
　

昔
な
が
ら
の
技
術
を
受
け
継
ぐ
「
手
漉す

き
和

紙
」。
一
枚
一
枚
丁
寧
に
手
作
り
さ
れ
た
和
紙

に
は
た
だ
の
紙
と
は
言
わ
せ
な
い
驚
く
べ
き
特

性
と
奥
の
深
さ
、
た
だ
の
道
具
で
は
終
わ
ら
な

い
温
か
さ
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
天
竜
区
西に
し
ふ
じ藤

平だ
い
らで
紙
漉
き
を
続
け
る
阿あ

た

ご
多
古
和
紙
職
人
の
大

城
さ
ん
を
訪
ね
、
自
身
の
仕
事
へ
の
思
い
な
ど

を
伺
う
こ
と
に
し
た
。

和
紙
の
値
打
ち
は
、
こ
れ
か
ら
出
て

く
る

　

紙
漉
き
に
つ
い
て
も
和
紙
に
つ
い
て
も
全
く

不
案
内
な
私
に
、
大
城
さ
ん
は
と
て
も
丁
寧

に
説
明
し
て
く
れ
た
。
機
械
で
作
っ
た
紙
は

２
０
０
年
ほ
ど
経
つ
と
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
手

漉
き
の
和
紙
は
１
０
０
０
年
も
の
間
、
保
管
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
１
０
０
０
年

前
の
古
文
書
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
を
考

え
れ
ば
、
こ
の
事
実
に
は
納
得
で
あ
る
。

　

和
紙
の
丈
夫
さ
、
保
存
性
の
高
さ
は
、
現
在
、

海
外
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
紙
漉
き

の
技
術
は
日
本
以
外
に
も
あ
る
と
い
う
が
、
日

本
の
「
流
し
漉
き
」
と
い
う
技
法
は
、
繊
維
が

重
な
り
合
う
こ
と
で
、
と
り
わ
け
丈
夫
な
紙
に

仕
上
が
る
。
驚
い
た
の
は
、
和
紙
は
し
わ
に
な

っ
た
ら
、
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
る
こ
と
で
元
通
り

の
き
れ
い
な
紙
に
戻
る
と
い
う
こ
と
。
大
城
さ

ん
の
説
明
を
聞
く
と
、
私
た
ち
が
良
く
知
る

「
紙
」
と
「
和
紙
」
は
、
似
て
非
な
る
も
の
と

い
っ
た
印
象
さ
え
受
け
る
。

　

一
枚
一
枚
手
漉
き
を
し
た
和
紙
は
、
何
と
い

っ
て
も
目
に
見
え
な
い
温
か
み
が
魅
力
だ
。
そ

し
て
、
そ
れ
と
は
別
に
、
目
に
見
え
る
驚
く
べ

き
高
い
機
能
性
も
和
紙
の
特
長
な
の
で
あ
る
。

紙
を
使
っ
て
く
れ
る
人
の
声
が
紙
の

質
を
良
く
し
て
い
く

　

和
紙
の
原
料
と
な
る
の
は
コ
ウ
ゾ
の
木
の

皮
。
そ
の
中
で
も
白
い
部
分
だ
け
を
使
う
。
し

た
が
っ
て
、
採
れ
る
量
が
少
な
く
原
料
は
と
て

も
貴
重
だ
。
特
に
国
産
の
コ
ウ
ゾ
は
、
価
格
も

高
い
た
め
、
現
在
は
、
タ
イ
か
ら
輸
入
し
た
も

の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
タ
イ
の
コ
ウ
ゾ
は

枝
が
太
く
原
料
を
多
く
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
代
わ
り
に
繊
維
の
一
本
一
本
が

太
い
と
い
う
欠
点
も
あ
る
。
す
る
と
、
出
来
上

が
っ
た
紙
は
に
じ
み
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
こ
ん
な
話
は
、
使
っ
て
く
れ
る
人
で
な
い
と

分
か
ら
な
い
こ
と
だ
で
の
う
。
漉
い
て
い
る
方

か
ら
は
、
実
際
に
使
っ
て
み
て
ど
う
か
は
分
か

ら
ん
。
使
っ
て
く
れ
た
人
の
感
想
が
紙
作
り
に

も
反
映
さ
れ
る
で
の
う
」
和
紙
を
作
る
人
が
い

れ
ば
、
そ
の
和
紙
を
使
う
人
も
当
然
い
る
。
使

っ
て
く
れ
る
人
の
声
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
よ

り
良
い
紙
を
作
る
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
職
人
と

し
て
の
横
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
。　

手
す
き
和
紙
の
未
来
を
憂
う

　

大
城
さ
ん
は
毎
年
、
地
元
の
小
学
校
で
行
わ

れ
る
紙
漉
き
体
験
の
講
師
を
務
め
て
い
る
。
子

ど
も
た
ち
も
毎
年
行
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
上

級
生
の
な
か
に
は
慣
れ
た
手
つ
き
で
木
枠
を
扱
う
子

も
い
る
。
今
年
初
め
て
体
験
す
る
子
も
上
級
生
の
様

子
を
見
て
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
挑
戦
す
る
。
大
城
さ

ん
は
そ
の
様
子
を
そ
っ
と
横
で
見
守
っ
て
い
た
。

　
「
製
品
と
し
て
の
紙
を
作
る
と
な
る
と
、
全
て
同

じ
厚
さ
に
漉
か
に
ゃ
あ
、
な
ら
ん
で
の
う
。
原
料
が

濃
い
水
の
と
き
も
薄
い
水
の
と
き
も
同
じ
厚
さ
に
漉

か
な
き
ゃ
な
ら
ん
」。
同
じ
漉
き
方
で
は
、
水
の
状

態
に
よ
っ
て
厚
さ
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
水
に
溶
け

る
原
料
の
濃
さ
に
合
わ
せ
て
漉
き
方
も
調
節
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
は
長
年
培
っ
て
き
た
技
術
と

い
う
も
の
だ
ろ
う
。
大
城
さ
ん
は
さ
っ
と
木
枠
で
水

を
す
く
う
と
「
だ
い
た
い
３
回
」
と
言
っ
て
漉
く
。

大
城
さ
ん
の
動
作
を
見
て
い
る
と
簡
単
そ
う
だ
が
、

そ
ん
な
に
う
ま
く
は
い
か
な
い
。
ま
し
て
や
、
同
じ

厚
さ
に
漉
き
続
け
る
こ
と
は
、
そ
う
簡
単
に
で
き
る

も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　

子
ど
も
た
ち
が
楽
し
そ
う
に
紙
を
漉
く
姿
を
横
目

に
、
今
後
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
阿
多
古
和
紙
の
技
術

継
承
の
難
し
さ
や
、
将
来
へ
の
課
題
に
つ
い
て
思
い

を
巡
ら
せ
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
の
楽

し
さ
を
知
る
こ
と
は
未
来
へ
の
第
一
歩
で
も
あ
る
。

挑
戦
を
続
け
る

　
「
こ
こ
い
ら
の
集
落
は
、
み
ん
な
で
開
拓
し
た
場

所
だ
ね
。
道
路
な
ん
か
も
自
分
ら
で
作
っ
た
り
直
し

た
り
し
て
き
た
ん
だ
」
大
城
さ
ん
は
集
落
で
の
暮
ら

し
に
つ
い
て
話
を
し
て
く
れ
た
。
集
落
に
は
９
軒
の

家
が
あ
る
が
、
皆
仲
が
良
く
、
掃
除
な
ど
も
一
緒
に

行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。「
こ
の
場
所
に
は
、
子
ど
も

の
頃
か
ら
い
ろ
ん
な
思
い
出
が
あ
っ
て
の
う
」
そ
う

言
っ
て
話
し
始
め
た
大
城
さ
ん
の
思
い
出
話
は

留
ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

　

今
で
も
田
ん
ぼ
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
大
城

さ
ん
は
言
う
。「
い
つ
も
、『
今
年
も
ち
ゃ
ん
と

で
き
る
だ
ろ
う
か
』
と
不
安
に
な
る
ん
だ
」。

す
る
と
奥
さ
ん
も
「
こ
の
人
、
本
当
に
気
に
病

む
ん
で
す
。
昨
日
も
運
転
免
許
の
更
新
が
あ
っ

て
。
今
回
も
大
丈
夫
か
な
っ
て
ず
っ
と
気
に
し

て
た
」
と
隣
で
微
笑
ん
だ
。
続
け
て
大
城
さ
ん

は
言
う
。「
で
も
『
今
年
も
で
き
た
！
』
っ
て

こ
と
が
、
何
よ
り
も
励
み
に
な
る
。
心
配
し
た

分
、
ち
ゃ
ん
と
で
き
た
時
は
、
何
よ
り
気
持
ち

い
い
。『
ま
だ
や
れ
る
！
』
っ
て
気
持
ち
に
な

れ
る
ん
だ
よ
」
今
は
こ
う
や
っ
て
や
れ
る
こ
と

を
一
つ
ひ
と
つ
こ
な
し
て
い
く
だ
け
と
い
う
大

城
さ
ん
。
そ
の
語
り
口
に
は
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ

か
ら
と
い
う
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
た
。

　　

伝
統
の
技
で
生
み
出
さ
れ
、
驚
く
べ
き
性
能

を
秘
め
た
阿
多
古
和
紙
。
そ
の
価
値
は
こ
れ
か

ら
も
注
目
を
集
め
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、そ
の
未
来
に
は
課
題
も
山
積
み
で
あ
る
。

大
城
さ
ん
は
「
手
漉
き
和
紙
の
良
さ
と
い
う
も

の
が
、
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
る
」と
語
っ
て
く
れ
た
。「
今

と
な
っ
て
は
、
和
紙
の
売
り
場
は
な
い
。
売
っ

た
と
し
て
も
安
い
の
で
漉
き
賃
が
見
合
わ
な

い
。
さ
ら
に
こ
れ
か
ら
の
後
継
者
が
な
い
」。

　

そ
れ
で
も
大
城
さ
ん
は
今
日
ま
で
紙
を
漉
き

続
け
て
き
た
。
こ
の
地
で
阿
多
古
和
紙
と
人
生

を
共
に
し
て
き
た
大
城
さ
ん
の
挑
戦
は
、
ま
だ

ま
だ
続
い
て
い
く
。

「今年もできた」だから「まだやれる」
って気持ちが励みになる。

てんりゅう暮らしの見本帖

「阿多古和紙を漉
す

く人」

Tenryu + Plus

暮らしが見える。感じる体温。

てんりゅう暮らしの見本帖「阿多古和紙を漉く人」


