
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
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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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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
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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
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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。



23 越前和紙の息使い

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


