
「
和
紙
は
１
４
０
０
年
ほ
ど
の
歴
史

が
あ
り
、
か
つ
て
は
障
子
紙
、
部
屋

を
照
ら
す
提
灯
、
唐
傘
に
も
使
わ
れ

る
生
活
必
需
品
で
し
た
。
生
活
様
式

の
変
わ
っ
た
今
で
は
、
和
紙
が
な
く

て
も
生
活
に
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
、
温
か
み
の
あ
る
和
紙
は
見

て
い
る
だ
け
で
気
分
が
落
ち
着
き
ま

す
。
歴
史
あ
る
和
紙
が
過
去
の
産
物

に
な
ら
な
い
よ
う
、
身
近
に
置
い
て

楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
思
い
を
持

っ
て
い
ま
す
」（
泰
樹
さ
ん
）

人
気
が
高
ま
っ
た
き
っ
か
け
は
、

２
０
０
３
年
（
平
成
15
）
に
セ
レ
ク

ト
シ
ョ
ッ
プ
「
Ｂ
Ｅ
Ａ
Ｍ
Ｓ
」
と
の

取
り
引
き
が
始
ま
っ
た
こ
と
だ
っ

た
。
既
存
の
デ
ザ
イ
ン
の
中
か
ら

「
特
に
こ
の
部
分
を
使
っ
て
、
こ
ん

な
箱
を
作
れ
な
い
か
」
な
ど
、
バ
イ

ヤ
ー
か
ら
の
提
案
に
応
え
、
Ｂ
Ｅ
Ａ

Ｍ
Ｓ
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
商
品
も
作
っ

た
。
若
者
の
目
に
留
ま
る
よ
う
に
な

る
と
、
雑
貨
店
で
の
取
り
扱
い
も

続
々
と
決
ま
る
。
そ
の
過
程
で
、
民

芸
的
な
風
合
い
は
残
し
つ
つ
も
、
明

る
い
色
味
に
染
め
た
カ
ラ
フ
ル
な
商

品
が
増
え
て
い
っ
た
。

「
多
く
の
和
紙
メ
ー
カ
ー
が
会
社
を

た
た
む
な
か
、
う
ち
が
残
っ
て
い
け

た
の
は
多
様
な
加
工
製
品
を
作
っ
て

き
た
こ
と
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
」

和
紙
を
広
め
る
活
動
に
も
長
く
力

を
入
れ
て
お
り
、
大
人
も
子
ど
も
も

楽
し
め
る
〝
紙
漉
き
体
験
〞
を
何
十

2

江
戸
時
代
、富
山
の
薬
売
り
が
愛
用
し
て
い
た
丈
夫
な
八や

つ

尾お

和
紙
。

そ
の
製
造
を
唯
一
続
け
て
い
る
の
が「
桂
樹
舎
」だ
。
日
本
の
古
典
柄
だ
け
で
な
く
、

ア
フ
リ
カ
や
ア
イ
ヌ
な
ど
の
民
芸
品
か
ら
着
想
を
得
た
模
様
を「
型
染
め
」の
技
術
で

染
め
上
げ
た
小
物
は
、暮
ら
し
を
温
か
く
彩
っ
て
く
れ
る
。

ス
テ
ー
ショ
ナ
リ
ー
の
製
作
で

伝
統
工
芸
の
技
を
後
世
に

桂
樹
舎 

富
山
県
富
山
市

和
紙
力

取材協力・写真提供＝桂樹舎

染
色
工
芸
家
の
芹
沢
銈
介
氏
と
の
交

流
に
よ
り
「
型
染
め
」
の
魅
力
に
目

覚
め
、
国
内
外
の
民
芸
品
か
ら
着
想

を
得
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
模
様
を
染
色

し
た
和
紙
の
製
造
を
開
始
。
そ
の
デ

ザ
イ
ン
を
生
か
し
た
札
入
れ
や
名
刺

入
れ
な
ど
の
小
物
類
は
評
判
を
呼

び
、
和
紙
の
加
工
メ
ー
カ
ー
と
し
て

１
９
６
０
年
に
「
桂
樹
舎
」
を
立
ち

上
げ
た
。
現
在
は
二
代
目
の
吉
田
泰

樹
さ
ん
が
、
そ
の
伝
統
の
技
を
引
き

継
い
で
い
る
。

が
「
越
中
富
山
の
薬
売
り
」
に
販
売

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
維
新

以
降
に
機
械
漉
き
の
安
価
な
洋
紙
が

輸
入
さ
れ
る
と
需
要
が
激
減
。
現
在

八
尾
町
で
和
紙
の
製
造
を
続
け
て
い

る
の
は
桂
樹
舎
一
社
だ
け
だ
。

創
業
者
の
吉
田
桂
介
さ
ん
は
、
す

で
に
斜
陽
産
業
で
あ
っ
た
八
尾
和
紙

を
「
日
本
の
文
化
」
と
し
て
残
し
た

い
と
考
え
て
手
漉
き
和
紙
メ
ー
カ
ー

「
越
中
紙
社
」
を
１
９
４
６
年
（
昭

和
21
）
に
立
ち
上
げ
る
。
そ
の
後
、

八
尾
和
紙
を
使
っ
た
商
品
を
製

造
・
販
売
す
る
「
桂
樹
舎
」
の
ス
テ

ー
シ
ョ
ナ
リ
ー
や
イ
ン
テ
リ
ア
は
、

伝
統
工
芸
の
枠
を
越
え
、
お
し
ゃ
れ

な
雑
貨
と
し
て
老
若
男
女
を
問
わ
ず

親
し
ま
れ
て
い
る
。

富
山
県
南
部
に
位
置
す
る
八
尾
町

で
は
、
古
く
か
ら
農
家
の
冬
の
仕
事

と
し
て
さ
か
ん
に
紙
漉（
す
）
き
が

行
わ
れ
て
き
た
。
丈
夫
な
八
尾
和
紙

は
薬
包
紙
や
袋
紙
、
帳
簿
な
ど
に
重

宝
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
そ
の
多
く
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1ブックカバー、ペン立て、文庫箱など、身
近な小物類に八尾和紙を活用する。デザイ
ン性の高さも人気の理由。2 製造工房の隣
に併設された「和紙文庫」では、紙の歴史
を紹介するとともに、吉田桂介さんが収集し
た国内外の紙工芸品を収蔵・展示している。

年
も
続
け
て
い
る
。
地
域
の
小
学
校

と
も
連
携
し
、
八
尾
町
内
の
小
学
生

は
自
分
の
手
で
漉
い
た
八
尾
和
紙
の

卒
業
証
書
を
手
に
し
て
卒
業
し
て
い

く
。
多
く
の
伝
統
工
芸
に
と
っ
て
職

人
不
足
は
大
き
な
課
題
だ
が
、
同
社

は
人
材
確
保
に
困
っ
た
こ
と
は
な
い

と
い
う
。
現
在
、
20
人
の
職
人
が
在

籍
し
、
そ
の
８
割
が
女
性
だ
。
一
番

の
若
手
は
23
歳
で
、
御
年
70
の
ベ
テ

ラ
ン
も
い
る
。

「
23
歳
の
子
は
小
学
生
の
頃
に
う
ち

の
〝
手
漉
き
体
験
〞
に
来
て
、
将
来

は
職
人
に
な
る
と
決
め
た
そ
う
で
、

本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
」
と

泰
樹
さ
ん
は
う
れ
し
そ
う
に
話
す
。

時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
、
御
朱

印
帳
や
、
書
類
入
れ
な
ど
新
製
品
を

生
み
出
し
続
け
て
お
り
、
今
後
は
八

尾
和
紙
の
建
築
資
材
と
し
て
の
活
用

も
広
め
て
い
き
た
い
と
い
う
。

「
殺
伐
と
し
た
世
の
中
で
、
和
紙
は

人
々
の
心
に
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ

る
は
ず
」
と
話
す
泰
樹
さ
ん
。
和
紙

が
も
つ
そ
の
真
価
を
未
来
に
つ
な
げ

て
い
く
べ
く
、
不
断
の
努
力
は
続
い

て
い
く
。

 

（
梶
野
佐
智
子
） 一つひとつ筆で色をのせていく「色差し」の作業。色ごとに筆を変え、色を差していく。
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