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わたし　一里塚の

■

憧
れ
か
ら
飛
び
込
ん
だ
手
漉す

き
和
紙
の
世
界

　
楮こ

う
ぞ

な
ど
の
天
然
素
材
か
ら
一
枚
一
枚
、
手
で
和
紙

を
漉
く
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
私
の
工
房
が
あ
る
の

は
、
埼
玉
県
と
き
が
わ
町
の
豊
か
な
水
に
め
ぐ
ま
れ

た
山
懐
で
す
。
町
に
は
国
宝
「
慈
光
寺
経
」
を
守
り

伝
え
る
開
山
１
３
０
０
年
の
古
刹
・
慈
光
寺
も
あ
り
、

こ
の
あ
た
り
は
昔
か
ら
紙
づ
く
り
が
盛
ん
で
し
た
。

　
職
人
を
目
指
し
た
の
は
30
歳
ご
ろ
で
、
そ
れ
ま
で

は
東
京
の
専
門
商
社
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
組
む
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
西
日
本
で
生
ま

れ
育
っ
た
私
が
こ
の
地
で
和
紙
と
出
会
っ
た
の
は
、

仕
事
の
都
合
で
埼
玉
県
熊
谷
市
に
移
住
し
、
休
日
、

ド
ラ
イ
ブ
で
訪
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
当
時

は
バ
ブ
ル
景
気
の
さ
な
か
で
し
た
が
、
ま
だ
た
く
さ

ん
の
和
紙
工
房
が
あ
り
ま
し
た
。
川
辺
で
楮
を
洗
う

様
子
は
ま
る
で
昔
話
に
出
て
く
る
よ
う
な
の
ど
か
な

風
景
で
、
感
激
し
ま
し
た
。

　
人
の
手
か
ら
生
ま
れ
る
美
し
い
和
紙
を
見
て
「
私

も
つ
く
り
た
い
！
」
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
弟

子
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
な
場
所
は
な
く
、

和
紙
の
需
要
が
減
り
、
自
分
の
代
で
終
わ
り
と
心
に

決
め
て
い
る
よ
う
な
職
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
そ

の
後
、
県
を
中
心
に
手
漉
き
和
紙
の
後
継
者
育
成
事

業
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
私
は
「
採
用
し
て
く

れ
た
ら
、
和
紙
の
産
地
に
移
住
し
ま
す
」
と
面
接
で

宣
言
し
、
研
修
生
に
な
り
ま
し
た
。

■

め
げ
ず
に
紙
漉
き
を
続
け
た
修
業
時
代
　

　
会
社
を
辞
め
、
５
年
間
の
研
修
を
受
け
て
も
一
人

前
に
な
る
道
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
を
育
て
な
が
ら
、
家
計
の
た
め
ア
ル
バ
イ
ト

や
内
職
も
し
ま
し
た
。
親
の
介
護
も
あ
り
、
研
修
に

行
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
時
期
は
焦
り
も
募
り
ま

す
。
で
も
、
そ
の
中
で
も
最
大
限
で
き
る
こ
と
は
何

か
を
考
え
、
和
紙
に
関
係
す
る
本
は
何
で
も
読
み
、

和
紙
で
で
き
た
工
芸
品
の
修
復
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
廻
り
道
や
試
行
錯
誤
が
後
に

な
っ
て
役
に
立
っ
た
と
、
今
に
な
っ
て
思
い
ま
す
。

模
索
し
、
時
間
を
か
け
た
こ
と
で
、
逆
に
め
げ
る
こ

と
な
く
続
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
研
修
生
３
年
目
に
細
川
紙
技
術
者
協
会
か
ら
声
を

か
け
て
い
た
だ
き
、
技
術
を
学
ば
せ
て
も
ら
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。細
川
紙
は
埼
玉
県
小
川
町
・
東
秩
父

村
を
中
心
と
し
た
地
域
で
古
く
か
ら
つ
く
ら
れ
て
き

た
和
紙
で
、
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。職
人
の
仕
事
は
、師
匠
が
手
取
り
足
取
り

教
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
か
ら
紙

漉
き
の
工
房
は
住
居
の
一
部
に
あ
り
、
弟
子
は
そ
こ

へ
通
い
、な
ん
と
か
手
伝
わ
せ
て
も
ら
う
。私
は
師
匠

の
仕
事
を
見
つ
め
、
ま
ず
は
真
似
す
る
こ
と
に
集
中

し
よ
う
と
決
め
、
技
術
を
学
び
と
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
修
業
中
は
道
具
ひ
と
つ
を
手
に
入
れ
る

の
に
も
苦
労
し
ま
し
た
。
キ
ッ
チ
ン
で
楮
を
煮
て
、

漉
き
舟
（
和
紙
を
漉
く
材
料
を
入
れ
る
容
器
）
の
か

わ
り
に
自
宅
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
ベ
ビ
ー
バ
ス
を
置
い
て

名
刺
大
の
紙
を
漉
く
な
ど
工
夫
を
続
け
、
１
９
９
９

年
に
は
、
小
さ
い
な
が
ら
も
自
分
の
工
房
を
持
つ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
口
数
の
少
な
い
師
匠
が
亡
く
な
る
少
し
前
、「
よ

く
頑
張
っ
た
な
」
と
ぽ
つ
り
と
言
っ
て
く
れ
た
と
き

に
は
、
涙
が
出
ま
し
た
。
弟
子
入
り
か
ら
、
も
う
25

年
く
ら
い
経
っ
て
い
ま
し
た
。

■

子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
漉
く
卒
業
証
書

　
書
道
や
日
本
画
の
ほ
か
、
包
装
や
障
子
、
襖
な
ど

和
紙
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
が
あ
り
ま
す
。
私
は
既

存
の
仕
事
で
は
先
輩
方
に
か
な
わ
な
い
し
、
新
し
い

使
い
方
、
こ
れ
ま
で
和
紙
と
縁
の
な
か
っ
た
人
に
も

届
く
よ
う
な
仕
事
を
考
え
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
次

の
世
代
に
技
術
を
伝
え
て
い
く
た
め
、
20
年
く
ら
い

前
か
ら
は
じ
め
た
学
校
で
の
卒
業
証
書
の
紙
づ
く
り

も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
毎
年
、
道
具
と
材
料
を
車
に
積
ん
で
、
若
い
ス

和紙の種を蒔く

岡山県生まれ、兵庫県で育つ。
会社員を経て、埼玉県の後継者
育成事業の研修生となり、手漉
き和紙職人に。学校や博物館等
での指導、講演のほか、インド
ネシア・バリ島で産業振興のた
め現地の素材を使った紙漉きの
技術指導、ホテル・店舗等の内
装なども行う。細川紙技術保持
者、埼玉県伝統工芸士、彩の国
優秀技能者。

手漉き和紙 たにの 主宰

谷
たに

野
の

 裕
ひろ

子
こ
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タ
ッ
フ
と
一
緒
に
た
く
さ
ん
の
学
校
を
訪
問

し
て
い
ま
す
。
畑
で
楮
を
育
て
、
皮
を
む
い

て
煮
込
ん
で
か
ら
塵
を
取
り
除
き
、
繊
維
を

ほ
ぐ
す
と
い
っ
た
材
料
づ
く
り
の
工
程
に
は
、

多
く
の
人
び
と
が
関
わ
る
膨
大
な
作
業
が
あ

る
こ
と
、
和
紙
を
漉
く
こ
と
自
体
は
ほ
ん
の

一
部
の
工
程
に
す
ぎ
な
い
こ
と
な
ど
を
、
ま

ず
は
授
業
で
説
明
し
ま
す
。

　
次
に
実
践
で
す
。
漉
き
舟
に
水
、
楮
、
ト

ロ
ロ
ア
オ
イ
と
い
う
植
物
の
根
か
ら
つ
く
っ

た
「
ね
り
」
と
呼
ば
れ
る
粘
液
を
入
れ
、
子

ど
も
た
ち
は
初
め
て
手
に
す
る
簀す

桁げ
た

と
い
う

道
具
で
紙
を
漉
き
ま
す
。
自
分
の
卒
業
証
書

に
な
る
紙
を
つ
く
る
こ
と
か
ら
、
な
か
に
は

緊
張
し
て
息
を
止
め
、
溺
れ
そ
う
な
顔
の
子
も
い
ま

す
。
幸
い
紙
漉
き
は
や
り
直
し
が
き
く
。「
人
生
と

同
じ
。
や
る
気
さ
え
あ
れ
ば
、
何
度
で
も
や
り
直
せ

ば
い
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ホ
テ
ル
や
店
舗
、
茶
室
や
オ
フ
ィ
ス
な
ど
、

内
装
の
仕
事
も
素
材
づ
く
り
か
ら
行
い
ま
す
。
和
紙

は
天
然
素
材
を
混
ぜ
る
こ
と
で
新
た
な
風
合
い
が
生

ま
れ
ま
す
。
佃
煮
屋
さ
ん
の
店
舗
内
装
の
た
め
に
ア

サ
リ
の
殻
入
り
の
壁
紙
を
つ
く
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。間
伐
材
で
紙
を
漉
い
た
り
、捨
て
て
い
た
楮
の

皮
か
ら
防
草
シ
ー
ト
を
試
作
し
た
り
、
和
紙
で
ウ
ェ

デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
を
つ
く
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
１
０
０
０
年
以
上
保
存
で
き
る
と
も
い
わ
れ
る
和

紙
の
可
能
性
を
広
げ
て
い
く
こ
と
で
、
こ
の
技
術
を

未
来
に
つ
な
げ
た
い
。
今
の
時
代
に
合
わ
せ
、
求
め

ら
れ
る
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
「
売
る
」
た

め
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
和
紙
と
そ
の
技
術
を
残

す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

■

ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
細
川
紙

　
毎
年
の
卒
業
証
書
づ
く
り
を
続
け
て
い
く
に
は
、

材
料
を
安
定
的
に
入
手
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
の
で
、

楮
の
栽
培
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
畑
を
も
っ
て

い
る
方
に
お
願
い
し
、
地
域
の
方
に
協
力
し
て
も
ら

い
な
が
ら
、
今
で
は
１
０
０
０
株
以
上
を
植
え
る
大

き
な
畑
も
あ
り
ま
す
。
農
業
か
ら
モ
ノ
づ
く
り
、
そ

し
て
商
品
を
売
る
ま
で
が
、
私
の
和
紙
の
仕
事
で
す
。

　
２
０
１
４
年
、
私
た
ち
の
細
川
紙
は
、
岐
阜
県
の

本ほ
ん

美み

濃の

紙し

や
島
根
県
の
石せ

き

州し
ゅ
う

半ば
ん

紙し

と
と
も
に
「
和

紙
：
日
本
の
手
漉
和
紙
技
術
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
の

無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
町
を
訪
れ
る
人
も
増

え
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
紙
を
漉
く
工

程
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
見
直
し
、
素
材
づ
く
り
や
環

境
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
を
あ
ら
た
め
て
考
え

る
機
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
先
人
た
ち
は
、
よ
い
紙
を
つ
く
る
た
め
に
ど
ん
な

思
い
で
伝
統
を
つ
な
い
で
き
た
の
だ
ろ
う
、
と
よ
く

考
え
ま
す
。
最
初
は
小
さ
か
っ
た
工
房
を
大
き
く
し
、

現
在
、
元
給
食
セ
ン
タ
ー
の
建
物
を
借
り
て
い
る
の

も
、
和
紙
を
学
び
た
い
人
が
集
ま
る
ラ
ボ
の
よ
う
な

場
所
が
ほ
し
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
国
内
外
の
多

く
の
方
が
、
こ
こ
へ
和
紙
漉
き
や
楮
づ
く
り
を
学
び

に
来
て
い
ま
す
。

　
学
校
の
先
生
が
こ
の
工
房
に
来
ら
れ
る
と
、
す
ぐ

に
わ
か
り
ま
す
。
目
を
皿
の
よ
う
に
し
て
、
見
た
も

の
す
べ
て
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
と
い
う
思
い

が
に
じ
み
出
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
先
生

と
は
、
教
室
と
工
房
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
ぎ
、
紙

漉
き
の
授
業
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

■

技
術
と
と
も
に
自
然
や
人
と
の
関
わ
り
を
伝
え
た
い

　
子
ど
も
の
こ
ろ
は
「
ド
リ
ト
ル
先
生
」
シ
リ
ー
ズ

を
読
み
、獣
医
に
憧
れ
ま
し
た
が
、そ
の
夢
は
叶
わ
ず
、

紆
余
曲
折
を
経
て
、
和
紙
の
職
人
と
な
り
ま
し
た
。

和
紙
を
漉
く
た
め
に
は
、
山
や
畑
と
い
っ
た
環
境
も

大
切
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
学
び
、
や
は
り
自

然
に
触
れ
て
い
る
の
が
私
に
と
っ
て
心
地
よ
く
、
こ

の
仕
事
が
好
き
な
の
だ
と
、
心
か
ら
思
っ
て
い
ま
す
。

　
毎
年
、
高
知
県
の
四
万
十
町
に
通
っ
て
い
ま
す
。

高
級
和
紙
の
原
料
と
な
る
雁が

ん

皮ぴ

が
自
生
し
て
い
る
の

も
大
き
な
理
由
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
高
知
県
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
海
や

川
で
漁
を
す
る
方
々
は
山
の
整
備
に
も
携
わ
る
と
聞

き
ま
す
。
山
が
豊
か
で
な
い
と
海
も
豊
か
に
は
な
ら

な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
山
と
海
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。

和
紙
を
漉
く
技
術
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
自
然
や
人

び
と
と
の
関
わ
り
を
伝
え
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
和
紙
の
産
地
で
は
な
い
地
域
も
あ
る
で
し
ょ
う
け

れ
ど
、
紙
漉
き
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
た
り
、

漆
の
食
器
を
使
っ
て
み
る
こ
と
で
、
工
芸
品
の
魅
力

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
然
と
の
関
わ
り
を

大
切
に
す
る
日
本
の
伝
統
工
芸
の
よ
さ
を
、
大
人
も

子
ど
も
と
一
緒
に
体
験
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
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