
る

こ
と
だ
け
見
た
ら
、
敵
は
携
帯
電
話
や

パ
ソ
コ
ン
で
す
。
需
要
が
減
っ
て
い
る

の
は
確
か
で
す
が
、
闘
う
相
手
が
何
な

の
か
わ
か
ら
な
い
。
自
分
で
も
誰
と
闘

っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
状
況
で
す
。

三
宅
一
生
さ
ん
が
再
生
ポ
リ
エ
ス
テ

ル
ペ
ー
パ
ー
で
照
明
デ
ザ
イ
ン
を
や
っ

て
お
ら
れ
ま
す
が
、
す
ご
く
素
敵
で
す

（「IN
-E

I IS
S

E
Y

 M
IY

A
K

E

」
と
題
し
た
シ
リ
ー

ズ
）。
い
い
な
あ
、
な
ん
で
こ
れ
を
和
紙

で
や
っ
て
く
れ
な
い
ん
だ
ろ
う
、
と
思

い
ま
す
。
や
は
り
「
燃
え
る
」
と
い
う

特
性
が
足
を
引
っ
張
っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
ね
。

和
紙
の
持
つ
普
遍
性
は
、
外
国
の
人

伊予和紙

越中和紙

越前和紙

愛媛県四国中央市

福井県越前市因州和紙
鳥取県鳥取市青谷町
鳥取県鳥取市佐治町

石州和紙
島根県浜田市三隅町

美濃和紙
岐阜県美濃市

黒谷和紙
京都府綾部市黒谷町

富山県下新川郡朝日町
富山県富山市八尾町
富山県南砺市東中江

吉野和紙
奈良県吉野郡吉野町

西島和紙
山梨県南巨摩郡身延町

小川和紙
埼玉県比企郡小川町

烏山和紙
栃木県那須烏山市

土佐和紙
高知県土佐市

八女和紙
福岡県八女市

全国の和紙産地
書籍やインターネットなどの資料から編集部で作図。

2012年6月現在で、複数名の製造者がいるところを産地として掲載しています。



和
紙
需
要
の
現
状

世
界
三
大
発
明
は
、
印
刷
、
火
薬
、

方
位
磁
針
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
三
大

発
明
の
一
つ
で
あ
る
印
刷
は
、
紙
が
あ

っ
て
こ
そ
発
展
で
き
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
で
発
明
さ

れ
た
紙
は
、
朝
鮮
半
島
に
渡
っ
て
〈
韓

8水の文化41『和紙の表情』 2012／07

越前和紙

紙
〉
に
、
日
本
に
渡
っ
て
〈
和
紙
〉
に
、

と
風
土
に
根
差
し
た
変
化
を
遂
げ
ま
し

た
。
本
場
の
中
国
の
紙
は
〈
唐
紙

か
ら
か
み

〉
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

国
家
機
密
だ
っ
た
紙
の
製
法
が
広
ま

っ
て
、
や
が
て
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
、
支
配
階
級
に
独
占
さ
れ

て
い
た
知
識
を
解
放
し
た
り
、
暮
ら
し

の
豊
か
さ
に
貢
献
し
ま
し
た
。

明
治
に
な
っ
て
近
代
的
な
印
刷
技
術

が
導
入
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
和
紙
は
洋

紙
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
需
要
が
減
少

し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
後
、
都
市
人
口
の
増
加
に
よ
る

住
宅
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
に
伴
っ
て
、
襖
や

障
子
と
い
っ
た
建
築
素
材
な
ど
に
新
た

な
需
要
を
求
め
な
が
ら
、
何
と
か
存
続

し
て
き
た
和
紙
産
地
。
し
か
し
、
そ
の

需
要
も
生
活
様
式
の
変
化
に
呼
応
し
て

激
減
し
、
全
国
各
地
の
和
紙
産
地
は
わ

ず
か
に
伝
統
工
芸
と
し
て
維
持
さ
れ
て

い
る
と
い
う
の
が
今
の
実
状
で
す
。

一
般
的
に
、
和
紙
は
使
っ
た
こ
と
の

な
い
〈
過
去
の
も
の
〉
と
認
識
さ
れ
つ

つ
あ
る
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

だ
か
ら
こ
そ
越
前
和
紙
の
産
地
〈
五ご

箇か

の
庄
〉（
旧
・
今
立
町
岡
本
地
区
の
大
滝
、
岩

本
、
不
老
〈
お
い
ず
〉、
新
在
家
、
定
友
）
に
行

く
と
、
誰
し
も
驚
き
を
覚
え
ま
す
。
往

年
の
生
産
量
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
と

嘆
息
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
は
生
業

と
し
て
の
和
紙
づ
く
り
が
脈
々
と
続
け

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

越
前
和
紙
の
息
使
い

越
前
に
頼
め
ば
、
何
か
で
き
る
。

そ
ん
な
、
面
白
い
和
紙
の
企
画
が
続
い
て
い
ま
す
。

近
代
的
な
印
刷
技
術
の
導
入
で
、

印
刷
効
率
に
優
れ
た
洋
紙
に
そ
の
座
を
譲
っ
て
久
し
い
和
紙
。

全
国
各
地
に
散
ら
ば
る
和
紙
産
地
の

危
機
的
状
況
が
さ
さ
や
か
れ
る
中
、

活
路
を
求
め
る
越
前
和
紙
の
元
気
の
理
由
を
探
り
ま
し
た
。

福井
白山

鯖江
武生

敦賀

日野山

九
頭
竜
川



越
前
が
産
地
と
し
て
頑
張
れ
る
の
は
、

何
と
言
っ
て
も
多
様
な
紙
漉
き
が
可
能

な
層
の
厚
さ
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、

冒
頭
の
「
越
前
に
頼
め
ば
、
何
か
で
き

る
」「
何
と
か
な
る
」
と
い
う
期
待
に

つ
な
が
る
の
で
す
。

和
紙
と
は
何
ぞ
や

そ
も
そ
も
、
和
紙
と
は
何
で
し
ょ
う
。

実
は
和
紙
に
は
、
厳
密
な
定
義
は
あ
り

ま
せ
ん
。

思
い
つ
く
ま
ま
に
挙
げ
て
み
る
と
、

・
日
本
伝
統
の
和
紙
原
料
〈
楮

こ
う
ぞ

〉〈
雁が

ん

皮ぴ

〉〈
三
椏

み
つ
ま
た

〉
を
使
っ
て
い
る
こ
と

・
原
料
が
国
産
で
あ
る
こ
と

・
紙
料
と
ネ
リ
（
ノ
リ
ウ
ツ
ギ
、
ト
ロ
ロ
ア
オ

イ
な
ど
か
ら
つ
く
ら
れ
る
粘
り
気
の
あ
る
物
質
。

繊
維
が
絡
み
合
わ
な
い
よ
う
に
分
散
さ
せ
る
効
果

と
、
長
時
間
水
中
に
浮
か
せ
る
効
果
が
あ
る
。
19

ペ
ー
ジ
の
写
真
参
照
）
以
外
に
添
加
物
を
加

え
な
い
こ
と

な
ど
、
材
料
を
限
定
す
る
定
義
。

・
手
漉
き
で
あ
る
こ
と

・
ネ
リ
を
利
用
し
た
流
し
漉
き

な
ど
、
製
法
を
限
定
す
る
定
義
。

・
植
物
繊
維
の
並
べ
方
（
絡
ま
せ
方
）

・
植
物
繊
維
の
長
さ

・
空
気
層
の
含
ま
れ
方

な
ど
、
仕
上
が
り
形
状
の
品
質
を
限
定

す
る
定
義
。

等
々
が
あ
り
、
挙
げ
て
い
く
と
切
り

が
あ
り
ま
せ
ん
。「
外
国
産
の
楮
を
使

っ
て
伝
統
的
な
手
法
で
紙
料
を
つ
く
り
、

手
で
漉
い
た
紙
」
は
和
紙
な
の
か
、
と

い
っ
た
よ
う
に
、
条
件
が
複
雑
に
絡
み

合
う
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
の
で
す
。

木
材
パ
ル
プ
を
紙
料
に
混
ぜ
て
機
械

で
ゆ
っ
く
り
漉
い
た
紙
は
、
仕
上
が
り

形
状
の
品
質
か
ら
見
た
ら
立
派
な
和
紙

で
す
が
、
認
め
な
い
と
い
う
立
場
も
あ

り
ま
す
。

し
か
し
、
越
前
が
産
地
と
し
て
残
っ

て
き
た
要
因
は
、
こ
の
幅
の
広
さ
に
あ

る
と
も
い
え
ま
す
。
決
め
つ
け
て
幅
を

狭
め
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
ニ
ー
ズ

に
幅
広
く
応
え
て
き
た
こ
と
が
、
越
前

が
産
地
と
し
て
の
魅
力
を
失
わ
な
か
っ

た
要
因
な
の
で
す
。

そ
の
層
の
厚
み
が
形
成
さ
れ
た
の
に

は
、
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
し
た
。

紙
座
の
特
権

越
前
和
紙
の
産
地
は
、
古
代
律
令
制

の
も
と
に
置
か
れ
た
今
立
郡

い
ま
だ
て
こ
お
り

九
郷
の
内
、

味
真
野

あ
じ
ま
の

郷
に
属
し
た
〈
五
箇
の
庄
〉
に

開
け
ま
し
た
。
国
府
が
置
か
れ
た
武
生

た
け
ふ

の
東
方
、
10
㎞
程
に
位
置
し
ま
す
。

１
３
３
６
年
（
延
元
元
）
室
町
幕
府
が

つ
く
ら
れ
る
と
、
足
利
高
経
が
越
前
守

護
と
な
り
ま
し
た
。
大
滝
に
勢
力
を
持

つ
土
豪
だ
っ
た
道
西
掃
部

ど
う
さ
い
か
も
ん

が
献
上
し
た

紙
が
非
常
に
良
質
で
、
高
経
は
こ
の
紙

を
〈
奉
書
〉
と
名
づ
け
る
よ
う
に
申
し

渡
し
た
と
い
い
ま
す
。

今
も
大
滝
町
に
あ
る
三
田
村
家
は
、

こ
の
道
西
掃
部
が
三
田
村
を
名
乗
り
、

9 越前和紙の息使い

湯の花

城ノ越

滝ヶ谷焼尾
狼谷

明ヶ滝

経ノ尾

萱場
星ヶ谷

千石谷

城ヶ谷

講堂

古谷

十善寺

岩清水

芦谷 日尻谷味間谷

杉尾

轟井

島

大平

八石

中印

余川

南小山

不老

岩本

定友

新在家

成願寺

神郷橋
（十王堂橋）

神明神社

不老神社

安楽寺

地蔵堂
神宮堂  

（虚空蔵菩薩）

法徳寺
円成寺

茶臼城跡

おがつら

文珠堂

中道
参道

十一面観音堂

紙の文化博物館

大観社碑

一の鳥居
三田村家
庭園

奥の院
ゼンマイ桜

大杉

ブナ林

大滝城跡

神宮川

岡本川

大滝神社
岡太神社

岩本神社

岡本神社

秋葉山

白山ふしおがみ

三昧の跡
（三界萬霊）

岩つぼ

独鈷の池

法華堂跡

お不動さん

お地蔵さん

湯の花の滝

大滝の滝

神宮川ダム

岡本ダム

越前和紙の里
五箇地域

日
野
川

浅
水
川

荒
谷
川

北
陸
自
動
車
道

穴
田
川

鯖
江
駅

武
生
駅

文
室
川

鞍
谷
川

鞍
谷
川

水
間
川

服部川

鯖江市

越前市

河和田川

月尾川

岡本川

神宮川

越前和紙の里
五箇地域

日野山

右上：国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル
25000)「福井」及び、国土交通省国土数値情報

「河川データ（平成19年）」より編集部で作図
左上：『神と紙 その郷・大滝』絵図、国土地理
院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「福井」及び、
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19
年）」より編集部で作図
上記2点：この地図の作成に当たっては、国土地
理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報
を使用した。（承認番号　平24情使、第253号）

一の鳥居の手前に据えられた巨石に
は、日本画家の横山大観が寄進した

「大瀧神社　岡太神社」の文字が刻ま
れている。地元の紙漉き職人、初代・
岩野平三郎の依頼を受けて、大観自ら
が揮毫したという。水が豊富な地域ら
しく、あちらこちらに暮らしと水のか
かわりが見える。



し
て
く
れ
た
と
い
う
か
、
押
印
し
て
い

な
い
紙
は
取
り
締
ま
る
よ
、
と
い
う
こ

と
な
ん
で
し
ょ
う
。
今
だ
っ
た
ら
、
独

占
禁
止
法
に
抵
触
す
る
よ
う
な
こ
と
を
、

時
の
権
力
者
が
し
て
い
た
ん
で
す
ね
」

確
か
に
独
占
権
を
行
使
し
て
い
た
わ

け
で
す
が
、
安
い
値
段
の
紙
が
流
通
し

て
値
崩
れ
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る

歯
止
め
に
も
な
っ
て
、
結
局
は
越
前
和

紙
の
品
質
を
保
持
す
る
こ
と
に
つ
な
が

り
ま
し
た
。

「
奉
書
紙
は
公
文
書
に
使
わ
れ
ま
し
た

か
ら
、
将
軍
家
は
い
わ
ば
一
番
の
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
。
歴
代
の
三
田
村
家
当
主
が

秀
忠
や
家
光
に
拝
謁
し
た
記
録
も
あ
り

ま
す
。
将
軍
が
変
わ
る
た
び
に
ご
挨
拶

に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
元
禄
の
初
め

ご
ろ
に
は
、
江
戸
店た

な

も
設
け
ま
し
た
。

幕
府
に
納
め
る
紙
は
、
今
も
蔵
に
保

管
し
て
あ
る
長
持
ち
に
入
れ
て
運
ん
だ

ん
で
す
が
、
将
軍
が
使
う
紙
は
別
。
特

別
の
輿
に
乗
せ
て
運
び
ま
し
た
。
道
中

も
、
決
し
て
地
面
に
置
い
た
り
せ
ず
、

宿
も
一
流
の
と
こ
ろ
に
泊
ま
ら
せ
て
床

の
間
に
安
置
し
た
と
い
い
ま
す
」

旅
や
江
戸
店
へ
の
出
張
に
は
、
携
帯

用
の
川
上
御
前
の
像
を
持
っ
て
い
っ
た

そ
う
で
す
。

ご
挨
拶
だ
け
で
は
な
く
、
三
田
村
家

の
仏
間
に
あ
る
大
き
な
仏
壇
に
は
、
家

康
と
結
城
秀
康
の
位
牌
が
あ
り
ま
す
。

歴
代
の
将
軍
や
福
井
藩
の
殿
様
、
奥
方

の
位
牌
も
あ
る
そ
う
で
す
が
、
置
き
き

れ
な
い
の
で
家
康
と
結
城
秀
康
以
外
の
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越前和紙

１
３
３
８
年
（
延
元
３
）
に
創
業
し
た
と

さ
れ
ま
す
。

三
田
村
家
文
書
に
よ
る
と
、
掃
部
は

高
経
の
跡
を
継
い
だ
斯
波

し

ば

氏
、
朝
倉
氏

か
ら
も
庇
護
を
受
け
、
朝
倉
氏
が
滅
び

た
あ
と
は
織
田
信
長
に
仕
え
て
製
紙
の

特
権
を
得
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
掃
部

は
紙
座
だ
け
で
な
く
、
大
瀧
寺
別
当
職

と
し
て
も
力
を
持
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

こ
れ
は
、
大
瀧
寺
が
紙
座
支
配
に
力
を

持
っ
て
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
で
も
あ
り

ま
す
。

掃
部
の
跡
を
継
い
だ
和
泉
は
江
戸
幕

府
直
参
の
地
位
に
あ
る
御
用
紙
工
と
な

り
ま
し
た
。
福
井
藩
初
代
藩
主
に
は
、

徳
川
幕
府
二
代
将
軍
秀
忠
の
兄
で
、
家

康
の
次
男
で
あ
る
結
城
秀
康
が
着
任
。

結
城
秀
康
は
御
紙
屋

お

か

み

や

制
度
を
設
置
し
、

庄
屋
や
長
百
姓
と
は
別
格
の
地
位
を
持

つ
特
権
家
格
を
五
箇
に
つ
く
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
三
田
村
家
も
そ
の
一
つ
と

な
り
ま
す
。
現
在
、
有
限
会
社
越
前
製

紙
工
場
の
代
表
で
あ
る
士
郎
さ
ん
は
39

代
目
。
そ
の
長
い
歴
史
を
語
っ
て
く
れ

ま
し
た
。

「
当
時
の
紙
座
は
紙
の
製
造
、
販
売
に

独
占
権
を
持
っ
て
、
い
わ
ば
窓
口
に
な

っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
当
家
に
は
、

そ
の
証
し
と
し
て
織
田
信
長
の
七
宝
の

印
、
豊
臣
秀
吉
の
桐
紋
の
印
、
徳
川
将

軍
家
の
印
が
残
っ
て
い
ま
す
。

信
長
た
ち
は
、
多
分
、
流
通
に
対
す

る
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
を
取
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
、
と
。
そ
の
代
わ
り
に
保
護

右は、〈紙の文化博
物館〉に収蔵されて
いる和紙。右端は、
王朝時代から伝承さ
れている装飾雁皮紙
で、上から打雲、落
水、飛雲。3代目岩
野平三郎さんが伝承
保持者だ（本文p14）。
手漉き奉書の包装紙
には川上御前をモチ
ーフにした印紙が貼
られている。
室町時代から続く三
田村家には、和歌が
詠まれた打雲の短冊
が残っている。39代
目当主の三田村士郎
さん。
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か
ら
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

紙
の
神
様
、
川
上
御
前
を
祀
っ
た
岡

太
神
社
・
大
瀧
寺
を
天
保
年
間
に
建
立

し
た
中
心
人
物
も
、
三
田
村
家
の
長
門

な
が
と

で
し
た
。
本
殿
と
拝
殿
の
彫
刻
に
は
中

国
の
故
事
に
由
来
す
る
題
材
が
選
ば
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
大
変
な
教
養
人

だ
っ
た
長
門
の
指
示
で
し
た
。
三
田
村

家
に
は
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
書
物
が
蔵

書
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

麻
紙

ま
し

の
復
元

越
前
に
は
い
ろ
い
ろ
な
職
人
さ
ん
が

い
ま
す
が
、
３
代
目
岩
野
平
三
郎
さ
ん

の
紙
漉
き
工
場
で
は
、
日
本
画
用
の
麻ま

紙し

を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
中
国
か
ら
紙

が
渡
っ
て
き
た
と
き
の
原
料
は
麻
。
そ

れ
が
日
本
で
は
雁
皮
、
楮
、
三
椏
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
麻
紙
の
製
法

は
長
い
間
途
絶
え
て
い
ま
し
た
。

平
三
郎
さ
ん
の
お
じ
い
さ
ん
（
初
代
）

は
、
大
正
末
期
に
東
洋
史
学
者
の
内
藤

湖
南
（
１
８
６
６
〜
１
９
３
４
年
）
か
ら
の

依
頼
を
受
け
て
、
中
国
伝
来
の
麻
の
繊

維
を
研
究
し
、
越
前
和
紙
に
よ
る
日
本

画
用
紙
〈
雲
肌

く
も
は
だ

麻
紙

ま

し

〉（
説
明
後
述
16
ペ
ー

ジ
）
を
発
明
し
ま
し
た
。

〈
雲
肌
麻
紙
〉
の
発
明
以
外
に
も
、
東

京
・
京
都
の
画
壇
と
交
流
し
な
が
ら
製

紙
研
究
を
続
け
た
り
、
１
９
２
５
年

（
大
正
14
）
、
横
山
大
観
に
よ
る
早
稲
田
大

学
図
書
館
の
壁
画
「
明
暗
」
の
た
め
に
、

当
時
世
界
最
大
と
い
わ
れ
た
５
４
０
０

位
牌
は
、
別
の
所
に
置
い
て
あ
る
そ
う

で
す
。

「
で
す
か
ら
、
こ
の
仏
壇
は
先
祖
の
仏

壇
と
は
別
な
ん
で
す
。
何
し
ろ
人
数
が

多
い
の
で
、
こ
の
方
々
の
命
日
が
１
月

か
ら
12
月
ま
で
ず
っ
と
続
く
ん
で
す
よ
。

う
ち
で
は
、
そ
の
度
ご
と
に
お
坊
さ
ん

を
呼
ん
で
お
経
を
上
げ
て
い
た
よ
う
で

す
」明

治
維
新
に
な
っ
た
と
き
は
、
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
で
あ
る
将
軍
も
大
名
も
失
業

し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
紙
代
が
払
っ
て

も
ら
え
ず
、
ず
い
ぶ
ん
踏
み
倒
さ
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
三
田
村
家
は
、
そ
れ

で
ガ
ク
ッ
と
体
力
を
消
耗
し
て
し
ま
っ

た
、
と
い
い
ま
す
。

「
紙
は
税
と
し
て
納
め
た
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
商
品
で
し
た
。
借
り
入
れ

を
し
て
材
料
を
仕
入
れ
て
紙
を
漉
き
、

売
っ
た
お
金
で
借
り
入
れ
金
を
返
済
す

る
、
と
い
う
の
は
、
現
代
と
同
じ
。
そ

の
資
金
繰
り
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
商

売
も
難
し
い
の
で
、
江
戸
時
代
で
も
良

い
と
き
と
悪
い
と
き
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
」明

治
に
な
っ
て
か
ら
も
３
ト
ン
ほ
ど

の
重
量
の
紙
を
出
荷
し
て
い
る
そ
う
で
、

三
田
村
さ
ん
は
記
録
を
読
ん
で
、「
ど

う
せ
、
ま
た
踏
み
倒
さ
れ
て
し
ま
う
の

に
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

徳
川
幕
府
へ
の
最
後
の
納
品
を
取
り
や

め
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
何
度
も
危
機

を
乗
り
越
え
て
き
た
紙
屋
衆
と
し
て
の

気
概
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
感
謝
の
念

上：携帯用の川上御前。右：葵のご紋
が入った輿に入れて、将軍家に和紙が
運ばれた。左上：織田信長、豊臣秀吉、
徳川家康など、お歴々の印を押すこと
で、和紙の流通は安堵された。左下：
黒々と書かれた〈お墨付き〉。安政三
年（西暦の1856年）の文字が見える。
下：三田村家の紙の製造と販売を庇護
した歴代の大名や将軍の位牌が、仏壇
に処狭しと並んでいる。
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越前和紙

㎜
四
方
の
岡
大
紙

お
か
だ
い
し

を
漉
く
な
ど
、
チ
ャ

レ
ン
ジ
精
神
に
富
ん
だ
人
で
し
た
。

代
々
紙
漉
き
を
し
て
い
た
家
柄
な
の

に
初
代
平
三
郎
を
名
乗
っ
た
の
に
は
、

こ
う
し
た
自
負
の
念
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
。
平
三
郎
の
紙
は
竹
内
栖
鳳

せ
い
ほ
う

や
横
山

大
観
と
い
っ
た
日
本
画
の
大
家
た
ち
に

愛
用
さ
れ
、
近
代
日
本
画
発
展
の
影
の

立
役
者
と
な
っ
た
と
も
評
さ
れ
て
い
ま

す
。
１
９
３
２
年
（
昭
和
７
）
に
設
立
さ

れ
た
越
前
製
紙
工
業
組
合
の
初
代
理
事

長
に
も
就
任
し
ま
し
た
。

お
父
さ
ん
の
２
代
目
平
三
郎
も
、
法

隆
寺
金
堂
壁
画
復
元
の
た
め
の
壁
画
紙
、

薬
師
寺
復
興
写
経
紙
を
製
作
し
て
い
ま

す
。

「
大
判
の
紙
、
と
一
言
で
言
い
ま
す
が
、

漉
く
た
め
の
簀す

も
乾
か
す
た
め
の
道
具

も
、
工
夫
し
て
考
え
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
紙
漉
き
で
は
紙
料
が
入
っ
た
漉

き
舟
に
簀
を
入
れ
て
、
原
料
の
繊
維
を

掬す
く

う
わ
け
で
す
が
、
大
き
な
簀
は
動
か

す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
固
定
し

た
簀
に
紙
料
を
流
す
方
法
で
漉
き
ま
し

た
。
漉
い
た
紙
を
乾
か
す
の
に
、
祖
父

は
漆
喰
で
か
ま
ぼ
こ
型
の
小
山
を
つ
く

り
、
そ
れ
に
貼
っ
て
乾
か
し
て
い
ま
す
。

中
で
薪
が
焚
け
る
よ
う
に
し
て
、
韓
国

の
オ
ン
ド
ル
の
よ
う
に
し
て
乾
か
し
た

と
い
い
ま
す
。

早
稲
田
大
学
壁
画
用
紙
と
し
て
、
10

枚
ぐ
ら
い
は
漉
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
内
の
２
枚
は
、
ド
イ
ツ
の
グ
ー
テ
ン

ベ
ル
ク
博
物
館
に
い
っ
て
い
ま
す
。
大



13 越前和紙の息使い

倉
財
閥
の
２
代
目
で
男
爵
の
大
倉
喜
七

郎
（
１
８
８
２
〜
１
９
６
３
年
）
が
資
金
を

出
し
た
そ
う
で
す
。
最
後
に
１
枚
残
っ

て
い
た
の
を
、
戦
後
に
な
っ
て
永
平
寺

に
納
め
て
い
ま
す
。

も
の
す
ご
く
手
間
が
か
か
っ
て
、
と

て
も
割
に
合
う
仕
事
で
は
な
い
で
す
が
、

用
途
に
あ
っ
た
紙
を
つ
く
る
、
と
い
う

越
前
和
紙
職
人
の
プ
ラ
イ
ド
を
か
け
て

や
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」

平
三
郎
さ
ん
自
身
も
、
１
９
８
２
年

（
昭
和
57
）
桂
離
宮
の
「
昭
和
の
大
修
理
」

に
使
わ
れ
た
越
前
和
紙
を
漉
き
あ
げ
、

吉
田
五
十
八
記
念
芸
術
振
興
財
団
特
別

賞
を
受
賞
。
平
山
郁
夫
に
よ
る
薬
師
寺

玄
奘
三
蔵
院
伽
藍
の
〈
大
唐
西
域

だ
い
と
う
せ
い
い
き

壁
画
〉、

東
山
魁
夷
に
よ
る
奈
良
唐
招
提
寺
御
影

堂
の
障
壁
画
群
な
ど
の
用
紙
を
漉
き
ま

し
た
。

「
平
山
郁
夫
さ
ん
の
〈
大
唐
西
域
壁
画
〉

の
用
紙
を
漉
く
と
き
は
、
２
年
間
か
け

て
道
具
類
、
工
房
を
整
え
ま
し
た
。
２

７
０
０
㎜
×
３
８
０
０
㎜
の
大
き
さ
の

雲
肌
麻
紙
50
枚
を
漉
き
上
げ
、
１
９
８

３
年
（
昭
和
58
）
に
納
め
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
普
通
の
手
漉
き
と
同
じ
工
程
で
漉

き
ま
し
た
。

紙
を
漉
い
た
ら
乾
か
す
た
め
の
板
が

必
要
な
ん
で
す
。
木
目
の
な
い
銀
杏
の

板
が
最
適
で
、
そ
れ
を
そ
ろ
え
る
の
に

大
変
な
時
間
が
か
か
っ
た
わ
け
で
す
」

平
三
郎
さ
ん
は
ま
た
、
平
安
時
代
か

ら
伝
わ
る
越
前
和
紙
古
来
の
紙
漉
き
模

様
で
あ
る
〈
打
雲
〉〈
飛
雲
〉〈
落
水
〉

3代目岩野平三郎さんの岩野平三郎製紙所は、50人規模で
紙漉きでは日本一の専門工場。この日は970×1880mmの
中判紙を漉いていた。使う紙料の量もネリの量も半端では
なく、専任の担当者が材料が切れて作業が途切れたりしな
いように、気を配りながら働いていた。よそから来た若い
人の姿も見られ、紙漉きの魅力を新たに感じる人も増えて
いるように思う。容器いっぱいの材料も「作業が進めば、
徐々に減るんですよ」とのこと。冷たい水に手を浸けてチ
リを取る作業は根気のいる仕事だが、女性たちは忍耐強く
黙々と作業にあたっていた。取り除いたチリで器をつくる
のも、ご愛嬌。
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越前和紙

の
技
術
を
継
承
し
て
い
ま
す
（
10
ペ
ー
ジ

の
写
真
参
照
）
。〈
打
雲
〉
は
、
雲
が
た
な

び
く
よ
う
な
模
様
を
漉
き
込
ん
だ
料
紙

で
、
裏
打
ち
し
て
短
冊
状
に
し
て
和
歌

を
詠
む
の
に
も
使
わ
れ
ま
す
。
　

Ｍ
Ｏ
紙

五
箇
に
あ
る
の
は
和
紙
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
品
質
を
世
界
に
認
め

ら
れ
た
水
彩
画
用
紙
〈
Ｍ
Ｏ
紙
〉
の
故

郷
で
も
あ
る
の
で
す
。

絵
画
を
趣
味
に
し
て
い
る
人
な
ら
Ｍ

Ｏ
紙
と
い
う
名
前
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
な
ん
と
沖

茂
八
さ
ん
と
い
う
人
の
頭
文
字
で
、
れ

っ
き
と
し
た
日
本
製
。
今
は
、
茂
八
さ

ん
の
お
孫
さ
ん
で
あ
る
桂け

い

司じ

さ
ん
が
つ

く
っ
て
い
ま
す
。

水
彩
画
用
紙
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸

入
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
に
な
る

と
徐
々
に
戦
時
色
が
強
く
な
り
、
外
国

か
ら
の
品
物
が
入
っ
て
き
に
く
い
状
態

に
な
り
ま
し
た
。

沖
さ
ん
の
家
で
は
、
代
々
、
越
前
奉

書
を
漉
い
て
い
た
の
で
す
が
、
洋
画
家

の
石
井
柏
亭
さ
ん
か
ら
「
何
と
か
、
日

本
で
水
彩
画
用
紙
を
漉
け
な
い
も
の

か
」
と
言
わ
れ
、
茂
八
さ
ん
が
開
発
を

始
め
た
の
で
す
。

当
時
、
水
彩
画
用
紙
の
主
流
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
ワ
ッ
ト
マ
ン
社
製
。
茂
八
さ

ん
は
入
手
が
難
し
か
っ
た
ワ
ッ
ト
マ
ン

紙
を
大
阪
・
中
之
島
の
吉
村
商
店



（
現
・
ホ
ル
ベ
イ
ン
画
材
株
式
会
社
）
か
ら
取
り

寄
せ
て
研
究
を
始
め
ま
し
た
。

「
石
井
柏
亭
先
生
ご
自
身
は
洋
画
家
で

す
が
、
お
父
さ
ん
が
日
本
画
家
。
そ
う

い
う
関
係
で
越
前
と
も
関
係
が
あ
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
う
ち
の
じ
い
ち
ゃ

ん
は
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
り
者
だ
っ
た
ん

で
す
。
こ
の
ま
ま
越
前
奉
書
を
漉
い
て

い
て
も
、
と
思
っ
た
ら
し
く
、
何
か
新

し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
し

た
ん
で
す
ね
」

洋
紙
と
い
っ
て
も
ワ
ッ
ト
マ
ン
紙
は

手
漉
き
で
し
た
か
ら
、
越
前
奉
書
と
製

法
が
か
け
離
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
材
料
に
は

繊
維
の
長
い
コ
ッ
ト
ン
が
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

「
中
国
か
ら
紙
が
伝
わ
っ
た
と
き
に
は
、

溜
め
漉
き
と
い
っ
て
、
ネ
リ
を
入
れ
な

い
で
漉
い
て
い
ま
し
た
。
Ｍ
Ｏ
紙
は
、

そ
の
や
り
方
に
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
材
料
に
は
コ
ッ
ト
ン
以
外
に
も
紙

の
伝
統
的
原
料
で
あ
る
麻
を
使
い
ま
し

た
。
麻
と
い
う
の
は
長
さ
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
繊
維
が
丈
夫
。
繊
維
同
士
が
絡

み
や
す
い
と
い
う
性
質
が
あ
り
ま
す
。

余
談
で
す
が
、
越
前
で
は
絡
ん
だ
繊

維
を
〈
二
人
連
れ
〉
と
呼
び
、
ダ
マ
が

で
き
る
の
で
紙
漉
き
職
人
に
嫌
わ
れ
て

い
る
ん
で
す
よ
」

「
コ
ッ
ト
ン
と
麻
を
使
う
の
は
、
光
沢

の
な
い
紙
を
漉
く
た
め
で
す
。

和
紙
に
使
わ
れ
る
三
椏
は
、
自
身
が

と
ろ
み
を
持
っ
て
い
て
絡
み
に
く
い
。

15 越前和紙の息使い

大きな紙は二人で漉く。息
の合った動作が求められ、
なかなかに難しい。冬は厳
しい寒さの中、バケツに入
れたお湯の中で、合間、合
間に手を温めながら仕事を
進める。漉き上げた紙は簀
から外して重ねておくが、
引っつかないように間に布
を入れていくから、布もた
くさん必要になる。
漉いたらおしまい、という
わけにはならず、平滑な板
に張って乾燥させる。紙が
大きくなると板も大きくな
るから、結構な力仕事。そ
れで乾燥は男衆の仕事にな
る。貼るのも剥がすのも、
二人一組で呼吸を合わせて
行なっていた。
どの作業も無駄のない動き
で、ときどきに合った道具
が使われていた。一連の舞
いを見るようだ。



す
べ
て
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
つ
く
ら
れ

て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
現
在
、
原
料

に
は
麻
と
コ
ッ
ト
ン
の
ほ
か
に
針
葉
樹

パ
ル
プ
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

「
最
初
か
ら
Ｍ
Ｏ
紙
と
い
う
名
前
だ
っ

た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
石
井
柏
亭
先

生
と
東
京
高
等
師
範
学
校
の
板
倉
賛
治

教
授
に
お
墨
付
き
を
い
た
だ
い
た
あ
と

に
、
石
井
先
生
に
命
名
を
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
、
沖
茂
八
の
頭
文
字
を
使
い
な

さ
い
、
と
い
っ
て
ロ
ゴ
も
書
い
て
く
だ

さ
っ
た
ん
で
す
」

１
９
３
５
年
（
昭
和
10
）
、
最
初
に
完

成
し
た
の
が
、
中
判
の
ド
ー
サ
引
き

（
説
明
は
６
ペ
ー
ジ
を
参
照
）
の
紙
で
し
た
。

ド
ー
サ
引
き
と
い
う
の
は
滲
み
を
防
ぐ

方
法
で
、
紙
の
表
面
に
膠

に
か
わ

を
塗
る
の
で

す
が
、
膠
の
定
着
剤
と
し
て
硫
酸
バ
ン

ド
と
い
う
薬
品
が
使
わ
れ
ま
す
。
紙
は

呼
吸
し
て
い
ま
す
か
ら
長
年
経
つ
と
硫

酸
バ
ン
ド
に
よ
っ
て
酸
化
し
て
、
せ
っ

か
く
描
い
た
絵
が
色
あ
せ
し
て
し
ま
う

の
で
す
。

し
か
し
、
膠
を
紙
の
原
料
に
混
ぜ
れ

ば
、
硫
酸
バ
ン
ド
が
不
要
に
な
っ
て
紙

を
中
性
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ

れ
で
１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）
に
ド
ー
サ

引
き
を
や
め
て
、
膠
を
紙
の
原
料
に
混

ぜ
る
方
式
に
変
え
ま
し
た
。

翌
年
に
は
中
西
利
雄
さ
ん
（
東
京
芸
術

大
学
の
前
身
で
あ
る
東
京
美
術
学
校
で
、
藤
島
武

二
師
範
の
門
下
生
）
の
指
導
の
下
、〈
吸
い

込
み
〉
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
中
西
利

雄
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
経
験
か
ら
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繊
維
も
大
人
し
く
、
光
沢
の
あ
る
紙
に

漉
き
上
が
り
ま
す
。
逆
に
楮
は
荒
々
し

く
て
、
顕
微
鏡
で
見
る
と
さ
さ
く
れ
立

っ
て
い
る
。
そ
の
さ
さ
く
れ
に
ほ
か
の

繊
維
が
引
っ
掛
か
る
ん
で
す
ね
。
撹
拌

す
る
と
、
余
計
絡
み
合
い
や
す
く
な
り

ま
す
。
そ
れ
を
ほ
ぐ
す
の
が
薙
刀

な
ぎ
な
た

ビ
ー

タ
ー
と
い
う
機
械
で
す
が
、
こ
れ
も
一

定
時
間
以
上
か
け
る
と
逆
に
絡
み
を
つ

く
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

楮
を
長
所
で
見
る
と
、
発
色
が
良
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
繊
維
自
体
が
光
沢

を
持
ち
ま
す
が
、
一
定
方
向
に
そ
ろ
え

る
と
比
較
的
光
沢
が
な
い
紙
に
な
り
ま

す
。
ネ
リ
を
使
っ
て
流
し
漉
き
で
さ
っ

と
漉
け
ば
、
繊
維
が
そ
ろ
っ
て
光
沢
の

な
い
紙
に
な
る
ん
で
す
が
、
溜
め
漉
き

で
や
る
と
繊
維
が
そ
ろ
い
ま
せ
ん
か
ら
、

光
を
乱
反
射
し
て
光
沢
の
あ
る
紙
に
仕

上
が
り
ま
す
。

そ
の
光
を
〈
雲
肌
〉
と
呼
び
、
溜
め

漉
き
と
流
し
漉
き
と
で
は
、
そ
の
雲
の

大
き
さ
が
違
っ
て
く
る
ん
で
す
。

溜
め
漉
き
で
は
ど
う
し
て
も
光
沢
が

出
る
の
で
、
絵
の
邪
魔
を
し
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
ぼ
そ
っ
と
し
て
光
沢
が
な
い

コ
ッ
ト
ン
と
麻
を
使
っ
て
紙
を
漉
く
ん

で
す
」

沖
さ
ん
は
、
流
し
漉
き
と
溜
め
漉
き

は
、
別
々
に
育
っ
た
双
子
み
た
い
、
と

い
い
ま
す
。
同
じ
遺
伝
子
を
持
っ
て
い

る
け
れ
ど
、
少
し
ず
つ
個
性
が
違
っ
て

い
る
の
で
す
。
Ｍ
Ｏ
紙
は
、
厚
さ
や
プ

レ
ス
の
加
減
、
表
面
の
仕
上
が
り
な
ど
、

上右：MOは沖茂八さんの頭文
字。石井柏亭さんの命名で、ロ
ゴマークも描いてもらった。N
は滲む性質の〈吸い込み〉を求
めた中西利雄さんの頭文字。上
中央：上から〈ドーサ引き〉と

〈吸い込み〉と書道半紙の発色
と滲み具合。左：沖さんが漉く
MO紙は、溜め漉き。繊維を一
定方向に並べるのではないか
ら、簀を揺することはしない。
水を切って重ねて置いたら、上
から力をかけて水を絞る。空気
が入って膨らんだ箇所は、チュ
ーブを吸って膨らみを消す。右
下：茂八さんの開発したMO紙
を継承する孫の桂司さんと奥さ
んの和美さん。
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吸
い
込
み
の
強
い
Ｍ
Ｏ
紙
を
要
望
し
ま

し
た
。
完
成
時
に
は
滲
ま
な
い
紙
と
区

別
す
る
た
め
に
、
中
西
利
雄
さ
ん
の
Ｎ

の
字
を
漉
き
込
ん
で
い
ま
す
。

「
紙
漉
き
と
い
う
と
、
み
な
さ
ん
一
日

中
漉
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
材
料
を
つ
く
る
の
に
も
の

す
ご
く
時
間
が
か
か
る
ん
で
す
。
繊
維

を
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
の
に
ア
ル
カ
リ
性

の
液
で
煮
熟
し
、
晒
し
て
、
洗
い
流
す
。

そ
の
工
程
で
、
も
の
す
ご
く
水
を
使
い

ま
す
。
そ
の
あ
と
、
麻
と
コ
ッ
ト
ン
は

繊
維
が
長
い
の
で
カ
ッ
ト
し
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
漉
く
作
業
は
全

体
の
ご
く
一
部
な
ん
で
す
」

漉
い
た
紙
の
乾
燥
に
も
時
間
が
か
か

り
ま
す
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
も
あ
り

ま
す
。
乾
か
し
た
と
き
に
表
面
が
デ
コ

ボ
コ
に
な
る
の
を
「
ガ
ワ
に
な
る
」
と

い
う
そ
う
で
す
が
、
そ
う
な
っ
て
は
商

品
と
し
て
の
価
値
が
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
紙
漉
き
の
仕
事
は
一
家

総
出
で
行
な
う
、
ま
さ
に
生
業
と
し
て

長
ら
く
続
い
て
き
ま
し
た
。
五
箇
の
女

性
が
働
き
者
な
の
は
、
そ
う
で
な
い
と

生
業
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

他
に
は
見
ら
れ
な
い
発
色
の
良
さ
で
、

根
強
い
フ
ァ
ン
に
支
持
さ
れ
て
い
る
Ｍ

Ｏ
紙
。
沖
さ
ん
も
、
奥
さ
ん
と
の
二
人

三
脚
で
フ
ァ
ン
の
期
待
に
応
え
続
け
て

い
ま
す
。

人
間
国
宝
　
岩
野
市
兵
衛
さ
ん

９
代
目
岩
野
市
兵
衛
さ
ん
が
漉
く
の

は
、〈
生
漉

き

ず

き
奉
書
〉。
楮
１
０
０
％
の

「
こ
れ
ぞ
和
紙
」
と
い
う
逸
品
で
す
。

市
兵
衛
さ
ん
の
お
父
さ
ん
（
８
代
目
岩

野
市
兵
衛
）
は
、
１
９
６
８
年
（
昭
和
43
）

に
和
紙
の
世
界
で
初
の
人
間
国
宝
（
重

要
無
形
文
化
財
保
持
者
）
に
認
定
さ
れ
ま
し

た
。
市
兵
衛
さ
ん
自
身
も
２
０
０
０
年

（
平
成
12
）
に
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

お
父
さ
ん
が
人
間
国
宝
に
認
定
さ
れ

た
と
き
、
埼
玉
県
の
工
業
試
験
所
が
水

の
検
査
に
来
た
そ
う
で
す
。
市
兵
衛
さ

ん
の
家
の
水
は
、
中
性
の
軟
水
。
白
い

紙
が
漉
け
る
の
も
、
こ
の
水
の
お
蔭
、

と
市
兵
衛
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
楮
１
０
０
％
の
紙
を
漉
い
て
い
る
人

は
全
国
に
い
ま
す
が
、
私
の
紙
は
誰
の

紙
よ
り
白
い
。
そ
れ
は
私
の
腕
が
良
い

の
で
は
な
く
、
水
の
お
蔭
で
す
。
他
の

産
地
を
悪
く
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
越
前
の
水
で
な
け
れ
ば
こ
ん
な

に
白
く
は
漉
け
な
い
ん
で
す
」

原
料
に
使
う
楮
は
、
茨
城
県
で
栽
培

し
て
い
る
那
須
楮
。

「
那
須
楮
を
煮
熟
と
い
っ
て
釜
で
煮
る

ん
で
す
が
、
水
だ
け
で
煮
て
も
繊
維
が

ほ
ぐ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
薬
品
と
し
て

は
一
番
弱
い
ソ
ー
ダ
灰
を
使
っ
て
い
ま

す
。
乾
燥
し
た
材
料
に
対
し
て
12
％
の

ソ
ー
ダ
灰
を
入
れ
ま
す
。
薬
品
は
な
る

さまざまな芸術家によって素晴
らしい作品に生まれ変わった紙
に囲まれた、人間国宝の岩野市
兵衛さん。良いところに嫁入り
した娘を見るように、充足感に
包まれるひとときだ。日々、肉
体労働をこなす市兵衛さんの身
体と心は、いつまでも若々しい。
左下は、紙の原料となる雁皮、
麻、楮、三椏。



べ
く
少
な
く
抑
え
た
い
の
で
４
時
間
近

く
焚
い
て
、
火
を
止
め
て
か
ら
１
時
間

40
分
置
い
て
蒸
ら
し
ま
す
」

こ
の
あ
と
水
で
洗
っ
て
、
丁
寧
に
チ

リ
を
取
り
ま
す
。
市
兵
衛
さ
ん
の
と
こ

ろ
で
は
奥
さ
ん
と
息
子
さ
ん
と
の
三
人

で
材
料
を
つ
く
っ
て
、
今
は
、
紙
を
漉

く
の
は
週
の
内
２
日
だ
そ
う
で
す
。

和
紙
を
藍
染
め
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
ソ
ー
ダ
灰
で
あ
っ
て
も
ア
ル
カ

リ
に
傾
き
ま
す
か
ら
藍
が
う
ま
く
染
ま

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
昔
な
が
ら
に
植
物

で
灰
を
つ
く
っ
て
使
う
そ
う
で
す
。

「
そ
れ
な
ら
い
つ
も
灰
で
や
れ
ば
い
い

じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
普
通
の
木
灰
で
や
っ
た
ら

重
量
の
７
割
も
の
木
灰
が
必
要
に
な
り

ま
す
（
ア
ク
の
強
い
ヨ
モ
ギ
な
ど
な
ら
６
割
）
。

こ
れ
を
準
備
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
な

ん
で
す
」

煮
熟
、
チ
リ
取
リ
が
終
わ
っ
た
楮
を

叩
い
て
ほ
ぐ
し
ま
す
。
昔
は
、
欅

け
や
き

の
板

に
載
せ
た
楮
を
樫
の
棒
で
叩
き
ま
し
た

が
、
そ
の
う
ち
薙
刀

な
ぎ
な
た

ビ
ー
タ
ー
と
い
う

機
械
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

薙
刀
ビ
ー
タ
ー
が
出
た
と
き
に
は
、

「
こ
れ
は
便
利
な
も
の
が
で
き
た
」
と

市
兵
衛
さ
ん
も
喜
ん
だ
そ
う
で
す
が
、

使
っ
て
み
る
と
「
こ
れ
は
う
ち
の
紙
じ

ゃ
な
い
」
と
納
得
の
い
か
な
い
仕
上
が

り
で
し
た
。

そ
れ
で
試
行
錯
誤
の
結
果
、
手
打
叩こ

う

解か
い

と
餅
つ
き
機
状
の
道
具
と
薙
刀
ビ
ー

タ
ー
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
納
得

の
い
く
紙
を
漉
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

「
手
打
だ
け
で
や
っ
て
い
る
と
き
は
、

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
４
個
分
ほ
ど
の
楮
を
叩

く
の
に
、
２
時
間
か
か
っ
た
。
親
爺
は

う
ま
か
っ
た
か
ら
１
時
間
半
で
仕
上
げ

ま
し
た
が
、
私
は
２
時
間
か
か
り
ま
し

た
。よ

く
『
市
兵
衛
さ
ん
は
、
な
ん
で
そ

ん
な
に
叩
く
こ
と
に
こ
だ
わ
る
の
か
』

と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
叩
か
な
い

と
良
い
紙
が
漉
け
な
い
こ
と
を
経
験
か

ら
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が

顕
微
鏡
で
観
察
す
る
と
、
叩
い
た
繊
維

は
ふ
っ
く
ら
と
膨
ら
み
、
そ
う
で
な
い

繊
維
と
明
ら
か
に
違
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。
絵
の
具
は
、
膨
ら
ん
で
い
る
と
こ

ろ
に
入
り
や
す
い
。
そ
れ
で
発
色
が
違

っ
て
く
る
ん
で
し
ょ
う
」

市
兵
衛
さ
ん
の
紙
は
95
％
以
上
、
木

版
画
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
普
通
の
浮

世
絵
だ
っ
た
ら
、
せ
い
ぜ
い
30
版
ほ
ど

で
す
か
ら
バ
レ
ン
で
こ
す
っ
て
摺
る
と

い
っ
て
も
30
回
。
し
か
し
、
平
山
郁
夫

さ
ん
の
絵
を
木
版
画
に
し
よ
う
と
し
た

ら
３
０
０
回
も
版
を
重
ね
な
く
て
は
な

ら
な
い
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
と
き
は
、

よ
ほ
ど
強
く
し
な
や
か
な
紙
で
な
い
と

作
品
が
仕
上
が
り
ま
せ
ん
。

「
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
が
、
１
０
０

分
の
33
㎜
の
厚
み
を
持
っ
た
紙
で
す
。

３
０
０
回
摺
っ
て
も
破
け
な
い
だ
け
で

は
な
く
、
３
０
０
回
目
の
版
の
絵
の
具

を
吸
っ
て
、
摺
り
の
効
果
を
出
せ
る
紙

18水の文化41『和紙の表情』 2012／07
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で
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
」

煮
熟
に
よ
っ
て
繊
維
は
ほ
ぐ
れ
て
い

ま
す
が
、
で
ん
ぷ
ん
質
が
た
く
さ
ん
含

ま
れ
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
紙
漉
き
を
し

て
も
品
質
に
は
問
題
な
い
け
れ
ど
、
長

期
保
存
に
は
向
か
な
い
、
と
市
兵
衛
さ

ん
。

「
で
ん
ぷ
ん
質
で
す
か
ら
、
虫
が
喰
っ

た
り
し
て
劣
化
が
進
み
ま
す
。
そ
れ
で

う
ち
で
は
、
そ
の
で
ん
ぷ
ん
質
を
す
っ

か
り
洗
い
流
し
て
い
ま
す
。
豆
腐
づ
く

り
に
使
う
木
綿
布
よ
り
、
少
し
粗
目
の

布
で
材
料
を
包
ん
で
、
水
に
晒
し
な
が

ら
す
っ
か
り
流
し
て
し
ま
う
。
そ
の
と

き
に
も
、
も
の
す
ご
く
水
が
必
要
に
な

り
ま
す
」

市
兵
衛
さ
ん
の
紙
は
、
あ
と
あ
と
の

こ
と
ま
で
考
え
て
こ
ん
な
工
程
を
経
て

い
る
の
で
、
歩
留
ま
り
が
と
て
も
低
く

な
る
そ
う
で
す
。

「
う
ち
の
親
爺
は
『
歩
留
ま
り
は
42
〜

43
％
』
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
10
㎏
の

原
料
で
4.2
〜
4.3
㎏
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
聞
い
た
と
き
に
は
、
本
当
か
な
、

と
思
い
ま
し
た
け
ど
、
自
分
で
や
っ
て

み
た
ら
や
っ
ぱ
り
同
じ
で
し
た
。

原
料
の
質
に
も
よ
る
の
で
す
。
以
前

は
茨
城
県
の
那
須
楮
で
は
な
く
、
石
川

県
の
加
賀
楮
を
使
っ
て
い
て
、
歩
留
ま

り
60
％
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
繊
維
が

長
く
光
沢
が
あ
る
楮
で
す
。
私
は
、
そ

れ
さ
え
あ
れ
ば
日
本
一
の
紙
が
漉
け
る

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
今
は
残
念

な
が
ら
つ
く
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

昔
は
今
の
九
頭
竜
ダ
ム
の
辺
り
で
、

穴あ
な

馬ま

楮
と
か
内
紙

う
ち
が
み

楮
と
か
い
う
、
良
質

の
楮
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
。
そ

れ
が
な
く
な
っ
た
た
め
に
加
賀
楮
を
使

っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
も
１
９
６

０
年
（
昭
和
35
）
ご
ろ
に
な
く
な
っ
て
、

今
は
那
須
楮
を
使
っ
て
い
ま
す
」

市
兵
衛
さ
ん
の
お
母
さ
ん
は
「
紙
漉

き
は
何
年
経
っ
て
も
一
年
生
」
と
言
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。
１
９
３
３
年
（
昭

和
８
）
生
ま
れ
で
今
年
79
歳
に
な
る
市

兵
衛
さ
ん
も
、「
こ
の
年
に
な
っ
て
、

そ
の
言
葉
の
意
味
を
思
い
知
っ
て
い
ま

す
」
と
言
い
ま
す
。

特
に
手
漉
き
で
厚
さ
を
漉
き
分
け
る

の
は
、
と
て
も
難
し
く
、

「
１
０
０
分
の
10
㎜
か
ら
１
０
０
分
の

33
㎜
ま
で
の
オ
ー
ダ
ー
が
あ
る
の
で
す
。

マ
イ
ク
ロ
メ
ー
タ
ー
で
測
れ
ば
す
ぐ
に

数
値
が
出
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
に
漉
き

そ
ろ
え
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
仕
事

で
す
。
薄
い
紙
か
ら
厚
い
紙
に
移
る
と

き
、
あ
ま
り
に
厚
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

不
安
に
な
っ
て
控
え
め
に
す
る
と
、
や

っ
ぱ
り
薄
過
ぎ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、

自
分
に
自
信
を
持
っ
て
、
思
い
き
っ
て

や
る
こ
と
で
す
ね
」
と
の
こ
と
。

い
よ
い
よ
漉
く
と
き
に
は
、
紙
料
に

ネ
リ
を
い
れ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
職

人
さ
ん
が
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
を
使
う
中
、

市
兵
衛
さ
ん
は
北
海
道
の
ノ
リ
ウ
ツ
ギ

を
使
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
値
段
で

い
う
と
９
倍
も
す
る
ノ
リ
ウ
ツ
ギ
を
使

う
の
は
、
と
ろ
み
の
性
質
に
惚
れ
込
ん

和紙づくりの作業は、ほとんどが材料づくり。煮て、チリを取
って、叩きほぐして、晒して、という工程に時間の大半を費や
す。手で叩いていたときは2時間かかっていたものを、近代兵
器ともいうべき薙刀ビーターと組み合わせて、効果をうまく引
き出している。「全部を薙刀ビーターでやったんでは良い紙に
ならない」と、手打叩解の手間を惜しまない。独自に開発した
餅つき機状の機械は、手で叩くのと同様の働きをしてくれるそ
うだ。上は、生漉き奉書の原料である楮。左と下は、ネリをつ
くるノリウツギ。息子の順市さんが井戸端でノリウツギを叩い
て粘りを出していた。
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で
い
る
か
ら
。

「
う
ち
で
は
両
方
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て
使

っ
て
い
ま
す
。
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
だ
け
の

場
合
は
ブ
リ
ン
ブ
リ
ン
の
と
ろ
み
が
で

き
ま
す
が
、
ノ
リ
ウ
ツ
ギ
の
と
ろ
み
は

薄
い
ん
だ
け
れ
ど
艶
と
い
う
か
何
と
も

言
え
な
い
良
さ
が
あ
る
ん
で
す
」

乾
燥
す
る
と
き
は
銀
杏
の
板
に
貼
っ

て
、
室む

ろ

で
ゆ
っ
く
り
乾
か
し
ま
す
。

「
室
の
温
度
は
42
〜
43
℃
。
も
っ
と
高

温
に
す
れ
ば
早
く
乾
く
と
言
う
人
も
い

ま
す
が
、
高
温
に
す
る
と
90
％
ほ
ど
乾

い
た
と
こ
ろ
で
板
か
ら
紙
が
剥
が
れ
て

し
ま
う
。
ゆ
っ
く
り
や
り
さ
え
す
れ
ば

失
敗
が
な
い
ん
で
す
。

息
子
が
跡
を
継
い
で
い
ま
す
が
、
た

ま
に
『
こ
ん
な
手
間
を
か
け
て
儲
か
る

ん
か
な
あ
』
と
言
い
ま
す
が
、
親
父
が

私
に
言
っ
た
の
は
、『
人
の
紙
を
見
る

な
よ
』
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
親
父
は

私
が
弱
い
人
間
だ
と
知
っ
て
い
た
の
で
、

安
易
な
方
向
に
流
れ
る
の
を
嫌
っ
て
、

愚
直
に
紙
を
漉
け
、
と
い
う
意
味
で
そ

う
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
儲

け
よ
う
と
し
て
急
い
で
は
ダ
メ
。
そ
の

こ
だ
わ
り
が
認
め
ら
れ
て
、
親
爺
も
私

も
人
間
国
宝
に
し
て
い
た
だ
い
た
、
と

思
っ
て
い
ま
す
」

市
兵
衛
さ
ん
の
所
に
は
、「
市
兵
衛

さ
ん
の
紙
が
な
く
な
っ
た
ら
、
自
分
は

創
作
が
で
き
な
い
」
と
、
た
く
さ
ん
の

画
家
や
版
画
家
か
ら
熱
い
エ
ー
ル
が
送

ら
れ
て
き
ま
す
。
市
兵
衛
さ
ん
と
息
子

の
順
市
さ
ん
が
、
営
々
と
同
じ
紙
を
漉

き
続
け
る
た
め
に
、
楮
や
簀
を
つ
く
る

人
が
変
わ
ら
ず
に
仕
事
を
続
け
て
く
れ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

機
械
漉
き
の
和
紙

機
械
漉
き
の
和
紙
は
、
経
済
成
長
の

波
に
乗
り
１
９
５
７
年
（
昭
和
32
）
ご
ろ

か
ら
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

和
紙
は
簀
で
紙
料
を
す
く
い
上
げ
て
、

紙
料
に
含
ま
れ
る
植
物
繊
維
を
並
べ
、

水
が
切
れ
る
の
を
待
つ
と
い
う
工
程
で

つ
く
ら
れ
ま
す
。
厚
く
し
よ
う
と
思
っ

て
ゆ
っ
く
り
漉
く
と
、
簀
の
目
が
詰
ま

り
ま
す
か
ら
、
水
切
り
に
か
か
る
時
間

は
加
速
度
的
に
長
く
な
り
ま
す
。
機
械

漉
き
和
紙
は
、
手
で
漉
く
の
と
同
じ
こ

の
原
理
を
機
械
で
や
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
機
械
で
漉
く
と
い
っ
て

も
、
洋
紙
の
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
で
ガ
ン

ガ
ン
つ
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

和
紙
を
漉
く
た
め
の
機
械
は
、
も
ち

ろ
ん
カ
ス
タ
ム
メ
イ
ド
。
長
い
間
に
何

度
も
改
良
が
加
え
ら
れ
、
品
質
の
高
い

和
紙
を
つ
く
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま

す
。
機
械
漉
き
和
紙
の
魅
力
は
、
手
漉

き
に
比
べ
て
大
量
生
産
が
で
き
る
こ
と
。

そ
れ
も
、
均
質
な
紙
が
、
量
産
で
き
ま

す
。

水
源
林
を
保
全
す
る

福
井
県
和
紙
工
業
協
同
組
合
の
理
事

長
を
務
め
た
石
川
満
夫
さ
ん
の
石
川
製

機械漉きも、工程は手漉きと同じ。ゆっくりと漉
き上げられ、丁寧に検品される。石川満夫さんと
息子の浩さん。今は浩さんが会社を切り盛りする。
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紙
株
式
会
社
で
は
、
１
９
６
１
年
（
昭

和
36
）
か
ら
機
械
漉
き
を
導
入
し
ま
し

た
。
今
は
息
子
の
浩
さ
ん
が
跡
を
継
ぎ
、

越
前
市
大
滝
町
の
本
社
と
武
生
の
２
カ

所
で
工
場
を
稼
動
さ
せ
て
い
ま
す
。

「
水
が
な
け
れ
ば
紙
漉
き
は
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
水
量
さ
え
あ
れ
ば
い
い

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
中
性
に
近
い

軟
ら
か
い
水
が
紙
質
を
左
右
し
ま
す
。

う
ち
で
は
武
生
に
も
工
場
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
ち
ら
は
少
し
硬
い
水
。
大
滝
の

よ
う
に
限
り
な
く
中
性
に
近
い
水
に
恵

ま
れ
る
の
は
大
変
珍
し
い
こ
と
で
す
」

大
滝
の
水
は
pH
７
で
、
ほ
と
ん
ど
中

性
。
こ
の
水
の
お
蔭
で
、
良
質
の
紙
が

漉
け
る
と
い
い
ま
す
。

「
五
箇
の
紙
漉
屋
は
、
各
自
が
水
小
屋

に
清
流
を
引
き
入
れ
た
り
、
井
戸
を
掘

っ
て
紙
漉
き
に
最
適
な
水
を
大
切
に
使

っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後
、
水

が
足
り
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
に
井
戸

を
深
く
掘
り
直
し
た
り
、
と
い
う
こ
と

が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た
。
杉
の
植
林
が

進
ん
で
、
山
に
保
水
力
が
な
く
な
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
雨
が
降
る

と
す
ぐ
に
水
が
増
え
て
土
砂
災
害
を
起

こ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
滝
集
落

を
流
れ
る
２
本
の
川
は
、
砂
防
河
川
に

指
定
さ
れ
、
水
害
を
防
ぐ
た
め
の
ダ
ム

を
つ
く
ろ
う
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。

ど
う
せ
つ
く
る
な
ら
、
土
砂
を
防
ぐ
だ

け
で
は
な
く
て
、
水
を
溜
め
る
よ
う
に

し
た
ら
ど
う
か
、
と
考
え
ま
し
た
。
ち

ょ
う
ど
利
水
ダ
ム
と
い
う
発
想
が
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
、
１
９

８
５
年
（
昭
和
60
）
岡
本
ダ
ム
が
完
成
し
、

そ
こ
か
ら
水
を
引
け
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
現
在
、
岡
本
ダ
ム
を
活
用
し
た

小
水
力
発
電
計
画
も
進
め
ら
れ
て
い
て
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
を
目
指
す
試

み
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
」

石
川
さ
ん
た
ち
は
、
岡
本
川
の
利
水

を
実
現
さ
せ
た
の
に
続
き
、
神
宮
川
で

は
〈
緑
の
ダ
ム
〉
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

「
水
害
を
防
ぐ
に
は
、
た
だ
ダ
ム
を
つ

く
る
ん
じ
ゃ
ダ
メ
。
水
を
し
っ
か
り
蓄

え
る
緑
の
森
づ
く
り
が
第
一
で
す
。
神

宮
川
の
源
流
で
あ
る
権
現
山
の
お
峯
は
、

紙
の
神
様
川
上
御
前
の
鎮
守
の
杜も

り

で
す
。

越
前
和
紙
の
里
の
歴
史
文
化
を
伝
え
る

史
跡
も
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
神
様
の
杜

を
守
る
こ
と
が
紙
を
守
る
こ
と
で
も
あ

る
ん
だ
と
、〈
神
紙

か
み
が
み

の
森
〉
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
」

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
、
神
宮
川
砂

防
事
業
に
取
り
か
か
ろ
う
と
し
た
矢
先

に
水
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
１
８
９

３
年
（
明
治
26
）
、
１
９
６
５
年
（
昭
和
40
）

に
も
山
崩
れ
で
ひ
ど
い
土
砂
災
害
に
あ

っ
て
い
ま
す
。
こ
と
に
１
９
６
５
年
に

は
10
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
本
格

的
に
砂
防
工
事
に
着
手
し
た
２
０
０
４

年
（
平
成
16
）
に
は
さ
ら
に
大
水
害
が
起

こ
り
、
石
川
さ
ん
の
家
で
も
石
垣
の
高

さ
ま
で
水
が
き
た
と
い
い
ま
す
。

神
様
は
紙
漉
き
の
た
め
の
水
を
恵
ん

で
く
れ
ま
し
た
が
、
時
に
は
洪
水
を
起

川上御前を祀った奥の院は、お峯といって敬われる権現山にある。大瀧兒権現
（現在は大瀧神社）の社叢林として守られてきた山林が、水を育む水源林となって
いる。大杉（上）とゼンマイ桜（左）は、そのシンボルだ。
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こ
す
恐
い
存
在
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ

う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
水
の
神
様
を
畏

れ
敬
っ
て
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
石
川
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

Ｍ
Ｏ
紙
の
沖
桂
司
さ
ん
も
、
紙
漉
き

の
里
の
水
使
い
に
つ
い
て
、
こ
う
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

「
う
ち
で
は
地
下
47
ｍ
の
井
戸
か
ら
水

を
汲
み
上
げ
て
い
て
、
今
は
紙
漉
き
も

生
活
用
水
も
す
べ
て
そ
れ
で
ま
か
な
っ

て
い
ま
す
。

昔
か
ら
み
ん
な
井
戸
を
使
っ
て
き
ま

し
た
。
最
初
は
浅
井
戸
で
し
た
が
、
誰

か
が
深
く
す
る
と
涸
れ
て
き
て
し
ま
う

の
で
、
次
々
に
深
く
な
っ
て
い
ま
す
。

浅
井
戸
の
場
合
は
雑
菌
が
心
配
な
の

で
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
飲
料
水
な
ど
に

は
上
水
道
を
使
い
ま
す
。
う
ち
も
最
初

は
引
い
て
い
た
ん
で
す
が
、
塩
素
の
こ

と
が
心
配
な
の
で
あ
ま
り
使
っ
て
お
ら

ず
、
基
本
料
金
し
か
払
わ
な
か
っ
た
ん

で
す
。
結
局
、
も
っ
た
い
な
い
か
ら
契

約
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
た
だ
、

地
下
水
は
地
震
の
と
き
に
濁
る
か
ら
困

る
ん
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の
と
き
も

濁
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
も
う
、
仕

事
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
澄
ん
で
く
る

ま
で
流
し
っ
放
し
に
し
て
。
地
下
の
こ

と
で
す
か
ら
、
う
っ
か
り
忘
れ
ち
ゃ
う

ん
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
し
た
地
震
で
濁

り
ま
す
か
ら
、
気
を
つ
け
て
い
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
」

濁
る
と
い
っ
て
も
目
視
で
わ
か
る
ほ

ど
濁
る
わ
け
で
は
な
く
、
漉
き
舟
に
溜

め
て
お
く
と
底
に
泥
が
溜
ま
っ
て
気
づ

く
程
度
な
の
で
、
意
識
し
て
注
意
し
な

い
と
い
け
な
い
そ
う
で
す
。

ま
た
、
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
７
月

の
福
井
豪
雨
の
と
き
は
、
大
水
害
が
発

生
し
て
井
戸
の
ポ
ン
プ
が
泥
水
で
水
没

し
、
復
旧
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
と

い
い
ま
す
。

社
叢
林
は

〈
ふ
る
さ
と
文
化
財
の
森
〉
に

「
古
代
の
自
然
信
仰
で
は
、
山
か
ら
湧

き
出
る
清
水
こ
そ
命
の
根
源
、
万
物
を

身
籠
る
神
霊
が
宿
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
水
分
神

み
く
ま
り
の
か
み

と
紙
を
生
み
出

す
神
が
結
び
つ
い
て
〈
紙
の
始
祖
神
・

川
上
御
前
〉（
５
ペ
ー
ジ
参
照
）
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

白
山
を
開
闢

か
い
び
ゃ
く

し
た
泰
澄

た
い
ち
ょ
う

は
、
７
１
９

年
（
養
老
３
）
川
上
御
前
を
祀
る
岡
太
神

社
を
御
前
立

お
ま
え
だ
ち

（
秘
仏
で
あ
る
本
尊
の
身
代
わ
り

の
像
）
に
、
国
常
立
尊

く
に
と
こ
た
ち
の
み
こ
とと

伊
弉
諾

い
ざ
な
ぎ
の

尊
み
こ
と

を

主
祭
神
と
し
て
十
一
面
観
世
音
菩
薩
を

本
地

ほ
ん
じ

と
す
る
神
仏
習
合
の
社
を
〈
大
瀧

兒
権
現

ち
ご
ご
ん
げ
ん

〉
と
称
し
て
建
立
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
に
岡
太
神
社
と
大
瀧
神
社
は

両
社
一
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

寺
に
と
っ
て
当
時
貴
重
品
だ
っ
た
紙

は
、
布
教
の
た
め
に
も
欠
か
せ
な
い
も

の
。
紙
座
は
大
瀧
兒
権
現
の
保
護
の
も

と
、
生
産
と
販
売
の
独
占
権
を
持
っ
て

大
い
に
発
展
し
ま
し
た
。

織
田
信
長
の
一
向
一
揆
討
伐
で
、
四

右：権現山の山頂にある奥の院。上：大滝集落に
ある岡太神社・大瀧神社は里宮で、1843年（天保
14）に造営された。毎年、〈紙と神の祭り〉が春
の例祭として5月3〜5日に行なわれる。神輿が奥
の院まで神様をお迎えに行き、最後は送り届ける。
祭りの日中は、神輿が五箇を練り歩き、次の集落
の神社にバトンタッチされていくのだが、奪おう
とする側と奪われまいとする側で神輿を巡って攻
防が繰り広げられる趣向だ。紙漉きの里らしく、
奥の院までの道中には提灯が配られて、ロウソク
を灯しながら暗闇を行く。
規模はそれほど大きくないが、拝殿と本殿は屋根
が一体となった珍しい造りで、勇壮な曲線を描く
屋根は檜皮葺き（ひわだぶき）。その材料確保の
ために、お峯が〈ふるさと文化財の森〉に指定さ
れた。
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十
八
坊
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
堂
塔
は
灰

塵
に
帰
し
ま
し
た
が
、
紙
漉
き
は
信
長

を
は
じ
め
、
歴
代
の
権
力
者
に
庇
護
さ

れ
て
連
綿
と
続
い
て
い
き
ま
す
。
現
在
、

大
瀧
神
社
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
治
以

降
の
神
仏
分
離
令
に
よ
る
も
の
で
す
」

五
箇
の
庄
に
と
っ
て
幸
い
し
た
の
は
、

大
瀧
兒
権
現
の
社
叢
林
（
鎮
守
の
杜
）
で

あ
る
権
現
山
は
、
お
峯
と
い
っ
て
崇
め

ら
れ
、
ゼ
ン
マ
イ
桜
や
大
杉
と
い
っ
た

巨
木
や
広
大
な
ブ
ナ
林
が
残
さ
れ
た
こ

と
で
す
。
標
高
２
５
０
〜
３
１
５
ｍ
と

い
う
低
地
に
ブ
ナ
林
が
分
布
す
る
の
は

極
め
て
珍
し
い
そ
う
で
、
県
指
定
の
天

然
記
念
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
１
８
４
３
年
（
天
保
14
）
に
建
立
さ
れ

た
大
瀧
神
社
の
本
殿
と
拝
殿
は
、
複
雑

な
屋
根
形
状
で
連
結
さ
れ
た
複
合
社
殿

と
な
っ
て
い
ま
す
。
１
９
８
４
年
（
昭

和
59
）
に
国
指
定
の
重
要
文
化
財
に
な

り
、
昭
和
・
平
成
の
大
造
営
を
行
な
い

ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
経
験
か
ら
、
２

０
０
９
年
（
平
成
21
）
に
は
ブ
ナ
林
に
東

接
し
た
大
瀧
神
社
の
檜
林
が
、
檜
皮

ひ
わ
だ

の

原
皮

も
と
か
わ

確
保
の
た
め
〈
ふ
る
さ
と
文
化
財

の
森
〉
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。〈
神
紙

か
み
が
み

の
森
〉
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
社
叢
林
の

ブ
ナ
林
保
全
と
文
化
財
の
森
の
檜
林
育

成
が
主
な
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
」

石
川
さ
ん
を
中
心
に
し
て
福
井
県
和

紙
工
業
協
同
組
合
で
は
、
長
年
、
水
源

林
の
保
全
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
水
を
豊
富
に
得
る
た
め
だ
け
で

な
く
、
水
害
を
少
し
で
も
減
ら
す
た
め

に
、
山
の
保
水
力
を
高
め
よ
う
と
い
う

活
動
で
す
。

一
人
で
は
で
き
な
い
こ
と
も
、
仲
間

が
い
れ
ば
可
能
に
な
る
。
水
源
林
の
保

全
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
活
動
の
一
つ

で
す
。

岩
野
市
兵
衛
さ
ん
は
、

「
私
は
楽
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
新
た
な
工
夫
を
し
な
く
て
い

い
か
ら
で
す
。
愚
直
に
、
昔
の
ま
ま
、

ご
ま
か
し
の
な
い
仕
事
を
続
け
て
い
く

だ
け
で
す
」

と
言
っ
て
、
妥
協
を
許
さ
な
い
生
漉

き
奉
書
一
筋
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
一

方
で
、
も
う
少
し
単
価
が
安
い
和
紙
を

提
供
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
そ
の
一

人
ひ
と
り
の
魅
力
を
、
適
材
適
所
に
生

か
す
和
紙
ソ
ム
リ
エ
も
い
ま
す
。

取
材
を
通
し
て
、
五
箇
の
庄
が
総
合

性
を
持
つ
有
機
的
な
共
同
体
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
現
代
社
会
が
、

和
紙
に
求
め
る
も
の
は
一
律
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
和
紙
が
活
用
さ
れ

る
チ
ャ
ン
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に

隠
れ
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
多
様
性
の
維
持
は
魅
力
あ
る

〈
産
地
〉
の
条
件
に
な
る
の
で
す
。〈
産

地
〉
の
持
つ
魅
力
が
新
た
な
利
用
と
結

び
つ
く
よ
う
に
、
知
恵
を
出
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
21
〜
23
日



麻
か
ら
楮

こ
う
ぞへ

日
本
に
紙
が
入
っ
て
き
た
の
は
６
１

０
年
（
推
古
天
皇
18
）
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
私
は
も
っ
と
古
く
ま
で
遡
る
と

思
い
ま
す
。
他
所
の
国
で
は
、
紙
は
仏

教
伝
来
と
一
緒
に
入
っ
て
く
る
ん
で
す
。

そ
れ
を
、
日
本
だ
け
何
十
年
も
遅
れ
る

と
い
う
の
は
説
明
が
つ
き
ま
せ
ん
。

伝
来
当
時
は
、
中
国
と
同
じ
よ
う
に

麻
で
紙
を
つ
く
っ
た
。
し
か
し
、
日
本

に
は
あ
ま
り
麻
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。

日
本
で
は
楮

こ
う
ぞ

の
皮
で
糸
を
つ
く
り
、
そ

れ
を
織
っ
て
着
物
を
つ
く
っ
て
い
た
の

で
、
そ
れ
を
応
用
し
た
の
で
し
ょ
う
。

今
で
も
徳
島
の
那
賀
町
で
は
特
産
品

と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
綿
花
以

外
の
植
物
繊
維
で
織
ら
れ
た
布
を
太
布

た
ふ

と
い
い
ま
す
。
楮
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た

の
で
は
ゴ
ワ
ゴ
ワ
し
ま
す
か
ら
、
灰
で

植物繊維としての和紙

植物が大好きで、繊維を見れば即座に何だかわかる、と言う宍倉佐敏さん。

その特技を生かして、製紙用植物繊維に関する研究を続け、

紙の繊維分析に貢献してきました。

和紙の優れた特質を受け継ぐには、子どもの教育が要。

もっと和紙に触れるチャンスをつくり、その魅力を知ってもらうこと、

そして、国際的に通用する標準化が必要です。

宍倉 佐敏
ししくら さとし

宍倉ペーパーラボ主宰

1944年静岡県沼津市に生まれる。1965年日本大学

短期大学部卒業、特種製紙総合技術研究所勤務。

1967年静岡県立製紙研修所にて紙の一般を研修。

1970年アメリカ・カナダにて木材パルプの研修。

2005年特種製紙（株）定年退職、宍倉ペーパー・

ラボ設立。女子美術大学大学院非常勤講師、日本

鑑識学会会員（紙の分析）、紙の博物館・陀羅尼

会会員。

主な著書に『中世和紙の研究』（特種製紙 2004）、

『製紙用植物繊維』（特種製紙 2005）、『和紙の歴史

製法と原材料の変遷』（印刷朝陽会 2006）、『必携

古典籍古文書 料紙事典』（八木書店  2011）ほか
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な
紙
に
な
っ
た
。
ネ
リ
剤
が
採
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
こ
と

が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

ネ
リ
は
日
本
に
し
か
な
い
、
と
い
わ
れ

て
い
る
材
料
で
す
。
今
は
ト
ロ
ロ
ア
オ

イ
な
ど
を
使
っ
て
つ
く
り
ま
す
。

中
国
で
も
、
や
は
り
麻
は
切
る
の
が

大
変
だ
と
い
う
こ
と
で
、
一
時
は
藤
を

使
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
あ
ま
り

に
た
く
さ
ん
使
っ
た
せ
い
で
、
山
に
藤

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
代

わ
り
に
な
っ
た
の
が
、
豊
富
に
あ
る
竹

で
す
。
中
国
で
は
竹
で
紙
を
つ
く
る
製

法
が
８
０
０
年
代
に
確
立
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
竹
よ
り
も
藁
で
漉
い
た
紙
の
ほ

う
が
き
れ
い
に
書
け
る
、
と
書
道
の
人

た
ち
が
い
う
の
で
、
藁
の
紙
に
人
気
が

出
た
時
期
も
あ
る
よ
う
で
す
。

竹
の
繊
維
は
1.2
㎜
、
藁
は
0.8
㎜
で
す

か
ら
、
中
国
で
は
短
い
繊
維
の
材
料
で

紙
を
漉
く
こ
と
が
主
流
に
な
り
ま
し
た
。

弱
い
け
れ
ど
、
き
れ
い
な
紙
に
な
り
ま

す
。
中
国
で
は
漢
字
し
か
書
き
ま
せ
ん

か
ら
運
筆
が
ゆ
っ
く
り
で
、
紙
が
弱
く

て
も
不
都
合
が
な
い
ん
で
す
。

日
本
で
は
ネ
リ
を
入
れ
る
こ
と
で
、

長
い
繊
維
の
ま
ま
、
美
し
く
て
強
い
紙

を
漉
い
て
い
ま
す
。
日
本
に
は
漢
字
だ

け
で
は
な
く
仮
名
文
字
が
あ
り
、
運
筆

が
速
い
た
め
、
紙
が
強
く
な
い
と
い
け

な
か
っ
た
の
で
す
。

紙
づ
く
り
に
は
大
変
な
重
労
働
が
あ

り
ま
す
。
紙
料
を
つ
く
る
と
き
に
チ
リ

取
り
と
い
っ
て
ゴ
ミ
を
丁
寧
に
取
り
除

煮
て
軟
ら
か
く
し
ま
す
。
し
か
し
煮
過

ぎ
る
と
弱
く
な
り
過
ぎ
て
、
繊
維
が
切

れ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、

「
あ
あ
、
楮
も
灰
で
煮
れ
ば
紙
漉
き
の

材
料
に
で
き
る
ん
だ
な
」
と
気
づ
い
た

ん
だ
と
思
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
な
植
物
に
雁
皮

が
ん
ぴ

と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
糸
に
し
て
紐ひ

も

や
網
を
つ
く
る
材
料
に
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
も
灰
で
煮
て
紙
に
し
て
い
た
。
や

っ
て
み
た
ら
麻
よ
り
ず
っ
と
紙
に
し
や

す
か
っ
た
の
で
す
。

麻
の
場
合
は
灰
で
煮
な
く
て
も
、
レ

ッ
チ
ン
グ
と
い
い
ま
す
が
、
水
に
浸
け

て
お
く
だ
け
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
繊
維
が
長
い
。
少
な
く
と
も
１

本
の
繊
維
が
５
㎝
は
あ
り
ま
す
か
ら
、

切
ら
な
い
と
紙
に
で
き
ま
せ
ん
。
苧
麻

ち
ょ
ま

な
ん
て
、
15
㎝
も
あ
り
ま
す
。
麻
は
切

ら
な
い
と
紙
に
で
き
ま
せ
ん
が
、
楮
や

雁
皮
は
繊
維
が
短
い
の
で
切
る
手
間
が

省
け
る
の
で
す
。

当
時
は
、
紙
屋
院

か
ん
や
い
ん

と
い
う
国
立
の
紙

生
産
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

た
。
最
初
は
、
奈
良
に
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
多
分
そ
こ
で
、
雁
皮
で
紙
料
を
つ

く
っ
て
放
っ
て
お
い
た
の
で
し
ょ
う
。

雨
が
降
る
と
紙
を
漉
い
て
も
ダ
メ
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
作
業
を
中
断
す
る

こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
す
。

し
ば
ら
く
お
い
た
紙
料
を
触
っ
て
み

た
と
こ
ろ
、
ヌ
ル
ヌ
ル
す
る
。
こ
の
ヌ

ル
ヌ
ル
す
る
も
の
を
楮
に
混
ぜ
て
紙
を

漉
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
す
ご
く
き
れ
い

右ページ：楮で漉かれた和紙を裂くと、長い繊維
を見ることができる。左ページ：福井県越前市の

〈紙の文化博物館〉所蔵の百万塔陀羅尼。
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キ
が
多
い
。
高
知
で
は
、
書
に
向
く
と

か
版
画
に
向
く
と
か
、
用
途
に
よ
っ
て

楮
も
使
い
分
け
て
い
ま
す
。
　

私
も
繊
維
の
長
さ
、
丸
い
か
扁
平
か

で
カ
ジ
ノ
キ
系
か
ヒ
メ
コ
ウ
ゾ
系
か
と

２
種
類
に
は
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
高
知

の
人
た
ち
の
よ
う
に
細
分
化
す
る
の
は

無
理
。
彼
ら
は
経
験
か
ら
違
い
が
わ
か

る
ん
で
す
ね
。

紙
の
量
産

先
だ
っ
て
、
中
尊
寺
の
調
査
で
岩

手
・
一
関
の
紙
漉
き
を
調
べ
に
行
っ
た

ん
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
正
真
正
銘
の

本
物
の
和
紙
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
は
役
人
の
名
前
が
書
い
て
あ
る
。

要
は
、「
こ
れ
と
同
じ
紙
を
つ
く
れ
」

と
指
示
す
る
た
め
に
、
紙
を
持
っ
て
い

っ
た
ん
で
す
。
そ
の
指
示
を
役
人
が
し

て
い
た
。
一
関
は
仙
台
藩
伊
達
氏
の
内

分
分
知
（
江
戸
時
代
の
武
家
の
分
家
形
態
の
一

つ
）
で
、
一
関
藩
田
村
氏
の
知
行
地
。

こ
こ
の
役
人
が
京
都
で
紙
を
買
い
求
め

て
、
国
元
に
送
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
中
に
は
杉
原
紙

す
ぎ
は
ら
が
み

（
椙
原
紙
と
も
）

な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
杉
原
紙
は
武
家

が
た
く
さ
ん
使
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。

杉
原
紙

播
磨
国
多
可
郡
杉
原
谷
（
現
在
の
兵
庫
県
多
可
町
）

で
漉
か
れ
た
、
奉
書
紙
や
檀
紙
よ
り
も
薄
い
和
紙
。

比
較
的
低
廉
で
あ
っ
た
た
め
、
京
都
に
近
い
地
の
利

を
生
か
し
て
、
高
級
紙
の
代
用
品
と
な
り
、
贈
答
品

の
包
装
や
武
家
の
普
段
の
公
文
書
に
用
い
ら
れ
た
。

く
仕
事
、
叩
い
て
繊
維
を
短
く
す
る
仕

事
、
漉
い
た
あ
と
に
表
面
を
叩
い
て
平

滑
に
す
る
仕
事
、
が
そ
の
三
つ
で
す
。

雁
皮
紙
は
、
表
面
が
平
滑
で
す
か
ら

文
字
を
書
き
や
す
い
で
す
が
、
楮
の
紙

は
表
面
が
ボ
コ
ボ
コ
し
て
い
ま
す
か
ら
、

〈
打
ち
紙
〉
と
い
っ
て
、
叩
い
て
平
滑

に
す
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
す
。

韓
紙日

本
と
中
国
の
違
い
と
言
え
ば
、
中

国
の
紙
は
書
く
こ
と
だ
け
に
特
化
し
て

い
っ
た
ん
で
す
が
、
日
本
の
場
合
は
書

く
こ
と
以
外
に
も
広
が
っ
て
い
き
ま
し

た
。
日
本
へ
は
韓
国
経
由
で
、
高
句
麗

の
僧
曇
徴

ど
ん
ち
ょ
う

に
よ
っ
て
紙
が
伝
え
ら
れ

た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
中

国
か
ら
直
接
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

韓
国
で
は
、
紙
を
韓
紙
と
呼
び
ま
す
。

材
料
は
日
本
と
同
じ
楮
な
ん
で
す
が
、

２
、
３
年
ご
と
に
収
穫
す
る
た
め
、
繊

維
断
面
が
丸
く
な
り
ま
す
。
日
本
は
毎

年
収
穫
す
る
の
で
、
繊
維
断
面
が
比
較

的
扁
平
で
す
。

和
紙
と
韓
紙
の
最
大
の
違
い
は
、
漉

き
方
で
す
。
韓
国
で
は
、
漉
き
具
に
簀

を
固
定
す
る
た
め
の
上
枠
が
な
い
の
で

す
。
そ
れ
で
両
手
の
親
指
で
簀
を
固
定

し
て
漉
き
ま
す
。
こ
う
す
る
と
ゆ
っ
く

り
漉
い
て
厚
い
紙
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
、
薄
い
紙
を
す
っ
と
漉
く
。

こ
う
い
う
漉
き
方
だ
か
ら
、
繊
維
断
面

の
丸
い
楮
の
ほ
う
が
漉
き
や
す
い
ん
で

す
。
丸
い
ほ
う
が
、
水
切
れ
が
い
い
で

す
か
ら
。
理
に
か
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

紙
と
い
う
の
は
、
構
成
物
質
で
あ
る

セ
ル
ロ
ー
ス
繊
維
同
士
が
緊
密
に
結
合

す
る
た
め
、
濡
れ
た
状
態
で
重
ね
て
お

く
と
、
水
素
が
上
下
の
セ
ル
ロ
ー
ス
繊

維
を
し
っ
か
り
と
結
合
さ
せ
る
ん
で
す
。

こ
れ
を
水
素
結
合
と
い
い
ま
す
。
こ
の

作
用
を
利
用
し
て
、
韓
国
で
は
７
〜
９

枚
重
ね
た
も
の
に
脂
を
染
み
込
ま
せ
て
、

オ
ン
ド
ル
の
床
に
使
い
ま
す
し
、
通
常

の
紙
も
最
低
で
も
２
枚
重
ね
て
使
い
ま

す
。朝

鮮
通
信
使
が
逗
留
し
た
静
岡
市
清

水
区
の
清
見
寺

せ
い
け
ん
じ

に
は
関
連
文
書
が
た
く

さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
調
査
に

い
っ
た
と
き
、
私
が
「
こ
れ
は
和
紙
、

こ
れ
は
韓
紙
」
と
パ
ッ
パ
と
分
け
た
の

で
、
教
育
委
員
会
の
人
か
ら
「
適
当
に

や
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
疑
わ

れ
ま
し
た
が
、
触
れ
ば
わ
か
る
ん
で
す
。

韓
紙
は
２
枚
重
ね
で
厚
い
で
す
か
ら
。

厳
密
に
言
え
ば
、
韓
国
に
は
楮
の
木

は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
楮
は
、
ヒ
メ

コ
ウ
ゾ
と
い
う
在
来
種
と
ア
ジ
ア
原
産

の
カ
ジ
ノ
キ
が
交
配
し
て
で
き
た
種
な

ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
３
種
を
ち
ゃ

ん
と
分
け
ら
れ
る
人
が
い
な
い
か
ら
、

カ
ジ
ノ
キ
も
ヒ
メ
コ
ウ
ゾ
も
楮
も
「
楮

で
い
い
や
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
桑
科
で
す
。

原
則
的
に
は
ヒ
メ
コ
ウ
ゾ
と
い
わ
れ

る
の
は
、
那
須
楮
な
ど
、
関
東
地
方
に

多
い
。
中
国
・
九
州
地
方
で
は
カ
ジ
ノ



ま
す
が
、
漉
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る

と
全
然
違
い
ま
す
。
繊
維
の
絡
め
方
や

時
間
の
掛
け
方
が
違
い
ま
す
か
ら
、
で

き
た
も
の
も
違
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は

見
た
だ
け
で
わ
か
る
も
の
で
す
。

越
前
で
は
簀
は
す
っ
と
入
れ
て
す
っ

と
引
き
、
横
に
は
揺
す
り
ま
せ
ん
が
、

美
濃
の
場
合
は
、
簀
を
縦
横
に
揺
す
り

ま
す
。
お
の
お
の
製
法
が
違
う
し
、
一

子
相
伝
。
教
え
な
い
と
い
う
か
、
教
え

ら
れ
な
い
。

浜
田
さ
ん
の
漉
く
典
具
帖
紙
は
、
漉

く
技
術
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
薄
く
っ

て
普
通
の
人
じ
ゃ
剥
が
せ
な
い
。
和
紙

は
漉
く
た
び
に
重
ね
て
い
っ
て
、
干
す

と
き
に
一
枚
、
一
枚
剥
が
し
て
板
に
張

る
ん
で
す
。
そ
れ
が
剥
が
せ
な
い
。
も

の
す
ご
く
薄
い
か
ら
。

東
京
で
和
紙
の
集
ま
り
が
あ
っ
た
と

き
に
、
あ
る
人
が
浜
田
さ
ん
と
同
じ
よ

う
な
典
具
帖
紙
を
出
品
し
て
い
た
ん
で

す
よ
。
そ
れ
で
聞
い
て
み
た
ら
、
薄
く

て
剥
が
せ
な
い
か
ら
、
漉
い
た
そ
ば
か

ら
板
に
張
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
た
。

手
間
が
か
か
る
か
ら
、
１
日
数
枚
し
か

漉
け
な
い
そ
う
で
す
。
や
は
り
、
浜
田

さ
ん
し
か
で
き
な
い
技
な
ん
で
す
ね
。

地
位
を
表
わ
す
紙

実
は
使
っ
た
紙
を
見
る
と
、
そ
の
人

の
地
位
や
教
養
が
わ
か
る
ん
で
す
よ
。

家
柄
や
経
済
力
も
わ
か
る
。
そ
れ
は
使

う
本
人
が
決
め
る
わ
け
で
は
な
く
、
人

杉
原
谷
の
紙
が
良
い
、
と
い
う
の
で

有
名
に
な
り
ま
し
た
が
、
つ
く
り
方
が

簡
単
だ
か
ら
あ
ち
こ
ち
で
真
似
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
、

相
当
へ
た
く
そ
な
人
も
紙
漉
き
を
し
た

ん
で
す
。
金
に
な
り
ま
し
た
か
ら
。
和

紙
の
生
産
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
ま

し
た
が
、
そ
れ
で
も
高
価
な
貴
重
品
だ

っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

米
を
粉
に
し
て
紙
の
中
に
入
れ
る
と
、

白
く
な
る
、
薄
く
て
も
裏
写
り
が
し
な

い
、
そ
れ
と
当
時
、
紙
は
重
さ
で
取
り

引
き
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
重
く
す

る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
に
な
り
ま
し
た
。

薄
く
漉
け
る
か
ら
、
枚
数
が
た
く
さ

ん
つ
く
れ
る
。
筆
の
走
り
が
良
く
な
る
。

白
い
紙
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
江

戸
時
代
に
は
、
楮
の
紙
料
に
米
粉
を
入

れ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
江
戸
時
代
の

紙
に
は
虫
食
い
が
多
い
ん
で
す
。
こ
ん

な
こ
と
は
、
米
よ
り
も
紙
の
ほ
う
が
高

価
だ
か
ら
で
き
た
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
に
紙
の
量
産
が
行
な
わ
れ

た
の
は
、
農
民
に
紙
漉
き
を
強
い
た
か

ら
で
す
。
長
州
（
現
在
の
山
口
県
）
が
一
番

ひ
ど
か
っ
た
よ
う
で
す
。
長
州
で
は
、

例
え
ば
10
㎏
の
楮
を
よ
こ
し
て
「
５
㎏

の
紙
を
納
め
ろ
」
と
命
じ
た
。
10
㎏
の

楮
か
ら
は
、
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
６

〜
７
㎏
の
紙
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま

り
、
た
だ
働
き
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

だ
か
ら
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
長
州
の

人
た
ち
は
紙
漉
き
を
一
気
に
や
め
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
土
佐
（
現
在
の
高
知
県
）
で
は

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
良
い
も
の
を
つ

く
れ
ば
褒
め
ら
れ
ま
す
し
、
ま
す
ま
す

精
進
し
た
。
そ
れ
で
今
で
も
土
佐
和
紙

と
い
う
立
派
な
ブ
ラ
ン
ド
が
残
っ
た
ん

で
す
。

美
濃
も
越
前
も
同
じ
。
三
大
産
地
と

し
て
残
っ
て
い
る
の
に
は
、
理
由
が
あ

る
の
で
す
。
こ
う
い
う
感
覚
が
な
く
て

無
理
矢
理
や
ら
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
は
、

み
ん
な
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
単
に

需
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
、
と
い
う
理

由
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
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産
地
の
特
色

私
は
各
産
地
で
の
特
色
を
表
わ
し
て

い
る
表
現
で
、
越
前
奉
書
、
美
濃
書
院
、

土
佐
典
具

て
ん
ぐ

と
言
っ
て
い
ま
す
。

奉
書
と
い
う
の
は
、
身
分
の
高
い
人

が
下
し
た
命
令
を
、
役
人
が
作
成
す
る

文
書
で
す
。
紙
に
も
格
式
が
あ
っ
て
、

奉
書
は
、
将
軍
が
使
う
檀
紙

だ
ん
し

の
次
の
位

に
あ
り
ま
し
た
。
文
書
以
外
に
も
、
木

版
画
の
紙
と
し
て
、
今
で
も
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

檀
紙

楮
を
原
料
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
、
縮
緬
状
の
し
わ
が

あ
る
和
紙
。
徳
川
将
軍
に
よ
る
朱
印
状
は
、
原
則
と

し
て
檀
紙
が
用
い
ら
れ
た
。

書
院
と
い
う
の
は
、
障
子
紙
。
美
濃

で
は
薄
く
て
丈
夫
な
障
子
紙
を
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

土
佐
典
具
帖
紙

て
ん
ぐ
じ
ょ
う
し

と
い
う
の
は
、
カ
ゲ

ロ
ウ
の
羽
根
の
よ
う
に
薄
い
和
紙
。
土

佐
典
具
帖
紙
も
、
紙
料
は
楮
。
漉
き
方

が
違
う
だ
け
で
す
。
楮
で
薄
い
紙
を
つ

く
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
簀
を
激
し
く
揺

す
る
こ
と
。
今
は
、
浜
田
幸
雄
さ
ん
と

い
う
人
間
国
宝
の
方
が
漉
い
て
い
ま
す
。

逆
に
、
越
前
の
奉
書
は
ゆ
っ
く
り
漉

く
。
今
、
日
本
で
一
番
時
間
を
か
け
て

漉
い
て
い
る
の
は
、
人
間
国
宝
の
岩
野

市
兵
衛
さ
ん
で
し
ょ
う
。
私
は
、
市
兵

衛
さ
ん
の
漉
き
方
は
、〈
半
流
し
漉
き
〉

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

金
沢
で
は
加
賀
奉
書
を
つ
く
っ
て
い

宍倉さん必携の和紙見
本帳とペン式携帯用小
型マイクロスコープ

（本来はオフセット印
刷の網点を確認するた
めのもの）。長さ0.8
mmの稲藁でも50倍以
上のマイクロスコープ
で観察すると、およそ
の繊維の形態は確認で
きる、という。
写真下は、打ち紙加工
したものとそうでない
ものとの見本。



た
。
逆
に
薄
く
て
小
さ
い
紙
は
簡
単
に

で
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
杉
原

紙
で
す
。
檀
紙
な
ん
か
、
重
く
て
な
か

な
か
つ
く
れ
な
か
っ
た
。
少
し
で
も
軽

く
す
る
た
め
に
簀
も
茅か

や

で
つ
く
っ
た
り
、

と
工
夫
を
重
ね
る
こ
と
で
、
や
っ
と
漉

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

海
外
で
和
紙
に
目
覚
め
る

私
の
育
っ
た
所
は
、
有
名
な
柿
田
川

湧
水
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
水
に
恵
ま

れ
て
い
ま
す
。
製
紙
会
社
が
多
い
の
も
、

そ
ん
な
理
由
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
私
が

勤
務
し
て
い
た
特
種
製
紙
株
式
会
社

（
現
・
特
種
東
海
製
紙
株
式
会
社
）
も
そ
の
内

の
一
社
で
す
。
入
社
し
て
か
ら
、「
勉

強
し
た
い
ん
だ
っ
た
ら
自
由
に
や
っ
て

い
い
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
、
静
岡
県
立

製
紙
研
修
所
で
学
び
ま
し
た
。

そ
こ
を
終
え
て
か
ら
、
基
本
的
に
は

洋
紙
で
す
か
ら
木
材
パ
ル
プ
の
勉
強
と

い
う
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
に
行

き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
和
紙
の
こ
と

を
質
問
さ
れ
て
ま
っ
た
く
答
え
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
和
紙
を
勉
強
し
な
く

て
は
、
と
思
っ
た
ん
で
す
。

帰
っ
て
き
て
２
、
３
年
経
っ
た
こ
ろ

に
岐
阜
工
場
に
転
勤
に
な
り
ま
し
た
の

で
、「
こ
れ
は
、
し
め
た
」
と
バ
イ
ク

を
買
っ
て
、
美
濃
に
通
っ
た
の
で
す
。

１
時
間
ぐ
ら
い
で
行
け
ま
し
た
か
ら
。

そ
れ
で
直
接
、
紙
漉
き
職
人
さ
ん
の

と
こ
ろ
に
行
っ
て
手
伝
わ
せ
て
も
ら
っ
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る
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て

和
紙
が
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

百
万
塔
陀
羅
尼

ひ
�
く
ま
ん
と
う
だ
ら
に

研
究
に

取
り
組
む

百
万
塔
陀
羅
尼

ひ
�
く
ま
ん
と
う
だ
ら
に

は
、
現
在
、
確
認
で

き
る
世
界
最
古
の
印
刷
物
で
す
。

百
万
塔
陀
羅
尼

藤
原
仲
麻
呂
の
乱
を
平
定
し
た
称
徳
天
皇
は
、
国
家

の
鎮
護
と
戦
死
し
た
将
兵
の
菩
提
を
弔
い
滅
罪
を
祈

願
す
る
た
め
に
、
陀
羅
尼
（
仏
教
に
お
い
て
用
い
ら

れ
る
呪
文
の
一
種
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ダ
ー
ラ

ニ
ー
で
、
記
憶
し
て
忘
れ
な
い
と
い
う
意
味
）
を
１

０
０
万
巻
印
刷
し
、
木
製
の
小
さ
な
塔
（
百
万
塔
と

呼
ば
れ
る
）
に
納
め
、
７
７
０
年
（
宝
亀
元
）
10
万

基
ず
つ
大
安
寺
・
元
興
寺
・
法
隆
寺
・
東
大
寺
・
西

大
寺
・
興
福
寺
・
薬
師
寺
・
四
天
王
寺
・
川
原
寺

（
弘
福
寺
）
・
崇
福
寺
の
10
大
寺
に
奉
納
し
た
。
藤

原
仲
麻
呂
の
乱
か
ら
６
年
の
歳
月
を
掛
け
た
大
事
業

だ
っ
た
が
、
百
万
塔
は
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
た
り
散

逸
し
た
り
し
て
、
現
在
で
は
法
隆
寺
に
４
万
数
千
基

が
残
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
博
物
館
や
個
人
に
数
基
所

蔵
さ
れ
て
い
る
の
み
。

木
版
が
磨
耗
し
て
し
ま
う
の
で
、
こ

れ
ほ
ど
大
量
の
印
刷
物
を
一
つ
の
木
版

で
印
刷
す
る
の
は
不
可
能
で
す
。
複
数

の
陀
羅
尼
が
確
認
で
き
ま
す
の
で
、
版

が
い
く
つ
か
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
。
複

数
の
木
版
を
彫
っ
た
の
で
は
な
く
、
鋳

造
で
複
製
し
た
金
属
活
版
を
用
い
て
印

刷
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
、
木
製
か

金
属
製
か
は
不
明
で
す
が
、
凸
状
に
彫

っ
た
版
の
上
に
、
幅
4.5
㎝
、
長
さ
15
～

50
㎝
の
紙
を
載
せ
て
印
刷
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
紙
を
下
に
し
て
捺
印
方
式
で
印

刷
し
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

紙
は
、
虫
食
い
防
止
の
た
め
に
黄
蘗

き
は
だ

で
染
め
ら
れ
て
い
て
、
陀
羅
尼
を
納
め

る
塔
は
、
中
国
伝
来
の
ろ
く
ろ
を
使
っ

て
小
さ
な
三
重
の
塔
に
つ
く
ら
れ
、
白

い
塗
料
が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
は
学
者
で
は
な
く
た
だ
の
研
究
員

で
し
た
の
で
、
み
な
さ
ん
が
気
軽
に

「
う
ち
の
も
見
て
よ
」
と
声
を
か
け
て

く
だ
さ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
特

種
製
紙
株
式
会
社
に
お
り
ま
し
た
か
ら
、

会
社
か
ら
も
「
そ
れ
だ
っ
た
ら
う
ち
で

も
集
め
て
み
よ
う
よ
」
と
言
わ
れ
て
、

10
点
ほ
ど
蒐
集
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
見

た
報
告
を
あ
る
雑
誌
に
掲
載
し
た
と
こ

ろ
、「
う
ち
の
も
見
て
」
と
広
が
っ
て

い
き
ま
し
た
。

い
ろ
い
ろ
見
て
い
る
う
ち
に
、
世
田

谷
の
静
嘉
堂
文
庫
か
ら
声
を
か
け
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
民
間
で
一

番
た
く
さ
ん
百
万
塔
陀
羅
尼
を
持
っ
て

い
る
機
関
で
、
90
点
近
く
持
っ
て
い
た

と
思
い
ま
す
。

陀
羅
尼
と
い
う
の
は
小
さ
な
巻
物
で
、

ク
ル
ク
ル
ッ
と
巻
い
た
あ
と
に
包
装
紙

で
く
る
ん
で
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
包
装

紙
に
は
何
も
書
い
て
い
な
い
の
で
、
大

概
の
場
合
は
価
値
が
な
い
と
見
な
さ
れ

て
捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
み
な
さ

ん
、
文
字
だ
け
を
大
切
に
し
て
い
る
ん

で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
静
嘉
堂
文
庫
で
は
、
そ
の

包
装
紙
も
丁
寧
に
取
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
や
は
り
文
字
が
書
い
て
い
な
い
か

ら
価
値
が
な
い
。
サ
ン
プ
ル
と
し
て
持

っ
て
い
っ
て
、
自
由
に
研
究
し
て
く
だ

た
。
タ
ダ
で
力
仕
事
を
す
る
ん
で
す
か

ら
、
大
歓
迎
さ
れ
た
。
そ
れ
で
自
分
で

も
だ
い
た
い
の
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
畑
も
や
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

楮
も
三
椏
も
自
分
で
つ
く
り
ま
す
。

退
職
し
て
６
年
が
経
ち
ま
す
が
、
特

種
製
紙
に
い
た
と
き
に
は
、
毎
日
、
紙

を
見
て
い
ま
し
た
か
ら
、
１
週
間
も
し

な
い
う
ち
に
禁
断
症
状
が
出
ま
し
た
。

と
に
か
く
、
植
物
の
繊
維
が
好
き
な
ん

で
す
。

教
科
書
の
洋
紙
化

１
９
０
３
年
（
明
治
36
）
に
「
教
科
書

の
国
定
化
」
が
行
な
わ
れ
、
和
紙
か
ら

洋
紙
へ
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で

は
和
紙
の
ほ
う
が
洋
紙
よ
り
も
生
産
量

が
多
か
っ
た
の
で
す
。

当
時
の
文
部
省
が
「
教
科
書
を
和
紙

か
ら
洋
紙
に
す
る
」
と
い
っ
た
と
き
に
、

和
紙
業
界
で
は
「
ど
う
せ
洋
紙
な
ん
て
」

と
言
っ
て
反
対
し
な
か
っ
た
。
そ
の
こ

ろ
は
６
対
４
で
和
紙
の
生
産
量
の
ほ
う

が
多
か
っ
た
か
ら
、
自
信
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
印
刷
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
洋
紙
の
ほ
う
が
ず
っ
と
都
合

が
い
い
。
そ
れ
で
、
ど
ん
ど
ん
洋
紙
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

わ
ず
か
２
年
ほ
ど
で
、
和
紙
と
洋
紙
の

比
率
は
逆
転
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

教
科
書
が
洋
紙
に
な
っ
た
こ
と
は
、

生
産
量
の
減
少
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も

た
ち
が
和
紙
に
接
す
る
機
会
が
な
く
な

か
ら
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
も
言
え

ま
す
。
役
人
が
全
部
指
示
す
る
の
で
す
。

書
札
礼

し
ょ
さ
つ
れ
い

と
い
っ
て
、
書
簡
を
出
す
と

き
に
守
る
べ
き
礼
法
が
あ
っ
た
。
書
簡

を
出
す
と
き
の
書
式
や
文
面
、
字
配
り
、

崩
し
字
の
決
ま
り
事
、
料
紙
の
種
類
や

折
り
方
、
封
書
の
方
法
な
ど
が
事
細
か

に
決
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
地
位
の

上
下
関
係
が
わ
か
る
だ
け
で
は
な
く
、

当
時
の
社
会
的
秩
序
が
反
映
さ
れ
る
の

で
、
史
料
と
し
て
絶
好
の
証
拠
と
も
な

り
ま
す
。

以
前
、
千
葉
・
佐
倉
に
あ
る
歴
史
民

俗
博
物
館
で
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
の

で
す
が
、
惚
れ
惚
れ
す
る
ほ
ど
良
い
紙

に
書
か
れ
て
い
る
史
料
が
あ
っ
た
。
そ

れ
で
研
究
者
に
「
先
生
、
こ
れ
は
良
い

紙
で
す
ね
」
と
言
っ
た
ら
「
よ
く
わ
か

り
ま
す
ね
、
こ
れ
は
〇
〇
大
臣
の
書
簡

で
す
か
ら
ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
同
じ
苗
字
な
の
に
そ
れ
ほ
ど
で
も

な
い
紙
に
書
か
れ
た
書
簡
も
あ
る
。
そ

う
す
る
と
そ
の
先
生
は
「
そ
う
で
す
、

こ
れ
は
そ
の
大
臣
の
息
子
な
ん
で
す
」

と
言
い
ま
し
た
。

研
究
者
は
書
い
て
あ
る
内
容
か
ら
身

分
や
地
位
を
知
る
わ
け
で
す
が
、
私
は

紙
を
触
っ
た
だ
け
で
そ
れ
が
わ
か
っ
て

し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
、
紙
と
い
う
の
は

す
べ
て
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

日
本
で
紙
と
い
え
ば
、
厚
く
て
白
く

て
大
き
い
、
と
い
う
３
条
件
に
価
値
が

置
か
れ
ま
し
た
。
厚
く
て
大
き
い
紙
を

つ
く
る
の
は
、
も
の
す
ご
く
大
変
だ
っ



さ
い
、
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す

よ
。
結
局
、
四
十
数
点
、
調
べ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
、
著
書

（『
必
携
古
典
籍
古
文
書
料
紙
事
典
』
八
木
書
店
２

０
１
１
）
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

私
の
想
像
で
す
が
、
百
万
塔
陀
羅
尼

が
つ
く
ら
れ
た
の
は
、
和
紙
の
過
渡
期

の
時
代
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
中
国

か
ら
伝
わ
っ
た
紙
漉
き
を
お
手
本
に
し

て
、
日
本
独
自
の
〈
和
紙
〉
を
つ
く
っ

て
い
く
と
い
う
過
渡
期
だ
っ
た
と
。

20
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
、
百
万
塔
陀

羅
尼
は
〈
麻
紙

ま
し

〉
だ
と
い
わ
れ
て
い
た

ん
で
す
よ
。
私
も
当
時
は
そ
う
信
じ
て

い
た
ん
で
す
が
、
実
物
に
接
す
る
機
会

が
増
え
る
に
つ
れ
、「
ど
う
も
そ
う
で

は
な
い
ら
し
い
ぞ
」
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

同
じ
も
の
が
一
つ
も
な
い
。
見
る
も

の
が
す
べ
て
違
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ

れ
で
「
こ
れ
は
そ
ん
な
に
簡
単
に
片
づ

け
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
」
と
思
い
、

研
究
を
始
め
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
見
た

こ
と
で
、
違
い
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で

す
。
そ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
１
点
見
た

だ
け
で
「
麻
紙
だ
」
と
決
め
つ
け
て
い

た
の
で
す
。
特
に
学
者
の
人
た
ち
に
は
、

そ
う
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

溜
め
漉
き
か
ら
流
し
漉
き
へ

奈
良
、
平
安
時
代
ま
で
は
、
中
国
か

ら
入
っ
て
き
た
ま
ま
に
〈
溜
め
漉
き
〉

と
い
う
漉
き
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
江

す
。10

年
ぐ
ら
い
前
、
よ
く
紙
に
接
す
る

人
た
ち
、
国
文
学
や
修
復
を
し
て
い
る

人
た
ち
か
ら
「
ど
う
も
中
世
の
紙
は
様

子
が
違
う
」
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。

そ
れ
で
研
究
す
る
こ
と
に
な
り
、
中
世

の
紙
を
一
番
持
っ
て
い
る
の
は
高
野
山

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
出
か
け
て

行
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
な
か
な
か
違
い
が
わ
か
ら

な
い
。
そ
れ
で
中
世
以
前
の
紙
や
江
戸

時
代
の
紙
も
触
っ
て
比
べ
て
み
た
。
ど

う
や
ら
漉
き
方
が
違
っ
て
い
た
ら
し
い
、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

私
は
工
房
を
持
っ
て
い
て
試
作
品
が

つ
く
れ
ま
す
の
で
、〈
半
流
し
漉
き
〉

の
紙
を
つ
く
っ
て
持
っ
て
い
っ
た
と
こ

ろ
、
中
世
の
紙
に
似
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
中
世
の
貴
族
や

高
級
僧
侶
は
、
こ
の
〈
半
流
し
漉
き
〉

で
漉
か
れ
た
紙
を
使
っ
て
い
た
ん
で
す
。

〈
半
流
し
漉
き
〉
で
は
ゆ
っ
く
り
漉
く

の
で
、
簀
の
上
面
に
は
植
物
の
繊
維
が

固
ま
っ
た
箇
所
が
で
き
て
、
ボ
コ
ボ
コ

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
簀
に
接
し
て

い
る
下
面
は
平
ら
な
ん
で
す
。

鎌
倉
幕
府
を
最
後
ま
で
支
え
た
北
条

氏
の
一
門
で
あ
る
金
沢
氏
の
菩
提
寺

称
名
寺
に
は
、
４
代
目
当
主
で
15
代
執

権
の
金
沢
貞
顕
の
手
紙
が
６
５
０
通
も

残
っ
て
い
ま
す
（
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
鎌
倉

時
代
の
文
書
は
４
万
通
と
い
わ
れ
て
い
る
）。

こ
れ
は
手
紙
の
裏
を
経
典
の
書
写
な

ど
に
再
利
用
し
た
た
め
で
、
こ
う
い
う
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戸
時
代
は
〈
流
し
漉
き
〉。

溜
め
漉
き

紙
料
（
漉
け
る
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
紙
の
原
料
）
を

漉
槽
に
入
れ
て
簀
や
網
で
汲
み
込
み
、
簀
や
網
の
上

に
湿
紙
が
で
き
た
あ
と
布
に
移
す
方
法
。
叩
解
度
の

高
い
紙
料
で
漉
か
れ
た
湿
紙
を
重
ね
る
と
、
く
っ
つ

き
合
っ
て
剥
が
す
こ
と
が
困
難
に
な
る
た
め
、
湿
紙

と
布
を
交
互
に
重
ね
て
い
く
。

流
し
漉
き

濾
水
性
の
簀
や
網
を
動
か
し
て
、
漉
槽
の
中
の
紙
料

を
汲
み
込
ん
だ
り
捨
て
戻
し
た
り
し
て
、
簀
や
網
の

上
に
紙
層
を
つ
く
る
漉
き
方
。

百
万
塔
陀
羅
尼
は
、
原
材
料
も
、
実

に
さ
ま
ざ
ま
で
、
短
く
切
っ
た
繊
維
を

使
い
、
固
ま
る
の
を
ゆ
っ
く
り
待
つ
と

い
う
中
国
式
の
〈
溜
め
漉
き
〉
か
ら
、

江
戸
時
代
に
確
立
し
た
長
い
繊
維
を
か

ら
め
て
漉
く
〈
流
し
漉
き
〉
の
前
身
と

い
え
る
よ
う
な
も
の
ま
で
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
紙
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

つ
い
こ
の
間
も
京
都
で
「
文
字
を
記

し
た
日
本
の
紙
」
と
い
う
講
演
を
し
た

ば
か
り
で
す
が
、
質
問
は
百
万
塔
陀
羅

尼
に
集
中
し
ま
し
た
ね
。
や
は
り
、
日

本
最
古
の
印
刷
物
と
い
う
こ
と
で
、
み

な
さ
ん
、
興
味
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。

福
井
・
越
前
の
〈
紙
の
文
化
博
物
館
〉

に
も
、
百
万
塔
陀
羅
尼
を
再
現
す
る
番

組
の
ビ
デ
オ
が
流
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
と
き
で
す
よ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
「
百
万
塔

陀
羅
尼
は
麻
紙
だ
」
と
放
映
し
て
し
ま

っ
て
、
そ
れ
が
定
説
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
は
。
私
も
そ
の
と
き
は
信
じ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は

な
か
っ
た
。
も
っ
と
多
様
だ
っ
た
の
で
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国
に
売
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

た
だ
、
手
づ
く
り
な
の
で
品
質
が
ま

ち
ま
ち
で
す
。
海
外
で
は
そ
れ
が
認
め

ら
れ
な
い
の
で
、
ま
ず
は
品
質
を
標
準

化
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
今
は
良

い
紙
を
つ
く
ろ
う
、
と
い
う
気
持
ち
だ

け
で
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
外
国
人
に

買
っ
て
も
ら
お
う
、
と
考
え
る
よ
う
に

な
れ
ば
、
こ
う
し
た
欠
点
は
克
服
で
き

る
は
ず
で
す
。

外
国
人
に
買
っ
て
も
ら
お
う
と
思
っ

た
ら
、
い
つ
ま
で
も
匁

も
ん
め

や
尺

し
ゃ
く

な
ん
て
言

っ
て
い
た
ら
ダ
メ
。
単
位
も
標
準
化
し

な
く
て
は
。
そ
う
い
う
売
り
方
を
し
な

い
限
り
、
和
紙
の
国
際
化
は
難
し
い
。

ま
た
、
大
き
さ
や
厚
み
、
色
な
ど
の
規

格
化
も
大
事
で
す
ね
。

参
議
院
の
議
長
官
邸
の
応
接
室
の
天

井
に
和
紙
を
使
う
こ
と
に
な
っ
て
、
デ

す
ぐ
に
紙
の
違
い
が
出
る
よ
」
と
言

わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
市
兵
衛

さ
ん
の
紙
が
１
０
０
枚
あ
っ
た
ら
99

枚
良
い
作
品
に
摺
れ
る
。
し
か
し
、

３
分
の
１
の
価
格
の
紙
は
１
０
０
枚

摺
っ
て
、
ま
と
も
な
作
品
に
な
る
の

は
60
枚
程
度
。
信
用
を
落
と
す
だ
け

だ
か
ら
、
市
兵
衛
さ
ん
の
紙
を
使
っ

た
ほ
う
が
い
い
で
す
よ
」
と
言
わ
れ

た
ん
だ
そ
う
で
す
。

楮
だ
と
い
い
な
が
ら
、
原
料
に
木

材
パ
ル
プ
が
混
入
し
て
い
る
和
紙
も

あ
る
。
残
念
な
が
ら
素
人
の
人
に
は

わ
か
ら
な
い
か
ら
、
本
物
の
紙
の
見

本
帳
と
50
倍
ル
ー
ペ
を
常
に
持
っ
て

歩
く
必
要
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
こ
の

見
本
帳
は
、
愛
知
県
名
古
屋
市
に
あ

る
紙
の
温
度
株
式
会
社
で
つ
く
っ
た

も
の
で
す
。
紙
を
扱
う
人
た
ち
が
、

面
倒
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
く

れ
る
と
、
つ
く
る
人
た
ち
も
真
剣
に

な
り
ま
す
か
ら
。

こ
れ
か
ら
「
和
紙
の
優
れ
た
特
質

を
生
か
し
て
受
け
継
い
で
い
こ
う
」

と
思
っ
た
ら
、
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の

は
子
ど
も
の
教
育
だ
と
思
い
ま
す
。

い
き
な
り
も
の
す
ご
く
高
級
な
和
紙

を
渡
し
て
「
こ
れ
に
何
か
書
き
な
さ

い
」
と
言
っ
た
っ
て
、
無
理
で
す
よ
。

ま
ず
は
楮
に
似
た
木
材
パ
ル
プ
製
の

紙
を
渡
し
て
、
接
す
る
機
会
を
増
や

し
て
い
く
。
そ
こ
か
ら
徐
々
に
和
紙

の
魅
力
が
理
解
で
き
る
人
間
に
育
て

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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ザ
イ
ナ
ー
が
調
べ
て
、
越
前
和
紙
の
岩

野
市
兵
衛
さ
ん
の
紙
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
貼
っ
て
い
く
途
中
で
足
り

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
足
り

な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
急
に
は

つ
く
れ
ま
せ
ん
。
似
て
い
る
和
紙
を
探

し
て
き
て
使
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、

納
品
し
た
業
者
が
市
兵
衛
さ
ん
の
紙
１

枚
幾
ら
、
も
う
一
方
の
紙
幾
ら
、
と
単

価
を
出
し
て
請
求
し
た
ら
、
役
人
が
怒

っ
て
「
同
じ
紙
な
の
に
、
な
ん
で
単
価

が
違
う
ん
だ
。
全
部
、
安
い
ほ
う
に
統

一
し
ろ
」
と
言
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
で
業
者
が
私
の
と
こ
ろ
に
「
宍

倉
さ
ん
、
こ
の
単
価
の
差
を
説
明
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
て
き
た
ん
で

す
。
私
は
即
座
に
「
説
明
で
き
ま
す
よ
」

と
答
え
ま
し
た
。
私
は
両
方
の
つ
く
り

方
も
材
料
も
見
て
い
ま
す
か
ら
、「
水

に
浸
け
て
、
引
っ
張
っ
て
み
て
く
だ
さ

い
」
と
言
っ
た
ん
で
す
。
市
兵
衛
さ
ん

の
紙
は
、
簡
単
に
は
破
れ
な
い
。
こ
の

紙
を
引
っ
張
り
試
験
機
に
か
け
た
ら
、

数
値
で
は
っ
き
り
と
違
い
が
出
ま
す
。

数
値
が
３
倍
違
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
役

人
も
納
得
し
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
ぐ
ら

い
、
違
う
。

画
家
の
平
山
郁
夫
さ
ん
が
市
兵
衛
さ

ん
か
ら
紙
を
買
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、

「
そ
の
３
分
の
１
で
い
い
で
す
か
ら
買

い
ま
せ
ん
か
」
と
、
紙
を
持
っ
て
き
た

人
が
い
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
平
山
さ

ん
が
修
復
を
や
っ
て
い
る
専
門
家
に
相

談
し
た
ら
、「
３
版
か
４
版
刷
っ
た
ら
、

も
の
は
紙
背
文
書

し
は
い
も
ん
じ
ょ

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

称
名
寺
で
は
貞
顕
が
出
し
た
書
簡
を

取
っ
て
お
き
、
ボ
コ
ボ
コ
し
た
裏
面
を

叩
い
て
平
ら
に
し
て
再
利
用
し
て
い
た

の
で
す
。
神
奈
川
の
金
沢
文
庫
で
「
金

沢
貞
顕

さ
だ
あ
き

の
手
紙
」
と
い
う
展
覧
会
を
行

な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
こ
と
が
は
っ
き

り
わ
か
り
ま
し
た
。

心
で
漉
く
和
紙

和
紙
は
自
然
の
水
と
自
然
の
繊
維
を

利
用
し
て
つ
く
ら
れ
ま
す
。
敢
え
て
言

え
ば
、
心
で
漉
い
て
い
る
。
日
本
で
は

な
か
な
か
そ
の
良
さ
が
認
め
ら
れ
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
海
外
に
い
っ
た

ら
、
こ
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
紙
は
大

変
高
く
評
価
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
外

今
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は

書
道
の
分
野
で
す
。
安
い
書
道
用
紙
か

ら
高
級
な
も
の
ま
で
出
回
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
自
分
の
買
え
る
範
囲
で
選
ぶ
自

由
度
が
あ
る
。

Ｍ
Ｏ
紙
（
越
前
で
つ
く
ら
れ
る
水
彩
画
用
紙
）

な
ん
か
は
、
全
部
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で

す
よ
。
私
は
女
子
美
術
大
学
で
教
え
て

い
る
ん
で
す
が
、
学
生
た
ち
に
は
「
良

い
作
品
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
安

い
紙
を
使
っ
ち
ゃ
ダ
メ
だ
よ
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。
安
い
紙
だ
と
、
い
い
加
減

に
描
い
て
し
ま
う
ん
で
す
。
書
道
だ
っ

て
、
練
習
だ
か
ら
と
い
っ
て
安
い
紙
を

使
う
と
安
易
に
な
り
ま
す
か
ら
。

教
科
書
も
、
全
部
が
無
理
で
も
、
あ

る
教
科
の
見
返
し
だ
け
で
も
和
紙
に
し

て
み
る
。
ま
た
、
出
生
届
を
和
紙
に
す

る
。
墨
を
擦
っ
て
筆
で
書
く
。
そ
う
い

う
こ
と
か
ら
始
め
た
ら
い
い
と
思
い
ま

す
。
そ
ん
な
程
度
の
こ
と
だ
っ
た
ら
、

国
会
議
員
が
ち
ょ
っ
と
頑
張
れ
ば
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
ん
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
役
人
は
、
課
長
以
上
の

役
職
に
な
る
と
、
自
分
専
用
の
コ
ッ
ト

ン
製
の
レ
タ
ー
ペ
ー
パ
ー
を
使
う
で
し

ょ
。
日
本
も
見
習
っ
た
ら
い
い
と
思
い

ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
３
月
29
日

蝉翼拓（せんよくたく）の技法で採られた拓本の端切れ。
裏から見ると、字口への食い込みがよくわかる。この紙は
和紙ではなく中国の紙。和紙は繊維が強いので、水貼りの
ときにせっかく字口に食い込ませても、乾燥するともとに
戻ってしまうのだそうだ。



に
も
、
活
字
が
使
わ
れ
た
時
期
が
あ
り

ま
し
た
。

印
刷
の
書
体
、
つ
ま
り
フ
ォ
ン
ト
に

明
朝
体
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
朝

と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
中
国
の
宋

代
に
ル
ー
ツ
が
あ
り
、
明
代
に
成
立
し

た
書
体
で
す
。
現
在
、
私
た
ち
も
そ
の

影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
中
国
は
活
字
印
刷
術
を
発

明
し
た
け
れ
ど
も
あ
ま
り
重
用
せ
ず
、

か
え
っ
て
韓
国
で
早
く
か
ら
盛
行
し
て

い
ま
す
。
貴
族
文
化
と
仏
教
文
化
が
栄

え
て
芸
術
に
力
を
注
い
だ
高
麗
王
朝
は
、

国
営
の
鋳

ち
�
う

字じ

所じ
ょ

を
設
立
し
て
、
１
字
ず

つ
独
立
し
た
鋳
造
活
字
を
つ
く
り
、
金

属
活
字
に
よ
る
印
刷
技
術
を
発
展
さ
せ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
李
氏
朝
鮮
が
興
っ

て
、
そ
こ
で
も
鋳
字
所
が
つ
く
ら
れ
て
、

書
体
研
究
と
金
属
活
字
に
よ
る
印
刷
事

業
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

１
５
９
２
年
（
文
禄
元
）
の
朝
鮮
侵
略

の
と
き
、
豊
臣
秀
吉
軍
は
漢
城

ハ
ン
ソ
ン

（
今
の
ソ

ウ
ル
）
ま
で
行
っ
た
わ
け
で
す
が
、
宇

喜
多
秀
家
は
鋳
字
所
の
活
字
・
機
材
一

式
を
持
ち
帰
り
、
職
人
た
ち
を
捕
虜
と

し
て
連
れ
て
来
ま
す
。
日
本
に
と
っ
て

朝
鮮
本
は
憧
れ
の
本
だ
っ
た
わ
け
で
す

ね
。
秀
吉
は
そ
れ
ら
を
後
陽
成

ご
よ
う
ぜ
い

天
皇
に

献
上
し
て
い
ま
す
。

そ
の
活
字
は
す
ぐ
に
使
わ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
日
本
の
書
体
を
開
発
し
て

木
活
字
が
つ
く
ら
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ

れ
で
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
勅
版

ち
ょ
く
は
ん

と
呼
び

慣
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
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文
禄
勅
版
は
現
物
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

慶
長
勅
版
は
現
存
し
て
今
で
も
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
A
4
サ
イ
ズ
（
縦
２
９

７
㎜
×
横
２
１
０
㎜
）
ほ
ど
の
大
判
で
す
。

本
づ
く
り
と
い
う
の
は
、
文
化
の
高

さ
を
示
す
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
高
度

な
技
術
が
あ
り
、
高
度
な
技
術
を
持
つ

職
人
を
抱
え
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
。

そ
し
て
、
書
体
の
美
し
さ
に
は
精
神
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
本
づ
く
り
は
、
い

わ
ば
時
の
権
力
を
手
中
に
収
め
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
誇
示
す
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
後
陽
成
天
皇

の
勅
版
を
真
似
て
、
徳
川
家
康
も
伏
見

版
を
つ
く
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
豊
臣
秀
頼
が
１
回
だ
け
で

す
が
印
刷
を
行
な
う
と
か
、
大
坂
の
陣

と
相
前
後
し
て
徳
川
家
康
が
銅
活
字
で

駿
河
版
を
つ
く
る
、
後
水
尾

ご
み
ず
の
お

天
皇
が
元

和
勅
版
を
つ
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
、

天
皇
や
時
の
権
力
者
と
い
っ
た
上
層
部

が
競
っ
て
印
刷
事
業
を
す
す
め
る
と
い

う
特
異
な
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

天
皇
の
周
り
に
も
、
家
康
の
周
り
に

も
、
秀
頼
の
周
り
に
も
サ
ロ
ン
が
形
成

さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
京
都
の
町
衆
の

中
か
ら
嵯
峨
本
が
誕
生
し
ま
す
。
嵯
峨

本
に
は
趣
味
人
た
ち
の
贅
沢
が
反
映
さ

れ
、
美
術
品
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

権
力
者
に
よ
る
印
刷
物
は
１
０
０
部

と
か
１
５
０
部
、
寺
社
や
公
家
や
大
名

な
ど
お
気
に
入
り
の
人
に
配
る
ぐ
ら
い

の
部
数
で
摺
ら
れ
ま
し
た
。
贈
答
品
と

し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
、
大
判
な
豪
華

〈
も
の
〉
に
語
ら
せ
る
楽
し
さ

以
前
は
大
学
博
物
館
で
学
芸
員
の
仕

事
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、
古
文
書
な

ど
、
資
料
に
触
れ
る
環
境
に
い
ま
し
た
。

学
芸
員
の
仕
事
は
、〈
も
の
〉
に
語
ら

せ
る
こ
と
が
中
心
で
す
。
江
戸
時
代
の

本
を
つ
く
っ
た
職
人
や
版
元
は
、
限
り

あ
る
命
で
す
か
ら
、
今
は
こ
の
世
に
存

在
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
人
が
や

っ
た
仕
事
、
痕
跡
と
し
て
の
〈
も
の
〉

は
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
江
戸
時
代
の

本
を
手
に
取
る
と
き
、
そ
の
こ
と
を
深

く
意
識
し
ま
す
。

本
を
眺
め
て
い
る
と
、
版
木
を
彫
っ

た
職
人
の
技
に
思
い
が
い
く
し
、
ど
う

や
っ
て
で
き
て
き
た
か
を
考
え
ま
す
。

本
づ
く
り
は
、
作
者
や
絵
師
が
い
て
、

版
下
を
書
く
人
が
い
て
、
彫
り
師
が
い

て
、
摺
り
師
が
い
て
、
表
紙
を
整
え
る

人
が
い
て
、
製
本
す
る
人
が
い
て
、
本

屋
が
そ
れ
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
て
、
と

い
う
総
合
的
な
仕
事
な
の
で
す
。
痕
跡

か
ら
、
人
の
動
き
が
わ
か
る
。
そ
れ
を

読
み
解
い
て
い
く
の
が
、
何
と
も
楽
し

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

和
紙
の
こ
と
に
共
感
が
湧
く
の
は
、

私
が
〈
も
の
〉
に
助
け
ら
れ
て
仕
事
を

し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

木
活
字
の
導
入

版
木
を
彫
っ
て
印
刷
し
て
い
た
時
代
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— 史料論的アプローチ』（吉川弘文館 2006）、『江戸の武家名鑑— 武鑑と

出版競争—』（吉川弘文館 2008）ほか

史学科で学んだ藤實久美子さんですが、

社会学科や新聞学科にも惹かれるほど、

メディアの問題に関心があったそうです。

その興味が、江戸時代に大きく発展した

出版メディア〈武家の名鑑〉への研究を深いものにしました。

近世に、〈閉ざされた知〉が解放された背景には、

和紙の供給増加も一役買っていたのです。

近世出版事業の隆盛と和紙需要
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本
だ
っ
た
ん
で
す
。

町
衆
は
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
日
本

の
古
典
を
作
成
し
ま
し
た
が
、
天
下
を

治
め
る
者
が
学
ぶ
べ
き
は
儒
学
で
あ
る
、

と
い
う
発
想
か
ら
、
治
者
た
ち
の
印
刷

事
業
は
主
に
中
国
の
古
典
を
題
材
と
し

ま
し
た
。

慶
長
勅
版

後
陽
成
天
皇
の
命
で
１
５
９
７
年
（
慶
長
２
）
か
ら

１
６
０
３
年
（
慶
長
８
）
に
か
け
て
印
刷
さ
れ
た
勅

版
。『
錦
繍
段
』（
き
ん
し
ゅ
う
だ
ん
）、『
日
本
書
紀

神
代
巻
』（
に
ほ
ん
し
ょ
き
か
み
よ
の
ま
き
）、『
論

語
』『
孟
子
』
な
ど
が
作
成
さ
れ
た
。

伏
見
版

徳
川
家
康
が
寄
付
し
た
木
活
字
10
万
字
を
使
用
し

て
、
閑
室
元
佶
（
か
ん
し
つ
げ
ん
き
つ
）
が
伏
見
の

円
光
寺
（
現
・
左
京
区
一
乗
寺
小
谷
町
）
で
、
１
５

９
９
年
（
慶
長
４
）
に
印
刷
し
た
書
物
。『
孔
子
家

語
』（
こ
う
し
け
ご
）、『
三
略
』、『
六
韜
』（
り
く
と

う
）、『
貞
観
政
要
』（
じ
ょ
う
が
ん
せ
い
よ
う
）、

『
周
易
』（
し
ゅ
う
え
き
）
な
ど
が
作
成
さ
れ
た
。

嵯
峨
本

京
都
嵯
峨
の
豪
商
、
角
倉
素
庵
（
す
み
の
く
ら
そ
あ

ん
　
了
以
の
息
子
）
が
本
阿
弥
光
悦
（
ほ
ん
あ
み
こ

う
え
つ
）
や
俵
屋
宗
達
（
た
わ
ら
や
そ
う
た
つ
）
ら

の
協
力
を
得
て
木
活
字
で
作
成
し
た
、
平
仮
名
ま
じ

り
の
書
物
。
角
倉
本
、
光
悦
本
と
も
呼
ば
れ
、
表

紙
・
本
紙
に
雲
母
紙
を
使
い
、
装
丁
の
美
し
さ
が
特

徴
。『
伊
勢
物
語
』
を
は
じ
め
と
し
て
、『
方
丈
記
』

『
百
人
一
首
』『
徒
然
草
』『
源
氏
物
語
』
な
ど
が
作

成
さ
れ
た
。

再
び
木
版
印
刷
へ

１
６
０
８
年
（
慶
長
13
）
に
作
成
さ
れ

た
嵯
峨
本
の
『
伊
勢
物
語
』
は
文
字
の

部
分
は
木
活
字
、
絵
の
部
分
は
整
版

（
木
版
）
印
刷
で
摺
ら
れ
て
い
ま
す
。

木
活
字
と
は
い
っ
て
も
、
一
文
字
ず

つ
活
字
を
組
み
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

光
悦
が
書
い
た
崩
し
字
を
２
〜
３
字
単

の
本
屋
は
、
寺
院
と
深
い
関
係
を
保
っ

て
き
た
か
ら
で
す
。
特
に
宗
派
に
よ
っ

て
出
入
り
の
本
屋
が
固
定
化
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

医
学
書
が
印
刷
さ
れ
た
の
は
、
19
世

紀
あ
た
り
に
な
る
と
名
主
階
級
が
子
息

を
積
極
的
に
医
者
に
し
た
か
ら
で
す
。

農
村
部
で
は
無
医
村
が
多
か
っ
た
で
す

か
ら
。
そ
れ
で
、
医
学
書
の
需
要
も
増

え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

書
き
下
ろ
し
は
井
原
西
鶴
（
１
６
４
２

〜
１
６
９
３
年
）
な
ど
の
登
場
を
待
た
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、『
平
家
物
語
』
や

『
太
平
記
』
と
い
っ
た
軍
記
も
の
な
ど
、

そ
れ
ま
で
写
本
だ
っ
た
も
の
が
、
ど
う

に
か
印
刷
で
本
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
武
家
が
政
治
を
し

な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
学

者
を
近
辺
に
置
い
て
勉
強
を
し
ま
し
た
。

そ
の
際
に
も
、
本
が
必
要
と
さ
れ
ま
し

た
。
仮
名
草
子
も
読
み
方
を
変
え
れ
ば
、

治
者
の
心
得
、
教
訓
書
と
い
え
る
の
で

す
。出

版
の
第
二
世
代
は
、
17
世
紀
中
ご

ろ
に
登
場
し
ま
す
。

寛
永
末
（
１
６
４
４
年
）
こ
ろ
に
は
、

木
活
字
に
は
手
を
出
さ
な
い
で
、
整
版

印
刷
の
み
で
印
刷
す
る
本
屋
が
京
都
に

出
て
き
ま
し
た
。
３
代
将
軍
徳
川
家
光

の
時
代
で
す
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、
古
典

か
ら
離
れ
て
名
所
巡
り
や
地
図
、
武
家

名
鑑
（
以
下
、
武
鑑
と
表
記
）
と
い
っ
た
実

用
書
も
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

位
で
木
活
字
に
つ
く
り
、
そ
れ
ら
を
組

み
合
わ
せ
て
作
成
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
制
作
に
手
間
が
か
か
り
過
ぎ

た
た
め
、
木
活
字
に
集
中
し
て
い
た
印

刷
事
業
は
、
17
世
紀
中
ご
ろ
に
再
び
整

版
印
刷
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。
繰
り
返

し
版
を
重
ね
る
に
は
、
板
木
に
彫
刻
し

た
整
版
印
刷
の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
か

ら
で
す
。

木
活
字
が
流
行
し
て
い
た
間
も
、
寺

院
で
は
整
版
印
刷
が
伏
流
の
よ
う
に
続

け
ら
れ
、
技
術
が
残
っ
て
い
た
ん
で
す

ね
。
そ
も
そ
も
漢
字
は
数
が
膨
大
で
す

し
、
仏
教
書
を
は
じ
め
漢
文
体
で
書
か

れ
た
も
の
は
、
小
さ
い
字
と
大
き
な
字

を
組
み
合
わ
せ
た
り
、
返
り
点
を
入
れ

た
り
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
活
字
で

は
不
便
で
し
た
。

紙
面
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
よ
う

な
も
の
は
、
版
下
を
つ
く
っ
て
、
裏
返

し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
彫
っ
て
も
ら
え

ば
い
い
ん
だ
か
ら
整
版
印
刷
で
や
っ
た

ほ
う
が
都
合
が
い
い
。
写
本
と
同
じ
よ

う
な
感
覚
で
つ
く
れ
ま
す
か
ら
。

実
用
書
の
誕
生

出
版
分
野
の
広
が
り
に
は
、
民
間
の

本
屋
の
登
場
が
貢
献
し
ま
し
た
。
民
間

の
本
屋
が
出
版
し
た
も
の
と
し
て
は
、

ま
ず
医
学
書
や
仏
教
書
が
あ
り
ま
す
。

18
世
紀
ま
で
は
、
京
都
を
は
じ
め
と

し
た
上
方
の
本
屋
が
優
勢
だ
っ
た
、
と

一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
京
都



め
ら
れ
ま
す
。
８
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の

時
代
に
株
仲
間
を
公
認
す
る
こ
と
で
、

特
権
商
人
化
さ
せ
、
物
価
の
高
騰
を
抑

え
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
自
治
と
し
て
、

同
業
者
同
士
で
組
合
を
つ
く
っ
て
く
だ

さ
い
、
と
い
う
経
済
政
策
へ
の
転
換
で

す
。し

か
し
、
そ
の
前
か
ら
そ
う
い
う
傾

向
は
起
き
て
い
た
よ
う
で
す
。
１
６
９

８
年
（
元
禄
11
）
京
都
・
大
坂
の
本
屋
が
、

海
賊
版
阻
止
に
つ
い
て
の
訴
え
を
大
坂

町
奉
行
に
提
出
し
て
い
ま
す
。
連
名
で

監
視
体
制
を
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す
よ

ね
。そ

の
あ
と
、
１
７
１
６
年
（
享
保
元
）

京
都
の
書
林
仲
間
、
１
７
２
１
年
（
享

保
６
）
江
戸
の
書
物
問
屋
仲
間
、
１
７

２
３
年
（
享
保
８
）
大
坂
の
本
屋
仲
間
が

公
認
さ
れ
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
、
徳
川

将
軍
家
に
関
す
る
こ
と
だ
と
か
、
社
会

上
層
部
に
都
合
の
悪
い
情
報
を
出
さ
な

い
よ
う
に
統
制
し
て
い
く
ん
で
す
ね
。

実
は
武
家
は
結
構
、
ゆ
す
り
に
遭
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。
特
に
毛
利
家
と
吉

川
家
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

「
毛
利
元
就
は
、
そ
の
主
君
大
内
義
隆

に
反
逆
し
た
陶す

え

晴
賢

は
る
か
た

に
味
方
し
た
裏
切

り
者
で
あ
る
」
と
い
っ
た
本
を
出
さ
れ

て
し
ま
う
ん
で
す
。『
陰
徳
記
』
系
統

の
『
関
西
記
』『
備
芸
記
』
と
い
う
本

な
ん
で
す
が
、「
こ
ん
な
本
を
つ
く
り

ま
し
た
。
幾
ら
か
か
り
ま
し
た
」
と
言

っ
て
、
毛
利
家
に
持
っ
て
い
く
わ
け
で

す
。
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
返
す
わ
け
に

ま
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
１
６
３
５
年
（
寛

永
12
）
の
〈
武
家
諸
法
度
〉
に
定
め
ら

れ
た
参
勤
交
代
の
影
響
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
以
前
に
も
武
家
は
家
族
や
家
臣
を

江
戸
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
の
で
す
が
、

正
式
に
制
度
化
さ
れ
た
の
で
国
許
と
江

戸
と
の
間
で
人
が
移
動
し
、
も
の
の
や

り
取
り
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う

い
う
背
景
が
あ
っ
て
、
名
所
巡
り
や
地

図
、
武
鑑
な
ど
が
必
要
に
な
っ
て
き
た

ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
判
型
も

袂た
も
とに

入
れ
た
り
、
懐
に
入
れ
て
持
ち
歩

け
る
よ
う
に
、〈
袖
珍
版

し
�
う
ち
ん
ば
ん

〉
や
〈
懐
中

版
〉
と
い
う
コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
和
紙
で
す
か
ら
、
軽

く
て
い
い
ん
で
す
よ
ね
。

江
戸
と
い
う
の
は
、
江
戸
城
自
体
も

寛
永
年
間
に
か
け
て
、
何
度
も
修
築
し

て
、
堀
割
と
い
う
か
範
囲
が
決
ま
る
ぐ

ら
い
だ
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
都
市
と
し
て

は
固
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
で
元
禄
期
ま
で
は
、
京
都
の
本
屋
が

江
戸
の
市
場
を
見
込
ん
で
、
出
店

で
み
せ

を
出

す
ん
で
す
ね
。
場
所
と
し
て
は
日
本
橋

が
中
心
で
す
。
の
ち
に
は
馬
喰
町
に
移

っ
て
い
き
ま
す
。

馬
喰
町
は
、
現
在
、
衣
料
品
関
係
の

問
屋
街
で
す
が
、
江
戸

え

ど

宿や
ど

と
い
っ
て
訴

訟
で
や
っ
て
来
た
人
た
ち
が
待
機
し
て

い
た
場
所
。
幕
領
で
は
国
許
で
起
こ
っ

た
事
件
で
も
、
国
許
で
判
断
し
な
い
で

江
戸
の
殿
様
に
訴
え
た
か
ら
で
す
。
あ

と
は
、
東
海
道
の
芝
。
芝
に
は
増
上
寺
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が
あ
り
ま
し
た
か
ら
門
前
町
が
開
け
て

い
ま
し
た
。
地
方
か
ら
来
た
人
、
帰
る

人
が
こ
こ
で
お
土
産
を
買
う
と
い
う
需

要
が
あ
り
ま
し
た
。

貸
本
屋
さ
ん
に
な
る
と
、
ま
た
分
布

が
違
っ
て
き
て
、
日
本
橋
と
か
上
野
と

か
山
の
手
の
本
郷
や
番
町
に
多
か
っ
た
。

い
ず
れ
も
老
舗
の
本
屋
に
な
る
と
、
五

街
道
の
出
発
点
で
あ
る
日
本
橋
に
集
中

し
ま
し
た
ね
。

５
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
治
世
で
、
京

都
の
文
人
を
幕
府
の
御
用
達
町
人
と
し

て
、
か
な
り
抱
え
込
む
ん
で
す
。
連
歌

師
で
あ
る
と
か
、
出
雲
寺

い

ず

も

じ

の
よ
う
な
書

物
師
で
あ
る
と
か
。
身
分
を
与
え
て
江

戸
に
招
く
ん
で
す
。

こ
れ
に
従
う
よ
う
に
、
本
屋
た
ち
も

江
戸
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
文
化
の
先

進
地
の
人
た
ち
が
、「
ど
う
や
ら
江
戸

で
も
商
売
に
な
る
ら
し
い
ぞ
」
と
い
っ

て
、
や
っ
て
来
た
ん
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
製
作
は
京
都
・
大
坂
の

本
屋
、
つ
ま
り
書
林
、
本
屋
仲
間
で
出

版
業
、
江
戸
の
本
屋
は
販
売
専
門
の
書

物
問
屋
な
ん
で
す
。

実
は
西
鶴
の
浮
世
草
子
と
い
っ
て
も
、

周
り
に
い
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
読
ま
れ

て
い
た
程
度
で
、
文
学
と
し
て
広
く
親

し
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

も
っ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
小
さ
い
。

多
く
て
３
０
０
部
。
そ
れ
に
比
べ
て
、

実
用
書
は
３
０
０
０
部
と
か
、
１
万
部

と
か
出
版
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

「
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
た
こ

と
を
信
じ
る
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
答
え
は
Y

E
S
。
国
許
、
街
道
筋
に
需
要
が
あ
っ

た
ほ
か
、
江
戸
土
産
と
し
て
10
冊
と
か

20
冊
と
か
買
っ
て
、
み
ん
な
に
配
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
。
や
が
て
１
０
０
万
都

市
に
成
長
し
て
い
く
江
戸
市
場
は
魅
力

的
だ
っ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
わ
ざ

わ
ざ
京
都
か
ら
江
戸
に
出
店
を
出
し
た

り
し
な
い
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

教
養
に
地
域
差
な
し

17
世
紀
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
大
都
市

だ
け
で
は
な
く
地
方
で
も
、
門
人
と
な

っ
て
俳
句
を
た
し
な
ん
だ
り
、
漢
詩
を

読
ん
だ
り
す
る
教
養
の
高
い
層
が
現
わ

れ
ま
す
。

江
戸
時
代
の
文
化
程
度
は
か
な
り
高

く
、
裾
野
は
広
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

寺
子
屋
で
の
需
要
と
い
う
よ
り
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
大
人
の
勉
強
の
た
め
の

書
籍
で
す
。
江
戸
時
代
の
格
差
は
、
地

域
差
で
は
な
く
て
身
分
差
と
身
分
内
の

階
層
差
。
身
分
と
役
割
に
よ
っ
て
違
い

が
は
っ
き
り
と
際
立
っ
て
い
ま
し
た
。

流
通
の
こ
と
で
い
え
ば
、
こ
の
17
世

紀
中
ご
ろ
、
畿
内
で
し
た
ら
、
既
に
貸

本
屋
の
行
商
は
町
場
だ
け
で
は
な
く

村
々
を
回
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
帰
っ
て

く
る
舟
に
は
積
む
も
の
が
な
い
の
で
、

本
を
積
ん
で
帰
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
あ
る
程
度
重
さ
が
な
い
と

舟
が
安
定
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

空
荷
で
帰
っ
た
ら
も
っ
た
い
な
か
っ
た

か
ら
で
す
。
廻
船
航
路
や
河
川
舟
運
が

盛
ん
だ
っ
た
当
時
、
地
域
差
を
あ
ま
り

重
視
し
す
ぎ
る
の
は
危
険
だ
と
思
い
ま

す
。17

世
紀
中
ご
ろ
に
は
、
河
内
の
俳
諧

仲
間
が
読
書
人
と
し
て
確
立
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
人
た
ち
が
商
品
流
通
と
密

接
に
関
係
す
る
形
で
、
本
を
取
り
寄
せ

て
、
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
内
の
一
人
が
代
替
わ
り
し
た
際
に
、

処
分
さ
れ
た
本
が
１
７
４
点
８
０
３
冊
、

と
い
う
享
保
末
（
１
７
３
６
年
）
の
記
録

も
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
記
録
の
よ
う
に
、
当
時
の
本
は

代
々
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

古
書
と
し
て
活
発
に
取
り
引
き
さ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

本
屋
に
は
版
本
も
写
本
も
あ
る
し
、

古
本
も
あ
る
し
、
掛
け
軸
を
買
う
お
客

も
い
る
。
そ
の
よ
う
に
商
売
を
手
広
く

や
っ
て
い
た
の
で
す
。

明
治
に
な
っ
て
か
ら
新
刊
書
出
版
と

古
物
商
と
に
免
許
が
分
か
れ
ま
し
た
。

盗
品
の
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら

古
物
商
が
免
許
制
（
現
在
は
許
可
制
）
に
な

っ
て
、
東
京
府
在
住
な
ら
東
京
警
視
庁

の
管
轄
に
な
っ
た
の
が
、
そ
の
理
由
で

す
。

株
が
固
定
化

享
保
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
板
株

い
た
か
ぶ

と
い

っ
て
、
本
屋
の
権
利
が
ガ
チ
ガ
チ
に
固
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は
い
か
な
い
か
ら
、
か
な
り
高
額
な
金

子
を
渡
す
。
そ
の
代
わ
り
に
す
べ
て
焼

却
さ
せ
る
。
今
の
有
名
税
と
一
緒
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
は
、
毛
利
家
以
外
に
も

仙
台
の
伊
達
家
に
対
し
て
も
あ
り
ま
し

た
。

陰
徳
記

室
町
時
代
13
代
将
軍
足
利
義
輝
の
時
代
か
ら
１
５
９

８
年
（
慶
長
３
）
の
慶
長
の
役
ご
ろ
ま
で
の
山
陰
、

山
陽
を
中
心
に
描
い
た
軍
記
物
語
。

岩
国
領
主
吉
川
氏
の
家
老
職
だ
っ
た
香
川
正
矩
が
書

い
た
。
１
６
６
０
年
（
万
治
３
）
ご
ろ
の
成
立
。

『
陰
徳
記
』
を
も
と
に
、
父
の
遺
志
を
継
い
だ
息
子

景
継
ら
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
『
陰
徳
太
平
記
』
で
は

毛
利
家
を
美
化
、
正
当
化
す
る
意
識
が
強
い
。

だ
か
ら
大
名
の
ほ
う
も
困
っ
て
い
た
。

そ
れ
で
株
仲
間
の
権
利
を
認
め
る
代
わ

り
に
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に
な
る
本

を
出
し
な
さ
い
、
と
い
う
規
制
を
か
け

ま
し
た
。
た
だ
、
錦
絵
や
歌
舞
伎
の
台

本
な
ど
、
芸
能
興
行
に
か
か
わ
る
も
の

は
野
放
し
で
書
物
問
屋
は
か
か
わ
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

問
屋
の
権
利
が
享
保
期
に
が
っ
ち
り

固
め
ら
れ
て
、
新
規
参
入
が
で
き
に
く

く
な
り
ま
し
た
。

江
戸
の
書
物
問
屋
仲
間
は
、
通
町
組

と
中
通
組
、
南
組
の
三
つ
に
分
か
れ
て

い
て
、
上
方
か
ら
来
た
老
舗
は
出
雲
寺

が
属
す
る
通
町
組
と
中
通
組
に
集
中
し
、

出
雲
寺
と
並
ぶ
大
き
な
本
屋
で
、
紀
州
、

和
歌
山
出
の
須
原
屋
茂
兵
衛
の
所
属
す

る
南
組
は
あ
と
か
ら
参
入
し
ま
し
た
。

通
町
組
と
中
通
組
、
南
組
に
所
属
し
公

認
さ
れ
て
い
た
書
物
問
屋
は
、
わ
ず
か

に
47
～
59
軒
。
彼
ら
は
大
都
市
江
戸
の

出
版
と
販
売
を
独
占
し
て
い
た
の
で
す
。

問
屋
同
士
は
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
で
は

な
い
の
で
、
あ
る
と
き
は
く
っ
つ
く
し
、

あ
る
と
き
は
離
れ
る
。
仲
間
内
の
検
閲

の
担
当
者
（
行
事
）
に
袖
の
下
を
渡
す
と

き
も
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
し
た
た
か
に
生
き
て
い
ま

し
た
。

例
え
ば
、
須
原
屋
茂
兵
衛
と
出
雲
寺

は
何
度
も
争
っ
て
い
ま
す
。
武
鑑
は
実

用
書
で
す
か
ら
、
役
に
立
つ
新
し
い
情

報
が
多
い
ほ
ど
売
れ
行
き
が
良
く
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
持
ち
株
（
武
鑑
に
各

情
報
を
記
載
す
る
権
利
）
の
範
囲
を
超
え
て
、

こ
っ
そ
り
増
補
し
て
し
ま
う
。
狭
い
業

界
だ
か
ら
す
ぐ
に
情
報
は
伝
わ
る
。
そ

れ
で
一
騒
動
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。

江
戸
城
内
の
潤
滑
油
と
い
わ
れ
る
坊
主

衆
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
須
原
屋
に
権

利
が
あ
る
と
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
出
雲
寺
が
横
槍
を
入

れ
て
き
ま
す
。
す
る
と
幕
府
の
御
用
達

町
人
で
あ
る
出
雲
寺
が
勝
っ
て
し
ま
う

ん
で
す
。
内
部
調
整
に
は
政
治
力
が
も

の
を
言
う
の
で
、
須
原
屋
は
な
か
な
か

勝
て
な
い
ん
で
す
ね
。

貴
重
な
紙

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
「
日
本
古

文
書
ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
」
で
、
古
文

書
の
残
り
方
を
見
る
と
14
〜
15
世
紀
ご

ろ
に
な
る
と
、
急
に
増
え
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
14
〜
15
世
紀
か
ら
和
紙
の

製
造
が
飛
躍
的
に
伸
び
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
和
紙
の
製
法
は

秘
密
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。
そ
の
後
、
15
世
紀
末
～
16
世
紀

末
の
戦
国
時
代
に
な
る
と
人
が
移
動
す

る
こ
と
で
、
技
術
も
ま
ん
べ
ん
な
く
普

及
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
よ

う
で
す
。
17
世
紀
に
な
る
と
、
各
地
の

領
主
た
ち
が
和
紙
の
生
産
を
奨
励
し
て
、

藩
専
売
制
の
基
礎
が
築
か
れ
て
い
き
ま

す
。こ

う
し
た
供
給
に
支
え
ら
れ
て
、
民

間
の
出
版
事
業
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
く

の
で
す
が
、
幕
末
に
開
港
の
影
響
か
ら

物
資
が
不
足
し
て
、
国
内
の
流
通
が
ガ

タ
ガ
タ
に
な
っ
て
、
紙
代
も
と
て
も
高

騰
し
ま
し
た
。

出
版
す
る
と
き
に
紙
代
が
ど
れ
ぐ
ら

い
か
か
っ
た
か
、
と
い
う
記
録
も
あ
り

ま
す
。

１
８
６
４
年
（
文
久
４
）
刊
の
須
原
屋

茂
兵
衛
版
の
『
袖
玉

し
�
う
ぎ
ょ
く武

鑑
』
で
は
、
総

制
作
費
が
銀
２
匁
１
厘
９
毛
で
紙
代
が

銀
１
匁
１
分
１
厘
４
毛
で
46
％
。
つ
ま

り
ほ
ぼ
半
分
が
紙
代
で
す
。
　

１
８
６
５
年
（
元
治
２
）
刊
の
須
原
屋

茂
兵
衛
版
の
『
元
治
武
鑑
』
で
も
54
％

を
占
め
て
い
ま
す
。

今
は
、
印
刷
費
・
紙
代
・
製
本
代
す

べ
て
で
必
要
経
費
の
15
～
20
％
を
占
め

る
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
当
時
は
、
逆
。
紙
が
い
か
に
貴
重

な
も
の
だ
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

大本
（美濃判本）

中本横中本
（美濃二つ切本）

（B5）（B6）（B6）ほぼ

（A5）（A6）（A6）ほぼ

美濃三つ切本美濃四つ切本

半紙本小本横小本半紙三つ切本半紙四つ切本

和装本の判型
廣庭基介・長友千代治著『日本書誌学を学ぶ人のために』

（世界思想社 1998）をもとに編集部で作図

和装本の製本方法と各部の名称
と

橋口侯之介著『和本入門』（平凡社 2005）をもとに編集部で作図 こよりで下綴じ

下小口書き

外題

題簽

添え題簽

角裂れ

綴じ糸

七部
三部

綴じ孔

綴じ代



紙代 10匁 1分 8厘 6毛 1匁 1分 1厘 4毛
元治武鑑 袖玉武鑑

表紙代 5分 0厘 0毛 6厘 6毛

摺手間 2匁 4分 8厘 2毛 3分 2厘 3毛

製本代 7分 0厘 0毛 1分 4厘 0毛

外題と上袋の
紙代・摺手間 1分 2厘 0毛 4厘 0毛

糸・綴代 2分 7厘 5毛 5厘 0毛

版木代 1匁 4分 6厘 0毛 2分 8厘 6毛

合計 15匁 7分 2厘 3毛 2匁 0分 1厘 9毛

武鑑の造本費用内訳
藤實久美子さんの資料をもとに編集部で作図 江

戸
紳
士
名
鑑
「
武
鑑
」

武
鑑
と
い
う
の
は
今
で
い
う
紳
士
名

鑑
の
よ
う
な
も
の
で
、
江
戸
時
代
の
ロ

ン
グ
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。

武
家
同
士
で
は
路
上
作
法
が
あ
っ
て
、

自
分
よ
り
格
上
の
人
が
来
た
と
き
に
は
、

道
の
脇
に
避
け
つ
つ
自
分
の
行
列
を
止

め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
で
す
。
そ
れ

で
仲
間

ち
�
う
げ
ん

（
武
家
に
従
っ
て
雑
務
に
当
た
っ
た
男
）

が
行
列
の
前
や
後
ろ
を
行
っ
た
り
来
た

り
し
て
偵
察
し
ま
し
た
。

江
戸
城
に
近
い
場
所
に
は
、
下
座
見

げ

ざ

み

と
い
う
門
番
の
下
役
が
待
機
し
て
い
て

「
何
何
様
、
お
通
り
〜
」
と
通
過
す
る

登
城
行
列
の
識
別
を
行
な
い
ま
し
た
。

家
格
や
役
職
に
応
じ
た
挨
拶
と
返
礼
を

行
な
う
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
た
め
、

い
ち
早
く
行
列
の
主
を
特
定
す
る
必
要

に
迫
ら
れ
た
た
め
で
す
。
そ
れ
で
、
行

列
の
識
別
を
行
う
下
座
見
と
い
う
専
門

職
が
で
き
た
の
で
す
。
優
れ
た
下
座
見

は
、
遠
く
か
ら
で
も
一
瞥
し
た
だ
け
で
、

行
列
の
主
を
識
別
が
で
き
る
能
力
を
持

っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

将
軍
は
、
江
戸
城
内
の
大
奥
の
「
御

仏
間
」
で
毎
日
先
祖
に
礼
拝
す
る
ほ
か
、

江
戸
城
内
の
紅
葉
山
や
上
野
の
寛
永
寺

や
芝
の
増
上
寺
に
定
期
的
に
お
参
り
に

行
き
ま
し
た
。
将
軍
の
参
詣
時
に
は
随

行
す
る
武
家
が
一
気
に
集
ま
り
ま
す
。

行
き
違
っ
て
は
面
倒
な
の
で
、
横
道
に

逸
れ
て
や
り
過
ご
す
、
と
い
う
よ
う
な

方
法
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
、

行
列
の
主
を
識
別
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
。

私
は
学
生
た
ち
と
『
江
戸
名
所
図
会
』

に
載
っ
て
い
る
大
名
行
列
を
「
こ
れ
は

誰
の
行
列
で
し
ょ
う
」
と
当
て
る
ク
イ

ズ
を
や
っ
た
り
し
ま
す
。
武
鑑
に
は
紋

た
み
た
い
で
す
。

20
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
「
と
て
も
き
れ

い
に
摺
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
と
、
文
字
も
読

め
な
い
ほ
ど
摺
り
が
悪
い
ペ
ー
ジ
の
違

い
は
何
な
の
だ
ろ
う
」
と
ず
っ
と
疑
問

に
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う

や
り
と
り
を
見
つ
け
て
謎
が
解
け
ま
し

た
。
版
元
は
相
手
か
ら
申
し
入
れ
が
あ

っ
て
、
手
間
賃
に
つ
い
て
折
り
合
い
が

つ
い
て
か
ら
彫
り
直
す
。
大
名
家
の
方

は
で
き
れ
ば
安
く
済
ま
せ
た
い
。
人
間

味
に
あ
ふ
れ
た
、
面
白
い
話
で
す
。

ま
た
新
し
い
情
報
を
補
う
た
め
に
、

例
え
ば
１
８
６
４
年
（
文
久
４
）
の
須
原

屋
茂
兵
衛
版
の
武
鑑
を
見
て
み
る
と
、

４
冊
で
１
セ
ッ
ト
の
『
文
久
武
鑑
』
で

年
５
回
、
前
述
し
た
「
略
武
鑑
」（
役
人

付
）
の
『
袖
玉
武
鑑
』
で
年
15
回
と
、

合
わ
せ
て
年
20
回
の
改
訂
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
頻
繁
に
改
訂
を
重
ね

る
武
鑑
を
そ
の
度
に
購
入
す
る
こ
と
は

難
し
い
の
で
、
版
元
は
有
料
で
摺
り
替

え
の
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ

う
し
た
サ
ー
ビ
ス
は
、
得
意
客
と
の
関

係
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
も
役
立
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

武
鑑
に
掲
載
す
る
情
報
は
、
江
戸
城

の
下
馬

げ

ば

先さ
き

で
取
材
さ
れ
ま
し
た
。
主
人

が
城
で
用
事
を
済
ま
せ
て
い
る
間
に
、

お
供
の
者
は
下
馬
先
で
待
機
し
て
い
る

ん
で
す
が
、
そ
の
い
わ
ば
溜
ま
り
場
に

足
繁
く
通
っ
て
情
報
を
入
手
す
る
ん
で

す
。
中
に
は
情
報
を
得
た
け
れ
ど
、
途

中
で
人
事
が
変
更
に
な
っ
て
フ
ラ
イ
ン

グ
に
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

藩
主
は
載
る
の
が
当
た
り
前
で
す
が
、

家
臣
な
ど
は
、
目
に
見
え
る
出
世
の
記

録
に
な
り
ま
す
か
ら
、
載
っ
た
ら
う
れ

し
い
も
の
な
の
で
す
。

18
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
武
家
の
身

分
は
お
金
を
出
せ
ば
買
え
る
よ
う
に
な

る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
村
の
名
主
の

家
の
長
男
と
か
が
家
を
継
が
ず
に
次
男

に
譲
っ
て
、
お
金
を
貯
め
て
御
家
人
株

を
買
う
。
そ
こ
で
頑
張
っ
て
旗
本
に
な

っ
て
役
職
に
就
く
と
、
武
鑑
に
名
前
が

大
き
く
載
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
す

る
と
う
れ
し
く
て
大
量
に
買
っ
て
親
戚

に
配
っ
た
り
し
た
ん
で
す
よ
。
滝
沢
馬

琴
も
、
元
は
武
家
の
家
系
な
ん
だ
け
れ

ど
途
中
か
ら
別
の
職
業
に
就
き
、
孫
を

武
家
に
し
よ
う
と
頑
張
る
ん
で
す
よ
ね
。

ま
た
、
今
も
そ
う
で
す
が
、
陳
情
を

す
る
と
き
に
は
、
大
臣
に
直
接
陳
情
す

る
こ
と
は
な
く
、
秘
書
官
に
訴
え
る
。

殿
様
が
誰
で
あ
る
か
よ
り
は
、〈
取
り

次
ぎ
〉
が
誰
で
あ
る
か
、
と
い
う
情
報

の
ほ
う
が
価
値
が
あ
る
ん
で
す
。

賄
賂
政
治
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
い

け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
の
つ

な
が
り
が
今
よ
り
濃
密
な
時
代
で
し
た

か
ら
、
知
り
合
い
の
口
利
き
で
状
況
が

変
わ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
い
う
社
会
で
し
た
か
ら
、
こ
う
い

う
情
報
が
よ
り
重
要
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
需
要
に
応
え
た
の
が
武

鑑
で
す
。
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武鑑には、家紋はもとより槍先の形や飾りなど、識別するための
情報が事細かに掲載された。これらは版木に彫られ摺られたが、
小さい改変はブロック状に埋木され修正が加えられた。版木は摺
りを繰り返すとすり減ってくるが、新しく彫り直された箇所は鮮
明に摺られたので、印刷状態を見るだけで改変箇所がわかる。実
物が物語る、テキストデータだけでは得られない情報だ。

所
、
槍
の
数
や
槍
の
カ
バ
ー
の
形
や
色

と
い
っ
た
、
行
列
の
格
式
や
特
徴
を
表

わ
す
も
の
が
載
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
武

鑑
を
見
比
べ
る
と
絵
の
中
の
大
名
が
誰

か
、
推
測
が
つ
く
の
で
す
。

武
鑑
が
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
の

は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
識
別
」
の

た
め
の
ガ
イ
ド
役
を
し
て
く
れ
た
か
ら

で
す
。

武
鑑
に
は
２
６
０
の
大
名
家
が
掲
載

さ
れ
た
も
の
と
、
も
う
一
つ
は
幕
府
の

役
人
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
二

種
類
あ
り
ま
す
。

役
人
は
し
ょ
っ
ち
�
う
人
事
異
動
が

あ
る
ん
で
す
が
、
大
名
は
あ
ま
り
動
き

ま
せ
ん
か
ら
、
何
年
も
使
い
回
し
を
す

る
。
同
じ
版
木
を
何
回
も
使
う
の
で
、

劣
化
し
て
ほ
と
ん
ど
字
が
読
め
な
く
な

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
す
る
と
大
名
家

の
家
臣
の
ほ
う
か
ら
「
そ
ろ
そ
ろ
う
ち

の
殿
様
の
ペ
ー
ジ
の
版
を
新
し
く
し
て

も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う
か
ね
」
と
、
版

元
の
出
雲
寺
や
須
原
屋
に
申
し
入
れ
る

ん
で
す
ね
。
そ
の
際
「
こ
の
間
は
真
田

さ
ん
が
新
し
く
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

聞
い
て
み
た
ら
こ
の
値
段
で
や
っ
て
も

ら
っ
た
と
言
っ
て
い
た
。
う
ち
も
、
そ

の
ぐ
ら
い
で
ど
う
に
か
な
り
ま
せ
ん

か
？
」
な
ど
と
い
っ
た
駆
け
引
き
も
あ

っ
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
版
元
も
「
真
田
さ
ん

は
文
字
数
が
少
な
か
っ
た
か
ら
あ
の
値

段
で
や
れ
た
け
ど
、
お
宅
の
場
合
は
…
」

と
な
か
な
か
シ
ビ
ア
な
取
り
引
き
だ
っ



武
鑑
の
出
版
と
販
売
の
権
利
を
持
っ

て
い
た
出
雲
寺
も
須
原
屋
も
、
最
初
か

ら
武
鑑
を
主
力
商
品
に
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
ほ
か
の
本
屋
か
ら
版
権
を

買
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
安
定
し

た
販
売
数
を
維
持
し
な
が
ら
、
巨
頭
二

頭
体
制
で
１
０
０
年
間
続
い
て
い
き
ま

し
た
。

近
代
印
刷
へ

明
治
に
な
っ
て
も
、
整
版
印
刷
は
し

ば
ら
く
残
る
ん
で
す
が
、
政
府
が
指
導

し
た
た
め
に
金
属
活
字
に
よ
る
印
刷
へ

と
急
速
に
移
行
し
て
い
き
ま
す
。

江
戸
時
代
の
人
に
と
っ
て
一
番
身
近

な
書
体
は
、
筆
で
書
い
た
も
の
を
版
木

で
表
現
し
た
も
の
で
し
た
。
崩
し
字
で

す
し
、
つ
な
げ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
活
字
に
な
っ
て
、
１
字
ず
つ
独

立
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
、
１

字
ず
つ
の
書
体
（
フ
ォ
ン
ト
）
研
究
が
進

み
ま
し
た
。

神
崎
正
誼
（
か
ん
ざ
き
ま
さ
よ
し
　
１
８
３

７
〜
１
８
９
１
年
）
と
い
う
人
は
、
１
８
７

６
年
（
明
治
９
）
こ
ろ
に
、
活
字
書
体
の

開
発
を
熱
心
に
行
な
い
ま
し
た
。
神
崎

は
、
肉
太
で
と
て
も
堂
々
と
し
て
い
て
、

き
れ
い
な
清
朝
活
字
を
つ
く
り
ま
し
た
。

ず
い
ぶ
ん
お
金
を
か
け
て
開
発
し
た
ん

で
す
が
、
高
価
で
あ
り
、
技
術
的
に
も

問
題
が
あ
っ
た
た
め
に
残
念
な
が
ら
あ

ま
り
普
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

印
刷
の
形
態
が
変
わ
る
こ
と
で
、
紙

も
和
紙
か
ら
洋
紙
に
転
換
し
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
近
代
印
刷
に

適
し
た
紙
、
と
い
う
条
件
に
、
和
紙
が

合
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
本
と
い
う
存
在
は
、
単
な

る
紙
の
魅
力
に
留
ま
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

彫
り
師
や
摺
り
師
が
か
か
わ
っ
た
手
技

の
魅
力
が
、
こ
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
紙
面
割
り
に
し
て
も
、
複
数
の
人

が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
魅
力
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
産
物
だ
か
ら
こ

そ
、
本
は
楽
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
つ
く
り
手
の
活
気
が
伝
わ
っ
て

き
ま
す
か
ら
。

私
は
、
本
が
作
者
だ
け
で
な
く
周
り

を
囲
ん
で
い
る
人
た
ち
の
話
し
合
い
の

成
果
だ
と
思
う
と
、
楽
し
く
な
り
ま
す
。

で
も
、
そ
う
い
う
風
に
本
を
受
け
取

っ
て
い
る
人
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
あ
く
ま
で
も
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家

と
か
直
木
賞
作
家
の
書
い
た
も
の
、
と

い
う
評
価
。
一
般
の
人
が
価
値
を
認
め

ら
れ
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
ブ
ッ
ク
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
名
前
ぐ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

〈
も
の
〉
に
し
か
語
れ
な
い
こ
と

国
立
国
会
図
書
館
を
は
じ
め
、
各
図

書
館
で
も
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
、
離
れ

て
い
て
も
資
料
の
中
身
を
閲
覧
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
逆
に
デ
ジ
タ
ル

情
報
に
な
っ
た
こ
と
で
現
物
資
料
の
閲

覧
を
停
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
は
資
料
の
公
開
促
進
、
資
料
の
保

存
と
い
う
面
か
ら
は
と
て
も
良
い
こ
と

な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
人
々
か
ら
〈
も

の
〉
自
体
が
離
れ
て
い
く
こ
と
が
危
惧

さ
れ
ま
す
。

原
本
に
触
ら
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ

と
も
あ
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
整
版
印
刷
の
場
合
、
版
木

を
全
部
彫
り
直
す
の
は
大
変
な
の
で
、

埋
木
と
い
っ
て
修
正
部
分
に
新
た
な
木

片
を
埋
め
込
ん
で
、
そ
こ
だ
け
彫
り
直
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し
ま
し
た
。
ほ
か
に
比
べ
て
鮮
明
に
印

刷
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
埋
木
で
あ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
こ
だ
け
拾
っ
て
い
っ
て

も
読
み
取
れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

武
鑑
で
は
墨
の
濃
淡
に
差
が
あ
る
所

を
見
つ
け
て
い
け
ば
、
人
事
異
動
や
な

に
が
し
か
の
変
更
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
ほ
ど
で
す
。
さ
ら
に
、
版

面
を
じ
っ
く
り
見
て
い
ま
す
と
、
細
か

く
一
字
一
字
修
正
し
た
の
で
は
な
く
、

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
差
し
替
え
て
い
る
こ
と

ま
で
わ
か
り
ま
す
。

本
へ
の
愛
着
を
育
て
る
こ
と
が
、
和

紙
の
活
用
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
現
代
の
本
へ
の
愛
着
が
あ
れ
ば
、

和
装
本
へ
の
移
行
は
比
較
的
簡
単
な
よ

う
に
思
い
ま
す
。
作
家
さ
ん
な
ど
に

「
和
紙
に
印
刷
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い

う
要
望
を
し
て
も
ら
う
の
も
効
果
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
復
刻
は
あ
り
ま

す
け
れ
ど
、
新
作
は
な
か
な
か
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
。

う
ち
の
学
生
は
読
書
好
き
、
活
字
好

き
で
す
。
高
校
生
ま
で
は
少
数
派
で
肩

身
の
狭
い
思
い
を
す
る
ら
し
い
で
す
。

そ
れ
が
大
学
に
入
っ
て
、〈
も
の
〉
に

語
ら
せ
る
楽
し
さ
が
わ
か
る
人
、
友
だ

ち
に
出
会
う
と
、
心
が
解
放
さ
れ
る
。

こ
の
経
験
は
、
一
生
の
宝
物
に
な
る
は

ず
で
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
26
日

多くは桜の木に彫る

柱刻

柱

版木
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わ
か
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
人
に
よ
っ
て

採
り
方
に
違
い
が
あ
る
の
で
す
。

烏
の
濡
れ
た
羽
根
の
よ
う
に
光
沢
を

感
じ
る
ほ
ど
濃
く
採
っ
た
も
の
を
烏
金

う
き
ん

拓た
く

、
蝉
の
翅
の
よ
う
な
透
明
感
を
感
じ

さ
せ
る
淡
墨
で
採
っ
た
も
の
を
蝉
翼
拓

せ
ん
よ
く
た
く

と
い
い
ま
す
が
、
蝉
翼
拓
で
は
文
字
だ

け
で
な
く
微
妙
な
石
肌
ま
で
採
る
こ
と

が
で
き
る
の
が
魅
力
で
す
。

拓
本
の
種
類
、
い
ろ
い
ろ

み
な
さ
ん
、
小
学
校
の
こ
ろ
、
授
業

中
に
ノ
ー
ト
の
端
に
十
円
玉
な
ど
を
は

拓
本
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

拓
本
と
は
、
対
象
物
に
紙
を
密
着
さ

せ
、
墨
で
表
面
の
文
字
や
紋
様
な
ど
を

写
し
出
し
た
も
の
を
い
い
ま
す
。
金き

ん

石せ
き

文ぶ
ん

に
分
類
さ
れ
る
句
碑
、
歌
碑
、
道
標
、

道
祖
神
、
記
念
碑
、
梵
鐘

ぼ
ん
し
ょ
う

、
通
貨
、
レ

リ
ー
フ
、
文
鎮
、
埋
蔵
文
化
財
に
よ
く

見
ら
れ
る
銅
剣
、
銅
鐸

ど
う
た
く

、
瓦
當

が
と
う

（
軒
丸
瓦

の
先
端
の
部
分
）
、
磚せ

ん
（
焼
成
煉
瓦
）
な
ど
や
、

瓦
や
火
鉢
と
い
っ
た
焼
き
物
の
ほ
か
、

自
然
の
ま
ま
の
葉
っ
ぱ
な
ど
も
採
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

金
石
文

金
属
や
石
な
ど
に
記
さ
れ
た
文
字
資
料
の
こ
と
。

紙
、
布
な
ど
に
書
か
れ
た
文
字
に
対
し
、
刀
剣
、
銅

鏡
、
青
銅
器
、
仏
像
、
石
碑
、
墓
碑
な
ど
に
刻
出
・

鋳
出
・
象
嵌
な
ど
の
方
法
で
表
わ
さ
れ
た
文
字
を
指

す
。拓

本
で
は
鍔つ

ば

に
施
さ
れ
た
金
象
嵌

ぞ
う
が
ん

の

凹
凸
ま
で
写
し
採
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

金
箔
で
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
四
号
色

は
、
厚
さ
が
わ
ず
か
約
０
・
０
０
０
１

㎜
。
そ
れ
を
拾
う
の
で
す
か
ら
、
石
碑

の
肌
の
微
妙
な
調
子
ま
で
写
す
こ
と
が

可
能
で
す
。

一
つ
し
か
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
肉
筆

と
は
異
な
り
、
理
論
上
は
石
碑
が
存
在

す
る
限
り
、
大
量
に
制
作
が
可
能
な
拓

本
は
、
書
道
を
志
す
者
の
手
本
に
な
り

ま
し
た
。
肉
筆
に
近
い
手
本
を
脇
に
置

き
、
臨
書
練
習
が
で
き
た
の
で
す
。
　
　

現
在
の
よ
う
な
写
真
や
印
刷
技
術
の

な
い
時
代
に
お
い
て
は
、
拓
本
は
文
化

財
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
複
製
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ

れ
、
低
い
評
価
に
甘
ん
じ
て
い
ま
す
。

し
か
し
拓
本
は
、
同
じ
石
碑
を
採
っ

た
と
し
て
も
、
採
っ
た
人
の
個
性
が
際

立
つ
芸
術
的
な
作
品
で
す
。
私
は
拓
本

展
の
審
査
員
を
し
て
い
ま
す
が
、
名
前

を
隠
し
て
い
て
も
誰
の
作
品
か
す
ぐ
に
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石
碑
を
写
す
拓
本
の
妙
技

河
合
荘
次
さ
ん
は
、

拓
本
が
単
な
る
模
写
で
は
な
く
、

拓
本
家
の
個
性
と
芸
術
性
の
表
現
だ
と
い
う
こ
と
を
、

教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

水
で
紙
と
墨
を
使
い
こ
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
現
さ
れ
る
匠
の
技
で
す
。

拓
本
は
ま
た
、
そ
の
時
代
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
写
し
ま
す
。。

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
碑
が
失
わ
れ
た
り
、
劣
化
し
た
り
し
て
も
、

拓
本
は
残
る
の
で
す
。

河合 荘次
かわい  しょうじ

日本拓本家協会副会長

1947年生まれ。名古屋商科大学産業経営

学部卒業。高校時代の部活動で、書道と

拓本部に掛持ちで籍を置いて以来、拓本

を採り続けている。俳人・歌人への注目

から始まり、書者（筆者）を経て、現在

は石工に注目し、幕末から明治にかけて

江戸を中心に活躍した石工の手による碑

石を採拓している。

さ
ん
で
上
か
ら
鉛
筆
で
擦
っ
て
写
し
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
　
乾
拓
法
と

い
っ
て
、
こ
れ
も
拓
本
の
一
種
で
す
。

こ
の
方
法
は
、
被
拓
物
を
水
に
濡
ら
す

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
や
手
軽
に
拓
本

に
し
た
い
場
合
に
適
し
て
い
ま
す
が
、

あ
ま
り
精
度
は
要
求
で
き
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
の
拓
本
の
採
り
方
に
は
、

湿
拓
法
が
あ
り
、
直
接
法
と
間
接
法
に

分
け
ら
れ
ま
す
。

直
接
法
は
、
被
拓
物
に
直
接
墨
を
塗

っ
て
そ
の
上
に
紙
を
載
せ
て
写
し
採
る

も
の
で
、
採
っ
た
も
の
は
鏡
文
字
（
左

右
反
転
）
の
状
態
に
な
り
ま
す
。
具
体
例

と
し
て
魚
拓
、
版
画
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
拓
本
と
は
い
え
ま
せ

ん
。間

接
法
は
被
拓
物
に
和
紙
を
水
貼
り

し
て
密
着
さ
せ
、
乾
い
て
き
た
ら
墨
を

染
み
込
ま
せ
た
拓
包
（
タ
ン
ポ
も
し
く
は
タ

ク
ホ
ウ
）
で
上
か
ら
墨
を
載
せ
て
写
し
採

っ
て
い
く
方
法
で
す
。
こ
れ
を
上
墨

じ
ょ
う
ぼ
く

と

い
い
、
通
常
、
拓
本
と
い
え
ば
こ
の
方

法
を
指
し
ま
す
。
70
～
80
％
乾
い
た
こ

ろ
が
墨
の
打
ち
始
め
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

紙
が
濡
ら
す
前
の
白
さ
に
近
く
な
っ
て

く
る
の
が
目
安
と
な
り
ま
す
。

拓
本
に
使
う
紙
は
画
仙
紙

が
せ
ん
し

で
す
。
一

番
幅
広
の
も
の
は
大
画
仙
と
い
っ
て
４

尺
（
１
２
０
０
㎜
）
幅
。
長
さ
は
最
長
で

８
尺
（
２
４
０
０
㎜
）
ほ
ど
で
す
。
な
に

し
ろ
全
部
手
漉
き
で
す
か
ら
、
手
で
提

げ
ら
れ
る
限
度
（
紙
の
面
積
で
24
尺
〈
し
ゃ
く
〉

ま
で
）
が
あ
っ
て
こ
の
大
き
さ
に
な
り

石
肌
の
表
情
を
良
く
写
す
蝉
翼
拓
（
せ
ん

よ
く
た
く
）
が
河
合
さ
ん
の
採
拓
の
特
徴
。



太
い
と
、
被
拓
物
の
凹
凸
で
は
な
く
、

布
の
太
い
ほ
う
の
糸
の
凹
凸
を
拾
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
が
影
響
す

る
の
か
、
と
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
金
箔
の
厚
み
さ
え
拾
う
の
で
す

か
ら
、
糸
の
凹
凸
だ
っ
て
拾
っ
て
し
ま

う
ん
で
す
ね
。

大
き
い
石
碑
を
採
る
と
き
に
は
、
墨

切
れ
し
て
中
途
で
墨
を
足
す
と
調
子
が

変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
墨
が
た

く
さ
ん
染
み
る
よ
う
に
拓
包
の
布
は
重

ね
て
使
い
ま
す
。

紙
の
幅
に
は
限
度
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

大
き
な
石
碑
を
採
る
と
き
に
は
２
枚
と

か
３
枚
に
分
け
て
採
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
う
い
う
場
合
は
、
最
低
で
も
３

行
分
だ
ぶ
っ
て
採
る
の
が
基
本
で
す
。

端
は
ど
う
し
て
も
墨
が
薄
く
な
る
の

と
、
採
る
時
間
に
差
が
あ
る
と
水
貼
り

し
た
紙
の
乾
き
具
合
が
変
わ
っ
て
調
子

が
変
わ
り
ま
す
。
３
行
分
だ
ぶ
っ
て
採

っ
て
お
く
と
近
い
調
子
で
採
れ
た
と
こ

ろ
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

拓
本
と
の
出
合
い

私
が
拓
本
と
出
合
っ
た
の
は
、
１
９

６
４
年
（
昭
和
39
）
、
高
校
生
の
と
き
。

通
っ
て
い
た
国
府

こ
う

高
等
学
校
に
拓
本
部

が
あ
っ
た
の
で
す
。
拓
本
部
と
い
う
の

は
指
導
者
が
い
な
い
と
成
立
し
ま
せ
ん
。

当
時
、
拓
本
好
き
な
先
生
が
お
ら
れ
、

先
輩
に
教
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
拓
本
部

が
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し
た
。

私
は
書
道
を
や
っ
て
い
た
の
で
書
に

興
味
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
思
い
起
こ
せ

ば
も
う
48
年
。
社
会
人
に
な
っ
て
も
途

切
れ
る
こ
と
な
く
、
ず
っ
と
続
け
て
い

ま
す
。

は
じ
め
は
身
近
に
あ
る
と
い
う
理
由

で
、
句
碑
を
手
が
け
る
こ
と
か
ら
始
め

ま
し
た
。
当
時
、『
万
葉
百
碑
』
と
い

う
本
が
出
て
い
て
、
１
０
０
ぐ
ら
い
な

ら
採
れ
る
か
な
、
と
思
っ
て
始
め
た
ん

で
す
が
、
そ
の
後
ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し

て
。
今
は
４
５
０
０
碑
を
超
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ま
だ
百
の
単
位
し
か
採
れ

て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
多
少
立
体
的
な
も
の
と
し

て
道
祖
神
な
ど
も
手
が
け
ま
し
た
。
書

家
の
先
生
方
と
の
交
流
も
あ
っ
て
、
十

数
年
間
良
寛
碑
に
傾
注
し
、
新
潟
ま
で

通
っ
た
こ
と
も
。
貞
心
尼

て
い
し
ん
に

碑
、
会
津

あ
い
づ

八や

一い
ち

歌
碑
、
亀
田
鵬
斎

か
め
だ
ぼ
う
さ
い

碑
、
幕
末
の
三
舟

（
勝
海
舟
・
高
橋
泥
舟
・
山
岡
鉄
舟
の
併
称
）
書

碑
な
ど
を
採
っ
て
き
ま
し
た
。

書
の
理
解
も
必
要

拓
本
を
採
っ
て
い
て
困
る
の
は
、
異

体
字
で
す
。
本
来
の
字
で
は
な
い
書
き

方
を
わ
ざ
と
す
る
ん
で
す
。
遊
ぶ
と
い

う
字
を
さ
ん
ず
い
で
書
く
と
か
ね
。
そ

う
な
る
と
、
石
が
欠
け
て
い
る
の
か
な
、

と
思
っ
た
り
し
て
、
正
確
に
拓
本
が
採

れ
た
か
ど
う
か
判
断
に
困
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

な
ぜ
、
そ
ん
な
字
を
書
く
の
か
と
い

石碑を写す拓本の妙技37

ま
す
。
和
紙
の
内
、
美
濃
紙
は
道
祖
神

な
ど
の
凹
凸
の
落
差
が
大
き
い
被
拓
物

の
採
拓
に
向
い
て
い
ま
す
。

平
滑
な
碑
面
の
場
合
に
拓
を
き
れ
い

に
仕
上
げ
る
た
め
に
は
、
字
口
（
文
字
の

エ
ッ
ジ
）
を
し
っ
か
り
と
抑
え
込
む
の
が

ポ
イ
ン
ト
。
字
口
に
ど
れ
だ
け
和
紙
が

押
し
込
め
た
か
、
字
彫
り
に
確
実
に
和

紙
が
密
着
で
き
た
か
ど
う
か
が
、
拓
の

出
来
栄
え
を
左
右
し
ま
す
。

水
貼
り
の
あ
と
に
乾
か
し
た
と
き
、

中
国
製
の
紙
は
乾
い
て
か
ら
も
文
字
に

食
い
込
ん
だ
状
態
が
保
た
れ
ま
す
が
、

和
紙
は
繊
維
が
長
く
強
い
た
め
、
せ
っ

か
く
字
口
に
食
い
込
ま
せ
て
も
乾
く
と

ピ
ー
ン
と
張
っ
て
元
に
戻
っ
て
し
ま
い
、

文
字
が
鮮
明
に
採
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
繊
維
の
長
さ
が
短
め
な
中
国
製
の

紙
の
ほ
う
が
扱
い
や
す
い
の
で
す
。

使
用
す
る
拓
包
は
、
採
拓
す
る
碑
文

の
文
字
の
最
大
の
も
の
が
す
っ
ぽ
り
隠

れ
る
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
も
の
を
使
い

ま
す
。
全
体
に
均
等
に
上
墨
し
た
ら
、

や
や
小
さ
い
と
思
わ
れ
る
ぐ
ら
い
の
拓

包
で
、
打
ち
漏
れ
の
確
認
や
字
画
部
の

欠
け
や
割
れ
て
い
て
上
墨
で
き
な
い
と

こ
ろ
の
追
墨
を
し
ま
す
。
こ
の
と
き
、

ム
ラ
が
で
き
な
い
よ
う
に
叩
く
力
は
極

め
て
弱
く
打
つ
こ
と
が
肝
心
で
す
。

採
り
終
わ
っ
て
仕
上
げ
た
和
紙
は
、

小
さ
い
も
の
は
ゆ
っ
く
り
と
手
前
に
引

く
よ
う
に
石
碑
か
ら
剥
が
し
、
大
き
な

も
の
や
凹
凸
の
激
し
い
も
の
は
、
拓
本

の
上
に
新
聞
紙
を
当
て
て
一
緒
に
巻
き

取
り
ま
す
。
和
紙
が
字
口
に
引
っ
掛
か

っ
て
破
け
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
巻
き

取
り
口
を
見
な
が
ら
手
前
に
剥
が
し
て

い
き
ま
す
。
細
い
紙
筒
が
あ
れ
ば
芯
に

し
て
、
一
緒
に
巻
い
て
い
く
と
ス
ム
ー

ズ
に
で
き
ま
す
。

間
接
法
を
用
い
て
も
、
水
貼
り
し
た

上
か
ら
乾
か
な
い
う
ち
に
墨
を
打
っ
た

り
、
強
く
打
ち
過
ぎ
た
り
し
た
ら
、
紙

の
裏
ま
で
墨
が
浸
透
し
て
被
拓
物
を
汚

し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
間
違
い
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
紙

の
乾
燥
具
合
を
慎
重
に
見
極
め
な
が
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
初
の
上
墨
は
で
き
る
だ
け
薄
く
打
ち
、

20
～
30
回
以
上
打
拓
を
重
ね
、
墨
色
を

次
第
に
濃
く
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、

全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
な
が
ら
さ
ら
に

２
度
、
３
度
と
繰
り
返
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
被
拓
物
の
状
態
に
応

じ
て
用
具
や
素
材
を
変
え
、
墨
の
濃
淡

や
打
ち
つ
け
方
の
強
弱
を
変
え
る
な
ど
、

絶
妙
な
匙
加
減
で
さ
ま
ざ
ま
な
風
合
の

拓
本
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま

す
。
で
す
か
ら
私
は
、
拓
本
は
単
な
る

複
製
を
超
え
た
職
人
芸
で
あ
り
、
匠
の

技
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
拓
本
家
協
会
は
、
１
９
６
５
年

（
昭
和
40
）
ご
ろ
に
京
都
を
中
心
と
し
て

設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
全
国
組

織
と
し
て
日
本
拓
本
研
究
会
が
発
足
。

と
こ
ろ
が
徐
々
に
活
動
す
る
人
が
減
っ

た
こ
と
か
ら
、
日
本
拓
本
研
究
会
は
10

年
ぐ
ら
い
前
に
日
本
拓
本
家
協
会
と
し

て
再
出
発
し
ま
し
た
。
や
は
り
高
齢
化

が
進
ん
で
い
て
、
会
長
は
90
歳
を
超
え

た
方
、
65
歳
に
な
る
私
が
一
番
の
若
手

と
い
う
状
況
で
す
。

道
具
も
自
作

道
具
も
全
部
、
自
分
で
こ
し
ら
え
ま

す
。
最
初
は
墨
づ
く
り
か
ら
始
め
る
の

で
す
が
、
書
道
で
使
う
墨
の
原
料
と
な

る
松
の
木
の
ヤ
ニ
の
出
て
い
る
部
分
を

燃
や
し
た
煤
〈
油
煙
墨

ゆ
え
ん
ぼ
く

〉
を
煮
立
て
、

そ
れ
を
お
灸
に
使
う
艾

も
ぐ
さ

に
染
み
込
ま
せ
、

オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
を
入
れ
て
練
り
ま
す
。

艾
も
そ
の
ま
ま
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、

木
の
軸
や
硬
い
と
こ
ろ
を
ピ
ン
セ
ッ
ト

で
取
り
除
き
、
葉
っ
ぱ
の
部
分
だ
け
に

し
ま
す
。
葉
っ
ぱ
の
部
分
は
そ
の
ま
ま

使
う
と
カ
ビ
が
生
え
る
の
で
、
水
分
を

完
全
に
飛
ば
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
沸
騰
さ
せ
た
お
湯
で
煮
て
、
１

カ
月
程
、
自
然
乾
燥
さ
せ
ま
す
。
乾
燥

さ
せ
た
艾
に
先
程
の
煤
と
オ
リ
ー
ブ
オ

イ
ル
の
ペ
ー
ス
ト
を
吸
わ
せ
、
墨
を
蓄

え
る
墨
壺
の
働
き
を
さ
せ
ま
す
。

次
に
拓
包
を
つ
く
り
ま
す
。
通
常
は

化
学
綿
を
布
で
包
み
ま
す
が
、
晒さ

ら

し
布

で
は
目
が
粗
過
ぎ
ま
す
。
一
番
良
い
の

は
絹
。
糸
は
な
る
べ
く
細
い
も
の
を
使

っ
て
経た

て

糸
と
緯よ

こ

糸
に
同
じ
太
さ
の
糸
を

使
っ
た
平
織
り
だ
と
、
布
の
目
が
影
響

し
な
い
で
拓
本
が
採
れ
ま
す
。
そ
ん
な

も
の
は
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
か
ら
、

着
古
し
た
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
背
中
の
部
分

を
使
っ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
の
糸
が



資
料
的
価
値
を
持
ち
ま
す
。

一
般
に
、
拓
本
は
写
し
採
っ
た
時
代

が
古
い
も
の
ほ
ど
価
値
も
高
ま
り
、
旧

拓
と
呼
ば
れ
ま
す
。
石
碑
の
場
合
、
そ

こ
に
刻
さ
れ
た
文
字
は
年
月
の
経
過
と

と
も
に
風
化
ま
た
は
損
傷
し
、
次
第
に

原
形
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

古
い
拓
本
は
損
傷
の
度
合
い
が
少
な
い

石
碑
か
ら
拓
し
て
い
る
た
め
、
多
く
の

文
字
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
す
。
つ
ま
り
拓
本
は
、
拓
し
た
時
点

で
の
石
碑
の
風
化
、
損
傷
状
態
を
忠
実

に
写
し
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

「
泰
山
刻
石

た
い
ざ
ん
こ
く
せ
き

」（
紀
元
前
２
１
９
年
）
は
、

秦
の
始
皇
帝
が
天
下
を
統
一
し
た
際
、

自
ら
の
功
績
を
頌
え
る
た
め
泰
山
に
建

て
た
も
の
で
す
。
２
２
３
字
が
四
面
に

わ
た
り
刻
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
す
で
に

２
２
０
０
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
、

原
石
の
大
半
は
損
壊
し
、
10
字
程
度
の

断
片
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
宋
時
代
の
拓

本
は
１
６
５
字
、
明
時
代
の
拓
本
は

29
字
で
、
古
い
時
代
に
採
っ
た
拓
本
ほ

ど
多
く
の
文
字
を
残
し
て
い
ま
す
。

６
２
８
年
（
中
国
暦
で
貞
観
２
）
に
孔
子

廟
が
修
復
落
成
し
た
と
き
、
太
宗
の
命

に
よ
り
建
立
さ
れ
た
「
孔
子
廟
堂
碑
」

は
、
初
唐
の
書
家
の
三
大
家
の
一
人

虞ぐ

世
南

せ
い
な
ん

が
書
い
た
も
の
で
す
が
、
原
碑

は
建
立
後
間
も
な
く
被
災
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
の
拓
本
は
、
現
在
、
三
井

記
念
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
拓

本
も
こ
の
一
点
が
存
在
す
る
の
み
で
、

「
天
下
の
孤
本
」
と
し
て
誉
れ
高
い
も

の
で
す
。

初
唐
の
書
家
の
三
大
家

欧
陽
詢
（
お
う
よ
う
じ
ゅ
ん
）（
５
５
７
〜
６
４
１

年
）
・
虞
世
南
（
ぐ
せ
い
な
ん
）（
５
５
８
〜
６
３

８
年
）
・
褚
遂
良
（
ち
ょ
す
い
り
ょ
う
）（
５
９
６

〜
６
５
８
年
）
の
三
人
。

ま
た
、
後
漢
時
代
の
１
６
５
年
（
中

国
暦
で
延
熹
８
）
に
建
て
ら
れ
、
明
時
代

の
１
５
５
５
年
（
中
国
暦
で
嘉
靖
34
）
に
大

地
震
で
亡
佚
し
た
「
西
嶽
華
山

せ
い
が
く
か
ざ
ん

廟
碑
」

の
拓
本
は
、
世
に
４
本
し
か
な
い
貴
重

な
作
例
で
、
日
本
の
台
東
区
立
書
道
博

物
館
と
香
港
中
文
大
学
文
物
館
ほ
か
に

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

東
京
都
台
東
区
谷
中
の
全
生
庵
に
建

つ
「
山
岡
鉄
舟

や
ま
お
か
て
っ
し
�
う居

士
之
賛
」
碑
の
碑
陰

に
、
勝
海
舟
が
碑
文
を
つ
く
り
、
字
彫

り
を
宮み

や

亀
年

き
ね
ん

、
揮
毫
を
中
林
梧
竹
が
行

な
っ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
友
人
の
書

家
か
ら
い
た
だ
い
た
資
料
で
は
、
す
べ

て
の
文
字
が
採
拓
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

数
年
前
に
私
が
採
拓
し
た
と
き
に
は
、

３
カ
所
程
、
碑
面
に
円
錐
状
の
破
損
が

あ
り
ま
し
た
。
太
平
洋
戦
争
の
爆
撃
を

受
け
た
弾
痕
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
拓
本
は
文
字
鑑
賞
の

み
な
ら
ず
、
歴
史
を
解
き
明
か
す
上
で

も
貴
重
な
資
料
と
な
り
得
る
の
で
す
。

ち
な
み
に
全
生
庵
の
山
岡
鉄
舟
賛
の

石
碑
は
、
採
拓
に
碑
表
４
時
間
、
碑
陰

３
時
間
ほ
ど
か
か
り
ま
し
た
。
す
ぐ
そ

ば
に
あ
っ
た
小
さ
い
高
橋
泥
舟
書
碑
も

採
拓
し
た
た
め
、
そ
の
日
一
日
で
８
時
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は
す
で
に
亡
佚
〈
ぼ
う
い
つ
〉）
の
拓
本
の
余

白
に
、
特
定
で
き
る
手
が
か
り
が
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
所
蔵
者
も
し
く
は
、

こ
れ
を
目
睹

も
く
と

（
目
撃
し
た
）
し
た
人
物
が

書
き
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
款
記

か
ん
き

（
書
画
の

作
者
表
示
を
落
成
款
識
〈
略
し
て
落
款
〉
と
い
い
、

そ
の
内
の
姓
名
、
字
号
、
年
、
月
、
識
語
、
詩
文

を
款
記
と
呼
ぶ
）
が
あ
っ
た
の
で
す
。

余
白
に
「
永
徽

え
い
き

四
年
八
月
三
十
日
」

（
永
徽
４
年
は
中
国
暦
。
西
暦
６
５
３
年
）
と
墨

で
書
き
込
ま
れ
、
石
碑
が
建
て
ら
れ
た

年
か
ら
署
名
が
書
き
記
さ
れ
た
年
ま
で

の
５
年
の
間
に
採
ら
れ
た
拓
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
こ
の
拓
本
は
、
携
帯
や
鑑
賞
の

便
を
考
慮
し
た
巻
物
の
体
裁
に
仕
立
て

ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
石
碑
を
拓

に
採
る
慣
習
は
唐
時
代
の
は
る
か
以
前

か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

時
代
を
写
す

拓
本
に
は
種
類
が
あ
り
ま
す
。
亡
佚

し
て
原
碑
の
面
目
が
ま
っ
た
く
不
明
な

も
の
を
、
後
世
に
史
伝
を
も
と
に
復
元

し
た
碑
の
拓
本
を
、
偽
刻

ぎ
こ
く

本
と
い
い
ま

す
。ま

た
、
石
碑
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
た

場
合
に
は
、
拓
本
の
み
が
そ
の
原
碑
の

姿
を
伝
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
、

原
碑
が
亡
佚
し
伝
来
す
る
拓
本
が
１
本

し
か
な
い
も
の
を
〈
孤
本
〉
と
い
い
、

言
う
ま
で
も
な
く
極
め
て
貴
重
で
高
い

う
と
、
中
国
で
は
一
つ
の
文
章
に
同
じ

字
が
出
て
き
た
場
合
、
遊
び
心
も
あ
り

ま
す
が
、
た
く
さ
ん
文
字
を
知
っ
て
い

る
と
い
う
自
負
の
よ
う
な
気
持
ち
も
あ

っ
て
、
違
う
書
き
方
を
す
る
こ
と
が
教

養
と
し
て
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
す
。

ま
た
、
中
国
に
は
「
避
諱

き
ひ

」
の
思
想

が
あ
り
ま
し
た
。
皇
帝
と
か
偉
い
人
の

名
前
と
同
じ
文
字
は
使
わ
な
い
と
い
う

も
の
で
す
。
ど
う
し
て
も
そ
の
字
を
使

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
き
は
、
同
音
、

同
義
の
他
の
文
字
を
使
っ
た
り
、
点
を

増
や
し
た
り
減
ら
し
た
り
し
ま
し
た
。

一
画
省
い
て
不
完
全
な
文
字
に
す
る
こ

と
を
〈
欠
画

け
っ
か
く

〉
と
い
い
、
褚
遂
良

ち
ょ
す
い
り
ょ
う

の
傑

作
で
あ
る
「
雁
塔
聖
教
序

が
ん
と
う
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
じ
ょ」

の
世
と

い
う
字
に
も
欠
画
が
あ
り
ま
す
。
書
に

覚
え
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
写
し
残
し
で

は
な
く
「
避
諱
」
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

採
拓
の
マ
ナ
ー

被
拓
物
は
た
と
え
路
傍
に
建
っ
て
い

て
も
、
文
化
財
。
文
化
財
課
、
ま
た
は

社
会
教
育
課
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
場
所
が
観
光

地
で
あ
れ
ば
観
光
課
、
公
園
や
河
川
で

あ
れ
ば
緑
地
公
園
管
理
課
、
神
社
仏
閣

で
あ
れ
ば
住
職
や
宮
司
や
総
代
、
個
人

や
団
体
の
所
有
で
あ
れ
ば
そ
の
許
可
も

必
要
で
す
。

東
京
の
上
野
公
園
内
で
採
拓
を
す
る

場
合
は
、
都
内
で
行
事
集
会
を
す
る
場

合
に
必
要
と
さ
れ
る
東
京
都
の
許
可
に

加
え
、
文
化
財
課
の
許
可
、
公
園
内
の

玉
砂
利
の
通
路
以
外
の
柵
内
に
足
を
踏

み
入
れ
る
た
め
に
は
都
の
緑
地
公
園
管

理
事
務
所
の
許
可
も
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

も
の
に
よ
っ
て
は
許
可
取
り
だ
け
で

七
つ
も
八
つ
も
必
要
な
場
合
も
あ
る
ん

で
す
。
古
い
碑
に
苔
が
生
え
て
い
る
場

合
な
ど
は
、
洗
い
落
と
し
て
も
い
い
か

ど
う
か
、
了
解
を
事
前
に
得
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
苦
労
を
し
て

出
か
け
て
も
、
採
拓
は
、
雨
が
降
っ
ち

ゃ
ダ
メ
、
風
が
吹
い
ち
ゃ
ダ
メ
で
、
天

候
に
左
右
さ
れ
ま
す
か
ら
、
天
候
に
恵

ま
れ
ず
に
無
駄
足
に
な
る
こ
と
も
。

上
墨
す
る
と
き
に
拓
紙
か
ら
墨
が
は

み
出
し
て
碑
を
汚
す
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
拓
紙
は
常
に
大
き
め
の
も
の
を
使

い
ま
す
。
一
度
つ
け
た
墨
汁
は
約
百
年

ぐ
ら
い
残
る
た
め
、
汚
さ
な
い
よ
う
に

気
を
つ
け
る
の
が
必
須
の
マ
ナ
ー
で
す
。

世
界
最
古
の
拓
本

現
在
の
と
こ
ろ
、
年
代
の
は
っ
き
り

わ
か
る
最
古
の
拓
本
は
、
20
世
紀
初
頭

に
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
ポ
ー
ル
・
ペ

リ
オ
（
１
８
７
８
〜
１
９
４
５
年
）
率
い
る

中
央
ア
ジ
ア
探
検
隊
に
よ
っ
て
発
見
さ

れ
た
も
の
。
中
国
・
敦
煌
の
蔵
経
洞
の

石
窟
で
見
つ
か
っ
た
大
量
の
古
写
経
の

中
に
拓
本
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
中
の
一
つ
、
６
４
８
年
（
中
国
暦
で
貞

観
22
）
に
建
立
さ
れ
た
『
温
泉
銘
』（
石
碑



書し
ょ

や
隷れ

い

書し
ょ

や
楷
書
と
い
っ
た
荘
重
で
端

正
な
書
体
が
多
く
用
い
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
一
方
、
書
法
を
伝
え
る
た
め
に
名

筆
を
木
や
石
に
刻
し
た
も
の
は
帖

じ
ょ
う

と
呼

ば
れ
、
行
書
や
草
書
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。

中
国
の
文
字
は
、
骨
や
石
に
刻
ま
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
紙
の
発
明
に

よ
っ
て
、
柔
ら
か
い
筆
で
表
現
さ
れ
る

多
様
な
書
体
を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。

拓
本
は
、
紙
に
書
く
べ
き
文
字
を
石

に
刻
み
、
再
び
紙
に
写
す
と
い
う
深
遠

な
作
業
な
の
で
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
14
日
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萩
寺
で
有
名
な
仏
日
山
吉
祥
林
東
光

ぶ
つ
に
ち
さ
ん
き
っ
し
ょ
う
り
ん
と
う
こ
う

院い
ん

に
は
、
鈴
木
翠
軒

す
い
け
ん

に
よ
る
書
丹
碑
が

あ
り
ま
す
。
い
ま
だ
採
拓
許
可
が
得
ら

れ
な
い
、
私
の
憧
れ
の
碑
で
す
。

書
家
と
優
れ
た
匠
で
あ
る
石
工
と
石

碑
の
保
存
管
理
者
の
努
力
、
墨
や
紙
と

い
っ
た
古
来
か
ら
の
道
具
、
そ
し
て
拓

本
家
の
技
が
マ
ッ
チ
ン
グ
し
た
と
き
に
、

拓
本
は
本
当
に
世
に
残
る
作
品
と
な
る

の
で
す
。

石
に
彫
っ
た
文
字
を
紙
に
写
す

碑
と
は
、
つ
ま
り
歴
代
の
石
刻
。
篆て

ん

間
半
ほ
ど
拓
本
に
か
か
り
っ
き
り
で
し

た
。
大
き
な
も
の
に
な
る
と
、
本
当
に

体
力
が
な
い
と
採
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
碑

表
の
最
上
部
に
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王

あ
り
す
が
わ
の
み
や
た
る
ひ
と
し
ん
の
う

に
よ
る
扁
額
（
高
い
位
置
に
掲
げ
ら
れ
る
額
）

が
あ
り
ま
す
が
、
高
く
て
届
か
な
か
っ

た
の
で
諦
め
ま
し
た
。

石
工
の
巧
み
さ

こ
の
碑
は
、
石
工
の
宮
亀
年
が
丸
彫

り
で
仕
上
げ
た
も
の
で
す
。
こ
の
ほ
か

に
幕
末
か
ら
明
治
の
著
名
な
石
工
と
し

て
、
廣こ

う

群
鶴

ぐ
ん
か
く

、
井せ

い

亀
泉

き
せ
ん

、
窪
世
祥

く
ぼ
せ
い
し
ょ
う

、
田で

ん

鶴
年

か
く
ね
ん

が
い
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
昭
和

初
期
に
活
躍
し
た
石
工
は
、
名
字
か
ら

１
字
を
取
っ
て
吉
祥
句
を
織
り
込
み
、

中
国
風
に
漢
字
３
文
字
の
名
を
通
称
と

し
た
と
さ
れ
ま
す
。
当
時
の
石
工
は
、

塵
肺
で
若
死
に
す
る
人
が
多
く
、
世
襲

は
珍
し
く
て
、
一
代
限
り
の
場
合
が
多

い
の
で
す
。
ま
さ
に
命
が
け
の
仕
事
を

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
胸
を
打
た

れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
昭
和
初
期
に
直
圧
式
の
サ

ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
装
置
が
ア
メ
リ
カ
か
ら

輸
入
さ
れ
、
機
械
に
よ
る
字
彫
り
が
急

速
に
普
及
し
た
こ
と
で
、
手
刻
の
技
術

が
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
サ
ン
ド

ブ
ラ
ス
ト
装
置
で
彫
ら
れ
た
石
は
、
字

口
の
エ
ッ
ジ
が
薄
く
削
ら
れ
て
い
る
た

め
に
欠
け
や
す
く
、
傷
み
が
早
く
進
み

ま
す
し
、
良
い
拓
本
が
採
れ
ま
せ
ん
。

碑
刻
の
中
で
最
良
の
「
碑
中
の
碑
」

は
、
書
丹
に
よ
る
碑
刻
で
す
。
丹
は
赤
、

朱
を
意
味
し
、
石
碑
を
建
立
す
る
際
、

文
字
を
刻
す
前
に
直
接
石
面
に
下
書
き

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
石
面
に
原
稿

を
貼
付
け
て
上
か
ら
彫
る
に
し
ろ
、
カ

ー
ボ
ン
紙
を
使
っ
て
原
稿
を
な
ぞ
っ
て

転
写
す
る
に
し
ろ
、
原
稿
を
石
に
転
写

す
る
方
法
で
は
、
字
彫
り
に
精
確
さ
が

欠
け
ま
す
。
書
丹
が
「
碑
中
の
碑
」
な

の
は
、
転
写
で
は
な
く
直
接
書
い
た
文

字
を
彫
る
か
ら
で
す
。

上から：水貼りをするときには、オーガンジーなどの薄い布を和紙の上に重ねながら、
和紙が字口に食い込むように刷毛で叩き込んでいく。湿り気を与えるための霧吹きは、
必需品だ。一文字一文字丁寧に、根気よく和紙を食い込ませ、乾きかけた紙の上から墨
を打つ。採拓は、肉体的にも重労働だから、体力がないととてもできない。



１
８
０
年
の
節
目
と
大
震
災

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
は
、

に
と
っ
て
、
創
業
１
８
０
周
年
の
節
目

の
年
で
し
た
。

そ
れ
で
、
日
頃
ご
愛
顧
い
た
だ
い
て

い
る
お
客
様
に
対
し
て
特
別
な
お
返
し

を
し
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
海
外
の
高

級
特
選
ブ
ラ
ン
ド
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を
つ
く
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
企
画
は
８
月
中
旬
以
降
に
立
ち

上
げ
る
こ
と
に
な
り
、
東
京
店
の
正
面

ウ
ィ
ン
ド
ウ
６
面
も
そ
れ
に
見
合
っ
た

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
デ
ザ
イ
ン
で
展
開
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

話
が
出
た
の
が
４
月
か
ら
５
月
に
か

け
て
。
ご
存
知
の
よ
う
に
３
月
11
日
に

東
日
本
大
震
災
が
起
こ
り
ま
し
た
か
ら
、

そ
の
直
後
の
大
変
な
時
期
だ
っ
た
ん
で

す
。
東
京
店
の
正
面
ウ
ィ
ン
ド
ウ
も
節

電
の
た
め
に
夜
は
真
っ
暗
で
、
ウ
ィ
ン

ド
ウ
と
し
て
の
機
能
が
で
き
な
い
時
期

が
続
き
ま
し
た
。
９
月
に
な
っ
て
果
た

し
て
照
明
が
つ
く
の
だ
ろ
う
か
、
と
懸

念
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
だ
っ
た
ん
で
す
。

電
力
消
費
の
大
き
な
ハ
ロ
ゲ
ン
電
球

を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
（Light E

m
itting D

iode

発
光
ダ

イ
オ
ー
ド
）
電
球
に
換
え
て
、
節
電
に
協

力
で
き
る
体
勢
を
整
え
る
こ
と
で
、
デ

ィ
ス
プ
レ
イ
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
く
ア

ピ
ー
ル
を
し
な
が
ら
秋
を
目
指
し
て
進

ん
で
い
ま
し
た
。

私
も
あ
の
と
き
、
い
ろ
い
ろ
感
じ
る

こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
み
ん
な
、

変
に
パ
ニ
ッ
ク
に
な
ら
な
い
で
緊
急
事

態
の
と
き
で
も
秩
序
正
し
く
行
動
で
き

た
。
日
本
人
の
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
し
た
。

一
方
、

が
取
り
上
げ
よ
う
と

し
て
い
た
海
外
の
特
選
ブ
ラ
ン
ド
と
い

う
の
も
、
伝
統
的
な
技
術
が
あ
っ
て
認

め
ら
れ
た
か
ら
残
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
、

そ
れ
に
対
抗
で
き
る
だ
け
の
力
を
持
っ

た
日
本
の
伝
統
的
な
も
の
と
タ
ッ
グ
を

組
ま
せ
た
い
、
と
考
え
た
の
で
す
。

偶
然
の
出
会
い

そ
こ
で
ふ
っ
と
思
い
出
し
た
の
が
、

３
年
前
の
杉
原
吉
直
さ
ん
の
越
前
和
紙

の
こ
と
で
し
た
。

越
前
和
紙
の
問
屋
と
し
て
〈
和
紙
ソ

ム
リ
エ
〉
を
名
乗
る
杉
原
さ
ん
と
の
出

会
い
は
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
。
人
気
が

あ
る
デ
ザ
イ
ン
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
会
場

に
、
早
く
着
い
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
、

前
の
講
演
を
し
て
い
た
の
が
杉
原
さ
ん

で
、
越
前
和
紙
に
つ
い
て
の
お
話
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。

本
当
に
す
ご
い
偶
然
な
ん
で
す
が
、

お
話
を
う
か
が
っ
て
も
の
す
ご
く
ビ
ッ

ク
リ
し
ま
し
た
。
日
本
の
伝
統
工
芸
だ

と
い
う
認
識
も
薄
か
っ
た
し
、
そ
れ
が

中
国
か
ら
き
た
技
術
で
あ
る
と
か
、
西

洋
の
紙
と
の
違
い
と
か
、
和
紙
の
中
で
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を
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
「
お
は
よ

う
ニ
ッ
ポ
ン
」
と
い
う
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組

の
ゴ
ー
ル
デ
ン
タ
イ
ム
に
出
て
し
ま
い
、

も
の
す
ご
い
評
判
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
番
組
を
見
た
お
客
様
が
わ
ざ
わ
ざ
横

浜
か
ら
来
て
く
だ
さ
っ
た
の
に
、
収
録

映
像
で
１
週
間
前
の
展
示
だ
っ
た
た
め

に
既
に
違
う
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
て
。
残
念
に
思
わ
れ
て
苦
情
を
言

わ
れ
る
ほ
ど
、
評
判
に
な
り
ま
し
た
。

産
地
の
厚
み

こ
の
よ
う
に
越
前
和
紙
と
の
出
合
い

は
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
だ
っ
た
の
で
す

が
、
杉
原
さ
ん
の
よ
う
な
問
屋
さ
ん
が

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
に
対
応
で
き

る
職
人
さ
ん
が
健
在
の
産
地
だ
っ
た
か

ら
実
現
で
き
た
こ
と
で
す
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
い
く
ら
優
れ
た
和
紙
の
職
人

さ
ん
だ
っ
た
と
し
て
も
、
私
の
デ
ザ
イ

ン
は
形
に
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

最
初
は
杉
原
商
店
が
問
屋
だ
と
い
う

こ
と
も
わ
か
ら
ず
に
、「
和
紙
ソ
ム
リ

エ
と
い
う
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
な
ん
と
か

し
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
ぐ
ら
い

の
気
持
ち
で
相
談
し
ま
し
た
。

お
蔭
で
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
波
及

効
果
が
あ
り
ま
し
て
、
今
年
の
５
月
16

日
か
ら
８
階
の
エ
ク
セ
レ
ン
ト
ル
ー
ム

と
い
う
外
商
サ
ロ
ン
で
日
本
の
伝
統
工

芸
と
い
う
催
し
が
実
現
し
、
そ
れ
と
連

動
し
て
「
越
前
和
紙
の
世
界
展
」
を
行

な
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

デザインをプラスする産地の力41

も
越
前
和
紙
は
天
皇
家
と
の
つ
な
が
り

か
ら
高
級
な
和
紙
と
し
て
使
わ
れ
て
い

た
歴
史
と
か
。

加
え
て
杉
原
さ
ん
が
近
年
イ
タ
リ

ア
・
ミ
ラ
ノ
や
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
、
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
な
ど
の
展
示

会
に
積
極
的
に
出
展
し
て
、
そ
う
い
う

展
示
会
の
模
様
な
ど
も
映
像
で
見
せ
て

い
た
だ
け
た
の
で
、
伝
統
的
な
和
紙
を

モ
ダ
ン
な
表
現
で
使
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
感
動
し
た
ん
で
す
。
あ
ま
り

に
も
感
動
し
た
の
で
、
そ
の
場
で
名
刺

交
換
を
し
て
帰
り
ま
し
た
。

百
貨
店
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
デ
ザ
イ
ン

の
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
、

「
自
分
も
い
ず
れ
和
紙
を
使
っ
て
み
た

い
」
と
話
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
特

に
進
展
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

実
は
企
業
で
す
か
ら
、
取
り
引
き
条

件
な
ど
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ハ
ー
ド
ル
も
あ
る
ん
で
す
。
和
紙
が
素

晴
ら
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
使

え
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ

で
す
ぐ
に
杉
原
商
店
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
出
力
し
て
、
制
作
を
担
当
す
る
協
力

会
社
に
実
際
に
使
え
る
の
か
ど
う
か
調

べ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
、
選
定
さ
れ
た

特
選
ブ
ラ
ン
ド
の
商
品
と
組
み
合
わ
せ

る
和
紙
を
選
ぶ
た
め
に
、
デ
ィ
テ
ー
ル

が
わ
か
る
サ
ン
プ
ル
を
取
り
寄
せ
た
り

し
ま
し
た
。

正
面
ウ
ィ
ン
ド
ウ
と
は
別
に
、
ホ
ー

ル
に
も
和
紙
を
使
っ
た
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

41〜43ページ写真提供：（株）エー・ティ・エー



和
紙
を
実
際
に
使
う
に
あ
た
っ
て
は
、

薄
い
平
面
で
あ
る
と
い
う
紙
の
特
性
か

ら
、
捻
れ
や
立
体
感
を
ど
こ
ま
で
つ
け

ら
れ
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
現

場
で
試
し
な
が
ら
や
り
ま
し
た
。
し
か

し
既
製
品
の
紙
、
機
械
漉
き
の
紙
だ
っ

た
ら
、
少
し
離
し
て
見
た
ら
た
だ
の
真

っ
白
い
紙
に
し
か
見
え
な
い
。
手
漉
き

の
和
紙
で
は
大
胆
な
デ
ィ
テ
ー
ル
が
表

現
で
き
て
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
映
え
る
ん

で
す
ね
。
素
材
と
し
て
、
そ
う
い
う
魅

力
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
力
が
あ
る
か
ら
、

特
選
ブ
ラ
ン
ド
の
洋
服
に
全
然
負
け
な

い
。
負
け
な
い
で
、
引
き
立
て
る
力
が

あ
る
ん
で
す
ね
。

し
か
し
、
一
度
も
使
っ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
の
に
、
想
像
し
て
絵
に
描
い
て

や
っ
て
み
た
ら
で
き
て
し
ま
っ
た
、
と

い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。

実
際
に
今
立
（
福
井
県
）
に
行
っ
て
、

職
人
さ
ん
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
、
驚

い
た
の
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
か
さ

で
す
。
こ
ん
な
に
も
い
ろ
い
ろ
な
和
紙

が
つ
く
ら
れ
て
い
る
な
ん
て
、
と
思
っ

て
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
あ
の
方
々
を

私
が
直
接
束
ね
る
な
ん
て
、
と
て
も
無

理
な
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
得
意
不
得

意
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
知
り
尽
く
し
て

い
る
人
で
な
い
と
職
人
さ
ん
の
力
を
引

き
出
せ
ま
せ
ん
か
ら
。
で
す
か
ら
、
本

当
に
杉
原
さ
ん
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら

で
き
た
こ
と
だ
な
、
と
思
い
ま
す
。

や
っ
て
み
た
ら
で
き
て
し
ま
っ
た
。

そ
う
す
る
と
も
っ
と
や
っ
て
み
た
く
な

る
。
今
は
、
ど
こ
ま
で
で
き
る
の
か
、

と
い
う
欲
が
ど
ん
ど
ん
出
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

和
に
限
定
さ
れ
な
い
使
い
方

海
外
の
特
選
ブ
ラ
ン
ド
の
フ
ェ
ン
デ

ィ
は
龍
村
錦
帯

た
つ
む
ら
き
ん
た
い

、
ジ
ョ
ル
ジ
オ
・
ア
ル

マ
ー
ニ
は
川
島
織
物
、
エ
ト
ロ
は

屋
が
史
料
館
で
持
っ
て
い
る
能
衣
装
と

組
み
ま
し
た
。
ビ
ジ
ュ
ア
ル
表
現
も
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
活
躍
し
て
い
る
カ
メ
ラ

マ
ン
に
斬
新
な
ア
ン
グ
ル
で
撮
っ
て
も

ら
っ
た
り
。
だ
か
ら
和
紙
は
「
和
」
を

前
面
に
出
す
必
要
が
な
か
っ
た
。

も
と
も
と

は
ア
ー
ト
と
深
い

関
係
が
あ
り
ま
す
。

の
美
術
部

は
有
名
で
、
の
ち
に
巨
匠
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
芸
術
家
も
、
若
い
こ
ろ

は

か
ら
売
り
出
し
た
と
い
う
人

も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
の
正
月
用
デ

ィ
ス
プ
レ
イ
が
龍
に
決
ま
り
、
再
び
越

前
和
紙
と
組
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
も
別
の
企
画
が
あ
っ
て
、
越
前

和
紙
に
決
ま
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
か

っ
た
ん
で
す
。

東
京
店
の
正
面
ウ
ィ
ン
ド
ウ
と
い
う

の
は
、
単
に
東
京
店
の
も
の
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、

グ
ル
ー
プ
全
体

の
顔
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
決
定
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
が

か
か
わ
っ
て
お
り
、
す
ぐ
に
パ
ッ
と
は

決
ま
ら
な
い
ん
で
す
。
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そ
ん
な
中
で
、
東
北
６
県
の
お
正
月

ス
タ
イ
ル
を
紹
介
す
る
と
か
、
干
支
の

龍
に
す
る
と
か
、
た
く
さ
ん
の
企
画
が

あ
っ
て
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
越
前
和
紙
の
白
い
龍
が
残

っ
た
ん
で
す
。

６
面
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
ウ
ィ
ン
ド

ウ
と
い
う
の
は
、
日
本
全
国
探
し
て
も

な
か
な
か
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
３
面
、

３
面
を
つ
な
げ
る
展
示
を
久
々
に
や
っ

て
み
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
見
せ
方
が
求
め

ら
れ
た
こ
と
が
幸
い
し
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

和
紙
の
色
合
い
や
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
が
、

龍
の
鱗
や
長
く
生
き
た
こ
と
で
つ
い
た

苔
の
よ
う
な
趣
き
を
出
し
て
く
れ
て
、

リ
ア
ル
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
。
何
百
年
も
生
き
た
龍
、
と
い
っ

た
表
現
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

さ
ま
ざ
ま
な
偶
然
が
重
な
っ
て
実
現

し
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
時
期
だ
か
ら

こ
そ
、
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

杉
原
さ
ん
に
出
会
っ
た
２
０
０
８
年

（
平
成
20
）
以
降
、
使
い
た
い
と
思
い
続

け
て
は
い
た
ん
で
す
が
、
制
作
時
間
が

か
か
る
こ
と
か
ら
日
程
に
余
裕
が
な
け

れ
ば
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
や
は
り
手

漉
き
で
す
か
ら
価
格
が
高
い
こ
と
な
ど

制
約
条
件
が
あ
っ
て
難
し
か
っ
た
。
や

は
り
、
創
業
１
８
０
周
年
と
い
う
特
別

な
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
か
ら
可
能
に
な
っ
た

デザインをプラスする産地の力43

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
震
災
に
よ
っ
て

打
ち
の
め
さ
れ
た
気
持
ち
を
、
前
向
き

に
す
る
た
め
に
元
気
に
な
れ
る
も
の
が

求
め
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
縁
が
あ
っ
た

か
ら
で
き
た
の
で
す
。

私
自
身
も
た
ま
た
ま
縁
が
あ
っ
て
、

の
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
他
の
会
社
に
い
た
と
き
か
ら

「
お
手
本
に
見
ろ
」
と
言
わ
れ
て
き
た

ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
、
た
ま
た
ま
縁
が
あ
っ

て
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
自
分
が
こ
こ
に

い
る
こ
と
自
体
、
偶
然
な
ん
で
す
。
細

い
糸
で
、
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

不
思
議
で
す
ね
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
パ
リ
の
ク
リ
ス
マ

ス
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
は
、
人
だ
か
り
が

す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
い
つ
か
は
、

そ
う
い
う
の
を
手
が
け
た
い
で
す
ね
。

い
え
、
決
し
て
格
好
良
い
こ
と
を
や
り

た
い
、
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
く
て
、
人

が
見
て
「
い
い
ね
」
と
喜
ん
で
く
れ
る

よ
う
な
こ
と
を
し
た
い
な
あ
、
と
思
う

ん
で
す
よ
ね
。

日
々
の
作
業
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
か

ら
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
動
け
な

い
ん
で
す
が
、
和
紙
と
Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
組
み

合
わ
せ
て
、
最
先
端
の
表
現
を
す
る
こ

と
も
で
き
る
と
か
、
ま
だ
ま
だ
挑
戦
し

た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
は
い
っ
ぱ
い
勉
強
し
て
、
ア

ン
テ
ナ
を
張
っ
て
い
な
い
と
。

取
材：

２
０
１
２
年
３
月
28
日



心を包む折形礼法

研究者は紙に書かれた内容を気にしますが、

山根一城さんは、「紙そのものが気になる」といいます。

紙漉きを知っていると、

時の権力者が使った紙がなぜ格上なのか、

紙そのものが語ってくれるからだというのです。

白が尊ばれる、折形の紙。

輝くように光る白は、生命の源である太陽の光を表わし、

清浄をも表わしています。

そこには贈る相手を大切に思う、心そのものを包む想いが

込められています。

山根 一城
やまね かずき

山根折形礼法教室主宰

1950年、東京生まれ。法政大学文学部英文科卒業後、アメリカ・カリフォルニア州立大学フラトン校大学院

に留学、文化人類学を学ぶ。BMW Japan Corp.マーケティング部長、日本コカ・コーラ広報担当副社長など

外資系企業勤務を経て、2003年より礼法研究家、折形礼法の第一人者である父 山根章弘の後継者として折

形礼法の普及を開始。折形礼法のほか、アナログ文化をテーマとして、中国茶、オーディオ、天文教室など

の分野でも活動の一方、広報・危機管理コンサルタントとしても活躍。2006年、東久邇宮記念賞受賞。

主な著書に『折形レッスン―美しい日本の包み方』（文化出版局 2005）、『暮らしに使える「折形」の本』

（PHP研究所 2007）、『暮らしの折り方、包み方―贈る・飾る・楽しむ折形84』（主婦と生活社 2009）、『日本

の折形―伝統を受け継ぐ型約七十点を掲載した包み方の手引き』（誠文堂新光社 2009）ほか
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オ
リ
ジ
ナ
ル
文
化
の
誕
生

輸
入
文
化
が
遣
唐
使
の
終
焉
で
一
応

終
わ
り
を
遂
げ
て
、
日
本
独
自
の
文
化

と
し
て
、
平
安
王
朝
の
貴
族
文
化
が
京

都
を
中
心
に
開
花
し
ま
し
た
。
コ
ピ
ー

や
物
真
似
で
は
な
く
、
良
い
と
こ
ろ
を

巧
み
に
吸
収
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り

良
い
も
の
を
つ
く
る
。
私
は
そ
れ
を

〈
折
衷
文
化
〉
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

遣
唐
使

６
１
９
年
（
推
古
天
皇
27
）
に
隋
が
滅
び
唐
が
興
る

以
前
は
、
遣
隋
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
第
一
次
遣

唐
使
は
６
３
０
年
（
舒
明
天
皇
２
）。
２
０
０
年
以

上
に
わ
た
っ
て
、
当
時
の
先
進
国
で
あ
っ
た
唐
の
文

化
や
法
制
度
、
仏
教
の
日
本
へ
の
伝
播
に
貢
献
し
た

が
、
８
９
４
年
（
寛
平
６
）
に
菅
原
道
真
の
建
議
に

よ
り
停
止
さ
れ
た
。

そ
こ
で
信
仰
さ
れ
た
の
が
天
照
大
神

で
す
。
天
照
大
神
と
い
う
の
は
天
皇
家

の
神
で
太
陽
神
。
太
陽
の
恵
み
を
受
け

て
、
私
た
ち
は
自
然
界
の
動
植
物
の
一

つ
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら

自
然
と
共
存
し
、
自
然
の
命
を
い
た
だ

い
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

折
形
に
用
い
る
紙
は
白
が
尊
ば
れ
ま

す
。
輝
く
よ
う
に
光
る
白
は
、
生
命
の

源
で
あ
る
太
陽
の
光
を
表
わ
し
て
い
る

か
ら
で
す
。
白
は
ま
た
、
清
浄
を
も
表

わ
し
て
い
ま
す
。

写
真
や
テ
レ
ビ
、
パ
ソ
コ
ン
の
モ
ニ

タ
ー
な
ど
で
、
色
を
正
確
に
再
現
す
る

た
め
に
、色
温
度

い
ろ
お
ん
ど（color

tem
perature

）

と
い
う
指
標
が
あ
り
ま
す
。

七
十
二
候

古
代
中
国
で
考
案
さ
れ
た
季
節
を
表
わ
す
方
式
。

二
十
四
節
気
（
に
じ
ゅ
う
し
せ
っ
き
）
を
だ
い
た
い

５
日
ず
つ
の
三
つ
に
分
け
た
。
俳
句
の
季
語
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
。

二
十
四
節
気
は
古
代
中
国
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
使

わ
れ
て
い
る
が
、
七
十
二
候
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て

渋
川
春
海
ら
暦
学
者
に
よ
っ
て
「
本
朝
七
十
二
候
」

と
し
て
日
本
の
気
候
風
土
に
合
う
よ
う
に
改
訂
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
季
節
の
す
べ
て
を
司
っ
て

い
る
の
が
、
太
陽
で
す
。
五
行
思
想
の

木
火
土
金
水

も
っ
か
ど
ご
ん
す
い

と
い
う
自
然
界
の
理
念
の

中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
天
皇
陛

下
は
稲
を
植
え
ら
れ
、
皇
后
陛
下
は
蚕

を
飼
っ
て
絹
を
つ
く
ら
れ
ま
す
。
神
さ

ま
に
お
供
え
す
る
一
番
大
切
な
も
の
は
、

米
と
米
か
ら
つ
く
っ
た
お
酒
と
塩
と
水

と
藁
。
繊
維
は
絹
と
麻
と
楮
で
、
そ
れ

ぞ
れ
和に

き

妙た
え

、
荒
妙

あ
ら
た
え

、
白
妙

し
ろ
た
え

と
呼
ば
れ
ま

し
た
。

糸
を
縒よ

っ
て
繊
維
に
す
る
こ
と
を

〈
績う

む
〉
と
言
い
ま
す
が
、
布
は
糸
を

つ
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
糸

を
つ
く
っ
て
染
め
て
織
る
。
つ
ま
り
公

家
の
女
性
た
ち
は
、
七
夕
の
織
り
姫
が

や
っ
て
い
る
の
と
同
じ
仕
事
を
し
て
い

た
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
公
家
の
女
性

の
嗜

た
し
な

み
と
さ
れ
た
も
の
に
、「
詩
を
詠

う
」「
文
字
（
変
体
仮
名
）
を
書
く
」

「
楽
器
を
奏
で
る
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
七
夕
と
い
う
の
は
、
日
本

古
来
の
豊
作
を
祖
霊
に
祈
る
祭
（
お
盆
）

に
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
針
仕
事
の
上

達
を
願
う
乞
巧
奠

き
っ
こ
う
で
ん

や
仏
教
の
盂
蘭
盆
会

う

ら

ぼ

ん

え

な
ど
が
習
合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
各
々
不
得
意
な
こ
と
を
カ
ジ

の
葉
に
書
き
、
上
達
を
願
っ
た
も
の
が
、

の
ち
に
短
冊
に
書
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

公
家
の
礼
法
、
武
家
の
礼
法

貴
族
階
級
で
あ
る
公
家
か
ら
始
ま
っ

た
礼
法
で
す
が
、
武
家
が
台
頭
し
て
き

て
鎌
倉
に
幕
府
を
開
い
た
。
今
、
ち
ょ

う
ど
大
河
ド
ラ
マ
で
平
清
盛
を
や
っ
て

い
ま
す
が
、
武
家
が
台
頭
し
て
く
る
よ

う
に
な
る
と
、
貴
族
だ
け
で
は
な
く
武

家
の
間
で
も
、
礼
法
や
公
家
の
文
化
が

広
が
り
ま
す
。

室
町
幕
府
三
代
将
軍
の
足
利
義
満
は

知
識
人
で
、「
公
家
に
礼
法
あ
れ
ば
、

武
家
に
は
武
家
の
礼
法
を
」
と
、
武
家

の
た
め
の
礼
法
を
定
め
ま
し
た
。
公
家

の
礼
法
は
五
位
か
ら
上
の
位
で
主
に
採

用
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
以
来
、
六
位
以

下
の
者
は
す
べ
て
武
家
の
礼
法
に
従
っ

た
と
さ
れ
ま
す
。
正
確
に
は
武
家
と
は

将
軍
と
直
接
接
見
で
き
た
大
名
と
旗
本

ク
ラ
ス
に
限
定
し
て
定
義
さ
れ
て
い
ま

す
。

礼
法
の
普
及

足
利
将
軍
は
武
家
の
礼
法
を
き
ち
ん

と
伝
え
る
役
割
を
三
つ
の
高こ

う

家け

に
命
じ

ま
し
た
。
ま
ず
は
、
弓
と
馬
術
に
優
れ

た
小
笠
原
家
を
外
の
礼
法
の
指
南
役
と

し
、
お
城
の
中
の
イ
ン
ナ
ー
マ
ナ
ー
で

あ
る
殿
中
の
礼
法
、
内
の
礼
法
は
伊
勢

家
に
。
書
と
画
は
、
今
川
家
。
今
川
家

は
す
ぐ
に
お
家
断
絶
に
な
っ
た
の
で
、

吉
良
家
が
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。

礼
法
と
い
う
と
す
ぐ
に
流
派
は
？

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
本
来
は
流
派
な
ど

な
か
っ
た
の
で
す
。
強
い
て
い
え
ば
、

天
皇
家
流
と
将
軍
家
流
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
戦
が
な
く
な

っ
て
失
業
し
た
下
級
侍
が
、
副
業
と
し

て
寺
子
屋
な
ど
で
教
え
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
礼
法
も
教
え
ら
れ
ま
し
た
が
、

根
拠
の
な
い
歪
め
ら
れ
た
礼
法
が
蔓
延

し
た
結
果
、
江
戸
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
流
派
が
派
生
し
、
将
軍
家
殿
中
の
礼

法
本
家
の
末
裔
伊
勢
貞
丈

さ
だ
た
け

は
著
作
の

中
で
、「
千
流
、
万
流
も
の
礼
法
流
派

が
で
き
た
」
と
嘆
い
て
い
ま
す
。
今
の

時
代
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ

ビ
・
雑
誌
な
ど
で
根
拠
の
な
い
情
報
が

氾
濫
し
て
い
る
の
と
同
様
で
す
。

武
家
礼
法
の
バ
イ
ブ
ル
は
、『
貞
丈

て
い
じ
�
う

雑
記

ざ
っ
き

』
で
す
。

『
貞
丈
雑
記
』
は
、
江
戸
時
代
中
期
の

旗
本
で
あ
り
、
武
家
故
実
の
大
家
で
あ

っ
た
伊
勢
貞
丈
が
、
１
７
６
３
年
（
宝

暦
13
）
１
月
以
後
に
書
き
記
し
た
雑
録

で
、
草
稿
の
ま
ま
伝
わ
っ
た
た
め
、
子

孫
の
貞
友
の
時
代
に
岡
田
光
大
が
清
書

校
合
し
て
１
８
４
３
年
（
天
保
14
）
に
刊

行
さ
れ
ま
し
た
。
室
町
幕
府
政
所
執
事

（
及
び
御
所
奉
行
を
兼
務
）
の
家
柄
で
あ
り
礼

法
に
精
通
し
た
貞
丈
は
、
子
孫
が
古
書

を
読
む
と
き
の
頼
り
と
し
て
、
ま
た
、

心を包む折形礼法45

色
温
度
の
単
位
に
は
、
Ｋ
（
ケ
ル
ビ
ン
）

が
用
い
ら
れ
ま
す
。

朝
日
や
夕
日
の
色
温
度
は
お
お
む
ね

２
０
０
０
Ｋ
、
普
通
の
太
陽
光
線
は

５
０
０
０
～
６
０
０
０
Ｋ
で
、
一
般

に
考
え
ら
れ
て
い
る
白
よ
り
か
な
り
黄

色
味
が
か
っ
て
い
る
色
で
す
。
こ
れ
が

自
然
界
に
お
け
る
白
で
あ
っ
て
、
漂
白

し
た
り
蛍
光
色
で
青
く
光
る
白
で
は
な

い
。
生
成
り
と
い
う
の
は
太
陽
の
色
。

こ
の
太
陽
の
光
は
陰
陽
五
行
で
は
緑
、

紅
、
黄
、
白
、
黒
（
紫
）
の
５
色
で
構

成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

色
温
度

理
想
的
な
黒
体
を
想
定
す
る
と
、
温
度
が
低
い
と

き
は
暗
い
オ
レ
ン
ジ
色
を
放
射
し
、
温
度
が
高
く
な

る
に
つ
れ
て
黄
色
み
を
帯
び
た
白
に
な
り
、
さ
ら
に

高
く
な
る
と
青
み
が
か
っ
た
白
に
近
く
な
る
、
と
い

う
分
布
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
白
と

い
う
色
を
、
黒
体
の
温
度
で
表
現
し
た
も
の
を
色
温

度
と
呼
ぶ
。
写
真
撮
影
で
は
、
ス
タ
ジ
オ
撮
影
の
ラ

イ
ト
が
３
２
０
０
Ｋ
、
太
陽
光
線
が
５
５
０
０
Ｋ

と
想
定
さ
れ
て
お
り
、
フ
イ
ル
ム
は
こ
の
色
温
度
の

照
明
下
で
最
適
な
色
再
現
が
で
き
る
よ
う
つ
く
ら
れ

て
い
る
。

美
意
識
の
根
底
に
あ
る
自
然
観

日
本
は
、
温
帯
ゾ
ー
ン
に
位
置
す
る

数
少
な
い
先
進
国
で
、
動
植
物
と
四
季

の
変
化
、
色
の
変
化
が
最
も
豊
か
な
国

で
も
あ
り
ま
す
。

５
日
ご
と
に
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る

自
然
の
移
ろ
い
を
暦
に
写
し
た
も
の
に

七
十
二
候

し
ち
じ
�
う
に
こ
う

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
日

本
の
美
意
識
の
原
点
に
あ
り
、
生
活
の

リ
ズ
ム
の
大
原
則
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
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人
か
ら
故
実
（
朝
廷
の
儀
式
典
礼
の
拠
り
所
と

な
る
歴
史
的
事
実
）
を
聞
か
れ
た
と
き
の
助

け
に
な
る
よ
う
に
と
、
16
巻
２
３
５
０

項
目
に
わ
た
っ
て
、
鎌
倉
時
代
か
ら
伊

勢
家
に
保
存
し
て
あ
っ
た
武
家
礼
法
に

関
す
る
膨
大
な
古
文
書
を
も
と
に
、
武

家
の
礼
法
、
武
家
故
実
を
正
確
に
後
世

に
書
き
残
し
ま
し
た
。

作
法
と
礼
法
の
違
い

も
う
一
つ
お
伝
え
し
た
い
の
は
、
作

法
と
礼
法
の
違
い
で
す
。
連
続
し
た
動

作
を
場
面
場
面
で
方
式
化
し
た
の
が
、

作
法
。
こ
う
し
て
、
あ
あ
し
て
、
３
秒

止
ま
っ
て
こ
う
す
る
、
と
い
う
、
い
わ

ば
動
作
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
で
す
。
一
方
、

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
思

う
礼
の
気
持
ち
を
、
自
然
に
形
に
表
わ

し
た
の
が
礼
法
で
す
。
作
法
に
振
り
回

さ
れ
た
ら
、
ハ
ー
ト
が
な
く
な
っ
て
礼

が
な
く
な
る
、
と
私
は
敢
え
て
申
し
上

げ
て
い
ま
す
。

心
が
形
に
な
っ
た
の
が
礼
法
で
す
。

儀
礼
で
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
形
に
は
め
ら
れ
て
形
式
が
優
先

す
る
の
が
作
法
。
地
方
ご
と
に
や
り
方

が
違
う
の
は
、
慣
習
、
地
方
文
化
で
す
。

特
に
お
葬
式
な
ど
の
冠
婚
葬
祭
は
、
地

方
ご
と
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
お
雑
煮

の
餅
が
四
角
だ
っ
た
り
丸
だ
っ
た
り
す

る
の
も
地
方
文
化
と
慣
習
。
こ
れ
ら
は

礼
法
と
混
同
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、

都
を
中
心
に
公
家
や
上
級
武
家
が
秘
伝

で
守
っ
て
き
た
格
式
の
高
い
礼
法
と
は

違
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
混
乱
が
起
こ
る
の
は
な

ぜ
か
と
い
う
と
、
も
の
ご
と
の
本
来
の

意
味
や
歴
史
、
思
想
、
哲
学
を
学
ん
で

そ
れ
ら
の
行
動
の
背
景
を
知
る
機
会
が

減
っ
て
き
た
結
果
、
多
く
の
人
が
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
本
や
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
、
流

通
業
の
販
売
員
な
ど
か
ら
の
見
聞
に
、

一
か
ら
十
ま
で
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
し

上：新茶の芽を折り出した、新茶包み。
かつては、貴重な仙薬だったお茶を贈
ることは、最高のもてなしだった。江
戸時代には、お茶を包むための折形が
いくつか考案されている。
左：結納に使う、本物の〈のし鮑（あ
わび）〉の折形。お茶や粉は散らないよ
うに全部を覆い隠すが、不都合がない
ものの場合は、中身が表われるように

〈包む〉。
下：武家の最上位の手紙を再現した竪
文（たてぶみ）。情報である手紙は、天
地を捻って紙縒りで結び、簡単に開封
できなくした。〆などの上書きをする。



ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

長
い
歴
史
を
持
つ
日
本
の
文
化
は
ま
さ

に
奥
深
い
資
産
で
す
が
、
折
形
が
消
失

し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
高
度

成
長
の
経
済
社
会
に
育
っ
て
「
物
」
中

心
の
価
値
観
を
尊
重
し
て
き
た
結
果
、

私
た
ち
は
、
や
や
も
す
る
と
「
日
本
人

の
顔
を
し
た
西
欧
人
」
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
気
が
し
ま
す
。

紙
の
格

天
皇
の
紙
、
公
家
の
紙
、
将
軍
や
武

家
の
紙
。
紙
を
位
や
目
的
別
に
明
確
に

使
い
分
け
る
「
紙
の
格
の
使
い
分
け
」

を
持
つ
の
は
、
日
本
だ
け
の
文
化
で
す
。

武
家
は
漢
字
中
心
で
す
か
ら
、
厚
く

強
靭
で
荒
々
し
い
楮
紙
が
向
い
て
い
ま

す
。
ま
た
野
戦
で
は
、
重
要
な
伝
達
は

早
馬
を
飛
ば
し
て
書
を
通
し
て
行
な
い

ま
し
た
。
そ
の
際
、
懐
に
入
れ
た
包
み

が
汗
で
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に
な
っ
て
も
い

い
よ
う
に
、
分
厚
く
丈
夫
な
楮
紙
が
武

家
の
紙
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
公
家
は
変
体
仮
名
を

書
き
ま
す
か
ら
、
美
し
く
薄
い
雁
皮
紙

を
使
い
ま
す
。
公
家
は
基
本
的
に
外
出

せ
ず
、
御
簾
の
内
側
で
す
ご
し
ま
す
。

従
っ
て
、
繊
細
で
優
美
な
雁
皮
紙
が
用

い
ら
れ
た
の
で
す
。

公
家
の
礼
法
で
は
、
日
本
古
来
の
方

法
で
染
め
た
色
雁
皮
紙
を
重
ね
、
目
的

に
応
じ
た
表
現
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
こ
の
と
き
に
使
わ
れ
る
色
紙
は
、

が
、
使
う
紙
に
明
確
に
出
て
い
る
好
例

だ
と
思
い
ま
し
た
。

宣
旨

せ
ん
じ

は
天
皇
の
命
令
を
書
い
た
文
書

で
す
が
、
天
皇
の
命
令
・
意
向
（
勅
旨
）

が
文
書
化
さ
れ
る
際
、
口
頭
で
受
け
た

命
令
・
意
向
を
、
弁
官
史
が
忘
れ
な
い

た
め
に
記
し
た
メ
モ
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
や
が
て
こ
の
メ
モ
が
発
給
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
文
書
と
し
て
様
式
化
し

て
い
っ
て
、
律
令
期
以
降
、
宣
旨
に
な

っ
た
。

そ
の
た
め
、
天
皇
の
意
を
反
映
し
た

文
書
と
し
て
認
識
さ
れ
ま
し
た
が
、
弁

官
な
ど
の
署
名
し
か
記
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
つ
ま
り
天
皇
の
サ
イ
ン
が
な
い

の
で
す
。
宣
旨
は
、
紙
を
見
た
だ
け
で

サ
イ
ン
が
な
く
て
も
天
皇
の
宣
旨
だ
と

い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。

こ
の
と
き
に
使
わ
れ
る
紙
は
院
宣
紙

で
、
檀
紙
の
ほ
か
、
墨
で
書
か
れ
た
使

用
済
み
の
和
紙
を
漉
き
戻
し
た
薄
墨
紙

も
使
わ
れ
ま
し
た
。
天
皇
家
で
す
ら
大

変
貴
重
で
あ
っ
た
和
紙
を
リ
サ
イ
ク
ル

し
て
い
た
の
で
す
か
ら
頭
が
下
が
り
ま

す
。将

軍
の
特
別
な
公
文
書
に
は
、
楮
で

つ
く
っ
た
分
厚
い
檀
紙
を
使
い
ま
す
。

檀
紙
を
横
半
分
に
折
っ
て
、
サ
イ
ン
で

あ
る
花か

押お
う

と
直
径
５
㎝
ほ
ど
の
朱
印
や

黒
印
が
押
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
〈
御

朱
印
状
〉
で
す
。
こ
の
形
状
の
公
文
書

を
正
式
に
は
〈
折
紙
〉
と
呼
び
、〈
折

り
紙
付
き
〉
の
語
源
に
な
り
ま
し
た
。

正
式
な
折
紙
は
、
す
べ
て
こ
の
折
り
方

で
す
。
現
在
で
も
刀
剣
の
証
明
書
や
、

茶
道
、
華
道
と
い
っ
た
習
い
事
の
上
位

の
免
状
は
す
べ
て
檀
紙
や
奉
書
紙
を
折

紙
に
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

折
紙
付
き

お
墨
付
き

折
目
正
し
く

雛
形

横
紙
破
り

こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
折
形
の
用
語
で

す
。三

代
将
軍
徳
川
家
光
の
御
朱
印
状
は
、

厚
さ
が
１
０
０
分
の
55
㎜
も
あ
り
ま
す
。

一
般
の
書
道
用
半
紙
は
１
０
０
分
の
８

㎜
で
す
か
ら
、
い
か
に
厚
い
紙
で
あ
る

か
が
わ
か
り
ま
す
。
牛
の
皮
の
よ
う
に

厚
く
、
固
い
紙
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
檀

紙
に
は
凹
凸
の
シ
ボ
が
あ
り
ま
す
が
、

シ
ボ
に
対
し
て
筆
で
直
角
に
書
き
ま
す
。

厚
く
漉
か
れ
た
本
物
の
和
紙
は
、
も

の
す
ご
く
墨
を
吸
収
し
ま
す
。
で
す
か

ら
黒
光
り
す
る
程
、
濃
く
摺
っ
た
墨
を

た
っ
ぷ
り
つ
け
て
書
か
な
け
れ
ば
文
字

を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、

濃
い
墨
で
書
い
た
辞
令
を
〈
お
墨
付
き
〉

と
い
う
の
で
す
。

和
紙
は
も
の
す
ご
く
丈
夫
で
す
。
思

い
き
り
力
を
入
れ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
破

け
な
い
ほ
ど
強
い
。
紙
衣

か
み
こ

と
い
っ
て
衣

装
に
も
使
わ
れ
、
東
大
寺
の
お
水
取
り

で
は
今
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

研
究
者
は
紙
に
書
か
れ
た
内
容
を
気

に
し
ま
す
が
、
私
は
紙
そ
の
も
の
が
気

に
な
る
。
手
の
目
と
い
い
ま
す
が
、
触

っ
て
み
て
、
腰
や
厚
さ
、
素
材
を
手
で

確
認
し
ま
す
。
そ
う
し
て
紙
を
じ
っ
く

り
見
る
こ
と
で
、
時
の
権
力
者
に
ふ
さ

わ
し
い
紙
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
す
。

な
ぜ
な
ら
実
際
に
こ
こ
ま
で
強
靭
な

紙
を
漉
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
大
変
な
労

力
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
だ
ん

だ
ん
簀
の
目
が
詰
ま
っ
て
、
漉
き
桁
の

中
に
水
が
溜
ま
っ
た
状
態
に
な
る
。
そ

の
水
が
落
ち
る
ま
で
、
ず
っ
と
待
っ
て

い
る
の
は
、
な
か
な
か
し
ん
ど
い
作
業

で
す
。
腰
は
痛
く
な
る
し
、
生
産
性
は

落
ち
る
し
、
枠
は
傷
む
し
。
使
わ
れ
て

い
る
紙
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
が
多
い
か

少
な
い
か
は
、
こ
の
よ
う
に
紙
づ
く
り

の
現
場
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
左

右
さ
れ
る
の
で
す
。

私
は
、
今
で
は
つ
く
ら
れ
な
く
な
っ

た
紙
も
多
い
の
で
、
お
願
い
し
て
職
人

さ
ん
に
再
現
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

優
れ
た
職
人
さ
ん
の
良
い
と
こ
ろ
は
、

難
し
い
こ
と
で
も
執
念
を
燃
や
し
て
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
れ
る
こ
と
で
す
ね
。

贈
る
心
を
包
む

折
形
と
は
、
こ
の
よ
う
な
礼
法
の
精

神
に
則
っ
て
、
贈
り
も
の
な
ど
を
和
紙

で
包
む
や
り
方
で
す
。
包
む
紙
に
も
ラ

ン
ク
が
あ
っ
て
、
必
要
と
さ
れ
る
紙
が

選
ば
れ
ま
し
た
。

『
貞
丈
雑
記
』
に
、

「
心
を
尽
く
し
て
取
り
調

と
と
の

え
る
を
、
馳

心を包む折形礼法47

〈
に
お
い
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
平

安
時
代
に
十

じ
�
う

二に

単
ひ
と
え

の
袖
口
か
ら
ほ
ん
の

少
し
だ
け
重
ね
の
色
を
見
せ
て
い
た
よ

う
に
用
い
る
の
が
基
本
で
す
。
紙
の
使

い
分
け
や
色
目
の
組
み
合
わ
せ
に
は
目

的
に
応
じ
た
使
い
分
け
が
厳
し
く
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
色
と
紙
の
使
い
分
け
は

重
要
な
階
級
社
会
の
ス
テ
イ
タ
ス
で
も

あ
り
、
決
し
て
侵
し
て
は
い
け
な
い
最

も
厳
し
い
規
範
、〈
戒か

い

〉
と
さ
れ
ま
し

た
。
こ
う
し
て
階
級
社
会
が
維
持
さ
れ

て
き
た
の
で
す
。
武
家
で
も
上
位
の
折

形
で
は
、
公
家
文
化
の
影
響
を
受
け
白

の
紙
に
色
紙
を
重
ね
る
こ
と
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。

一
番
格
上
の
紙
は
、
あ
と
か
ら
ご
説

明
し
ま
す
が
檀
紙

だ
ん
し

で
、
次
が
奉
書
紙
で

す
。
奉
書
紙
は
シ
ボ
が
な
い
中
厚
の
楮

和
紙
、
引
き
合
わ
せ
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

こ
れ
は
将
軍
や
大
名
が
決
定
事
項
を
伝

え
る
（
奉
じ
る
）
た
め
の
指
令
書
と
し
て

使
わ
れ
ま
し
た
。

紙
を
折
ら
な
く
な
っ
て
、
小
さ
く
、

薄
く
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
格
が
低
く

な
り
ま
す
。
武
田
家
の
所
縁
の
寺
に
、

折
紙
付
き
の
書
状
や
御
朱
印
状
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、

幕
府
が
倒
れ
て
薩
長
政
権
に
な
っ
た
と

き
に
徳
川
時
代
の
檀
紙
の
朱
印
状
を
回

収
廃
棄
す
る
旨
の
命
令
書
に
は
、
奉
書

紙
の
下
の
格
で
あ
る
杉
原
紙
が
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

紙
の
格
も
志
も
あ
っ
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
ね
。
目
的
と
心
持
ち
の
違
い



走
と
も
奔
走
と
も
い
う
。
馳
、
奔
、
走
、

三
字
と
も
走
る
と
読
む
な
り
」

と
あ
り
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
時
間

を
か
け
て
、
十
分
に
相
手
の
た
め
に
尽

く
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
お
い

し
い
食
べ
も
の
を
準
備
し
て
お
も
て
な

し
を
す
る
こ
と
を
〈
ご
馳
走
〉
と
い
う

よ
う
に
、
食
べ
も
の
の
ほ
か
に
贈
り
も

の
も
心
を
尽
く
し
て
調
え
た
の
で
す
。

自
分
の
時
間
を
小
切
り
に
し
て
相
手

に
贈
る
こ
と
が
第
一
義
で
、
大
切
な
の

は
物
で
は
な
い
。
で
す
か
ら
、
折
形
と

い
う
の
は
、
そ
の
気
持
ち
や
行
動
が
形

に
な
っ
た
ほ
ん
の
一
部
な
の
で
す
。

贈
り
も
の
を
す
る
と
き
に
最
も
大
事

な
の
は
、
心
を
込
め
て
自
ら
が
贈
り
も

の
を
選
ぶ
こ
と
。
そ
し
て
、
出
か
け
て

行
っ
て
お
祝
い
の
口
上
を
述
べ
る
こ
と

で
す
。
祝
儀
を
述
べ
る
こ
と
が
目
的
で
、

つ
い
で
に
贈
り
も
の
を
お
渡
し
す
る
。

そ
れ
ぐ
ら
い
、
口
上
を
述
べ
る
こ
と
は

大
切
な
こ
と
で
し
た
。
　

し
か
し
大
正
時
代
に
、
百
貨
店
が

〈
贈
答
〉
と
い
う
言
葉
を
考
案
し
ま
し

た
。
中
元
と
い
う
言
葉
も
、
も
と
も
と

道
教
の
も
の
な
の
に
仏
教
と
結
び
つ
け

て
夏
の
贈
り
も
の
の
意
味
に
し
ま
し
た
。

そ
の
商
魂
の
た
く
ま
し
さ
は
、
さ
す
が

に
水
平
に
広
が
る
の
で
〈
陰
〉
で
す
。

折
る
と
き
に
は
自
分
の
前
に
正
対
し
て

和
紙
を
置
き
、
天
と
地
を
守
り
な
が
ら
、

紙
の
向
き
を
変
え
ず
に
折
っ
て
い
く
の

が
基
本
で
す
。

も
の
を
差
し
上
げ
る
と
き
の
原
則
は
、

品
物
の
上
と
下
を
隠
さ
な
い
で
包
む
こ

と
。
例
外
と
し
て
粉
は
包
み
ま
し
た
。

お
金
は
紛
失
し
て
は
困
り
ま
す
か
ら
、

こ
の
包
み
隠
す
〈
粉
包
み
〉
を
応
用
し
、

明
治
以
降
考
案
さ
れ
た
折
形
で
す
。
金

子
は
包
む
も
の
で
す
か
ら
〈
一
包
み
〉

と
書
き
、
一
封
と
は
書
き
ま
せ
ん
。

一
方
、
隠
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も

で
す
。
西
欧
で
は
よ
く
ギ
ブ
＆
テ
イ
ク

と
い
わ
れ
ま
す
が
、
日
本
人
の
感
性
は

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
徹
底
し
て
与

え
る
こ
と
を
喜
び
と
し
ま
す
。
ど
こ
か

で
人
知
れ
ず
戻
っ
て
く
る
の
は
結
果
と

し
て
で
あ
っ
て
、
主
張
し
て
見
返
り
を

要
求
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
が
〈
徳
〉
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

古
来
、
折
形
礼
法
で
贈
ら
れ
た
の
は
、

主
に
日
常
使
う
絹
の
布
や
和
紙
、
扇
や

馬
具
、
弓
矢
の
羽
な
ど
の
消
耗
品
で
、

西
欧
社
会
の
よ
う
に
豪
華
な
金
品
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
最
も
重
用
さ
れ

た
の
は
そ
の
日
、
最
初
に
咲
い
た
花
。

水の文化41『和紙の表情』 2012／07 48

荒々しい武家に対して、たお
やかな仮名書きで歌を詠んだ
公家。短冊には雁皮紙に装飾
を施したものが好まれ、恋文
や祝いの言葉として贈られた。
下：右の金銀を使った短冊は、
正二位・内大臣の三条西実世
筆（1511〜1579年）、左の〈打
雲〉の短冊は、後水尾天皇朝
の歌人で従一位の飛鳥井雅章
筆（山根一城さん所蔵）。草木
染めの色雁皮紙を、十二単の
装束の色彩と同様、格式に添
って使い分けていたという。

真
っ
赤
に
紅
葉
し
た
紅
葉

も
み
じ

も
同
様
に
、

大
切
に
さ
れ
ま
し
た
。
公
家
も
武
家
も
、

自
然
界
か
ら
の
貴
重
な
賜
わ
り
も
の
を

最
も
尊
重
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

包
む
も
の
の
性
質
、
陰
と
陽
に
合
わ

せ
て
、
折
り
方
も
使
い
分
け
ま
す
。
木

の
花
は
幹
が
円
筒
形
で
、
地
面
か
ら
天

に
向
か
っ
て
垂
直
に
伸
び
る
の
で
〈
陽
〉。

丸
め
た
反
物
や
弓
矢
な
ど
も
〈
陽
〉
と

さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
地
面
に
水
平
に
広

が
る
草
花
は
〈
陰
〉。「
平
ら
き
も
の
」

と
呼
ば
れ
る
折
り
畳
ん
だ
布
な
ど
も
地



ら
何
代
後
に
な
っ
て
も
恥
に
な
る
か
ら

で
す
。
信
頼
関
係
に
根
差
し
た
、
知
恵

に
あ
ふ
れ
た
暮
ら
し
で
す
。

私
は
そ
こ
に
戻
れ
と
は
言
い
ま
せ
ん

が
、
少
し
捨
て
過
ぎ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
持
っ
て
い

る
宝
に
気
づ
か
ず
に
、
西
欧
的
な
価
値

観
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
私
は

「
日
本
人
の
顔
を
し
た
西
洋
人
」
と
表

現
す
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
日
本
人
の
間
合
い
は
90
㎝
、

西
欧
で
は
１
２
０
㎝
で
す
。
西
欧
で
１

２
０
㎝
の
間
合
い
を
取
る
の
は
、
手
を

出
し
て
も
届
か
な
い
距
離
を
取
る
た
め

で
す
。
日
本
人
は
究
極
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
取
れ
る
距
離
と
し
て
90
㎝

ま
で
近
づ
く
。
そ
も
そ
も
発
想
が
違
う

ん
で
す
。
私
自
身
、
外
国
に
長
く
い
ま

し
た
か
ら
、
そ
の
違
い
が
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
ふ
と
帰
っ
て
き
た
く
な
っ
た

の
は
、
日
本
の
価
値
観
の
良
さ
が
わ
か

っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

折
形
礼
法
に
は
、
日
本
で
醸
成
さ
れ

た
感
性
や
発
想
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
学
ぶ
こ
と
で
、
生
き
方
を
見
直

す
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
、
こ
れ
に
勝
る

幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

み
ん
な
が
、
消
費
者
か
ら
利
用
者
に

な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
12
日

の
は
、
情
報
。
つ
ま
り
手
紙
は
、
封
を

し
て
〈
親
展
〉
と
す
る
。
袋
と
い
う
の

は
封
筒
で
、
書
簡
の
た
め
の
包
み
で
あ

っ
て
、
金
銭
を
贈
る
た
め
の
包
み
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
包
み
と
袋
と
は
用
途
が

別
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
の
し
袋
に

お
金
を
入
れ
る
の
は
、
本
来
、
誤
り
。

ポ
チ
袋
を
祝
儀
袋
と
す
る
の
も
、
間

違
い
で
す
。
ポ
チ
袋
は
、
大
阪
で
芸
人

に
「
こ
れ
ぽ
っ
ち
」
と
言
っ
て
渡
し
た

祝
儀
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
袋
で
す
。
最

近
は
主
流
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

二
重
の
意
味
で
間
違
っ
て
い
ま
す
。

農
家
の
副
業
と
し
て
の
紙

礼
法
で
使
う
紙
で
す
が
、
も
と
は
貴

族
と
武
家
の
も
の
で
す
か
ら
、
一
般
の

人
は
使
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

江
戸
時
代
に
入
っ
て
幕
藩
体
制
に
な
る

と
、
一
気
に
普
及
し
ま
す
。
紙
づ
く
り

が
農
業
の
副
業
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
で
折
形
も
書
も
、
一
般
に
普
及
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
木
版
摺

り
の
技
術
が
発
達
し
て
紙
の
需
要
が
大

き
く
な
り
ま
し
た
。

農
家
で
の
和
紙
漉
き
は
副
業
で
す
か

ら
粗
悪
品
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
福
井

の
越
前
な
ど
が
今
も
産
地
と
し
て
残
っ

て
い
る
の
は
、
農
家
の
副
業
で
は
な
く
、

上
質
な
紙
を
専
門
に
御
所
や
将
軍
家
の

た
め
に
専
門
に
漉
い
て
い
た
た
め
で
す
。

紙
屋
紙

か
ん
や
が
み

（
官
屋
紙
）
と
も
呼
ば
れ
る
専

用
紙
で
す
。
公
的
な
紙
製
造
部
門
で
あ
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外
に
持
っ
て
い
っ
た
ら
、
こ
の
良
さ
を

生
か
せ
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
は
い
っ
ぱ

い
い
る
と
思
い
ま
す
。

引
っ
越
し
の
挨
拶
に
行
っ
て
も
、
拒

否
さ
れ
る
時
代
で
す
。
他
人
と
か
か
わ

る
こ
と
を
拒
否
す
る
社
会
だ
か
ら
、
い

ざ
と
い
う
と
き
の
支
援
も
な
い
。
だ
か

ら
、
知
恵
も
伝
承
さ
れ
る
機
会
が
少
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

一
方
、
江
戸
時
代
と
い
う
の
は
安
定

し
た
平
和
な
時
代
で
し
た
か
ら
、
余
裕

が
で
き
て
知
恵
が
伝
承
さ
れ
ま
し
た
。

町
民
の
暮
ら
し
に
は
、
無
駄
が
ま
っ
た

く
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
サ
イ
ク
ル
と
か
リ

ユ
ー
ス
で
は
な
く
、
徹
底
的
に
使
い
尽

く
す
の
で
す
。
東
北
で
見
つ
か
っ
た
ど

て
ら
に
、
ツ
ギ
が
６
５
０
枚
も
当
て
ら

れ
て
い
た
、
と
い
う
報
告
も
あ
り
ま
す
。

よ
ほ
ど
上
等
な
も
の
な
ら
現
代
で
も
カ

ケ
ハ
ギ
も
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
だ
っ
て
せ
い
ぜ
い
１
回
ぐ
ら
い
な

も
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
手
間
を
か
け

る
ま
で
も
な
い
よ
う
な
質
の
も
の
な
ら

捨
て
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
６
５
０

枚
も
継
ぎ
を
当
て
て
、
地
の
生
地
が
見

え
な
い
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
も
捨
て
な
い
。

大
切
に
す
る
。

鍋
の
鋳
掛
け
や
キ
セ
ル
の
修
理
、
漆

の
塗
り
替
え
な
ど
、
町
中
に
は
、
修
理

し
て
使
い
続
け
る
た
め
の
仕
組
み
が
機

能
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
絶
対
に

手
抜
き
を
し
な
い
修
理
法
で
す
。
万
が

一
手
抜
き
を
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
し

ま
っ
た
ら
、
顔
が
見
え
る
関
係
で
す
か

る
紙
屋
院

か
ん
や
い
ん

で
は
、
朝
廷
な
ど
の
用
向
き

に
充
て
る
和
紙
や
中
古
和
紙
で
あ
る
漉

返
紙
な
ど
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

江
戸
に
近
い
所
で
い
え
ば
、
山
梨
の

市
川
大
門
。
６
０
０
人
の
紙
漉
職
人
が

い
た
と
い
い
ま
す
。
も
と
は
武
田
信
玄

の
工
人
で
し
た
が
、
後
に
家
康
の
専
用

紙
と
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
つ
く
ら
れ

て
い
た
の
が
肌
吉
紙

は
だ
よ
し
が
み

。
私
も
オ
ー
ダ
ー

メ
イ
ド
で
つ
く
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

紙
の
最
高
位
が
紙
屋
紙
と
す
れ
ば
、

暮
ら
し
に
一
番
身
近
な
紙
は
典
具
帖
紙
。

幻
の
和
紙
と
い
わ
れ
る
土
佐
の
典
具
帖

紙
は
、
上
等
な
鼻
紙
で
す
。
同
じ
よ
う

な
薄
紙
は
、
吉
野
で
つ
く
れ
ば
吉
野
紙

と
い
わ
れ
、
京
花
紙
と
い
う
美
し
い
表

現
も
さ
れ
ま
し
た
。
何
度
も
乾
か
し
て
、

と
き
に
は
水
洗
い
し
て
、
繰
り
返
し
て

使
い
ま
し
た
。

枕
紙
に
も
使
わ
れ
、
遊
郭
で
は
遊
女

に
も
格
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
一
番
上

の
遊
女
が
使
っ
た
枕
紙
を
、
洗
っ
て
乾

か
し
て
、
次
の
位
の
遊
女
に
お
下
が
り

と
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
を
何
回
か
繰
り

返
し
て
、
最
後
に
は
漉
き
直
し
て
落
と

し
紙
に
し
ま
し
た
。
大
福
帳
や
写
経
紙

な
ど
も
、
真
っ
黒
に
な
る
ま
で
使
う
と

漉
き
直
し
て
、
漉
返
紙

す
き
か
え
し
か
み

に
し
ま
し
た
。

遊
郭
の
入
口
に
あ
る
浅
草
で
は
、
枕

紙
を
大
福
帳
な
ど
の
古
紙
と
併
せ
て
落

と
し
紙
に
漉
き
返
し
て
い
ま
し
た
。
水

洗
ト
イ
レ
が
普
及
さ
れ
る
ま
で
使
わ
れ

て
い
た
ネ
ズ
ミ
色
の
紙
が
浅
草
紙
で
し

た
。
地
名
と
由
来
か
ら
来
た
紙
の
呼
称

で
す
。

典
具
帖
紙
は
、
イ
タ
リ
ア
で
は
壁
画

の
修
復
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
の
カ
ー
ボ
ン
紙
の
後
ろ
に

も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
だ
け
き

つ
く
打
た
れ
て
も
切
れ
な
い
丈
夫
な
紙
。

も
と
も
と
は
、
漆
の
濾
し
紙
と
し
て
も

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

日
本
人
の
感
性
を
取
り
戻
す

紙
は
徹
底
的
に
使
い
回
さ
れ
、
リ
サ

イ
ク
ル
す
る
の
が
基
本
で
し
た
が
、
祝

い
事
は
一
生
に
１
回
の
こ
と
で
す
か
ら
、

使
い
回
し
し
な
い
で
燃
や
し
ま
す
。
燃

や
す
と
い
う
の
は
、
土
に
還
す
と
い
う

意
味
で
す
。
伊
勢
神
宮
の
神
様
の
食
器

は
泥
土
器

ど
ろ
か
わ
ら
け

で
す
が
、
毎
食
割
っ
て
土
に

還
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
使
い
回
さ
な

い
場
合
で
も
、
土
に
還
し
て
無
駄
に
は

し
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
が
企
業
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
業
務

か
ら
折
形
礼
法
の
世
界
に
転
じ
た
の
は
、

す
べ
て
の
価
値
観
が
お
金
に
な
っ
て
い

く
中
で
、
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
失
っ

て
し
ま
っ
た
大
切
な
も
の
に
も
う
一
度

光
を
当
て
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

両
方
の
価
値
観
が
わ
か
っ
て
い
る
立
場

か
ら
私
が
語
る
こ
と
で
、
少
し
は
耳
を

傾
け
て
く
だ
さ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

期
待
し
て
い
ま
す
。

今
の
時
代
に
は
、
材
料
か
ら
時
間
を

か
け
て
つ
く
る
和
紙
は
、
採
算
が
合
わ

な
い
と
敬
遠
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
海
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心
優
し
い
人
た
ち
が
守
る

ア
カ
タ
ン
の
水

お
地
蔵
さ
ん
の
お
告
げ
か
ら

赤
谷
の
名
水
は
、
別
名
瓜
割
清
水

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
昔
、
瓜
を

水
に
つ
け
た
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
の
水
の

冷
た
さ
に
瓜
が
割
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

か
ら
そ
の
名
が
つ
き
ま
し
た
。
地
元
の

人
は
、
赤
谷
を
ア
カ
タ
ン
と
呼
ん
で
、

親
し
ん
で
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
ア
カ
タ
ン
の
水
が
な
ぜ
有

名
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
お
地
蔵
さ

ん
を
大
変
信
仰
し
て
い
る
村
の
人
の
夢

に
、
お
地
蔵
さ
ん
が
出
て
き
て
、「
ア

カ
タ
ン
の
水
は
と
て
も
良
い
の
だ
ぞ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
。

そ
れ
で
北
陸
衛
生
研
究
所
で
水
の
成

分
調
査
を
思
い
立
ち
ま
し
た
が
、
直
接

持
っ
て
い
っ
て
も
調
べ
て
く
れ
な
い
の

だ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
人
は
運

が
あ
っ
て
、
取
り
引
き
の
あ
る
会
社
に

い
と
こ
が
い
た
も
ん
で
、
調
べ
て
も
ら

五十川 嘉美
いそかわ よしみ

福井県越前市赤谷町

シ
リ
ー
ズ
里
川
　
心
遣
い
も
味
の
う
ち

う
こ
と
が
で
き
た
。
調
べ
る
の
に
６
万

円
も
払
っ
た
そ
う
で
す
。

看
板
に
も
書
い
て
あ
る
効
能
は
、
そ

の
調
査
結
果
に
照
ら
し
て
〈
北
陸
の
エ

ジ
ソ
ン
〉
と
い
わ
れ
た
故
・
酒
井
弥

み
つ
る

（
理
学
博
士
）
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ

い
て
加
え
た
も
の
で
す
。

こ
こ
の
湧
き
水
に
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

の
成
分
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と

を
福
井
駅
前
の
電
光
掲
示
板
に
「
赤
谷

の
名
水
」
と
し
て
紹
介
し
た
人
が
い
て

ね
、
そ
れ
で
一
気
に
有
名
に
な
り
ま
し

た
。
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
が
含
ま
れ
る
水
は
、

と
て
も
珍
し
い
の
だ
そ
う
で
す
。

以
前
は
、
湧
き
水
の
所
へ
行
く
に
は
、

狭
い
路
地
を
通
る
し
か
な
く
、
来
る
人

は
道
路
に
車
を
停
め
て
い
た
の
で
す
。

狭
い
道
で
す
か
ら
、
誰
か
が
車
を
停
め

る
と
行
き
違
い
で
き
な
く
て
。
湧
き
水

が
口
コ
ミ
で
広
が
る
と
、
大
勢
の
人
が

水
を
汲
み
に
き
て
渋
滞
が
起
き
ま
し
た
。

村
の
人
は
、「
か
な
わ
ん
で
、
ど
う

シ
リ
ー
ズ
里
川
　
心
遣
い
も
味
の
う
ち

心
優
し
い
人
た
ち
が
守
る

ア
カ
タ
ン
の
水
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か
し
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
。

実
は
こ
こ
ら
は
僕
の
田
ん
ぼ
だ
っ
た
。

僕
は
土
地
を
提
供
し
て
駐
車
場
を
つ
く

ろ
う
と
思
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
入
口
の

所
が
ほ
か
の
人
の
土
地
に
も
か
か
る
。

区
長
さ
ん
が
「
水
汲
み
に
来
る
人
の
た

め
に
駐
車
場
を
つ
く
ろ
う
と
思
う
ん
だ

が
、
土
地
を
提
供
し
て
も
ら
え
な
い
か
」

と
お
願
い
す
る
と
、「
ど
う
せ
、
あ
の

世
に
行
く
と
き
に
持
っ
て
い
か
れ
る
わ

け
で
も
な
い
し
、
喜
ん
で
提
供
し
よ
う
」

と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

名
古
屋
、
大
阪
な
ん
か
か
ら
は
、
頼

ま
れ
て
汲
み
に
来
る
ん
だ
と
思
う
け
ど
、

赤
帽
の
人
が
い
っ
ぱ
い
来
な
さ
る
わ
。

静
岡
や
ら
横
浜
か
ら
も
来
ま
す
。

そ
こ
ら
辺
に
染
み
込
ん
だ
雨
水
で
は

な
く
、
遠
い
所
に
降
っ
た
雨
が
何
年
も

か
け
て
岩
石
の
間
を
通
っ
て
き
た
か
ら
、

こ
ん
な
成
分
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う

人
も
い
ま
す
よ
。

笑
顔
が
う
れ
し
い

ア
カ
タ
ン
の
水
の
温
度
は
、
夏
も
冬

も
11
℃
。
昔
は
籾
種
を
こ
の
水
に
つ
け

て
発
芽
さ
せ
ま
し
た
。
湧
き
水
だ
か
ら

春
先
に
は
暖
か
い
の
で
す
。

魚
も
飼
っ
て
い
た
ん
で
す
よ
。
で
も
、

お
客
さ
ん
が
来
な
さ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

全
部
や
め
な
さ
い
と
言
っ
て
。
人
が
来

な
さ
る
と
、
魚
が
ピ
ュ
ッ
と
動
く
で
し

ょ
。
そ
う
す
る
と
、
池
の
水
が
濁
る
。

汲
む
の
は
流
れ
出
て
く
る
水
だ
か
ら
関

係
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
や
っ
ぱ
り
水
が

悪
い
か
ら
濁
る
、
と
思
わ
れ
る
も
ん
だ

か
ら
。

ど
ん
な
高
い
山
に
の
ぼ
ら
な
あ
か
ん

の
か
、
と
思
っ
て
来
て
み
た
ら
、
車
で

横
ま
で
来
ら
れ
て
良
か
っ
た
っ
て
言
っ

て
、
汲
み
に
来
な
さ
る
人
に
も
の
す
ご

く
喜
ば
れ
る
。
行
き
は
空
の
ポ
リ
タ
ン

ク
だ
け
れ
ど
、
汲
ん
だ
あ
と
の
水
が
い

っ
ぱ
い
入
っ
た
ポ
リ
タ
ン
ク
を
、
こ
の

狭
い
路
地
を
運
ぶ
の
は
難
儀
だ
で
ね
。

公
民
館
に
ト
イ
レ
も
つ
く
っ
て
、
案
内

板
も
出
し
ま
し
た
。

水
は
一
人
し
か
汲
め
な
い
か
ら
、
待

っ
て
い
る
人
の
た
め
に
農
産
物
を
置
く

売
店
も
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
話
し

相
手
に
な
っ
て
い
る
と
、「
病
気
で
こ

の
水
を
飲
ん
で
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
検

査
に
行
っ
た
ら
医
者
が
首
を
傾
げ
る
ほ

ど
良
く
な
っ
て
い
た
」
と
う
れ
し
そ
う

に
話
し
て
く
れ
る
人
も
い
な
さ
る
。

「
お
金
を
取
っ
た
ら
い
い
」
と
言
う
人

も
い
ま
す
け
ど
、
そ
ん
な
こ
と
ま
で
し

て
ア
カ
タ
ン
の
在
所
が
金
儲
け
し
よ
う

と
は
思
わ
な
い
。
駐
車
場
だ
け
だ
っ
て

ず
い
ぶ
ん
か
か
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
の

お
不
動
さ
ん
の
お
賽
銭
を
区
の
ほ
う
に

全
部
納
め
ま
す
か
ら
、
少
し
ず
つ
返
し

て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
な
も
ん
で
す
。

な
ん
で
そ
ん
な
に
親
切
な
ん
だ
、
と

言
わ
れ
ま
す
け
ど
、
喜
ん
で
も
ら
え
る

の
が
う
れ
し
い
か
ら
ね
。

取
材：

２
０
１
２
年
４
月
22
日
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木
版
画
の
美
し
さ
を
知
る

版
画
と
い
う
技
法
は
世
界
中
に
あ
り

ま
す
が
、
紙
の
表
面
に
絵
の
具
を
載
せ

て
い
る
だ
け
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
木
版

画
は
、
和
紙
の
特
質
の
お
蔭
で
繊
維
の

中
に
ま
で
絵
の
具
が
染
み
込
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
色
に
深
み
が
与
え
ら

れ
、
立
体
的
な
陰
影
が
表
現
で
き
ま
す
。

日
本
で
木
版
画
が
過
去
の
伝
統
工
芸

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
見
る
人
も

売
る
人
も
、
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。
額
に
入
れ
て
ガ
ラ
ス

や
ア
ク
リ
ル
で
封
を
し
て
壁
に
掛
け
た

の
で
は
、
日
本
の
木
版
画
の
魅
力
は
理

解
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
カ
ナ
ダ
に
住
ん
で
い
る
と
き
に
、

小
さ
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
行
な
わ
れ
た
展

覧
会
で
、
初
め
て
日
本
の
木
版
画
を
見

ま
し
た
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
オ
ー
ナ
ー
が

木
版
画
の
魅
力
を
引
き
出
す
〈
見
方
〉

を
知
っ
て
い
る
人
で
、
彼
の
お
蔭
で
、

私
は
木
版
画
の
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
た

の
で
す
。

私
が
惹
か
れ
た
の
は
、
作
品
自
体
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
木
版
画
の
技

法
そ
の
も
の
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
、
す

ぐ
に
自
分
で
も
つ
く
っ
て
み
よ
う
と
思

い
ま
し
た
。
手
先
が
器
用
で
、
そ
れ
ま

で
た
い
が
い
の
も
の
は
つ
く
っ
て
き
た

の
で
、
木
版
画
も
簡
単
に
で
き
る
だ
ろ

う
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
で
き
た
も
の
は
ひ
ど
い

出
来
映
え
で
し
た
。
最
初
の
作
品
は
想

像
以
上
に
下
手
で
、
木
版
画
の
ミ
ス
テ

リ
ア
ス
な
部
分
に
、
一
層
、
魅
力
を
感

じ
ま
し
た
。
30
年
以
上
経
っ
た
今
、
そ

の
直
感
が
正
し
か
っ
た
こ
と
を
毎
日
思

い
知
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
上

手
に
な
っ
て
も
終
わ
り
が
な
い
ほ
ど
、

木
版
画
に
は
奥
行
き
が
あ
る
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
と
き
は
木
版
画
家

に
な
ろ
う
な
ん
て
、
夢
に
も
思
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
。

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
支
え
る
裾
野

し
か
し
、
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
木
版
画

は
ど
ん
ど
ん
私
を
虜
に
し
て
い
き
ま
し

た
。
ま
ず
は
休
暇
を
取
っ
て
ツ
ー
リ
ス

ト
と
し
て
来
日
。
版
元
を
訪
ね
る
と
、

酔
狂
な
外
人
が
来
た
と
思
わ
れ
た
の
か
、

「
試
し
て
ご
覧
」
と
版
木
を
く
れ
ま
し

た
。そ

の
う
ち
に
「
勤
め
を
辞
め
て
版
画

家
の
路
に
進
む
べ
き
で
は
な
い
か
」
と

い
う
考
え
が
頭
を
も
た
げ
て
き
ま
し
た
。

当
時
の
家
庭
事
情
も
あ
っ
て
、
１
９
８

６
年
（
昭
和
61
）
、
と
う
と
う
日
本
に
や

っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
日

本
の
物
価
が
あ
ま
り
に
も
高
い
こ
と
に

驚
き
、
当
初
住
も
う
と
し
て
い
た
浅
草

界
隈
か
ら
ど
ん
ど
ん
離
れ
、
結
局
、
東

京
都
下
の
羽
村
に
腰
を
落
ち
着
け
、
英

会
話
を
教
え
な
が
ら
生
計
を
立
て
ま
し

た
。
青
梅
に
〈
せ
せ
ら
ぎ
ス
タ
ジ
オ
〉

と
い
う
工
房
を
構
え
る
こ
と
が
で
き
た

デ
ー
ビ
ッ
ド
ブ
ル

D
a

v
id

 B
u

ll

せ
せ
ら
ぎ
ス
タ
ジ
オ
主
宰
　
木
版
画
家

１
９
５
１
年
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
。
国
籍
は
カ
ナ
ダ
。
１
９

８
６
年
拠
点
を
日
本
に
移
し
、
東
京
・
羽
村
で
活
動
を
始

動
。
１
９
８
９
年
か
ら
勝
川
春
章
の
百
人
一
首
復
刻
を
版

画
で
製
作
開
始
し
、
１
９
９
８
年
完
成
。
２
０
０
１
年
か

ら
東
京
・
青
梅
に
〈
せ
せ
ら
ぎ
ス
タ
ジ
オ
〉
を
構
え
る
。

〈
も
の
〉
を
使
う
人
と

〈
も
の
〉
を
つ
く
る
人
と

〈
も
の
〉
づ
く
り
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
人
の
三
者
が
そ
ろ
わ
な
い
と
、

〈
も
の
〉
に
命
が
与
え
ら
れ
、
生
き
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
デ
ー
ビ
ッ
ド
ブ
ル
さ
ん
。

そ
の
原
理
は
ど
ん
な
も
の
に
も
共
通
し
、

伝
統
工
芸
と
い
わ
れ
る
木
版
画
や
手
漉
き
和
紙
の
世
界
も
同
じ
。

〈
も
の
〉
の
魅
力
を
知
る
人
は
、

〈
も
の
〉
づ
く
り
を
支
え
る
人
を
増
や
し
て
、

愛
さ
れ
続
け
、
使
わ
れ
続
け
る
〈
ク
ラ
シ
ッ
ク
〉
に
す
る
た
め
の
、

努
力
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

木
版
画
を
見
立
て
る
審
美
眼
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の
は
、
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）
に
な
っ

て
か
ら
の
こ
と
で
す
。

日
本
に
は
た
く
さ
ん
の
和
紙
産
地
が

あ
り
ま
す
が
、
木
版
画
に
適
し
た
紙
は

越
前
の
今
立
で
つ
く
ら
れ
る
越
前
奉
書

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
越
前
奉
書
は
、
喜

多
川
歌
麿
の
時
代
か
ら
「
こ
う
い
う
紙

を
つ
く
っ
て
く
れ
」
と
い
う
要
望
の
末

に
完
成
さ
れ
た
紙
な
の
で
す
。
木
版
画

は
、
紙
に
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ

ウ
と
バ
レ
ン
を
押
し
つ
け
て
、
と
き
に

は
何
十
回
も
摺
り
を
繰
り
返
し
ま
す
。

そ
れ
で
も
越
前
奉
書
は
絶
対
に
破
け
な

い
。
そ
の
紙
を
漉
い
て
く
れ
る
の
が
、

岩
野
市
兵
衛
さ
ん
で
す
。

市
兵
衛
さ
ん
に
は
、
幸
い
な
こ
と
に

順
市
さ
ん
と
い
う
後
継
者
が
い
ま
す
が
、

全
国
に
は
残
念
な
が
ら
絶
え
て
し
ま
っ

た
和
紙
産
地
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

つ
く
る
人
が
ど
ん
ど
ん
減
る
と
、
道
具

や
材
料
を
つ
く
る
人
も
絶
え
て
し
ま
う

恐
れ
が
あ
っ
て
、
実
際
に
簀
を
つ
く
る

人
が
い
な
く
な
っ
た
た
め
に
漉
け
な
く

な
っ
た
サ
イ
ズ
の
紙
も
あ
り
ま
す
。

木
版
画
も
和
紙
と
同
じ
状
況
で
、
ま

ず
は
彫
刻
刀
が
な
く
な
っ
て
き
て
、
昨

年
か
ら
刃
物
を
つ
く
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
始
め
ま
し
た
。
刷
毛
も
、
も
う
手
に

入
り
ま
せ
ん
。

版
木
に
は
、
よ
く
乾
燥
さ
せ
て
狂
い

を
直
し
た
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
木
を
使
い
ま

す
。
絵
の
輪
郭
や
細
か
な
髪
の
毛
を
彫

る
主お

も

版は
ん

に
は
堅
く
て
高
密
度
の
板
が
必

要
で
す
し
、
単
色
を
均
一
に
色
付
け
し

た
い
場
合
は
柔
ら
か
く
木
目
の
目
立
た

な
い
木
が
必
要
で
す
。
そ
う
い
う
繊
細

な
仕
事
を
、
東
京
で
は
島
野
慎
太
郎
さ

ん
が
続
け
て
い
ま
し
た
が
、
最
初
に
版

木
を
買
っ
た
と
き
と
比
べ
て
良
い
材
料

は
徐
々
に
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
彼
は
、

日
本
で
最
後
の
版
木
職
人
。
私
が
百
人

一
首
の
１
０
０
枚
目
の
版
木
を
彫
っ
て

い
る
と
き
に
亡
く
な
ら
れ
、
今
は
も
う

版
木
を
つ
く
る
人
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。

仕
方
な
く
、
合
板
の
芯
材
に
ヤ
マ
ザ
ク

ラ
の
薄
い
板
を
貼
付
け
た
版
木
を
使
っ

て
い
ま
す
。

〈
も
の
〉
を
使
う
人
と
〈
も
の
〉
を
つ

く
る
人
と
〈
も
の
〉
づ
く
り
を
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
す
る
人
の
三
者
が
そ
ろ
わ
な
い

と
、〈
も
の
〉
に
は
命
が
宿
り
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
に
は
彫
師
も
摺
師
も
た
く

さ
ん
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
下
手
な
人

も
い
っ
ぱ
い
い
た
で
し
ょ
う
が
、
裾
野

が
広
か
っ
た
か
ら
高
い
と
こ
ろ
に
到
達

す
る
木
版
画
も
生
ま
れ
た
の
で
す
。
高

い
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ

た
ら
、
広
い
裾
野
が
必
要
な
の
と
同
じ

こ
と
で
す
。

魅
力
を
伝
え
る
仕
掛
け

頒
布
会
形
式
で
木
版
画
を
シ
リ
ー
ズ

化
し
た
と
き
に
、
空
摺
り
（
凸
版
に
絵
の

具
を
塗
ら
ず
、
摺
り
圧
だ
け
で
紙
面
に
凹
凸
模
様

を
つ
く
り
出
す
技
法
）
と
か
、
ぼ
か
し
と
か
、

擦か
す

れ
彫
り
と
か
い
っ
た
、
木
版
画
の
さ

ま
ざ
ま
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
盛
り
込
み
ま

し
た
。
お
客
さ
ん
か
ら
す
る
と
脈
絡
の

な
い
シ
リ
ー
ズ
だ
、
と
し
か
思
え
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分
に
と
っ
て

は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
意
味
も
あ
っ
た
ん

で
す
。

１
０
０
年
の
間
に
、
今
の
日
本
人
が

木
版
画
の
楽
し
み
方
を
忘
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
は
、
今
さ
ら
愚
痴
っ
て
も
仕
方

が
な
い
。
だ
か
ら
、
私
は
楽
し
み
方
を

思
い
出
し
て
も
ら
お
う
と
し
て
い
ま
す
。

問
題
解
決
の
糸
口
は
、
木
版
画
を
知
ら

な
い
人
で
は
な
く
て
、
木
版
画
を
よ
く

知
っ
て
い
る
人
が
握
っ
て
い
る
ん
で
す

ね
。斜

光
に
よ
っ
て
木
版
画
は
深
い
色
調

を
見
せ
る
の
で
、
ガ
ラ
ス
や
ア
ク
リ
ル

で
封
印
し
て
壁
に
掛
け
た
の
で
は
、
魅

力
が
ち
っ
と
も
発
揮
で
き
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
、
桐
で
飾
り
箱
を
つ
く
り
、
見
せ

方
を
工
夫
し
ま
し
た
。
中
に
収
納
す
る

こ
と
も
で
き
る
箱
で
す
。

芸
術
品
で
は
な
く

し
か
し
、
私
の
木
版
画
は
ア
ー
ト
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
摺
り
番
号
も
入

れ
て
い
ま
せ
ん
。
番
号
と
い
う
の
は
エ

デ
ィ
シ
ョ
ン
ナ
ン
バ
ー
、
つ
ま
り
〈
限

定
枚
数
〉
の
こ
と
で
す
。

版
画
は
絵
画
と
違
っ
て
、
版
を
つ
く

っ
た
ら
一
度
に
何
枚
も
摺
ら
れ
る
も
の

で
す
が
、
本
や
雑
誌
の
よ
う
に
売
れ
れ

ば
売
れ
る
だ
け
印
刷
す
る
わ
け
で
は
な
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く
、
一
般
に
は
決
め
ら
れ
た
限
定
部
数

だ
け
摺
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
限
定
出

版
物
と
し
て
の
数
量
を
管
理
す
る
手
段

と
し
て
、
１
枚
１
枚
に
記
入
さ
れ
る
の

が
限
定
番
号
で
す
。

版
画
は
、
大
量
生
産
で
き
る
美
術
品

で
す
。
そ
の
こ
と
だ
け
が
、
唯
一
の
存

在
理
由
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
た
ち
に
伝
え

る
よ
う
に
す
る
の
が
目
的
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
限
定
番
号
に
よ
っ
て
財
産

と
し
て
の
価
値
を
維
持
し
よ
う
と
す
る

現
代
版
画
の
考
え
は
、
不
誠
実
だ
と
思

い
ま
す
。

私
の
版
画
は
限
定
版
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
だ
っ
て
、
版
木
を
彫
る
の
に
は
、

長
い
長
い
時
間
が
か
か
る
ん
で
す
。
摺

り
終
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
版
木
を

処
分
す
る
な
ん
て
、
と
て
も
で
き
る
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
も
そ
も
、
日
本
の
版
画
に
は
限
定

番
号
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
。

江
戸
時
代
に
遡
っ
て
み
れ
ば
、
木
版
画

は
浮
世
絵
と
同
じ
、
日
常
の
楽
し
み
で

す
か
ら
、
投
資
の
対
象
に
な
る
こ
と
も

あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
毎
日

当
た
り
前
の
よ
う
に
パ
ン
を
焼
く
、
実

直
な
パ
ン
焼
き
職
人
の
よ
う
な
版
画
職

人
に
な
り
た
い
の
で
す
。

木
版
画
は
、
伝
統
的
に
版
元
（
つ
ま
り

出
版
社
）
の
指
示
の
も
と
に
、
彫
師
と
摺

師
が
分
業
で
制
作
し
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
私
は
両
方
の
作
業
を
一
人
で
し

ま
す
。
企
画
運
営
を
担
う
版
元
も
、
自

分
自
身
。
一
切
を
一
人
で
や
っ
て
き
ま

し
た
。

し
か
し
、
摺
り
を
ほ
か
の
人
に
お
願

い
す
る
〈
木
版
館
〉
の
事
業
を
立
ち
上

げ
て
、
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
価
格
を
実
現
。

伝
統
木
版
画
の
美
し
さ
を
一
人
で
も
多

く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う

思
い
か
ら
、
復
刻
版
と
現
代
作
家
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
版
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

（
木
版
館
Ｈ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
）
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現
代
に
意
味
が
あ
る

も
の
と
し
て

こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
、
美
し
い
も

の
な
の
に
、
な
ぜ
廃
れ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
見
る
と
欲
し
く

な
る
の
に
、
ど
う
し
て
和
紙
を
、
木
版

画
を
、
つ
く
る
人
が
少
な
く
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？
　

も
ち
ろ
ん
、
明
治
に
な
っ
て
印
刷
様

式
が
変
わ
っ
た
た
め
に
、
昔
の
よ
う
に

は
木
版
画
の
出
番
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問

題
は
そ
こ
に
は
な
く
て
、
当
時
、
木
版

画
に
携
わ
っ
て
い
た
人
た
ち
が
、
観
光

客
が
買
う
よ
う
な
歌
川
広
重
や
葛
飾
北

斎
と
い
っ
た
過
去
の
遺
産
だ
け
に
頼
っ

た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
た
め
に
、
時
代
が
そ
こ
で
止

ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

確
か
に
素
晴
ら
し
い
木
版
画
で
す
が
、

欲
し
い
と
思
う
現
代
人
が
ど
れ
ぐ
ら
い

い
る
で
し
ょ
う
か
。
ト
ヨ
タ
や
ニ
コ
ン

が
元
気
な
の
は
、
人
が
欲
し
い
と
思
う

も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
か
ら
。
私
も
、

今
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
欲
し
い
と
思

う
よ
う
な
木
版
画
を
つ
く
ろ
う
と
し
て

い
ま
す
。

今
、
生
き
て
い
る
人
が
自
分
で
買
え

る
〈
も
の
〉、
欲
し
く
な
っ
て
買
い
た

く
な
る
〈
も
の
〉
で
な
け
れ
ば
意
味
が

あ
り
ま
せ
ん
。
伝
統
工
芸
だ
か
ら
残
さ

な
く
て
は
、
と
補
助
金
を
注
ぎ
込
ん
で

無
理
矢
理
残
し
た
ん
で
は
意
味
が
な
い

ん
で
す
。
本
当
に
木
版
画
を
守
り
た
い

と
思
っ
た
ら
、
自
分
で
買
わ
な
く
て
は
。

税
金
で
守
る
の
は
間
違
い
で
す
。

私
は
木
版
画
が
好
き
だ
か
ら
つ
く
っ

て
い
る
だ
け
。
日
本
の
伝
統
工
芸
を
、

カ
ナ
ダ
人
が
守
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
私
の
お
客
さ
ん
は
、
私
の

つ
く
る
も
の
が
好
き
だ
か
ら
買
う
。
答

え
は
一
つ
し
か
な
い
。
良
い
も
の
を
つ

く
っ
て
、
社
会
の
人
に
必
要
と
さ
れ
る

こ
と
。
残
る
た
め
に
は
、
こ
の
方
法
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。

音
楽
の
世
界
が
お
手
本
で
す
よ
。
モ

ー
ツ
ァ
ル
ト
の
曲
を
聴
き
に
い
く
の
は
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
守
る
た
め
で
す

か
？
　
演
奏
家
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
伝

統
的
音
楽
を
守
る
た
め
に
弾
い
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
？
　
違
い
ま
す
ね
。
み

ん
な
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
曲
が
好
き
だ
か

ら
で
す
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
曲
に
は
、

ま
だ
意
味
が
あ
る
。
和
紙
も
木
版
画
も

同
じ
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
２
年
５
月
11
日

上：小川に開けた窓からの自然光を使って仕事をす
る。下右：彫り上がった版木は、デービッドさんの宝
物だ。下左：中国製、日本製を経て、とうとう〈版画
玉手箱〉の桐箱も自作することに。どんなことも工夫
と仕組みづくりで乗り切ってきたデービッドさん。



紙
は
素
材

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
紙
は
素
材

だ
。
絵
を
描
い
た
り
、
手
紙
を
書
い
た

り
、
包
ん
だ
り
す
る
〈
暮
ら
し
の
道
具
〉

と
し
て
存
在
し
て
き
た
。

パ
ン
に
餡
を
入
れ
て
あ
ん
パ
ン
を
つ

く
っ
た
よ
う
に
、
紙
に
書
く
文
字
の
違

い
（
漢
字
と
平
仮
名
の
差
）
や
、
製
造
工
程

の
簡
略
化
の
た
め
の
原
料
選
び
、
求
め

ら
れ
る
品
質
の
多
様
性
な
ど
が
要
因
と

な
っ
て
、
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
紙
を
日

本
人
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
変
え
て

い
っ
た
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
を
探
っ
て

い
く
と
、
日
本
人
が
〈
暮
ら
し
の
道
具
〉

に
何
を
求
め
た
か
と
い
う
民
族
性
が
浮

か
び
上
が
っ
て
き
て
興
味
深
い
。

多
様
化
し
た
紙
に
は
、
格
式
が
与
え

ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
方
で
、
一
般
庶
民

も
紙
を
使
う
贅
沢
が
享
受
で
き
た
証
し

で
も
あ
る
。
長
く
平
和
が
続
い
た
近
世

は
、
紙
を
〈
暮
ら
し
の
道
具
〉
と
し
て

使
う
こ
と
を
後
押
し
し
て
く
れ
た
時
代

で
も
あ
っ
た
。

和
紙
の
蔭
に
仏
教
あ
り

国
家
機
密
と
し
て
極
秘
扱
い
だ
っ
た

と
想
い
を
届
け
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。

同
様
に
電
子
書
籍
で
は
得
ら
れ
な
い
、

物
と
し
て
の
本
の
価
値
も
あ
ろ
う
。
テ

キ
ス
ト
の
意
味
だ
け
知
れ
ば
い
い
、
と

い
う
読
書
も
否
定
は
し
な
い
が
、
紙
の

手
触
り
や
装
丁
の
美
し
さ
を
愛
で
な
が

ら
、
総
合
的
な
情
報
を
味
わ
う
読
書
に

も
市
民
権
を
認
め
て
ほ
し
い
。
和
紙
の

存
在
意
義
は
、
そ
う
し
た
間
口
の
広
さ

に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。

ま
だ
間
に
合
う

今
も
残
る
和
紙
産
地
に
は
、
為
政
者

に
よ
っ
て
庇
護
を
受
け
た
所
が
少
な
く

な
い
。
美
濃
も
越
前
も
土
佐
も
、
御
用

紙
漉
や
紙
屋
衆
に
よ
る
紙
座
と
い
っ
た

専
売
制
が
、
生
産
者
に
安
定
し
た
製
造

を
保
障
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
産
地
も
、

幾
度
か
の
危
機
に
瀕
し
、
そ
れ
を
乗
り

越
え
て
現
在
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

こ
へ
き
て
、
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
。

日
本
の
建
築
基
準
法
も
和
紙
利
用
に

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
要
因
だ
。
商
業
施

設
な
ど
に
不
燃
や
難
燃
の
規
定
が
あ
り
、

和
紙
使
用
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

か
ら
だ
。
和
紙
の
不
燃
加
工
の
技
術
も

実
用
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た

文
化
を
つ
く
る
　
　
　
　
　
　

和
紙
の
表
情

編
集
部

和
紙
は
長
い
繊
維
で
漉
か
れ
る
た
め

に
、
強
靭
で
し
な
や
か
だ
。
ま
た
、
透

過
光
を
美
し
く
拡
散
す
る
、
イ
ン
ク
が

表
面
だ
け
で
な
く
繊
維
の
奥
ま
で
入
り

込
む
の
で
発
色
が
良
く
耐
久
性
に
優
れ

る
、
と
い
っ
た
特
質
が
あ
る
。

和
紙
の
特
質
を
知
ら
な
い
た
め
に
活

用
で
き
ず
、
１
５
０
０
年
か
け
て
培
っ

て
き
た
素
材
が
消
え
去
る
の
で
は
、
い

か
に
も
勿
体
な
い
。
今
号
で
ご
紹
介
し

た
〈
和
紙
使
い
の
達
人
た
ち
〉
に
そ
の

優
れ
た
特
性
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
新

し
い
活
用
法
に
つ
い
て
、
今
一
度
考
え

て
み
た
い
も
の
だ
。

モ
ノ
が
語
る
価
値

山
根
一
城
さ
ん
は
、
人
を
も
て
な
す

こ
と
は
「
自
分
の
時
間
を
小
切
り
に
し

て
相
手
に
贈
る
こ
と
が
第
一
義
」（
48
ペ

ー
ジ
参
照
）
と
指
摘
す
る
。

フ
ァ
ッ
ク
ス
や
メ
ー
ル
に
取
っ
て
代

わ
り
手
紙
も
書
か
な
い
現
代
で
も
、
単

に
用
件
だ
け
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
、

丁
寧
に
墨
を
擦
り
、
相
手
を
思
っ
て
文ふ

み

を
し
た
た
め
る
こ
と
が
、
た
ま
に
は
あ

っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
形
式
に

と
ら
わ
れ
ず
、
心
を
込
め
て
書
か
れ
た

手
紙
は
、
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
な
い
情
報

55

紙
の
製
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
１
０

０
０
年
も
早
く
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
。

そ
の
背
景
に
は
仏
教
が
あ
り
、
仏
教
の

隆
盛
は
、
数
多
く
の
写
経
用
紙
を
必
要

と
し
た
。
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
仏
教
の
布
教
が
重

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
り
、

朝
鮮
半
島
と
の
国
交
の
証
と
も
い
え
よ

う
。仏

教
は
政
治
的
に
も
利
用
さ
れ
た
が
、

一
方
で
和
紙
の
普
及
と
も
密
接
で
あ
っ

た
。
時
の
権
力
者
は
和
紙
の
製
造
に
深

く
関
与
し
た
か
ら
、
今
か
ら
は
想
像
も

つ
か
な
い
が
、
和
紙
は
非
常
に
政
治
的

な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
。

風
土
が
培
う

す
ぐ
に
真
似
さ
れ
他
国
に
追
い
抜
か

れ
る
近
代
技
術
と
違
い
、
和
紙
の
製
法

は
な
か
な
か
真
似
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
和
紙
と
い
う
素
材
を
用
い

る
ほ
う
の
〈
暮
ら
し
方
〉
の
技
量
が
怪

し
く
な
っ
て
き
た
。
カ
ナ
ダ
人
の
デ
ー

ビ
ッ
ド
ブ
ル
さ
ん
（
52
ペ
ー
ジ
参
照
）
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
は
木
版
画

の
鑑
賞
の
仕
方
さ
え
忘
れ
去
っ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
、
せ
っ
か
く
風
土
に
根
ざ
し

て
育
ま
れ
た
和
紙
の
生
き
る
術
が
な
い
。

壁
も
徐
々
に
克
服
し
て
ほ
し
い
。

全
国
ほ
と
ん
ど
の
日
本
酒
ラ
ベ
ル
に

和
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
意
外

と
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
。
和
紙
の
優

れ
た
特
質
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
の
は
、

触
れ
る
機
会
が
な
い
か
ら
だ
。
知
っ
て

も
ら
う
た
め
に
は
、
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル

す
る
こ
と
も
大
切
だ
ろ
う
。

も
っ
と
光
を

光
を
透
過
し
て
拡
散
さ
せ
る
、
と
い

う
和
紙
の
特
質
を
遺
憾
な
く
表
現
し
た

の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
彫
刻
家
の
イ
サ
ム

ノ
グ
チ
だ
。「
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ｉ
シ
リ
ー
ズ
」

は
１
９
５
１
年
（
昭
和
26
）
に
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
以
来
、
１
０
０
作
以
上
も
発

表
さ
れ
、
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。

前
述
の
ブ
ル
さ
ん
同
様
、
日
本
人
は

和
紙
に
先
入
観
を
抱
き
す
ぎ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
最
初
か
ら
壁
を
つ
く

ら
ず
に
新
た
な
使
い
途
を
開
発
す
る
に

は
、
柔
軟
な
思
考
が
で
き
る
若
い
人
材

と
、
和
紙
の
特
質
を
知
り
抜
い
た
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
存
在
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
ず
は
そ
こ
か
ら
手
を
つ
け
て
、
１
５

０
０
年
の
叡
智
を
つ
な
い
で
い
き
た
い
。



昨
今
、
水
に
係
る
百
選
シ
リ
ー
ズ
が
人

気
を
呼
ん
で
い
る
。
昭
和
60
年
環
境
庁
に

よ
る
「
日
本
名
水
百
選
」
を
端
緒
に
、
平

成
21
年
環
境
省
に
よ
る
新
た
な
「
平
成
の

名
水
百
選
」、
平
成
８
年
国
土
庁
に
よ
る

「
全
国
水
の
郷
百
選
」、
平
成
17
年
農
林
水

産
省
に
よ
る
「
疏
水
百
選
」
及
び
平
成
22

年
「
た
め
池
百
選
」
で
あ
る
。

環
境
庁
は
、
清
澄
な
水
の
再
発
見
を
第

一
の
目
的
と
し
て
、
水
質
の
保
全
の
意
欲

を
呼
び
お
こ
し
、
水
資
源
、
水
環
境
の
積

極
的
な
保
護
へ
の
参
加
を
期
待
し
て
、
百

の
名
水
を
選
定
し
た
と
あ
る
。
選
定
基
準

は
水
質
、
水
量
、
周
辺
環
境
。
親
水
性
の

観
点
か
ら
、
地
域
住
民
に
よ
る
保
全
活
動

が
重
要
視
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
水
の
百

選
が
選
ば
れ
る
背
景
に
は
、
高
度
経
済
成

長
に
よ
り
、
私
た
ち
が
水
の
歴
史
と
文
化

を
疎
か
に
し
て
き
た
こ
と
を
反
省
し
、
自

然
の
再
生
を
願
っ
た
心
情
の
表
わ
れ
が
あ

ろ
う
。
以
下
、
東
日
本
の
名
水
を
追
っ
て

み
た
い
。
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《東日本名水の旅へ》

１
　
北
海
道
の
名
水

（
社
）
日
本
の
水
を
き
れ
い
に
す
る
会
編

『
名
水
百
選
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
１
９
８
５
）、

カ
ル
チ
ャ
ー
ブ
ッ
ク
ス
編
集
部
編
『
日
本

列
島
百
名
水
』（
講
談
社
１
９
９
１
）
に

は
、
１
０
０
の
名
水
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。

北
海
道
で
は
、
羊
蹄
山
が
80
年
の
歳
月

を
か
け
て
濾
過
し
た
「
羊
蹄
の
ふ
き
だ
し

湧
水
」、
稚
内
の
西
方
52
㎞
に
浮
か
ぶ
利
尻

島
の
裾
野
の
名
水
「
甘
露
泉
水
」、
湖
底
に

染
み
こ
ん
だ
支
笏
湖
の
水
が
森
林
に
湧
き

だ
し
内
別
川
と
な
る
「
ナ
イ
ベ
ツ
川
湧
水
」

の
３
カ
所
が
選
ば
れ
た
。（
社
）
日
本
の
水

を
き
れ
い
に
す
る
会
編
『
平
成
の
名
水
百

選
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
２
０
０
９
）
で
は
、
ミ

ネ
ラ
ル
を
含
む
毎
分
４
６
０
０
ℓ
の
水
量

を
誇
る
上
川
郡
東
川
町
の
「
大
雪
旭
岳
源

水
」、「
仁
宇
布
の
冷
水
と
十
六
滝
」
が
選

ば
れ
て
い
る
。
仁
宇
布

に
う
ぶ

の
地
名
は
ア
イ
ヌ

語
で
森
林
を
意
味
す
る
と
い
う
。
そ
れ
ぞ

れ
の
名
水
は
、
地
域
住
民
の
手
で
畏
敬
を

も
っ
て
大
切
に
守
ら
れ
て
お
り
、
お
い
し

い
水
と
評
価
が
高
い
。

２
　
東
北
の
名
水

青
森
県
で
は
、
津
軽
藩
の
御
用
紙
を
漉

い
た
弘
前
市
紙
漉
町
の
「
富
田
の
清
水

し
つ
こ

」

が
選
ば
れ
た
。
岩
手
県
に
入
っ
て
松
尾

村
・
八
幡
平
の
日
量
11
万
㎥
の
「
金
沢
清

水
」、
岩
泉
村
の
「
龍
泉
洞
地
底
湖
の
水
」

が
あ
り
、
岩
手
日
報
社
編
・
高
橋
正
也
著

『
い
わ
て
源
流
紀
行
』（
２
０
０
４
）
に
は
、

薬
師
岳
を
源
と
す
る
猿
ヶ
石
川
、
早
池
峰

山
の
閉
伊
川
、
焼
石
連
峰
の
胆
沢
川
等
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
宮
城
県
で
は
杜
の
都

仙
台
市
の
「
広
瀬
川
」、
お
茶
用
の
水
と
し

て
親
し
ま
れ
て
い
る
高
清
水
町
の
「
桂
葉

清
水
」
が
あ
り
、
こ
の
清
水
で
は
古
式
ゆ

か
し
い
水
琴
窟
の
音
色
を
聞
く
こ
と
が
で

き
る
。

秋
田
県
で
は
、
湯
沢
城
址
古
館
山
の
麓

に
湧
く
「
力
水
」、
杉
の
根
元
か
ら
湧
く
湯

沢
市
の
「
し
ず
台
の
清
水
」、
大
小
60
余
り

の
湧
水
に
恵
ま
れ
た
六
郷
町
の
「
六
郷
湧

水
群
」
が
あ
り
、
昔
は
飲
料
水
に
使
わ
れ

て
い
た
が
、
現
在
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
石

垣
で
整
備
さ
れ
野
菜
洗
い
や
洗
濯
用
に
使

わ
れ
て
い
る
。
山
形
県
で
は
、
乱
川
扇
状

地
の
東
根
市
の
「
小
見
川
」、
西
川
町
に
は

万
年
雪
か
ら
つ
く
ら
れ
た
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ

ー
タ
ー
「
月
山
山
麓
湧
水
群
」
が
あ
る
。

福
島
県
で
は
、「
御
滝
神
社
湧
水（
国
見
町
）」、

「
弘
法
の
清
水
（
桑
折
町
）」、「
小
野
川
湧

水
（
北
塩
原
村
）」、「
磐
梯
西
山
麓
湧
水
群

（
磐
梯
町
）」
が
あ
る
。
な
お
、
歴
史
春
秋

社
編
・
発
行
『
ふ
く
し
ま
の
名
水
』（
２
０

０
０
）
に
は
「
伊
達
輝
宗
公
御
膳
清
水
」、

「
美
坂
高
原
の
清
水
」
な
ど
を
収
録
。
ふ
く

し
ま
自
治
研
修
セ
ン
タ
ー
シ
ン
ク
タ
ン
ク

ふ
く
し
ま
執
筆
『
ふ
く
し
ま
湧
水
物
語
』

（
福
島
民
報
社
２
０
０
３
）
に
は
、「
夢
見

乃
清
水
」、「
餅
井
戸
清
水
」
な
ど
を
掲
載
。

３
　
関
東
の
名
水

茨
城
県
で
は
、
化
石
昆
虫
ム
カ
シ
ト
ン

ボ
が
生
息
す
る
大
子
町
の
「
八
溝
川
湧
水

群
」、
勝
田
と
水
戸
の
市
街
地
に
挟
ま
れ
た

水
田
地
帯
の
「
加
波
山
瀧
」、
水
戸
藩
主
の

茶
会
に
使
わ
れ
た
偕
楽
園
の
湧
水
「
吐
玉

泉
」
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
栃
木
県
で
は

日
光
二
荒
山
神
社
の
湧
水
「
二
荒
霊
泉
」、

石
灰
岩
の
山
か
ら
の
湧
水
「
出
流
原

い
ず
る
は
ら

弁
天

池
湧
水
」
が
著
名
で
あ
る
。
群
馬
県
に
入

っ
て
、
蛍
が
乱
舞
す
る
鳴
沢
川
の
東
村
の

「
箱
島
湧
水
」、
甘
楽
町
の
「
雄
川
堰
」、
北

橘
村
の
「
湧
玉
」
が
選
ば
れ
て
い
る
。
月
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わ
れ
て
い
る
。
大
野
市
の
「
御
清
水

お
し
ょ
う
ず

」、
上

中
町
の
「
瓜
割
ノ
滝
」
も
選
ば
れ
て
い
る
。

長
野
県
も
ま
た
名
水
が
多
い
。
豊
科
町

の
「
安
曇
野
わ
さ
び
田
湧
水
群
」
は
、
日

量
70
万
㎥
の
豊
か
な
水
で
わ
さ
び
が
栽
培

さ
れ
て
い
る
。
松
川
流
域
に
湧
く
飯
田
市

の
「
猿
庫

さ
る
く
ら

の
泉
」
は
江
戸
期
の
茶
人
・
不

蔵
竜
渓
が
探
し
あ
て
た
と
い
う
。
大
桑
村

の
「
阿
寺
川
」
の
水
で
顔
を
洗
う
と
美
人

に
な
る
と
い
う
。
白
馬
村
の
「
姫
川
源
流

湧
水
」
は
、
湧
水
の
辺
に
福
寿
草
や
片
栗

や
バ
イ
カ
モ
が
咲
く
桃
源
郷
の
地
で
あ
る
。

「
水
神
信
仰
と
八
方
池
へ
の
雨
乞
い
」
な
ど

を
綴
る
の
は
、
関
川
姫
川
水
百
選
選
定
委

員
会
編
『
川
は
生
き
て
い
る
—
関
川
姫
川

水
百
選
』（
北
陸
建
設
弘
済
会
１
９
９
６
）

で
あ
る
。
山
梨
県
で
は
、
富
士
山
の
万
年

雪
が
伏
流
水
と
な
っ
て
湧
く
忍
野
村
の

「
忍
野
八
海
」。
日
量
23
万
㎥
の
清
浄
な
水

で
あ
る
。
白
州
町
の
「
白
州
・
尾
白
川

お
じ
ら
が
わ

」

は
、
釜
無
川
に
合
流
す
る
14
㎞
の
河
川
。

尾
白
渓
谷
、
千
ヶ
淵
、
旭
滝
、
百
合
ヶ
淵

と
名
所
が
続
く
。
長
坂
町
、
小
淵
沢
町
の

「
八
ヶ
岳
南
麓
高
原
湧
水
群
」
は
３
カ
所
の

湧
水
を
つ
く
り
出
す
。
そ
の
一
つ
の
「
三

分
一
湧
水
」
は
三
角
石
柱
で
流
れ
を
分
け
、

三
つ
の
村
に
等
し
く
配
水
し
て
い
る
。
こ

の
地
を
治
め
た
武
田
信
玄
に
よ
る
分
水
方

法
と
い
わ
れ
る
。

岐
阜
県
は
海
が
な
く
山
水
に
恵
ま
れ
て

い
る
。
美
濃
市
の
長
良
川
中
流
域
で
は
、

鵜
飼
が
行
な
わ
れ
る
。
養
老
町
に
行
幸
し

た
元
正
天
皇
は
、
万
病
に
効
き
若
返
り
の

水
「
養
老
の
滝
・
菊
水
泉
」
に
因
み
年
号

を
養
老
に
改
め
た
。
泉
は
ミ
ネ
ラ
ル
を
含

む
良
質
の
水
の
た
め
、
江
戸
期
に
薬
湯
、

明
治
期
に
炭
酸
水
に
使
用
さ
れ
た
。
至
る

と
こ
ろ
か
ら
水
音
が
聞
こ
え
る
郡
上
八
幡

の
「
宗
祇
水
」
は
、
各
家
で
水
舟
と
呼
ば

れ
る
水
槽
に
引
き
込
み
生
活
用
水
に
利
用

し
て
い
る
。
岐
阜
県
の
名
水
推
進
会
議
編

『
岐
阜
県
の
名
水
』（
大
衆
書
房
１
９
８
８
）

は
、「
垂
井
の
泉
」
や
雨
乞
い
の
「
夜
叉
が

池
」
な
ど
50
カ
所
の
名
水
を
収
録
す
る
。

愛
知
県
で
は
、
可
児
川
と
木
曽
川
と
の
合

流
点
で
あ
る
中
流
域
（
犬
山
市
～
）
は
、

日
本
ラ
イ
ン
と
呼
び
慣
ら
わ
さ
れ
る
景
勝

地
。
愛
知
用
水
事
業
な
ど
で
農
業
用
水
、

水
道
用
水
、
工
業
用
水
に
利
用
さ
れ
て
い

る
。
静
岡
県
で
は
、
富
士
山
の
伏
流
水
日

量
１
０
０
万
㎥
の
湧
水
の
清
水
町
の
「
柿

田
川
湧
水
群
」
は
、
三
島
町
、
沼
津
市
32

万
人
の
命
の
水
と
な
っ
て
い
る
。
静
岡
新

聞
社
編
・
発
行
『
静
岡
県
の
湧
き
水
１
０

０
』（
２
０
０
２
）
は
、
愛
鷹
水
神
社
、
羽

衣
の
湧
水
池
な
ど
を
載
せ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
東
日
本
の
名
水
に
つ
い
て
述
べ

て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
名
水
か
ら
日
本
の

文
化
と
歴
史
が
見
え
て
く
る
。

弘
前
市
の
「
富
田
の
清
水
」
は
、
津
軽

藩
の
御
用
紙
を
漉
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

廃
藩
と
と
も
に
斜
陽
化
し
て
今
で
は
一
軒

も
残
っ
て
い
な
い
。
茨
城
県
大
子
町
の

「
八
溝
川
湧
水
群
」
は
五
水
と
呼
ば
れ
る
湧

水
で
、
徳
川
光
圀
に
よ
っ
て
「
金
性
水
」、

「
龍
毛
水
」、「
白
毛
水
」、「
銀
性
水
」、「
鉄

水
」
と
命
名
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
を
感
じ

る
。
石
川
県
の
「
古
和
秀
水
」
は
仏
前
の

献
茶
用
に
用
い
ら
れ
、
宗
教
と
茶
道
に
伴

う
文
化
が
横
た
わ
る
。
名
水
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
住
民
た
ち
の
清
ら
か
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
大
切
に
護
ら
れ
、

そ
れ
は
未
来
へ
と
つ
な
が
る
。
次
号
で
は
、

西
日
本
の
名
水
を
旅
す
る
。

刊
上
州
路
編
集
部
編
『
群
馬
の
名
水
を
た

ず
ね
て
』（
あ
さ
を
社
）
の
書
が
あ
る
。

埼
玉
県
で
は
、
日
本
武
尊
が
東
征
の
戦

勝
を
祈
願
し
て
剣
を
突
き
刺
す
と
湧
き
出

た
と
い
う
寄
居
町
の
「
風
布
川

ふ
つ
ぶ
が
わ

・
日
本
水

や
ま
と
み
ず

」、

東
京
都
で
は
国
分
寺
市
の
「
お
鷹
の
水
・

真
姿
の
池
湧
水
群
」、
多
摩
川
上
流
の
「
御

岳
渓
谷
」
が
選
ば
れ
て
い
る
。
な
お
、
早

川
光
著
『
名
水
巡
礼
東
京
八
十
八
カ
所
』

（
農
文
協
１
９
９
２
）
は
、
樋
口
一
葉
の

井
戸
、
野
川
水
源
地
な
ど
を
捉
え
、
さ
ら

に
『
新
・
東
京
の
自
然
水
』（
農
文
協
１

９
９
２
）
の
書
が
あ
る
。
千
葉
県
で
は
、

長
南
町
の
「
熊
野

ゆ
や

の
清
水
」
が
あ
り
、
福

島
茂
太
文
『
常
磐
線
沿
線
の
湧
水
』（
崙
書

房
２
０
０
０
）
は
、
松
戸
市
の
「
幸
田

こ
う
で

湧

水
、
柏
市
の
「
名
戸
ヶ
谷
湧
水
」
等
を
追

っ
て
い
る
。
神
奈
川
県
で
は
、「
秦
野
盆
地

湧
水
群
」
が
み
ら
れ
る
。

４
　
中
部
の
名
水

新
潟
県
の
名
水
を
挙
げ
る
。
津
南
町
の

「
竜
ヶ
窪
の
水
」
の
周
囲
は
ブ
ナ
、
ミ
ズ
ナ

ラ
、
ホ
オ
ノ
キ
等
67
種
類
の
広
葉
樹
が
繁

る
県
指
定
の
環
境
保
全
地
区
、
八
大
竜
王

権
現
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
柏
崎
市
の
「
弘

法
の
塩
水
井
戸
」
は
塩
分
を
含
む
水
が
湧

く
井
戸
、
戦
時
中
は
塩
を
求
め
て
人
々
が

押
し
寄
せ
た
。
柏
崎
市
の
「
弁
慶
の
手
掘

り
の
産
水
井
戸
」
は
、
源
義
経
の
妻
北
の

方
が
こ
の
地
で
出
産
し
た
折
に
、
弁
慶
が

杖
を
突
い
た
ら
水
が
湧
き
出
た
と
い
う
。

安
産
の
神
、
胞
姫

よ
な
ひ
め

神
社
が
近
く
に
あ
る
。

富
山
県
も
水
に
特
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

立
山
町
の
「
立
山
玉
殿
の
湧
水
」
は
標
高

２
９
９
２
m
、
立
山
連
峰
の
主
峰
雄
山
直

下
に
湧
く
水
、
登
山
者
や
観
光
客
に
大
人

気
で
あ
る
。
昭
和
43
年
室
堂
と
大
観
峰
を

結
ぶ
ト
ン
ネ
ル
工
事
に
よ
り
、
湧
水
が
噴

出
し
た
。
剣
岳
に
抱
か
れ
た
山
間
に
湧
く

上
市
町
の
「
穴
の
谷
の
霊
水
」、
夏
に
は
瓜

が
割
れ
る
ほ
ど
冷
た
い
庄
川
町
の
「
瓜
裂

う
り
わ
り

の
清
水

し
ょ
う
ず

」、「
魚
津
駅
前
の
う
ま
い
水
」、
黒

部
市
、
入
善
町
の
「
黒
部
川
扇
状
地
湧
水

群
」
の
水
は
冬
温
か
く
、
遊
離
炭
酸
が
多

い
た
め
、
喉
越
し
が
爽
や
か
で
あ
る
。
地

酒
「
幻
の
瀧
」
に
使
用
さ
れ
、
豆
腐
作
り
、

ま
た
蒸
気
機
関
車
の
給
水
に
も
利
用
さ
れ

た
。
森
清
松
著
『
と
や
ま
の
名
水
め
ぐ
り
』

（
北
国
新
聞
社
１
９
８
９
）
は
、「
十
二
貫

野
用
水
」、「
石
倉
町
の
延
命
地
蔵
の
水
」

な
ど
55
カ
所
を
訪
れ
民
俗
、
伝
統
行
事
を

著
す
。
石
川
県
で
は
、
全
国
で
も
珍
し
い

甌
穴

お
う
け
つ

湧
水
鳥
越
村
の
「
弘
法
池
の
水
」
が

あ
る
。
こ
の
湧
水
で
仕
込
む
高
級
酒
「
弘

法
の
酒
」
は
地
元
で
大
人
気
で
あ
る
。
聖

武
天
皇
東
宮
の
病
気
治
療
に
使
わ
れ
た
田

鶴
浜
町
の
「
み
た
ら
し
い
け
」、
仏
前
の
献

茶
用
に
使
用
さ
れ
た
門
前
町
の

「
古
和
秀
水

こ
わ
し
�
う
ど

」
の
名
水
は
曹
洞
宗
の
大
本
山

総
持
寺
か
ら
2.6
㎞
の
所
に
あ
る
。

福
井
県
も
名
水
が
多
い
。
小
浜
市
で
は
、

お
水
送
り
と
お
水
取
り
の
神
事
を
司
る

「
鵜
の
瀬
」
は
、
こ
の
水
が
地
下
水
脈
を
通

り
東
大
寺
「
若
狭
井
」
に
至
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
る
。
昭
和
24
年
雲
城
高
等
小
学
校

の
同
窓
生
が
母
校
を
偲
び
30
m
掘
り
抜
き

井
戸
を
造
成
し
た
「
雲
城
水
」
は
、
道
路

脇
の
井
戸
か
ら
24
時
間
清
ら
か
な
水
が
溢

れ
出
る
。「
滝
の
清
水
」
は
後
瀬
山
の
西
麓

の
湧
水
で
近
隣
数
百
軒
の
命
の
水
で
あ
る
。

小
浜
市
内
を
流
れ
る
南
川
の
上
流
、
和
多

地
区
山
間
部
は
、
若
狭
紙
と
呼
ば
れ
る
手

漉
き
和
紙
の
産
地
で
あ
る
。
着
物
を
包
む

畳
紙

た
と
う
し

や
染
め
紙
の
原
紙
、
傘
紙
な
ど
と
し

て
１
２
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
と
言

水の文化書誌57
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二ヶ領用水ワークショップ
会期：2012年5月26日(土)　9：30～15：30

集合：JR南武線「武蔵溝ノ口駅」改札口　会場：二ヶ領せせらぎ館（神奈川県川崎市多摩区）

プログラムリーダー：前川太一郎 ライター・編集者

講師：齋藤 光正さん NPO法人多摩川エコミュージアム理事／たま・エコPJ会員

講師：吉田 威一郎さん 久地円筒分水サポートクラブ／全国円筒分水サミット実行委員長／高津区市民健康の森を育てる会

講師：鈴木 眞智子さん NPO法人多摩川エコミュージアム理事・事務局長／とどろき水辺の楽校 代表幹事

二
ヶ
領
用
水
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
徳
川
家

康
の
命
を
受
け
た
小
泉
次
大
夫
が
指
揮
を
と

り
、
１
６
１
１
年
（
慶
長
16
）
に
竣
工
し
た
南

関
東
最
古
の
用
水
路
で
す
。
地
域
農
民
の
協
力

を
得
て
、
着
工
か
ら
完
成
ま
で
14
年
も
の
歳
月

を
費
や
し
ま
し
た
。
多
摩
川
対
岸
に
あ
る
六
郷

用
水
（
世
田
谷
区
～
大
田
区
）
と
と
も
に
開
削

し
た
た
め
、「
四
ヶ
領
用
水
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

川
崎
市
多
摩
区
の
上
河
原
と
宿
河
原
で
多
摩

川
の
水
を
堰
入
れ
、
市
域
の
平
地
を
灌
漑
し
た

二
ヶ
領
用
水
は
、
名
産
・
稲
毛
米
を
育
み
、
豊

か
な
穀
倉
地
帯
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
農
業
用

水
だ
け
で
な
く
飲
み
水
な
ど
の
生
活
用
水
、
さ

ら
に
は
工
業
用
水
に
使
わ
れ
、
多
摩
川
西
部
の

都
市
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
ま
し
た
。
現
在
、

残
さ
れ
た
幹
線
水
路
は
環
境
用
水
と
し
て
保
全

さ
れ
、
幼
い
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
多
摩
川
で

泳
ぐ
前
の
訓
練
の
場
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

各
所
で
親
水
化
が
進
め
ら
れ
、
市
民
の
憩
い

の
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
用
水
路
沿

い
に
点
在
す
る
生
産
緑
地
で
は
今
も
農
業
が
営

ま
れ
、
地
域
住
民
に
新
鮮
な
野
菜
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

溝
の
口
駅
・
武
蔵
溝
ノ
口
駅
を
出
発
、
久
地

円
筒
分
水
を
経
て
宿
河
原
堰
ま
で
の
約
４
㎞
を

歩
き
、
江
戸
時
代
以
降
の
都
市
の
発
展
と
人
の

暮
ら
し
、
水
と
の
関
係
を
辿
り
ま
し
た
。

里山や里海だけではなく、暮らしとかかわるすべての水循環の経路を私た
ちのセンターでは「里川」と呼んでいます。いろいろな里川を発見しその価
値を身近に感じたい！　ということで、2011年度からスタートした〈里川文
化塾〉。2012年度は「二ヶ領用水ワークショップ」（5月26日）と「龍と亀」

（6月21日）を行ないました。
「『水の防災プログラム』をつくるためのワークショップ」（7月30日）、「浦

安の震災と上下水のワークショップ」（9月15日）が予定されています。

龍と亀 日本の治水術と中国の治水史
会期：2012年6月21日（木）13：00～17：15

会場：ミツカンフォーラム（東京都中央区）

プログラムリーダー：賀川一枝 ミツカン水の文化センター 機関誌『水の文化』編集長

講師：蜂屋 邦夫さん 東京大学名誉教授

講師：島谷 幸宏さん 九州大学大学院教授

今
に
伝
わ
る
数
々
の
〈
水
の
伝
説
〉
に
は
、

人
が
川
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
暮
ら
し
て

き
た
知
恵
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
治
水
の
妨
げ

に
な
る
も
の
を
い
か
に
克
服
し
て
き
た
か
、
と

い
う
ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま

す
。
そ
の
象
徴
と
し
て
、
龍
と
亀
を
取
り
上
げ

ま
し
た
。

当
時
、
先
進
技
術
を
持
っ
て
い
た
大
陸
・
中

国
の
水
に
ま
つ
わ
る
伝
説
や
文
献
を
蜂
屋
邦
夫

さ
ん
に
ひ
も
と
い
て
い
た
だ
き
、
日
本
の
河
川

工
学
の
専
門
家
で
あ
る
島
谷
幸
宏
さ
ん
と
の

science m
eets history and culture 

の
化
学
反

応
を
楽
し
も
う
、
と
い
う
新
た
な
試
み
は
、
ぶ

っ
つ
け
本
番
の
緊
張
感
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

中
国
古
代
の
夏
王
朝
の
初
代
皇
帝
で
あ
っ
た

禹
は
疏
方
式
を
採
用
し
て
黄
河
を
治
め
、
そ
の

父
で
あ
る
鯀
は
塞
ぐ
治
水
を
採
用
し
て
五
行
を

乱
し
た
、
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
治
水

の
王
道
は
長
ら
く
禹
の
疏
方
式
と
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
清
代
の
陳
★
【
三
水
＋
黄
】（
ち
ん

こ
う
）
や
★
【
革
＋
斤
】
輔
（
き
ん
ぽ
）
の
治

水
に
は
、「
膨
張
時
は
分
流
さ
せ
て
勢
い
を
殺

ぎ
、
平
時
は
合
流
さ
せ
て
沙
を
攻
め
る
」
と
い

う
鯀
方
式
へ
の
回
帰
が
う
か
が
え
ま
す
。

九
州
・
佐
賀
の
嘉
瀬
川
に
、
戦
国
武
将
成
富

兵
庫
重
安
が
つ
く
っ
た
分
水
施
設
〈
石
井
樋
〉

は
、
２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
に
復
元
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
こ
に
も
亀
の
跡
が
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
復
元
に
尽
力
し
た
島
谷
さ
ん
は
、「
ぶ
つ

け
る
こ
と
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
散
さ
せ
る
の
が

亀
の
働
き
。
治
水
・
利
水
技
術
が
一
体
化
し
て

い
な
い
現
在
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
意
識
さ
れ

な
く
な
っ
た
技
術
だ
が
、
環
境
の
技
術
と
し
て

復
活
す
る
可
能
性
は
大
き
く
、
注
目
し
て
い
き

た
い
」
と
語
り
ま
し
た
。

そ
れ
を
受
け
て
蜂
屋
さ
ん
は
、「
五
行
思
想

で
は
、
亀
は
玄
武
で
あ
り
、
北
、
水
、
黒
の
シ

ン
ボ
ル
。
龍
に
は
九
つ
の
子
ど
も
が
い
て
そ
の

内
の
一
つ
は
贔
屓
（
ひ
き
）
と
呼
ば
れ
、
見
た

目
は
亀
そ
っ
く
り
で
、
重
た
い
も
の
を
背
負
う

の
を
好
む
、
と
さ
れ
ま
す
」
と
解
説
、
現
代
社

会
の
閉
塞
感
を
亀
が
背
負
っ
て
く
れ
る
よ
う
な

期
待
を
抱
き
ま
し
た
。

戦
国
時
代
に
飛
躍
的
に
発
展
し
た
日
本
の
治

水
術
。
そ
の
伝
播
は
中
国
・
明
か
ら
と
推
測
は

さ
れ
ま
す
が
、
は
っ
き
り
し
た
文
献
な
ど
は
見

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン

ク
を
見
出
す
た
め
に
も
、
こ
の
よ
う
に
領
域
を

超
え
、
時
空
を
超
え
て
、
未
来
の
あ
る
べ
き
川

の
姿
を
一
緒
に
探
っ
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
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特集「都市の暮らしを支える水」（仮）

暮らしに欠かせない水は、どこから来て、ど
こに行くのか。国連は2005年からの10年を

「〈命のための水〉国際の10年」と定めていま
す。持続可能な水の利用方法を探るために、
その道筋をたどり、大きな水循環を明らかに
します。

『水の文化』に関する情報をお寄せください
本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水とのかかわり」に焦点
を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。
ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差し
た調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、
事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化 バックナンバーをホームページで
本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。
すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

ホームページの充実に努めています
当センターのホームページが昨年、フルリニューアルいたしました。知りた
い情報にたどり着きやすくすることを心がけ、ウェブならではのコンテンツ
も新設しています。新しくなったホームページ、どうぞご高覧ください。

編
集
後
記

◆
和
紙
を
取
材
さ
せ
て
頂
き
、
常
に
感
じ
た
の
は
歴
史
で
し
た
。
由
来
、

製
法
、
使
わ
れ
方
い
ず
れ
に
も
。
一
方
、
こ
の
素
敵
な
素
材
の
現
状
は
厳

し
い
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
環
境
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
未
来
に
向
け
て
頑

張
っ
て
ほ
し
い
と
、
微
力
な
が
ら
和
紙
を
生
活
に
少
し
取
り
入
れ
始
め
ま

し
た
。（
宮
）

◆
和
紙
の
現
状
を
思
う
に
、
産
地
や
生
産
量
の
衰
退
に
対
し
て
、
今
後
の

活
路
を
見
出
す
術
が
実
感
で
き
な
い
の
は
何
故
な
の
か
。
考
え
る
に
「
暮

ら
し
」
や
「
生
活
」
に
な
じ
ん
だ
和
紙
の
実
態
を
経
験
し
て
い
な
い
こ
と

に
気
づ
い
た
。
和
紙
の
魅
力
を
実
感
で
き
る
、
新
し
い
用
途
や
使
い
道
を

普
及
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
だ
。（
新
）

◆
和
紙
と
い
う
と
高
校
の
修
学
旅
行
を
思
い
出
す
。
唐
招
提
寺
で
、
古
式

ゆ
か
し
い
文
様
が
入
っ
た
和
紙
の
レ
タ
ー
セ
ッ
ト
を
購
入
し
、
大
切
に
使

用
し
て
き
た
。
和
紙
に
は
そ
ん
な
特
別
感
が
あ
る
。
し
か
し
家
か
ら
襖
も

障
子
も
な
く
な
っ
た
今
、
和
紙
は
生
活
か
ら
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
…
。

ま
ず
は
虎
の
子
の
レ
タ
ー
セ
ッ
ト
を
日
常
使
い
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
距
離

を
縮
め
て
み
よ
う
か
。（
松
）

◆
確
か
、
ベ
ト
ナ
ム
を
旅
行
し
た
と
き
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
雑
貨
類
を
買

う
と
、
ど
こ
の
お
店
で
も
シ
ン
プ
ル
な
和
紙
の
手
提
げ
袋
に
入
れ
て
く
れ

た
。
味
わ
い
の
あ
る
そ
の
和
紙
の
紙
袋
が
気
に
入
っ
て
雑
貨
よ
り
長
く
使

い
続
け
た
記
憶
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
和
紙
も
気
に
か
か
る
。（
ゆ
）

◆
今
号
か
ら
取
材
に
加
わ
る
こ
と
に
な
り
、
暮
ら
し
の
中
で
「
水
」
を
よ

り
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
手
始
め
に
合
成
洗
剤
を
や
め
、
重
曹
、

ク
エ
ン
酸
に
粉
石
け
ん
を
使
う
よ
う
に
。
和
紙
の
里
今
立
の
透
明
な
水
を

思
い
つ
つ
、
日
々
ム
ク
ム
ク
と
石
け
ん
を
泡
立
て
て
い
ま
す
。（
麻
）

◆
祖
母
が
茶
道
を
や
っ
て
い
た
の
で
、
障
子
や
掛
け
軸
、
懐
紙
な
ど
、
子

ど
も
の
頃
は
和
紙
に
触
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
。
あ
れ
は
貴
重
な
経
験
だ

っ
た
の
だ
な
あ
と
、
今
し
み
じ
み
考
え
る
。
今
度
は
自
分
が
、
和
紙
の
魅

力
を
甥
や
姪
に
伝
え
よ
う
。
次
の
帰
省
の
お
土
産
は
、
和
紙
を
使
っ
た
も

の
に
し
よ
う
か
。（
原
）

◆
千
年
以
上
も
続
く
歴
史
の
中
で
は
、
大
き
な
困
難
が
幾
度
も
あ
っ
た
は

ず
。
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
き
た
の
は
技
術
や
仕
組
み
を
常
に
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
し
て
き
た
産
地
の
パ
ワ
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
活
様
式
が
激

変
し
た
今
の
時
代
に
お
い
て
も
そ
ん
な
底
力
に
期
待
し
た
い
。（
力
）

◆
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
が
提
唱
さ
れ
な
が
ら
、
身
の
回
り
に
洋
紙
が
あ
ふ
れ
て

い
る
。
一
方
、
使
い
な
が
ら
守
り
た
い
和
紙
は
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
状
態
に
。

「
大
切
だ
」
と
言
い
な
が
ら
、
価
格
だ
け
に
価
値
が
置
か
れ
て
い
る
の
は

節
水
意
識
と
同
じ
。
こ
の
価
値
観
を
ど
う
に
か
し
な
く
て
は
。（
賀
）

水の文化 
Information



表紙上：和紙でつくった袋に土を入れ、ろうそくを灯す。非常時に使える燈籠だ。和紙なら揉むことで光を拡散させることができる
し、水で濡らせば燃えにくくなる。何より、柔らかな表情がいい。

表紙下：越前で開発された水彩画用紙MO紙を継承する、沖桂司さん。原料や材質は和紙とは違うが、オーダーメイドに対応できる
手漉きの仕事で、作業工程と心遣いはほとんど和紙と一緒だ。

裏表紙上：灰汁で煮溶かした原料のチリを取る女性たち。冷たい水に手を入れる根気のいる作業は、そもそもは川の上に差し渡した
板の上で行なった仕事だったため「川に座る」といわれた。紙漉きを引退した年配の女性が担うことが多い。

裏表紙下：東京都台東区谷中の全生庵に建つ「山岡鉄舟居士之賛碑陰」の碑と拓本。勝海舟が碑文をつくり、字彫りは宮亀年（みや
きねん）、揮毫は中林梧竹。太平洋戦争で爆撃を受けたときの痛々しい弾痕が拓本にも写されている。
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