
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

杉原 吉直
すぎはら よしなお

（株）杉原商店代表取締役　和紙ソムリエ

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

済学部を卒業し、創業360周年の和紙問屋小津産業（株）入社。 1988年福

井県に江戸時代より続く越前和紙問屋　杉原商店10代目として家業に就

く。 1993年インクジェットプリンター対応和紙「羽二重紙」を開発 。「漆

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

〈Salon du Meuble de Paris 2004〉、2008年ドイツ・ フランクフルトの〈ア

ンビエンテ〉、2009年フランス・パリ 〈MAISON&OBJET〉、2010年イタリ

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。
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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。
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