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を
参
考
に
し
な
が
ら
、
展
示
品
の
い
く
つ
か
を

紹
介
し
て
ゆ
く
。

紙
の
発
明
と
日
本
へ
の
伝
来

　

紙
が
発
明
さ
れ
る
前
か
ら
、
人
び
と
は
文
字

を
筆
記
す
る
媒
体
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を

利
用
し
て
き
た
。
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
は
粘

土
板
を
利
用
し
て
い
た
し
、
西
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
動
物
の
皮
を
加
工
し
た
羊
皮
紙
を

利
用
し
て
い
た
。
イ
ン
ド
で
は
ヤ
シ
の
葉
を
加

工
し
た
貝ば

い
た
ら

多
羅
が
利
用
さ
れ
、
中
国
や
日
本
で

は
木
簡
・
竹
簡
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

西
暦
一
〇
五
年
、
中
国
後
漢
時
代
の
宦
官
で

あ
っ
た
蔡さ

い
り
ん倫

が
、
実
用
に
耐
え
る
紙
を
完
成
さ

せ
た
。
そ
の
製
法
は
、
細
か
く
砕
い
た
樹
皮
・

麻
ク
ズ
な
ど
の
材
料
を
水
に
溶
か
し
、
竹
を
編

ん
で
作
成
し
た
簀す

で
濾
し
て
乾
か
す
も
の
だ
っ

た
。

　

日
本
で
は
、五
三
八
年
に
仏
教
が
伝
来
し
た
。

聖
徳
太
子
は
、
八
百
万
の
神
々
を
信
仰
し
て
い

た
国
民
の
思
想
を
仏
教
に
統
一
す
る
た
め
に
、

写
経
を
広
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
紙
と

墨
が
必
要
と
な
っ
た
。
六
一
〇
年
に
な
っ
て
、

高
句
麗
か
ら
来
日
し
た
僧
曇ど

ん
ち
ょ
う

徴
は
、
中
国
か
ら

紙
と
墨
の
製
法
を
伝
え
た
。そ
れ
だ
け
で
な
く
、

碾て
ん
が
い磑

と
い
う
水
力
を
利
用
し
た
石
臼
も
造
っ

た
。
こ
れ
は
紙
の
原

料
と
な
る
麻
ク
ズ
の

繊
維
を
細
か
く
砕
く

た
め
に
用
い
た
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
こ
と
が
紙
づ
く
り

の
向
上
に
つ
な
が
っ

　

鳥
取
市
青
谷
町
に
山
根
和
紙
資
料
館
は
あ

る
。
パ
ッ
と
見
た
だ
け
で
は
と
て
も
資
料
館
の

よ
う
に
見
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
建
物
の
外
見

が
学
校
の
校
舎
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

も
そ
の
は
ず
。
こ
の
資
料
館
は
、
廃
校
に
な
っ

た
日
置
谷
小
学
校
の
校
舎
を
貰
い
受
け
、移
築
・

改
装
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

入
り
口
の
前
で
戸
惑
っ
て
い
る
と
、
こ
の
資

料
館
の
館
長
さ
ん
が
温
か
く
迎
え
入
れ
て
く
だ

さ
っ
た
。
館
長
さ
ん
の
名
前
は
塩
伸
代
さ
ん
。

と
て
も
元
気
で
、
お
話
上
手
で
、
学
校
の
先
生

顔
負
け
の
と
て
も
的
確
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て

く
だ
さ
る
方
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
応
接
間
へ
通
し
て
い
た
だ
い
た
。

大
き
な
テ
ー
ブ
ル
の
ま
わ
り
に
い
く
つ
か
の
和

紙
の
作
品
が
展
示
し
て
あ
り
、
お
土
産
コ
ー

ナ
ー
も
併
設
さ
れ
て
い
た
。
私
た
ち
は
そ
こ
で

自
己
紹
介
を
し
た
後
、
ま
ず
は
館
長
さ
ん
自
ら

が
資
料
館
を
案
内
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

展
示
品
は
日
本
古
来
の
和
紙
や
世
界
中
の

紙
、
そ
し
て
紙
で
で
き
た
製
品
な
ど
、
紙
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
だ
っ
た
。
資
料
館
の
入

り
口
に
張
っ
て
あ
っ
た
世
界
の
紙
の
歴
史
年
表

山
根
和
紙
資
料
館

紙
の
歴
史
を
伝
え
る
学
校

（
鳥
取
市
青
谷
町
）石 

倉 

優 

希

永 

瀬 

安 

那

■玄関前の羊の石像。

■狐のお面。これも紙です。

特集
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た
。

　

こ
の
資
料
館
に
も
展
示
さ
れ
て
い
た
百

ひ
ゃ
く
ま
ん
と
う

万
塔

陀だ
ら
に
き
ょ
う

羅
尼
経
は
、
七
七
〇
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。こ
れ
は
日
本
初
の
印
刷
物
で
あ
る
が
、

そ
の
印
刷
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
陀
羅
尼
と
は
、

本
来
暗
記
し
て
繰
り
返
し
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
雑
念
を
払
い
、
無
念
無
想
の
境
地
に
至
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
仏
教
に
お
け
る
呪

文
の
一
種
だ
そ
う
だ
。
百
万
塔
は
、
こ
の
陀
羅

尼
を
納
め
る
た
め
の
容
器
で
あ
る
。

流
し
漉
き
の
確
立

　

八
〇
六
年
、
朝
廷
で
用
い
る
紙
の
製
造
を
行

う
た
め
に
、
官
立
の
製
紙
所
で
あ
る
紙し

お
く
い
ん

屋
院
が

設
立
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、「
流な

が

し
漉す

き
」
と
い

う
新
し
い
紙
づ
く
り
の
技
法
が
発
明
さ
れ
た
。

こ
の
技
法
の
確
立
に
よ
っ
て
、現
在
で
い
う「
和

紙
」
が
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
の
紙
は
、「
溜た

め
漉す

き
」
と
い
う

技
法
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
溜
め
漉
き
は
、
簀

を
は
め
た
漉す

き
げ
た桁

へ
繊
維
を
溶
か
し
た
紙
料
液
を

す
く
い
入
れ
、
揺
す
り
な
が
ら
簀
の
上
に
平
ら

な
紙
の
層
を
つ
く
っ
て
い
く
技
法
で
あ
る
。

　

流
し
漉
き
は
、「
ね
り
」
と
呼
ば
れ
る
植
物

性
の
粘
液
を
混
ぜ
た
紙
料
液
を
、
漉
桁
の
中
へ

手
前
か
ら
す
く
い
入
れ
、
揺
り
動
か
し
て
余
分

な
水
を
流
し
な
が
ら
紙
の
層
を
つ
く
っ
て
い
く

技
法
で
あ
る
。

　

流
し
漉
き
と
溜
め
漉
き
と
の
違
い
は
、
ね
り

を
用
い
る
か
否
か
で
あ
り
、
ね
り
の
効
果
に

よ
っ
て
湿
っ
た
紙
で
も
一
枚
ず
つ
は
が
す
こ
と

が
容
易
と
な
り
、
薄
い
紙
を
た
く
さ
ん
生
産
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て

生
ま
れ
た
薄
い
紙
は
、
肉
太
の
文
字
に
は
向
か

ず
、
小
筆
で
書
く
繊
細
な
日
本
独
自
の
仮
名
文

字
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
ろ
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

■（左上）百万塔。（右上）紙をこよっ
て作った籠。（下）貝多羅。

「
折お

り
か
た形

」
で
あ
る
。
折
形
は
、
平
安
時
代
の
貴

族
た
ち
が
贈
り
物
を
す
る
と
き
に
使
っ
て
い
た

も
の
で
、
た
と
え
ば
赤
飯
に
添
え
る
ご
ま
塩
包

み
、
香
包
み
、
金
包
み
、
扇
包
み
、
の
し
包
み

な
ど
で
包
み
方
を
変
え
て
い
た
が
、そ
の
う
ち
、

各
家
や
流
派
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
紙
の
折
り
方

が
伝
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

鎌
倉
時
代
の
は
じ
め
に
な
る
と
、
折
形
は
武

士
に
よ
っ
て
使
わ
れ
始
め
た
。
武
士
が
天
皇
に

贈
答
す
る
と
き
に
、
紙
が
白
く
高
価
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
武
士
が
天
皇
に
自
分
が
い
か
に
潔

癖
で
あ
る
か
を
証
明
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
。

こ
れ
が
現
在
の
熨の

し
が
み

斗
紙
の
源
で
あ
る
。

和
紙
の
普
及

　

鎌
倉
時
代
の
中
頃
に
な
る
と
、
人
び
と
の
暮

ら
し
の
中
で
和
紙
は
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
住
居
で
は
、
行
灯
や

雪
洞
が
普
及
し
た
。
衣
服
で
は
、
紙し

い衣
が
普
及

し
た
。
こ
れ
は
和
紙
を
材
料
と
し
た
着
物
で
あ

り
、
丈
夫
で
持
ち
運
び
に
便
利
な
た
め
、
武
士

や
俳
人
が
好
ん
で
利
用
し
て
い
た
そ
う
だ
。

　

資
料
館
に
は
、
紙
布
で
で
き
た
裃

か
み
し
もも

展
示
さ

れ
て
い
た
。
紙
布
は
和
紙
を
こ
よ
っ
て
糸
を
つ

く
り
、
そ
の
糸
を
織
っ
た
布
で
あ
る
。
紙
衣
と

は
異
な
り
、軽
く
て
肌
触
り
が
よ
か
っ
た
た
め
、

女
性
の
夏
の
衣
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
桐
の

油
で
撥
水
加
工
し
て
い
る
の
で
、
洗
濯
可
能
で

あ
る
。
ち
な
み
に
『
奥
の
細
道
』
で
有
名
な
松

尾
芭
蕉
は
、
紙
布
で
で
き
た
着
物
を
着
て
旅
を

し
て
い
た
そ
う
だ
。

　

室
町
時
代
の
中
頃
に
な
る
と
「
紙
座
（
紙
の

市
）」
が
で
き
た
た
め
、
さ
ら
に
和
紙
の
生
産

流
通
が
活
発
と
な
っ
た
。
紙
が
米
や
木
材
に
次

ぐ
量
で
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
扇
子
屋
、

傘
屋
、
紙
衣
屋
と
い
っ
た
紙
を
扱
う
職
業
も
多

く
な
っ
た
。
ま
た
、
か
わ
ら
版
や
浮
世
絵
な
ど

の
出
版
物
の
発
行
や
、
ち
り
紙
な
ど
の
古
紙
の

再
生
も
盛
ん
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
和
紙

は
庶
民
の
生
活
に
広
く
、
深
く
関
わ
っ
て
い
っ

た
の
だ
。

洋
紙
の
伝
来
と
和
紙
の
い
ま

　

一
七
一
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ
オ
ミ
ュ
ー
ル

は
、
ハ
チ
の
巣
が
木
材
の
繊
維
で
で
き
て
い
る

こ
と
を
発
見
し
、
木
材
パ
ル
プ
と
い
う
ア
イ

デ
ア
を
考
案
し
た
。
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
がpaper 

w
asp

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
こ
か
ら
来
て
い

■折形。

■紙布で出来た衣服。

■紙布で出来た裃。
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也
に
型
絵
染
の
人
間
国
宝
で
あ
る
芹
沢
銈
介
を

紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
芹
沢
の
も
と
で
、
念
願
の

美
し
い
和
紙
を
漉
く
技
術
を
磨
い
た
そ
う
だ
。

紙
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
た
！

　

山
根
和
紙
資
料
館
は
、
一
九
八
〇
年
に
開
館

し
た
。義
郎
さ
ん
が
五
十
四
歳
の
と
き
で
あ
る
。

義
郎
さ
ん
は
、
自
分
が
紙
漉
き
に
つ
い
て
勉
強

す
る
と
き
に
と
て
も
苦
労
さ
れ
た
そ
う
だ
。
こ

れ
か
ら
紙
漉
き
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
若
手
に

は
、
そ
ん
な
苦
労
を
さ
せ
ま
い
と
考
え
て
、
こ

の
よ
う
な
施
設
を
た
っ
た
一
人
で
作
っ
た
。
義

郎
さ
ん
の
考
え
を
反
映
し
て
、
館
内
の
展
示
品

か
ら
は
古
今
東
西
の
人
び
と
の
紙
に
対
す
る
深

く
多
様
な
思
い
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

私
は
、
紙
は
火
や
水
に
弱
く
、
す
ぐ
ダ
メ
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い

た
。
今
回
、
さ
ま
ざ
ま
な
展
示
品
や
お
話
を
見

聞
き
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
変
わ
っ

た
。
展
示
品
に
あ
っ
た
「
李
朝
の
紙
貼
り
タ
ン

ス
」
は
木
で
で
き
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

名
前
の
通
り
骨
組
み
以
外
は
張
子
で
あ
る
。
他

に
も
紙
で
で
き
た
「
火
鉢
」
や
「
紙
た
ら
い
」

が
あ
っ
た
。
ど
れ
も
紙
で
作
る
の
は
不
可
能
だ

り
、
ド
イ
ツ
で
洋
紙
の
生
産
が
盛
ん
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

　

日
本
に
洋
紙
が
伝
わ
っ
た
の
は
、
明
治
維
新

の
頃
で
あ
る
。
一
八
七
四
年
、
日
本
で
初
め
て

機
械
に
よ
る
洋
紙
生
産
が
始
ま
り
（
原
料
は
木

材
以
外
）、
一
八
八
九
年
、
木
材
パ
ル
プ
を
原

料
と
し
た
紙
（
洋
紙
）
の
製
造
が
始
ま
っ
た
。

一
九
〇
〇
年
に
は
、
北
海
道
で
国
産
パ
ル
プ
の

製
造
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
の
翌
年
の
一
九
〇
一
年
、
日
本
全
国
の
和

紙
の
生
産
業
者
は
六
万
八
五
六
二
戸
を
数
え
て

い
る
。
こ
の
こ
ろ
が
和
紙
生
産
の
全
盛
期
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
後
、
洋
紙
に
押
さ
れ
て
次
第

に
減
少
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

資
料
館
に
は
、
こ
の
こ
ろ
つ
く
ら
れ
た

「
紙し

こ
う
き
ん

腔
琴
」が
展
示
さ
れ
て
い
る
。紙
腔
琴
と
は
、

ハ
ン
ド
ル
を
回
し
て
空
気
を
送
り
、
オ
ル
ガ
ン

の
よ
う
な
音
を
出
す
、
和
紙
で
で
き
た
楽
器
で

あ
る
が
、
そ
の
当
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途
に
和

紙
の
利
用
拡
大
を
図
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
現
在
で
も
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
継

続
さ
れ
て
お
り
、
造
形
芸
術
、
創
作
和
紙
、
機

能
紙
な
ど
和
紙
の
利
用
範
囲
は
広
が
り
続
け
て

い
る
。

美
し
い
和
紙
を
求
め
て

　

資
料
館
を
見
学
し
た
後
、
私
た
ち
は
、
は
じ

め
に
通
し
て
い
た
だ
い
た
応
接
間
で
館
長
さ
ん

の
お
話
を
伺
っ
た
。

　

こ
の
資
料
館
の
母
体
と
な
る
会
社
（
大
因
州

製
紙
協
業
組
合
）
の
創
業
者
で
あ
る
塩
義
郎
さ

ん
は
、
十
五
歳
で
製
紙
を
生
業
と
す
る
家
の
跡

継
ぎ
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
工
業
化
が
進

み
、
旧
来
の
紙
漉
き
を
や
め
て
し
ま
お
う
と
ま

で
思
い
詰
め
て
い
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、
た
ま
た
ま
山
根
を
訪
れ
た
民

芸
運
動
の
柳
宗
悦
に
、
義
郎
さ
ん
が
漉
い
た
紙

を
美
し
い
と
褒
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
紙

の
厚
さ
や
薄
さ
、
値
段
と
い
う
即
物
的
な
見
方

で
し
か
紙
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。し
か
し
、

紙
を
美
し
い
と
褒
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
和

紙
の
美
し
さ
に
目
覚
め
、
美
し
い
和
紙
を
後
世

に
残
し
て
い
く
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
か
、
と

い
う
別
の
観
点
か
ら
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
だ
。

　

そ
の
柳
宗
悦
か
ら
鳥

取
の
民
芸
運
動
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
る
吉
田
璋
也

を
紹
介
さ
れ
、
吉
田
璋

る
。

　

し
か
し
、
こ
の
ア

イ
デ
ア
を
フ
ラ
ン
ス

で
実
験
し
た
人
は
い

な
か
っ
た
。そ
の
後
、

一
八
四
〇
年
に
ド
イ

ツ
の
ケ
ラ
ー
が
木
材

パ
ル
プ
を
機
械
的
に

製
造
す
る
方
法
を
発

明
し
、
そ
の
十
四
年

後
に
は
砕さ

い
ぼ
く
き

木
機
を
発

明
す
る
。
こ
の
発
明

に
よ
り
、
木
材
パ
ル

プ
を
大
量
に
供
給
す

る
こ
と
が
可
能
と
な

■紙製のたらい。

■李朝の紙貼りの衣装箱（上）
とタンス（下）。

■紙腔琴。

■取材中の風景。館長さんの話を聞く。

ろ
う
と
思
う
も
の
ば
か
り
で
、
こ
れ
も
紙
で
で

き
て
い
る
の
か
！
と
驚
い
た
。
紙
は
、
加
工
し

だ
い
で
私
が
思
っ
て
い
た
よ
り
ず
っ
と
強
い
も

の
に
な
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

是
非
自
分
で
足
を
運
ん
で
、
和
紙
を
は
じ
め

と
す
る
紙
の
、
長
く
深
い
歴
史
を
感
じ
て
ほ
し

い
。き
っ
と
み
な
さ
ん
も
、紙
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
が
変
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
紙

の
未
来
を
切
り
開
く
キ
ッ
カ
ケ
を
つ
か
ん
で
ほ

し
い
。
山
根
和
紙
資
料
館
は
、
外
見
だ
け
で
な

く
、
人
間
と
紙
と
の
壮
大
な
歴
史
を
い
ま
に
伝

え
る
、
ま
さ
に
「
紙
の
学
校
」
だ
っ
た
。

（
い
し
く
ら
・
ゆ
う
き
／
日
本
語
文
化
系
一
年
生
）

（
な
が
せ
・
あ
ん
な
／
日
本
語
文
化
系
一
年
生
）
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の
ん
び
り
雲
の
編
集
会
議
で
今
年
の
特
集

が
「
紙
」
だ
と
発
表
さ
れ
た
時
、
私
が
最
初
に

思
い
つ
い
た
の
は
「
和
紙
」
で
し
た
。
和
紙
に

書
か
れ
た
古
い
文
書
は
味
わ
い
深
く
て
好
き

だ
っ
た
の
で
、
そ
の
和
紙
が
ど
こ
で
、
ど
の
よ

う
に
し
て
作
ら
れ
て
い
る
の
か
、
さ
っ
そ
く
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
出
て
き
た
の
は
浜
田
市
三

隅
町
で
作
ら
れ
て
い
る
「
石
州
和
紙
」。
ど
ん

な
和
紙
な
の
か
と
興
味
を
持
っ
た
私
は
、
石
州

和
紙
に
つ
い
て
取
材
を
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し

た
。

石
州
和
紙
の
里
へ

　

七
月
三
十
日
、
午
前
六
時
半
。
私
た
ち
は
半

分
眠
っ
た
ま
ま
松
江
を
出
発
し
ま
し
た
。
向
か

う
の
は
浜
田
市
三
隅
町
古
市
場
に
あ
る
石
州
和

紙
会
館
。
三
隅
中
央
公
園
の
中
に
あ
り
、
桜
の

大
木
の
材
で
造
ら
れ
た
趣
の
あ
る
看
板
が
目
印

と
な
っ
て
い
る
建
物
で
す
。
こ
の
和
紙
会
館
は

平
成
二
〇
年
一
〇
月
に
オ
ー
プ
ン
し
、
石
州
和

紙
の
技
術
・
技
法
の
研
修
や
情
報
発
信
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
和
紙
の
製
造
や
商
品
開
発
な
ど
を
総
合

的
に
担
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
新
し
く
、
温
か
み
の
あ
る
施
設
の
中
へ

石
州
和
紙
に
触
れ
る

松 

本 

澄 

美

入
る
と
、図
書
館
の
よ
う
な
重
厚
な
香
り
が
し
、

和
紙
で
作
ら
れ
た
様
々
な
工
芸
品
が
展
示
し
て

あ
り
ま
し
た
。
展
示
室
の
奥
に
は
会
議
室
と
事

務
室
が
あ
り
、
今
回
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

久
保
田
彰
さ
ん
が
私
た
ち
を
出
迎
え
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
久
保
田
さ
ん
は
石
州
和
紙
協
同
組

合
の
代
表
理
事
で
あ
り
、
石
州
半
紙
技
術
者
会

の
副
会
長
も
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま

ず
は
会
議
室
で
石
州
和
紙
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

石
州
和
紙
は
、
楮

こ
う
ぞ

、
三み

つ
ま
た椏

、
雁が

ん
ぴ皮

と
呼
ば
れ

る
三
種
類
の
木
の
皮
を
原
料
と
し
て
作
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

楮
は
繊
維
が
長
く
絡
み
や
す
い
性
質
を
持
っ

て
い
る
の
で
、
強
靭
な
紙
が
で
き
ま
す
。
楮
紙

は
昔
か
ら
商
人
の
大
福
帳
や
障
子
紙
な
ど
に
用

い
ら
れ
て
き
た
そ
う
で
す
。
三
椏
は
柔
ら
か
く

光
沢
の
あ
る
紙
が
で
き
る
の
で
、
お
札
を
は
じ

め
と
す
る
印
刷
物
や
書
道
用
紙
に
適
し
て
い
る

そ
う
で
す
。
雁
皮
は
繊
維
が
半
透
明
で
光
沢
が

あ
り
、
し
か
も
粘
着
力
が
あ
る
の
で
、
光
沢
が

あ
っ
て
薄
い
高
級
紙
が
で
き
ま
す
。
雁
皮
紙
は

ま
た
、
湿
気
や
虫
の
害
に
強
い
と
も
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

昔
か
ら
浜
田
周
辺
で
作
ら
れ
て
き
た
楮

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
紙
は
、「
石せ

き
し
ゅ
う
ば
ん
し

州
半
紙
」

と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
伝
統
和
紙
の
衰
退
に

危
機
感
を
抱
い
た
文
化
庁
は
、
日
本
全
国
を
調

査
し
た
結
果
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
年
）

石
州
半
紙
と
本
美
濃
紙
の
二
つ
を
、
国
の
重
要

無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
、
手
漉
き
和
紙
）
に

指
定
し
ま
し
た
。
石
州
半
紙
の
伝
統
技
術
・
技

法
の
保
護
と
後
継
者
の
育
成
を
目
指
し
た
の
で

す
。

　

無
形
文
化
財
と
な
っ
た
石
州
半
紙
は
、
原
料

（
楮
）
や
道
具
、
補
助
剤
か
ら
漉
き
方
ま
で
規

定
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
規
定
か
ら
は
み

出
し
た
和
紙
は
、
石
州
半
紙
と
は
名
乗
れ
な
い

の
で
す
。

　

そ
こ
で
、
三
隅
に
お
け
る
和
紙
事
業
の
規
模

拡
大
を
目
指
し
て
、
新
た
に
「
石
州
和
紙
」
と

い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
石
州
半

紙
の
規
定
外
の
材
料
や
作
り
方
を
用
い
て
漉
い

た
和
紙
を
「
石
州
和
紙
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た

の
で
す
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
年
）
に
は
、

こ
の
石
州
和
紙
が
「
伝
統
工
芸
品
」
の
指
定
を

■雁皮、三椏、楮、補助材料のトロロアオイ。

特集



受
け
て
い
ま
す
。
こ
の
石
州
和
紙
は
ハ
ガ
キ
や

便
箋
か
ら
様
々
な
紙
製
品
ま
で
、
利
用
範
囲
を

大
き
く
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

和
紙
会
館
の
中
に
あ
る
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
は

様
々
な
石
州
和
紙
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。楮
、

三
椏
、
雁
皮
、
そ
れ
ぞ
れ
の
材
料
で
作
ら
れ
た

和
紙
は
、
厚
さ
、
触
っ
た
感
触
や
透
明
感
な
ど

が
す
べ
て
違
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
色
が
つ

い
て
い
た
り
模
様
が
入
っ
て
い
た
り
と
、
色
々

な
種
類
の
和
紙
が
で
き
る
も
の
な
の
だ
と
感
心

し
ま
し
た
。

　

展
示
品
の
中
で
私
が
驚
い
た
の
は
、
和
紙

で
作
ら
れ
た
加
工
品
の
数
々
で
し
た
。
コ
ー

ス
タ
ー
や
ク
ッ
シ
ョ
ン
、
さ
ら
に
は
服
ま
で

…
…
。
す
べ
て
和
紙
で
作
ら
れ
て
い
た
の
で

す
。
紙
は
水
に
濡
れ
た
り
、
何
度
も
折
り
曲
げ

た
り
す
る
と
破
れ
て
し
ま
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
使
い

道
が
あ
っ
た
な
ん
て
思
っ
て
も
み
ま
せ
ん
で
し

た
。

和
紙
作
り
体
験

　

石
州
和
紙
は
、
た
く
さ
ん
の
工
程
を
経
て
作

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
工
程
を
表
に
示
し
て
お

き
ま
し
た
。
原
木
が
和
紙
に
な
る
ま
で
に
は
、

本
当
に
長
い
時
間
と
手
間
が
か
け
ら
れ
て
い
る

の
だ
と
、
改
め
て
驚
き
ま
し
た
。

　

石
州
和
紙
会
館
で
は
実
際
に
和
紙
作
り
を
体

験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
た
ち
も
「
抄

造
」
と
い
う
工
程
を
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

桧
ひ
の
き

で
で
き
た
「
漉す

き
桁げ

た

」
に
、
竹
を
絹
糸
で

編
ん
だ
「
漉す

き
簀す

」
を
は
さ
ん
で
紙
を
漉
き

ま
す
。
抄
造
の
工
程
に
は
「
数か

ず
し子

」「
調ち

ょ
う
し子

」

「
捨す

て
み
ず水

」
と
い
う
三
段
階
が
あ
り
ま
す
。
数
子

は
紙
料
を
す
く
い
上
げ
る
こ
と
。
調
子
は
紙
料

を
深
く
す
く
い
上
げ
前
後
に
動
か
し
な
が
ら
、

繊
維
を
絡
み
合
わ
せ
る
こ
と
。
捨
水
は
簀
の
上

の
余
っ
た
水
や
紙
料
を
一
気
に
ふ
る
い
捨
て
る

こ
と
で
す
。

　

初
め
に
久
保
田
さ
ん
か
ら
指
導
を
受
け
、
そ

の
後
、
自
分
で
紙
を
漉
き
ま
し
た
。
数
子
は
良

い
角
度
で
紙
料
を
す
く
い
上
げ
な
い
と
、
す
ぐ

に
し
わ
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
す
く
い
上
げ

る
だ
け
で
簡
単
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
し
わ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
く
い
上
げ

る
の
は
至
難
の
業
で
す
。

　

調
子
で
は
、
平
ら
に
動
か
さ
な
い
と
厚
さ
が

変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が

必
要
で
す
。
私
は
、
手
首
が
カ
チ
カ
チ
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
、
力
を
抜
い
て
、
紙
料
の
動
き

を
見
な
が
ら
動
か
す
の
が
ポ
イ
ン
ト
だ
と
教
え

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
は
捨
水
。
こ
れ
が
難
し
い
！　

私
は
と

て
も
不
器
用
な
の
で
、二
回
も
失
敗
し
ま
し
た
。

前
に
押
し
出
す
よ
う
に
と
、
コ
ツ
を
教
え
て
い

た
だ
い
て
、や
っ
と
の
こ
と
で
成
功
し
ま
し
た
。

石
州
和
紙
の
振
興
を
中
心
に

な
っ
て
担
っ
て
い
る
久
保
田
彰

さ
ん
に
、
ご
自
身
の
こ
と
に
つ

い
て
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
ご

多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た

ち
の
質
問
に
丁
寧
に
答
え
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。

　

久
保
田
さ
ん
が
和
紙
作
り
の

道
を
志
し
た
背
景
に
は
、
石
州

和
紙
の
第
一
人
者
で
あ
る
父
・

保や
す
い
ち一

さ
ん
の
存
在
が
あ
り
ま
し

た
。
保
一
さ
ん
は
、
昭
和
二
一

年
か
ら
手
漉
き
和
紙
を
作
り
始

め
、
昭
和
五
三
年
に
は
ア
メ
リ

カ
で
海
外
初
の
手
漉
き
和
紙
の

実
演
と
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
昭
和
六
一
年
か
ら
ブ
ー

久
保
田
彰
さ
ん
の
お
話

　

石
州
和
紙
を
代
表
す
る
職
人
で
あ
り
、
ま
た

■（上段）和紙のクッション。
（下段）和紙製のオロチの頭。

■（左）和紙について説明してくださる久保田さん。（右）和紙の
こよりを編んで作られる服を紹介してくださる倉井さん。

■「調子」の手本を見せ
てくださる久保田さん。

 石州和紙製造工程
原料栽培 楮・三椏は地元の畑で栽培されたものを使用し、雁

皮は野生のものを使用する。
原木刈り取り 12 月から 1 月にかけて行われる。
原木裁断 刈り取った原木を 1 メートルくらいに切り揃える。
原料蒸し 蒸気によって蒸す「せいろ蒸し」と呼ばれる方法で、

木芯（木材）と表皮を剝がれやすくする。
木口叩き 根元を槌で叩き、原木と表皮を分離しやすくする。
原木剝ぎ 木芯と表皮を剝がす。
黒皮乾燥 剝いだ黒皮を束にして、自然の風に当てて乾燥する。
黒皮そぞり 乾燥させた原木の表皮の黒い部分を 1 本ずつ包丁で

丁寧に削る。楮の強靱さを出すために表皮と白皮の
間のあま皮部分を残す。

水洗 不純物を洗い流す。
煮熟 木灰かソーダ灰を加え 2 時間ほど煮る。
塵取り 清水の中で一本一本付着している塵などを取り除く。
叩解 堅い木の板に原料を乗せて樫の棒で叩き、繊維を砕

く。
抄造 漉き舟に水と紙料、トロロアオイを入れ、混ぜ棒に

よって均等に分散させる。その原料液を竹簀を挟ん
だ漉き桁ですくって和紙を漉く。

紙床移し 漉きあげられた簀の上の和紙を紙床台へ移動する。
圧搾 圧搾機によって圧をかけながら水を切る。
紙床剝がし よく絞られた紙を一枚一枚剝がす。
干板貼り 剝がされた湿紙を刷毛で銀杏の干し板に貼りつける。
乾燥 貼り終えた干し板を天日によって乾燥する。
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タ
ン
王
国
へ
自
ら
足
を
運
び
、
調
査
や
技
術
指

導
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、
石
州
和
紙
の
継
承

と
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
偉
大
な
父
を
持
つ
彰
さ
ん
。
将
来
、

和
紙
職
人
に
な
ろ
う
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。
し
か
し
、
東
京
の
大
学
に
進
学
し

て
、
た
く
さ
ん
の
書
家
や
画
廊
の
オ
ー
ナ
ー
と

出
会
い
、
そ
れ
ら
の
人
び
と
か
ら
和
紙
の
素
晴

ら
し
さ
を
教
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
大
学
三
年

生
の
時
、
自
分
で
も
和
紙
作
り
を
し
て
み
た
い

と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
卒
業
後
地
元
に
帰
っ

て
和
紙
作
り
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
良

い
手
本
で
あ
り
師
匠
と
な
っ
た
の
は
、
父
の
保

一
さ
ん
で
し
た
。

　

彰
さ
ん
が
島
根
に
帰
っ
て
間
も
な
い
こ
ろ

は
、
石
州
和
紙
が
良
い
と
言
わ
れ
る
理
由
が
分

か
ら
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
和
紙

を
作
り
始
め
て
二
十
年
程
経
っ
た
頃
、
地
元
産

の
楮
と
三
隅
川
の
水
を
使
っ
た
石
州
和
紙
の
品

質
の
良
さ
に
改
め
て
気
づ
き
、
こ
の
よ
う
な
風

土
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
こ
と
に
誇
り
を
持
っ

た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、「（
自
分
が
作
っ
た
紙
を
）
使
う
人
と

直
接
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
も
魅
力
で
す

ね
」
と
も
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
紙
の
作

り
手
と
使
い
手
は
、
昔
は
問
屋
を
介
し
て
い
た

た
め
に
ま
っ
た
く
接
点
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
平
成
に
な
っ
て
、
製
造
元
が
客
に

直
に
商
品
を
売
る
こ
と
を
始
め
、
作
り
手
と
使

い
手
が
直
接
繋
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
作
り
手
は
、
使
う
人
の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
、
そ
の
人
に
合
っ
た
和
紙
を
作
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

彰
さ
ん
に
よ
る
と
、「
使
い
手
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
和
紙
を
漉
け
ば
、
自
然
と
そ
の
使
い
手
に

合
っ
た
和
紙
が
出
来
る
」
そ
う
で
す
。
こ
れ
が

職
人
技
な
の
だ
と
、
思
わ
ず
「
す
ご
い
！
」
と

声
を
出
し
て
い
ま
し
た
。

　

今
、
久
保
田
彰
さ
ん
が
力
を
入
れ
て
い
る
の

は
、
石
州
和
紙
の
後
継
者
と
伝
承
者
を
育
成
す

る
こ
と
で
す
。
久
保
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
に

は
、
後
継
者
と
は
、
石
州
の
地
で
石
州
和
紙
を

作
り
続
け
て
い
く
人
の
こ
と
で
す
。
伝
承
者
と

は
、
石
州
以
外
の
地
か
ら
や
っ
て
来
て
、
石
州

和
紙
作
り
を
学
び
、
石
州
以
外
の
地
で
和
紙
を

作
っ
て
い
く
人
の
こ
と
で
す
。

　

本
来
、
和
紙
作
り
を
し
て
い
る
家
族
か
ら
後

継
者
が
出
て
、
和
紙
作
り
は
一
子
相
伝
で
伝
え

ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
久
保
田
さ
ん
た
ち
は
、

島
根
県
外
だ
け
で
な
く
、
海
外
か
ら
も
和
紙
作

り
を
学
ぶ
人
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
す
。
石

州
和
紙
の
良
さ
を
活
か
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自

分
の
地
で
そ
の
地
の
紙
作
り
を
す
る
。
こ
の
こ

と
が
、
長
い
目
で
見
れ
ば
石
州
和
紙
の
発
展
に

つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
自
分
の
と

こ
ろ
だ
け
が
良
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
、
と
い
う

狭
い
考
え
で
は
な
い
の
で
す
。
私
は
、
こ
こ
で

も
感
動
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

と
て
も
若
々
し
く
活
気
あ
ふ
れ
る
久
保
田
さ

ん
は
、
現
在
六
十
一
歳
。
今
後
の
夢
に
つ
い
て

伺
い
ま
し
た
。「
今
と
同
じ
よ
う
に
紙
漉
き
を

す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
父
が
し
て

い
た
よ
う
に
、
三
隅
を
石
州
和
紙
の
産
地
と
し

て
育
て
て
い
く
こ
と
と
、
後
継
者
や
伝
承
者
を

育
成
す
る
こ
と
が
、
私
の
使
命
だ
と
考
え
て
い

ま
す
」
と
力
強
く
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

素
晴
ら
し
い
技
術
者
で
あ
っ
た
父
の
保
一
さ
ん

の
意
志
を
受
け
継
い
で
、
ご
自
分
の
事
業
所
の

発
展
だ
け
で
な
く
、
石

州
和
紙
の
産
地
全
体
の

形
成
と
活
性
化
を
願
っ

て
お
ら
れ
る
こ
と
を
ひ

し
ひ
し
と
感
じ
ま
し

た
。

　

石
州
和
紙
会
館
で
取

材
を
し
て
、
久
保
田
彰

さ
ん
に
は
た
く
さ
ん
の

こ
と
を
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
も
の
す
ご

い
手
間
と
時
間
を
か
け

て
よ
う
や
く
和
紙
が
で
き
る
こ
と
。
和
紙
を
漉

く
職
人
さ
ん
の
技
の
す
ご
さ
。
和
紙
が
秘
め
て

い
る
た
く
さ
ん
の
用
途
。
石
州
和
紙
は
、
私
が

想
像
し
て
い
た
弱
い
紙
と
は
ま
っ
た
く
違
っ

た
、
と
て
も
力
強
い
和
紙
で
し
た
。
そ
し
て
、

広
く
世
界
に
伝
承
者
を
育
て
る
こ
と
を
通
し

て
、
世
界
全
体
に
和
紙
文
化
を
伝
え
、
同
時
に

石
州
和
紙
の
発
展
を
図
る
と
い
う
考
え
に
は
、

素
直
に
感
動
し
ま
し
た
。
今
後
、
ま
す
ま
す
た

く
さ
ん
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
和
紙
に
な
っ
て
い

く
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

(

ま
つ
も
と
・
き
よ
み
／
英
語
文
化
系
二
年
生)

■和紙作りの道を選んだきっかけや和紙作
りへの情熱を語って頂きました。

■水気を絞った紙を鉄板に貼り付けて
乾かします。

■和紙の完成！

■（上段）「数子」。（中段）「捨
水」。（下段）「紙床移し」。



吾
郷
屋
さ
ん

と
き
、想
像
し
て
い
た
よ
り
ず
っ
と
分
厚
く
て
、

ノ
ー
ト
と
い
う
よ
り
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
本
と
い

う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

吾
郷
さ
ん
と
ノ
ー
ト

　

吾
郷
さ
ん
は
現
在
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
働

き
、
そ
の
多
忙
な
生
活
の
合
間
を
縫
っ
て
ノ
ー

ト
作
り
を
行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
普
通
の
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
で
あ
る
吾
郷
さ
ん
が
な
ぜ
ノ
ー
ト
を

作
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
…
…
。
吾
郷

さ
ん
の
ノ
ー
ト
作
り
の
ル
ー
ツ
は
、
か
な
り
幼

い
時
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

　

吾
郷
さ
ん
は
幼
稚
園
の
頃
か
ら
「
紙
の
束
」

と
い
う
も
の
が
大
好
き
で
、
ホ
ッ
チ
キ
ス
を

使
っ
て
絵
本
を
作
っ
た
り
し
て
い
た
そ
う
で

す
。
銀
行
で
も
ら
っ
た
メ
モ
帳
を
手
に
し
た
だ

け
で
有
頂
天
に
な
る
ほ
ど
の
「
紙
の
束
」
好
き
。

小
学
生
に
な
っ
て
初
め
て
「
自
由
帳
」
を
見
た

ノ
ー
ト
制
作

野 

口 

詩 

織

石 

田 

晶 

子

と
き
の
衝
撃
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
こ
の
白
い
紙

に
は
何
で
も
書
く
こ
と
が
で
き
る
！　

自
分
の

好
き
な
も
の
を
好
き
な
よ
う
に
書
け
る
紙
は
、

ま
さ
に
夢
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
吾
郷
さ
ん
が
初
め
て
本
格
的
な
ノ
ー

ト
を
作
っ
た
の
は
平
成
十
八
年
頃
の
こ
と
。
い

つ
も
使
っ
て
い
る
手
帳
を
見
て
、
ど
う
せ
使
う

な
ら
自
分
の
好
き
な
も
の
を
使
い
た
い
と
、
布

張
り
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
手
帳
を
自
分
で
作
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
の
手
帳
を
見
た
知
り
合
い
か

ら
頼
ま
れ
、
同
級
生
の
結
婚
式
に
メ
ッ
セ
ー
ジ

集
を
作
る
こ
と
と
な
っ
た
吾
郷
さ
ん
は
、
そ
こ

　

出
雲
市
平
田
町
の
中
で
も
、
特
に
木
綿
街
道

と
呼
ば
れ
る
通
り
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時

代
に
か
け
て
雲
州
木
綿
の
市
場
町
と
し
て
栄

え
、
現
在
で
も
塗
壁
造
の
町
並
み
が
残
っ
て
い

る
風
情
溢
れ
る
街
で
す
。
そ
ん
な
昔
の
面
影
を

色
濃
く
残
す
木
綿
街
道
の
西
端
に
、
今
回
取
材

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
吾
郷
さ
ん
の
作
業
場
は

あ
り
ま
す
。

　

作
業
場
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
吾
郷
さ
ん
が

昔
住
ん
で
い
た
家
で
す
。
町
家
特
有
の
間
口
が

狭
く
て
奥
に
長
い
造
り
で
、
中
庭
も
あ
り
、
と

て
も
落
ち
着
く
家
で
し
た
。
通
り
に
面
し
た
一

室
を
使
っ
た
作
業
場
に
は
大
き
な
窓
が
あ
り
、

外
か
ら
作
業
し
て
い
る
様
子
を
覗
き
込
む
子
ど

も
た
ち
も
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
ゆ
っ
く
り
時
が
流
れ
る
、
の
ど
か
な

場
所
で
吾
郷
さ
ん
は
ノ
ー
ト
作
り
を
し
て
お
ら

れ
ま
す
。
吾
郷
さ
ん
の
ノ
ー
ト
を
初
め
て
見
た

特集
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作
品
に
込
め
ら
れ
て
い
る
愛
情
が
伝
わ
っ
て
く

る
よ
う
で
し
た
。

個
性
的
な
デ
ザ
イ
ン

　

吾
郷
さ
ん
の
表
紙
の
デ
ザ
イ
ン
は
と
て
も
個

性
的
か
つ
繊
細
で
す
。
色
紙
を
細
か
く
切
り
抜

い
た
も
の
や
、
色
違
い
の
紙
を
切
り
抜
き
、
は

い
る
も
の
と
は
全
く
異
な
る
絵
に
な
り
そ
う
な

部
分
を
見
つ
け
出
し
、
切
り
出
し
て
表
紙
に
使

う
と
い
う
も
の
で
し
た
。
私
た
ち
も
実
際
に
作

品
に
使
っ
た
写
真
と
切
り
抜
い
た
部
分
が
使
わ

れ
て
い
る
表
紙
を
比
べ
な
が
ら
見
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
の
で
す
が
、
ど
こ
の
部
分
が
ど
う
使
わ

れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
吾
郷
さ
ん
は
新
聞
を
読
ん
で
い
る

と
き
、
自
然
と
写
真
が
別
の
絵
に
見
え
て
し
ま

う
と
の
こ
と
で
し
た
。
私
た
ち
は
吾
郷
さ
ん
の

感
性
と
ひ
ら
め
き
力
に
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
ん
な
吾
郷
さ
ん
の
作
る
ノ
ー
ト
は
ど
れ

も
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
て
、
機
械

で
作
っ
た
も
の
と
は
違
い
、
温
か
み
が
感
じ
ら

れ
る
作
品
で
す
。

ノ
ー
ト
に
対
す
る
想
い

　
「
い
つ
も
傍
ら
に
白
紙
の
ペ
ー
ジ
を
も
っ
て

い
た
い
。
手
に
取
る
た
び
に
ニ
ヤ
リ
と
し
て
し

ま
う
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
、
ノ
ー
ト

を
作
っ
て
い
る
吾
郷
さ
ん
。
た
く
さ
ん
の
人
に

も
っ
と
ノ
ー
ト
を
使
っ
て
ほ
し
い
、
ノ
ー
ト
に

で
製
本
の
楽
し
さ
を
知
り
、
以
来
ず
っ
と
続
け

て
い
る
そ
う
で
す
。

　

白
紙
を
常
に
そ
ば
に
置
い
て
お
き
た
い
と
い

う
欲
求
と
、
サ
イ
ズ
、
手
触
り
、
素
材
、
表
紙
、

花は
な
ぎ
れ布

、
栞
な
ど
、
す
べ
て
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
作

る
こ
と
が
で
き
た
ら
楽
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
好

奇
心
が
、
吾
郷
さ
ん
を
ノ
ー
ト
作
り
の
道
に
導

い
た
そ
う
で
す
。

ノ
ー
ト
の
作
り
方

　

私
た
ち
は
早
速
、
吾
郷
さ
ん
か
ら
ノ
ー
ト
の

作
り
方
を
教
え
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
製
本
方
法
は
大
き
く
分
け
て
上
製
本
と
並

製
本
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
今
回
私
た
ち
が

吾
郷
さ
ん
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
は
上
製

本
（
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
）
の
作
り
方
で
し
た
。

　

ま
ず
は
ノ
ー
ト
の
ペ
ー
ジ
と
な
る
白
紙
を
束

ね
て
糸
で
縫
い
ま
す
。
糸
に
は
蜜み

つ
ろ
う蠟

を
塗
り
、

糸
の
毛
羽
立
ち
を
な
く
し
ま
す
。
糸
の
縫
い
方

に
も
吾
郷
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
オ
リ
ジ

粗
い
ガ
ー
ゼ
の
よ
う
な
も
の
で
、
寒
冷
紗
の
網

目
が
白
紙
の
束
の
背
の
凹
凸
に
く
っ
つ
く
こ
と

で
背
が
強
く
な
る
の
だ
そ
う
で
す
。
寒
冷
紗
を

貼
っ
た
上
に
さ
ら
に
石
州
和
紙
な
ど
を
貼
り
ま

す
。
こ
こ
ま
で
終
わ
る
と
で
き
あ
が
っ
た
も
の

を
ガ
ラ
ス
の
板
で
挟
み
、
ク
リ
ッ
プ
で
と
め
て

一
日
置
い
て
お
く
そ
う
で
す
。
そ
の
後
に
、
背

に
ク
ラ
フ
ト
紙
を
貼
り
ま
す
。

　

次
は
表
紙
の
作
成
で
す
。
表
紙
の
色
紙
に
吾

郷
さ
ん
特
製
の
調
合
糊
を
使
用
し
て
ボ
ー
ル
紙

を
貼
り
ま
す
。紙
に
は
目
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

こ
の
紙
の
目
を
正
し
い
方
向
で
使
わ
な
け
れ
ば

し
っ
か
り
と
し
た
ノ
ー
ト
が
で
き
あ
が
ら
な
い

そ
う
で
す
。
こ
の
後
に
、
背
の
両
端
に
溝
を
作

り
ま
す
。
溝
は
竹
ひ
ご
で
押
さ
え
、
ガ
ラ
ス
板

で
挟
ん
で
一
日
置
き
ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で

綺
麗
な
溝
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
表

紙
と
見
返
し
を
貼
り
合
わ
せ
ま
す
。
素
早
く
塗

ナ
ル
の
縫
い
方

を
し
て
い
る
そ

う
な
の
で
す

が
、
そ
れ
は
企

業
秘
密
な
の
だ

と
か
…
…
。

　

縫
い
終
る
と

次
に
見
返
し
を

貼
り
ま
す
。
そ

し
て
背
の
部
分

に
寒か

ん
れ
い
し
ゃ

冷
紗
を
貼

り
ま
す
。
寒
冷

紗
と
は
、
目
の

め
込
ん
で
組
み
合
わ

せ
た
も
の
、
藍
染
め

な
ど
を
施
し
た
布
を

使
用
し
た
も
の
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　

一
番
驚
か
さ
れ
た

の
は
、
新
聞
の
写
真

を
切
り
抜
い
て
絵
を

作
る
と
い
う
も
の
で

し
た
。
こ
れ
は
、
実

際
に
写
真
に
写
っ
て

■（上段）角背の表紙。（下段）背を縫い
終わった白紙とそれに見返し・花布・栞を
つけ、寒冷紗・和紙を貼ったもの。

■白紙を縫い合わせる。吾郷さんオリジナルの縫い方です。

■断裁機で紙の束を切る吾郷さん。

ら
な
け
れ
ば
紙
が
水
分
を
吸
っ
て

し
ま
う
た
め
、
技
術
が
必
要
と

な
っ
て
き
ま
す
。

　

角
背
は
背
板
が
あ
り
ま
す
が
、

丸
背
の
場
合
は
あ
り
ま
せ
ん
。
吾

郷
さ
ん
の
場
合
は
、
紙
の
束
を

捻
っ
て
背
を
丸
く
し
て
丸
背
を
つ

く
る
そ
う
で
す
。

　

細
か
い
作
業
を
し
な
が
ら
、
何

日
も
か
け
て
一
冊
の
ノ
ー
ト
を
作

り
上
げ
る
。
こ
れ
は
ノ
ー
ト
が
本

当
に
好
き
な
人
で
な
け
れ
ば
で
き

な
い
と
思
い
ま
し
た
。
吾
郷
さ
ん

の
「
作
る
か
ら
に
は
完
璧
な
も
の

を
作
り
た
い
」と
い
う
気
持
ち
と
、



は
手
書
き
の
良
さ
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。

　

パ
ソ
コ
ン
で
は
文
字
は
何
回
で
も
書
き
直
せ

る
け
れ
ど
、
ノ
ー
ト
に
ペ
ン
で
書
い
た
文
字
は

消
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
か
に
は
最
初
の

ペ
ー
ジ
に
書
い
た
こ
と
が
気
に
入
ら
な
く
て
、

そ
の
ま
ま
そ
の
ノ
ー
ト
を
使
わ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
人
も
い
ま
す
。
良
い
こ
と
も
、
悪
い
こ
と

も
、
感
情
の
ま
ま
書
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、

ノ
ー
ト
は
そ
の
時
の
「
自
分
」
を
す
べ
て
記
録

し
ま
す
。
で
も
、
ノ
ー
ト
を
め
く
る
機
会
が
あ

れ
ば
、
た
ま
た
ま
目
に
留
ま
っ
た
ペ
ー
ジ
を
通

し
て
過
去
の
自
分
に
出
会
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
れ
で
視
野
が
広
く
持
て
、
後
に
活
か
せ

る
か
も
し
れ
な
い
。
―
―
吾
郷
さ
ん
は
こ
の
よ

う
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
ま
で
私
は
ノ
ー
ト
を
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え

た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
吾
郷
さ
ん
の
こ
の

言
葉
が
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
、
私
の
中
の
ノ
ー
ト

に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な

気
が
し
ま
し
た
。

　
「
手
作
り
な
ら
で
は
の
、
愛
着
の
あ
る
も
の

が
作
り
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
吾
郷
さ

ん
。
忙
し
い
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
作
ら
れ
る

作
品
は
、
年
間
に
三
十
冊
ほ
ど
で
す
。「
ノ
ー

ト
は
好
き
で
作
っ
て
い
る
。
し
か
し
作
品
は
プ

ラ
イ
ド
を
も
っ
て
作
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
お

ら
れ
た
。
話
し
て
お
ら
れ
る
そ
の
眼
は
と
て
も

ま
っ
す
ぐ
で
、
真
剣
な
も
の
で
し
た
。

　

吾
郷
さ
ん
の
作
品
は
、
時
々
開
催
さ
れ
る
個

展
や
、
陶
芸
な
ど
他
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る

作
家
た
ち
と
合
同
で
行
う
グ
ル
ー
プ
展
で
出
会

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
松
江
市
上

乃
木
に
あ
る
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｒ
と
い
う
お
店
に
置
い
て

あ
り
ま
す
。
機
会
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
一
度
行
っ
て

み
て
ほ
し
い
で
す
。

　

吾
郷
さ
ん
に
は
今
回
初
め
て
お
会
い
し
ま
し

に
、
ノ
ー
ト
は
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る

も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

今
の
私
た
ち
の
生
活
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯

電
話
の
普
及
に
よ
っ
て
、
紙
に
ペ
ン
で
書
く
と

い
う
機
会
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
昔
は

ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
た
日
記
な
ど
も
、
今
で
は

ブ
ロ
グ
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
と
い
っ
た
も
の
に

変
わ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
ノ
ー
ト
は
パ
ソ
コ
ン
と
違
っ
て
、

す
ぐ
に
望
む
ペ
ー
ジ
を
探
し
出
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
、
自
分
の
求
め
て

い
る
情
報
を
探
さ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ

の
と
き
、
自
分
の
求
め
て
い
た
情
報
で
な
い
も

の
も
自
然
に
目
に
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、

過
去
の
自
分
が
書
い
た
も
の
か
ら
、
私
た
ち
は

思
い
が
け
ず
何
か
を
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
予
測
も
で
き
な
い
よ
う
な

と
こ
ろ
が
、
ノ
ー
ト
の
魅
力
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

（
の
ぐ
ち
・
し
お
り
／
日
本
語
文
化
系
一
年
生
）

（
い
し
だ
・
し
ょ
う
こ
／
文
化
資
源
学
系
一
年
生
）

た
が
、
吾
郷
さ
ん
の

「
紙
」
に
対
す
る
思
い

に
、
私
た
ち
は
圧
倒
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
と

て
も
身
近
な
も
の
で
あ

る
「
ノ
ー
ト
」。
し
か

し
、
そ
の
使
い
方
は
人

に
よ
っ
て
も
、
目
的
に

よ
っ
て
も
異
な
り
ま

す
。
吾
郷
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う

■吾郷さんのノート作りの作業場。芸術家的な雰囲気があり
ます。

■（右）ボール紙についての説明を聞いています。
（下）このノートの表紙は細かい模様が切り抜かれ

ています。すべて吾郷さんの手作業です。
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作
品
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
で
す
が
、
そ
の
と
き

書
き
あ
げ
た
作
品
は
、
自
分
で
は
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
ぐ
ら
い
ス
カ
ス
カ
の
作
品
と
感
じ
、

落
胆
し
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
の
書
道

は
何
を
拠
り
所
に
し
た
ら
い
い
の
か
考
え
直
し

た
と
き
、
基
本
に
な
る
の
は
古
典
の
臨
書
、
習

字
の
基
に
な
る
古
典
か
ら
の
集
字
だ
と
気
付
き

ま
し
た
。
ま
た
、
か
な
は
苦
手
だ
っ
た
若
月
さ

ん
で
す
が
、
空
間
の
使
い
方
が
と
て
も
う
ま
い

人
が
お
り
、
か
な
は
構
成
だ
と
い
う
こ
と
を
発

見
し
た
そ
う
で
す
。

   

そ
の
後
、
大
学
を
卒
業
し
、
島
根
に
帰
っ
て

き
て
就
職
し
、
書
道
は
趣
味
と
し
て
続
け
て
き

ま
し
た
。
年
に
一
回
は
島
根
県
の
展
覧
会
に
作

品
を
出
展
し
、
賞
を
も
ら
っ
た
り
も
し
ま
し
た

が
、
周
り
か
ら
評
価
さ
れ
る
半
面
、
自
分
自
身

が
納
得
で
き
る
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
ず
、

力
が
な
い
こ
と
を
実
感
し
た
そ
う
で
す
。
そ
ん

な
と
き
、
作
品
を
見
た
恩
師
の
先
生
に
「
下
手

　
『
う
ん
、何
？
』と
聞
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、

あ
の
毛
筆
で
書
か
れ
た
特
徴
的
な
タ
イ
ト
ル
文

字
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
二
〇
〇
八
年
に
公

開
さ
れ
た
映
画
『
う
ん
、
何
？
』
は
、
島
根
県

出
身
の
錦
織
良
成
監
督
が
雲
南
市
を
舞
台
に
制

作
さ
れ
た
も
の
で
す
。
実
は
、
こ
の
映
画
の
タ

イ
ト
ル
の
文
字
を
書
い
た
の
は
松
江
市
在
住
の

書
道
家
の
若
月
響
子
さ
ん
と
い
う
方
で
す
。

　

こ
の
文
字
を
書
か
れ
た
若
月
さ
ん
と
は
ど
の

よ
う
な
方
な
の
か
？　

こ
の
題
字
に
込
め
ら
れ

た
意
味
、
書
に
対
す
る
想
い
は
？　

今
回
、
私

は
そ
ん
な
気
持
ち
で
お
話
を
伺
う
こ
と
に
し
ま

し
た
。

  若
月
さ
ん
と
書
道

   

若
月
さ
ん
は
お
母
さ
ん
が
書
道
の
先
生
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
遊
び
感
覚
で

気
の
向
く
ま
ま
に
筆
を
握
っ
て
い
た
の
が
書
道

に
入
る
き
っ
か
け
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
ま

ま
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
書
道
を
続
け
て
い
ま

し
た
が
、
大
学
進
学
の
際
、
な
ん
と
な
く
続
け

て
き
た
書
道
の
道
に
本
格
的
に
進
も
う
と
決
め

ま
し
た
。
大
学
で
は
書
道
専
修
コ
ー
ス
を
選
択

し
、
一
日
の
半
分
を
書
道
の
勉
強
に
費
や
し
ま

す
。
こ
の
と
き
に
書
道
の
技
術
以
外
に
も
、
基

本
と
な
る
理
論
を
深
く
勉
強
し
た
そ
う
で
す
。

   

そ
ん
な
若
月
さ
ん
の
書
道
に
対
す
る
意
識
が

大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
卒
業
研
究
で
し
た
。
課

題
は
臨
書
と
創
作
と
か
な
文
字
の
三
つ
で
す
。

臨
書
と
は
中
国
の
古
典
的
な
書
を
手
本
に
し
て

行
う
練
習
で
、
書
道
の
基
礎
に
な
り
ま
す
。
若

月
さ
ん
は
創
作
の
課
題
に
金
子
み
す
ゞ
の
詩
を

選
び
、
そ
れ
ま
で
書
い
た
こ
と
の
な
い
大
き
な

想いを紙に
書道  若月響子さん

植 原 尚 子

■『うん、何？』の文字の制作秘話を語る若月さん。

特集



   

若
月
さ
ん
の
書
は
ま
ず
設
計
図
を
書
く
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
す
。ど
ん
な
効
果
を
与
え
る
か
、

ど
ん
な
技
法
に
す
る
か
を
決
め
、
理
想
と
す
る

ゴ
ー
ル
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
行
き
つ
く

の
か
を
考
え
ま
す
。「
う
ん
、
何
？
」
の
場
合

は
見
る
人
に
疑
問
を
持
た
せ
る
た
め
、
流
す
文

字
で
は
な
く
、
一
つ
ひ
と
つ
の
文
字
に
力
を
入

れ
て
書
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
そ
う
で
す
。

一
見
、
一
気
に
書
か
れ
た
か
に
見
え
る
あ
の
文

字
も
、
実
は
逆
筆
と
い
う
技
法
を
使
い
、
直
線

を
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
何
」
と
い

う
漢
字
は
気
を
引
く
た
め
に
右
下
が
り
に
し
ま

し
た
。
書
道
に
は
本
来
な
い
も
の
で
あ
る「
？
」

は
、
ど
う
し
た
ら
不
思
議
な
感
じ
に
見
せ
ら
れ

る
か
、
こ
だ
わ
っ
た
そ
う
で
す
。

   

こ
う
し
た
流
れ
で
次
に
頼
ま
れ
た
の
が
「
Ｂ

Ａ
Ｔ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｎ
」
で
す
。
筆
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
を
書
く
こ
と
に
最
初
は
と
て
も
抵
抗
が
あ
っ

た
と
話
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
漢
字
は
意
味
が

に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
言
わ
れ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
、
そ
の
先
生
の
下
で
再
び
勉

強
を
始
め
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
ま
た
、
自

ら
も
高
校
の
講
師
と
し
て
書
道
を
教
え
始
め
ま

し
た
。

　『
う
ん
、
何
？
』
と
の
出
会
い

　

そ
ん
な
若
月
さ
ん
が
『
う
ん
、
何
？
』
の
タ

イ
ト
ル
文
字
を
書
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の

は
、「
し
ま
ね
映
画
塾
」
へ
の
参
加
で
し
た
。

し
ま
ね
映
画
塾
は
、
一
般
の
人
が
映
画
の
製

作
を
体
験
し
、
映
画
へ
の
理
解
を
よ
り
い
っ

そ
う
深
め
よ
う
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
、

二
〇
〇
三
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。塾
長
は
、

当
時
『
白
い
船
』
で
脚
光
を
浴
び
始
め
て
い
た

錦
織
監
督
で
す
。
若
月
さ
ん
は
こ
の
映
画
塾
で

は
カ
メ
ラ
マ
ン
を
や
っ
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
か

タ
イ
ト
ル
の
「
そ
ら
」
と
い
う
文
字
を
お
母
さ

ん
に
頼
ん
で
書
い
て
も
ら
い
、
映
画
の
画
面
の

中
に
筆
の
文
字
が
映
え
て
い
て
と
て
も
素
敵
だ

と
感
じ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
と
き
、
若
月
さ
ん

が
書
道
を
し
て
い
る
こ
と
を
錦
織
監
督
も
知
っ

て
い
て
、『
う
ん
、
何
？
』
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

の
方
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
。
そ
し
て
、「
地
元
を
盛
り
上
げ
た
い
」
と

い
う
気
持
か
ら
、
題
字
の
制
作
を
引
き
受
け
た

そ
う
で
す
。

付
い
て
な
く
て
、
ま

だ
ま
だ
勉
強
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
」と
、

自
分
自
身
を
冷
静
に

見
つ
め
、
常
に
精
進

さ
れ
て
い
る
姿
が
印

象
的
で
し
た
。
ま

た
、
そ
の
た
め
に
は

あ
る
か
ら
そ
れ
を
想
像
し
て
書
け
る
け
れ
ど
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
音
だ
け
で
核
に
な
る
も
の

が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
書
き
始
め
る
の
に

時
間
が
か
か
っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
映
画
に
携
わ

る
人
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
大
き
さ
、
間
、
カ
ー

ブ
、
丸
さ
を
意
識
し
て
、
暖
か
み
の
あ
る
文
字

を
書
こ
う
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。

　
書
道
の
ス
タ
イ
ル   

　

姿
勢
は
、
大
き
い
紙
の
場
合
、
立
っ
た
り
、

片
膝
を
立
て
た
り
、
時
間
は
深
夜
二
～
三
時
の

時
間
帯
、
心
を
落
ち
着
か
せ
て
紙
に
向
か
う
の

が
若
月
さ
ん
の
ス
タ
イ
ル
だ
そ
う
で
す
。
紙
は

和
紙
で
は
な
く
、
中
国
の
「
紅
星
牌
」
を
使
い

ま
す
。
和
紙
よ
り
薄
く
、
つ
る
っ
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
特
徴
で
、
一
枚
何
百
円
も
す
る
高
価

な
も
の
で
す
。
若
月
さ
ん
は
こ
れ
で
も
手
頃
な

方
だ
と
言
い
ま
す
。紙
に
関
し
て
は
、こ
だ
わ
っ

た
ら
本
当
に
き
り
が
な
い
そ
う
で
す
。
墨
は
紙

と
の
相
性
を
見
な
が
ら
濃
さ

を
変
え
て
い
き
ま
す
。
書
道

は
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
お

金
の
こ
と
を
考
え
る
と
怖
く

な
る
の
で
、
考
え
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

若
月
さ
ん
は
「
想
い
を
形

に
し
た
く
て
…
…
。
私
の
場

合
は
そ
れ
が
書
道
だ
っ
た
」

と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

で
す
が
、「
自
分
の
思
っ
た

こ
と
を
思
っ
た
と
き
に
書
け

れ
ば
い
い
け
ど
、
私
に
は
ま

だ
ま
だ
そ
の
ス
キ
ル
は
身
に

■タパタパの店内。

裏
の
仕
事
と
な
る
臨
書
を
大
切
に
し
、
基
礎
を

磨
い
て
い
く
こ
と
を
心
が
け
て
い
き
た
い
、
そ

し
て
、
い
つ
か
は
自
分
だ
け
の
表
現
方
法
で
あ

る
創
作
を
し
て
い
き
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
。

　

最
初
は
穏
や
か
な
雰
囲
気
が
印
象
的
だ
っ
た

若
月
さ
ん
で
し
た
が
、
書
道
の
こ
と
を
語
り
始

め
る
と
表
情
や
口
調
が
変
わ
り
、
書
道
に
対
す

る
強
い
想
い
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
今

後
の
書
道
に
つ
い
て
「
な
ん
と
な
く
や
っ
て
い

け
た
ら
い
い
か
な
…
…
」
と
、
の
ん
び
り
と
語

る
姿
も
あ
り
ま
す
。
若
月
さ
ん
の
作
品
の
雰
囲

気
は
こ
ん
な
若
月
さ
ん
の
人
柄
か
ら
作
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

　

今
回
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
若
月
さ
ん
が
友

人
と
経
営
し
て
お
ら
れ
る
カ
フ
ェ「
タ
パ
タ
パ
」

で
す
。
こ
の
カ
フ
ェ
も
若
月
さ
ん
が
「
想
い
を

形
に
」
し
た
一
つ
の
作
品
で
す
。
今
後
も
、
さ

ま
ざ
ま
な
「
表
現
」
を
続
け
て
い
く
若
月
さ
ん

に
期
待
し
た
い
で
す
。

（
う
え
は
ら
・
し
ょ
う
こ
／
文
化
資
源
学
系
二
年
生
）

■タパタパのドア。

＊
こ
の
頁
と
次
の
頁
に
掲
載
し
た
書
―
―「
雲
」と「
紙
」

は
、
今
回
、
若
月
さ
ん
が
『
の
ん
び
り
雲
』
の
た
め
に

書
い
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
。「
紙
」
は
特
集
の
柱

に
も
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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日
本
海
に
面
し
て
い
る
こ
こ
山
陰
で
は
、

様
々
な
水
産
加
工
品
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
そ
の
中
で
も
練
り
製
品
に
着
目
し
ま
し

た
。
六
月
二
三
日
の
昼
過
ぎ
、
お
腹
を
す
か
せ

た
私
た
ち
二
〇
人
は
部
活
動
室
に
集
合
し
、
全

部
で
一
三
種
類
の
練
り
製
品
を
試
食
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
わ
さ
び
醬
油
が
欲
し
い
と
い

う
人
の
た
め
に
、
授
業
で
見
学
に
も
行
っ
た
カ

ネ
モ
リ
醬
油
の
「
七
年
熟
成
」
を
用
意
し
ま
し

た
。

山陰の
大試食会かまぼこ

藤 間 奏 伽

　

木
綿
豆
腐
七
〇
％
、
白
身
魚
三
〇
％
で
で
き

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
見
た
目
も
真
っ
白
で
、

「
ま
さ
に
豆
腐
」
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。
食
べ

た
感
想
は
と
い
う
と
、
そ
れ
も
ま
た
ほ
と
ん
ど

豆
腐
な
の
で
す
。
香
り
は
練
り
物
の
香
り
が
す

る
の
で
す
が
、
口
に
入
れ
る
と
「
お
お
!?　

豆

腐
か
…
…
い
や
、
ち
く
わ
…
…
豆
腐
…
…
」
と

い
う
具
合
で
す
。
食
感
が
柔
ら
か
く
、
普
通
の

ち
く
わ
よ
り
ふ
わ
っ
と
し
て
い
る
の
で
、
お
子

様
や
お
年
寄
り
の
方
に
良
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。「
醬
油
を
付
け
て
食
べ
る
と
サ
ザ
エ
の
味

が
し
た
」
と
い
う
人
も
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
試

し
て
み
る
価
値
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

長
芋
か
ま
ぼ
こ

　

こ
の
試
食
会
で
は
、あ
ぶ
い
蒲
鉾
（
琴
浦
町
）

と
高
塚
か
ま
ぼ
こ
店
（
琴
浦
町
）
の
長
芋
か
ま

ぼ
こ
を
試
食
し
ま
し
た
。「
何
故
か
ま
ぼ
こ
と

長
芋
？
」
と
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
鳥

取
県
中
部
は
長
芋
の
産
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

長
芋
か
ま
ぼ
こ
が
生
ま
れ
た
よ
う
で
す
。
長
芋

は
か
ま
ぼ
こ
に
練
り
込
ん
で
あ
る
の
か
と
思
い

　

山
陰
の
練
り
製
品
と
言
え
ば
、
出
雲
地
方
の

「
あ
ご
野
焼
き
」
や
鳥
取
の
「
と
う
ふ
ち
く
わ
」

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
他
に
も
お
い

し
い
練
り
製
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
試
食

の
感
想
を
交
え
な
が
ら
紹
介
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

と
う
ふ
ち
く
わ

　

鳥
取
で
は
有
名
な
と
う
ふ
ち
く
わ
。
で
も
出

雲
育
ち
の
私
は
、
こ
の
試
食
会
を
す
る
ま
で
、

ど
ん
な
も
の
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な

と
う
ふ
ち
く
わ
で
す
が
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
る

と
、
な
ん
と
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
存
在
し
て

い
た
そ
う
で
す
。
当
時
、
魚
の
す
り
身
は
高
級

品
だ
っ
た
た
め
、
安
価
に
入
手
で
き
る
豆
腐
を

使
用
し
て
ち
く
わ
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

そ
う
で
す
。
試
食
会
で
は
、ち
む
ら
（
鳥
取
市
）

の
と
う
ふ
ち
く
わ
を
食
べ
て
み
ま
し
た
。
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き
や
、
長
芋
の
周
り
に
す
り
身
が
巻
い
て
あ
る

の
で
す
。
こ
れ
に
は
一
同
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、

長
芋
特
有
の
ね
ば
ね
ば
が
な
か
っ
た
こ
と
に
も

驚
い
て
い
ま
し
た
。

　

試
食
の
感
想
は
、
あ
ぶ
い
蒲
鉾
の
は
サ
ク
ッ

と
し
て
い
て
、
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
感
じ
、
高

塚
か
ま
ぼ
こ
店
の
は
ぎ
っ
し
り
と
身
が
詰
ま
っ

て
い
て
、
食
べ
ご
た
え
が
あ
る
感
じ
で
し
た
。

同
じ
長
芋
か
ま
ぼ
こ
で
も
や
は
り
違
い
は
あ

り
、
好
み
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
全
体
的
に
、

「
別
々
に
食
べ
た
い
か
も
…
…
」
と
い
う
感
想

で
し
た
。
そ
れ
で
は
意
味
が
な
い
の
で
す
が

…
…
。
し
か
し
、
長
芋
が
好
き
な
人
に
は
ぜ
ひ

食
べ
て
み
て
も
ら
い
た
い
か
ま
ぼ
こ
で
す
。

鬼
太
郎
か
ま
ぼ
こ

　

可
愛
い
鬼
太
郎
た
ち
が
目
を
引
く
一
品
で

す
。
見
た
目
だ
け
で
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が
り
、

み
ん
な
「
可
愛
い
ー
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

寿
山
商
店
（
松
江
市
）
の
も
の
で
す
。
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
、
鬼
太
郎
に
は
チ
ー

ズ
、
目
玉
お
や
じ
は
イ
カ
、
ね
ず
み
男
は
サ
ラ

ミ
が
入
っ
て
い
ま
す
。
串
に
刺
さ
っ
て
い
る
と

こ
ろ
も
ま
た
、
お
も
し
ろ
い
か
ま
ぼ
こ
で
す
。

　

食
感
は
ど
れ
も
弾
力
が
あ
っ
て
、
プ
リ
ッ
と

し
て
い
ま
す
。
肝
心
の
味
で
す
が
、
ダ
ン
ト
ツ

で
人
気
だ
っ
た
の
は
チ
ー
ズ
の
入
っ
た
鬼
太
郎

で
し
た
。「
チ
ー
か
ま
み
た
い
で
お
い
し
い
」

と
い
う
感
想
が
多
か
っ
た
で
す
。
イ
カ
の
入
っ

た
目
玉
お
や
じ
は
、
味
よ
り
も
イ
カ
の
コ
リ
コ

リ
し
た
食
感
を
楽
し
ん
で
食
べ
る
か
ま
ぼ
こ
で

し
た
。
サ
ラ
ミ
の
入
っ
た
ね
ず
み
男
の
か
ま
ぼ

こ
は
、一
同「
普
通
の
か
ま
ぼ
こ
だ
！
」で
し
た
。

　

見
た
目
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な

味
と
食
感
が
楽
し
め
る
鬼
太
郎
か
ま
ぼ
こ
。
山

　

野
焼
き
が
い
つ
頃
か
ら
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
し
か
し

そ
の
名
は
、
外
で
焼
い
て
い
た
様
子
を
見
た
松

江
藩
主
・
松
平
不
昧
公
が
付
け
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
の
頃
に
は
す

で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
す
ね
。

　

歴
史
あ
る
「
あ
ご
野
焼
き
」
で
す
が
、
近
年

は
ア
ゴ
一
〇
〇
％
の
も
の
は
少
な
く
な
り
、
値

段
も
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
て
も
残
念

で
す
ね
。
し
か
し
今
回
は
そ
の
高
価
な
、
ア
ゴ

一
〇
〇
％
の
野
焼
き
を
試
食
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
青
山
商
店
（
松
江
市
）
の
「
炭
火
焼

あ
ご
野
焼
き
」
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
長

岡
屋
（
松
江
市
）
の
「
茂
助
の
や
き　

子
ジ
ャ

ン
ボ
」（
ア
ゴ
七
〇
％
）
も
食
べ
ま
し
た
。

　

一
〇
〇
％
の
方
の
感
想
は
、「
香
り
は
普
通

な
の
に
、味
わ
い
が
あ
っ
て
お
い
し
い
」と
い
っ

た
感
じ
で
す
。
食
べ
た
後
の
し
つ
こ
さ
な
ど
は

な
く
、
淡
白
な
感
じ
で
本
当
に
食
べ
や
す
い
と

感
じ
ま
し
た
。「
食
べ
た
後
に
な
ぜ
か
、
本
物

を
食
べ
た
と
い
う
充
実
感
が
あ
る
」
と
言
っ
て

い
る
人
も
い
ま
し
た
。

　

茂
助
の
野
焼
き
は
、
や
は
り
、「
い
つ
も
の

野
焼
き
」「
食
べ
慣
れ
て
る
感
じ
!!
」
と
い
う

感
想
が
多
か
っ
た
で
す
。
一
〇
〇
％
の
も
の
と

比
べ
る
と
味
が
濃
く
て
、
食
べ
ご
た
え
の
あ
る

の
が
こ
の
商
品
で
す
。
皮
も
し
っ
か
り
と
し
て

い
ま
し
た
。
ど
っ
ち
が
好
き
か
は
個
人
で
違
う

の
で
、
あ
と
は
好
み
の
問
題
で
し
ょ
う
。

ス
ト
巻
き
（
簀
巻
き
）

　

こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
か
ま
ぼ
こ
で
、
周
り
に

ス
ト
ロ
ー
が
巻
い
て
あ
り
ま
す
。
元
々
は
麦
藁

で
巻
い
て
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
現
在
で
は
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ス
ト
ロ
ー
が
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
簀す

巻
き
と
も
言
い
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
方

が
普
通
の
呼
び
名
の
よ
う
で
す
。製
造
方
法
は
、

焼
く
の
で
は
な
く
蒸
し
て
あ
る
の
が
ポ
イ
ン
ト

陰
の
旅
の
お
み
や
げ
に
ぴ
っ
た

り
で
す
ね
。

あ
ご
野
焼
き

　

山
陰
で
は
ト
ビ
ウ
オ
の
こ
と

を
「
ア
ゴ
」
と
言
い
ま
す
。
五

月
か
ら
八
月
の
頃
に
か
け
て
山

陰
沖
で
漁
獲
で
き
る
の
が
こ
の

魚
で
、
島
根
の
県
魚
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
、
ア
ゴ

を
す
り
身
に
し
て
焼
い
た
「
あ

ご
野
焼
き
」
は
名
産
品
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。



燻
製
だ
」
と
感
じ
る
く
ら
い
香
り
が
燻
製
で
し

た
。色
が
白
で
は
な
く
、全
体
的
に
茶
色
く
な
っ

て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。
そ
し
て
、
見
た
目
の

割
に
値
段
が
高
い
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
を
持
っ
た

か
ま
ぼ
こ
で
し
た
。

　

こ
れ
が
意
外
に
も
好
評
で
、「
お
い
し
い
」

と
い
う
声
が
多
か
っ
た
商
品
で
す
。「
こ
れ
は

か
ま
ぼ
こ
な
の
か
？
」
と
思
っ
て
し
ま
う
ほ
ど

弾
力
が
あ
っ
て
固
か
っ
た
で
す
。
し
か
し
嚙
み

ご
た
え
が
あ
り
、
嚙
め
ば
嚙
む
ほ
ど
味
が
出
る

か
ま
ぼ
こ
で
す
。
皆
さ
ん
に
一
度
は
食
べ
て
も

ら
い
た
い
か
ま
ぼ
こ
で
し
た
。「
お
酒
に
合
う

か
ま
ぼ
こ
第
一
位
だ
」
と
、
み
ん
な
言
っ
て
い

ま
す
。

し
じ
み
の
や
き

　

小
川
か
ま
ぼ
こ
（
松
江
市
）
の
商
品
で
、
宍

道
湖
七
珍
の
ひ
と
つ
と
し
て
有
名
な
シ
ジ
ミ
を

生
姜
で
煮
込
ん
だ
も
の
と
シ
ジ
ミ
汁
を
す
り
身

に
練
り
合
わ
せ
た
か
ま
ぼ
こ
で
す
。
か
ま
ぼ
こ

に
シ
ジ
ミ
を
入
れ
る
と
は
、
お
も
し
ろ
い
こ
と

を
考
え
る
な
あ
。
い
か
に
も
島
根
の
特
産
品
と

い
う
印
象
を
受
け
る
商
品
で
す
ね
。
県
外
の
、

シ
ジ
ミ
に
な
じ
み
の
な
い
人
は
余
計
そ
う
感
じ

る
か
も
。

　

さ
て
味
で
す
が
、「
若
干
シ
ジ
ミ
か
な
」
と

い
う
感
じ
で
す
。
か
ま
ぼ
こ
の
中
に
シ
ジ
ミ
の

身
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
食
感
を
楽
し
む

の
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
予
想
外
の
味

わ
い
や
驚
き
を
求
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

ゆ
ず
し
ん
じ
ょ

　

こ
れ
も
小
川
か
ま
ぼ
こ
の
商
品
で
す
。
魚
の

す
り
身
に
長
芋
と
卵
白
を
擦
り
込
み
、
柚
子
を

入
れ
た
し
ん
じ
ょ
で
す
。
こ
れ
も
ま
た
斬
新
な

組
み
合
わ
せ
で
、
食
べ
る
ま
で
は
想
像
の
つ
か

な
い
商
品
で
す
。
香
り
が
か
ま
ぼ
こ
で
は
な
く

柚
子
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
更
に
興
味
深
く
な

り
ま
し
た
。

　

肝
心
な
味
で
す
が
、「
柚
子
で
す
!!
」。
し
か

し
、
あ
と
か
ら
ち
ゃ
ん
と
か
ま
ぼ
こ
に
戻
っ
て

く
る
、
と
い
う
不
思
議
な
か
ま
ぼ
こ
で
す
。
風

味
が
爽
や
か
で
、
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
の
が
特

徴
的
で
し
た
。
夏
の
暑
い
時
期
に
ぴ
っ
た
り
と

い
っ
た
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

す
。
魚
の
す
り
身
に
唐
辛
子
を
練
り
合
わ
せ
、

パ
ン
粉
を
つ
け
て
揚
げ
て
あ
り
ま
す
。
唐
辛
子

が
入
っ
て
、
赤
み
を
帯
び
て
い
る
の
が
特
徴
で

す
。

　

唐
辛
子
の
ピ
リ
ッ
と
し
た
ア
ク
セ
ン
ト
が
利

い
て
い
て
、
こ
れ
だ
け
食
べ
て
も
十
分
に
楽
し

め
る
味
で
し
た
。
揚
げ
て
あ
る
た
め
、
ち
ょ
っ

と
油
っ
ぽ
さ
が
あ
る
と
こ
ろ
が
、
ご
飯
の
お
か

ず
と
し
て
も
合
い
そ
う
で
す
。
み
ん
な
の
感
想

は
「
お
酒
の
お
つ
ま
み
」
が
多
か
っ
た
の
で
す

が
。
他
の
練
り
製
品
と
違
っ
て
パ
ン
粉
が
付
い

て
い
る
た
め
、
食
感
が
ざ
ら
っ
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。

　

試
食
会
を
や
っ
て
み
て
、
練
り
製
品
ひ
と
つ

と
っ
て
も
種
類
が
豊
富
で
、
味
も
そ
れ
ぞ
れ
違

い
、
と
て
も
奥
が
深
い
も
の
だ
と
わ
か
り
ま
し

た
。
今
回
試
食
し
た
製
品
以
外
に
も
、
山
陰
に

は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
の
練
り
製
品
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
か
ら
新
し
い
発
見
を
す
る
の
も
楽
し

い
か
も
、と
思
い
ま
し
た
。
山
陰
だ
け
で
な
く
、

他
の
土
地
の
製
品
と
比
べ
て
み
る
の
も
楽
し
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
と
う
ま
・
か
な
か
／
文
化
資
源
学
系
二
年
生
）

で
す
。
今
回
は
青
山
商
店
の
製
品
、「
初
雪
」

を
食
べ
ま
し
た
。

　

あ
っ
さ
り
し
た
味
で
、
飽
き
が
来
な
い
か
ま

ぼ
こ
と
い
う
印
象
で
す
。
食
感
も
柔
ら
か
い
け

ど
プ
リ
ッ
と
し
て
食
べ
や
す
い
、
万
人
受
け
す

る
か
ま
ぼ
こ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。「
わ
さ
び

醬
油
で
食
べ
る
と
な
お
い
っ
そ
う
良
い
」
と
、

シ
ン
プ
ル
に
味
を
楽
し
み
た
い
人
も
い
れ
ば
、

「
料
理
し
て
食
べ
た
い
、
料
理
の
材
料
に
使
い

た
い
」
と
い
う
人
も
い
ま
し
た
。

燻
製
か
ま
ぼ
こ

　

こ
れ
は
簀
巻
き
を
燻
製
に
し
た
も
の
で
す
。

試
食
し
た
の
は
長
岡
屋
の
「
茂
助
く
ん
せ
い
」

で
す
。
か
ま
ぼ
こ
の
燻
製
と
い
う
の
は
食
べ
る

の
は
も
ち
ろ
ん
、
見
る
の
も
初
め
て
だ
っ
た
の

で
、と
て
も
興
味
深
か
っ
た
で
す
。真
空
に
な
っ

て
い
る
パ
ッ
ク
か
ら
出
し
た
瞬
間
に
、「
あ
～
、

赤
て
ん

　

赤
て
ん
は
、
浜
田

市
で
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
練
り
製
品

だ
そ
う
で
す
。
こ
の

試
食
会
で
食
べ
た

も
の
は
江
木
蒲
鉾

店
（
浜
田
市
）
の
商

品
で
、
六
〇
年
も
の

歴
史
を
持
っ
て
い
ま
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島
根
県
東
部
や
鳥
取
県
を
『
の
ん
び
り
雲
』

の
取
材
地
域
に
選
ぶ
人
が
多
い
中
、
島
根
県
西

部
出
身
の
私
は
、
県
西
部
の
ネ
タ
を
記
事
に
し

た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
選
ん
だ
の
は
、

邑
智
郡
川
本
町
。
私
が
高
校
三
年
間
を
過
ご
し

た
思
い
出
の
地
だ
。

　

川
本
町
は
島
根
県
の
ど
真
ん
中
に
位
置
し
、

「
獏
（
バ
ク
）」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。

　
「
獏
頭
の
玉
枕
」
は
獏
の
顔
を
か
た
ど
っ
て

立
体
的
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
上
部
だ
け
は
平

ら
に
な
っ
て
お
り
、
枕
と
し
て
使
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
小
笠
原
家
の
歴
代
の
武
将

た
ち
は
出
征
す
る
前
に
実
際
に
こ
の
枕
で
眠
っ

た
そ
う
で
、
枕
の
平
ら
な
部
分
は
す
り
減
っ
て

い
た
。

　

ま
た
、
枕
が
納
め
ら
れ
て
い
る
木
箱
は
、「
難

を
転
じ
る
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て
南
天
の
木

で
作
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
武
将
た
ち
は
、
獏

に
悪
夢
を
食
べ
て
も
ら
い
、
戦
へ
の
不
安
を
取

り
除
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
武
将
た
ち
に

と
っ
て
獏
頭
の
玉
枕
は
、
た
だ
の
珍
宝
で
は
な

く
お
守
り
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
の

バ
ク
で
ま
ち
お
こ
し

島
根
県
川
本
町江

の
川
が
流
れ
る
山
深
い
地
域
だ
。「
平
成
の

大
合
併
」
が
進
む
中
、
編
入
や
合
併
を
せ
ず
単

独
町
政
を
行
っ
て
い
る
、
人
口
約
三
八
〇
〇
人

の
小
さ
な
町
で
あ
る
。

　

私
は
、
川
本
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
獏ば

く
と
う頭

の
玉

ぎ
ょ
く
ち
ん枕

」
と
い
う
珍
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を

知
り
、
興
味
を
持
っ
た
。
ま
た
、
獏
で
ま
ち
お

こ
し
を
し
て
い
る
三
宅
幸
恵
さ
ん
と
い
う
女
性

が
お
ら
れ
る
こ
と
も
知
っ
た
。
こ
れ
ら
の
二
点

を
手
が
か
り
に
し
て
、
川
本
町
の
魅
力
を
探
る

こ
と
に
す
る
。

珍
宝
が
眠
る
長
江
寺

　

八
月
一
七
日
、
松
江
か
ら
車
で
二
時
間
。
蛇

の
よ
う
に
ク
ネ
ク
ネ
と
し
た
細
い
道
を
抜
け
、

長
江
寺
と
い
う
寺
に
到
着
し
た
。
長
江
寺
は
曹

洞
宗
の
寺
で
、
五
二
〇
年
前
に
建
立
さ
れ
た
。

寺
の
前
に
は
湯
谷
温
泉
弥
山
荘
が
あ
る
。

　

ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
中
に
入
る
と
、方
丈（
曹

洞
宗
で
は
住
職
の
こ
と
を
「
方
丈
」
と
い
う
）

の
奥
さ
ん
が
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
が
取
材

に
来
た
こ
と
を
伝
え
る
と
「
奥
に
あ
り
ま
す
け

え
、
ま
あ
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
」
と
、
挨
拶
も
そ
こ

そ
こ
に
早
速
、
珍
宝
「
獏
頭
の
玉
枕
」
が
あ
る

部
屋
に
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

そ
の
珍
宝
は
木
箱
に
入
れ
ら
れ
、
小
笠
原
長

隆
公
の
像
と
並
べ
て
置
か
れ
て
い
た
。
枕
と

言
っ
て
も
木
彫
り
で
、
獏
の
顔
を
か
た
ど
っ
た

器
に
な
っ
て
い
る
。
ふ
た
を
開
け
る
と
…
…
な

ん
と
本
物
の
（
？
）
獏
の
骨
が
！　

き
ち
ん
と

歯
も
付
い
て
い
た
。

　

こ
の
「
獏
頭
の
玉
枕
」
は
、
お
そ
ら
く
中
国

で
作
ら
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
獏
の
骨
が
入
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
珍
品
は
、
日
本
中
を
探

し
て
も
、や
は
り
長
江
寺
に
し
か
な
い
そ
う
だ
。

ま
さ
に
お
宝
中
の
お
宝
な
の
だ
。

　

獏
に
は
「
悪
夢
を
食
べ
て
く
れ
る
」
と
い
う

伝
説
が
あ
り
、
古
く
か
ら
中
国
で
は
空
想
上
の

幻
獣
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
動
物
園
に
い
る

「
バ
ク
」
は
何
者
？　

そ
の
正
体
は
、
マ
レ
ー

バ
ク
や
ア
メ
リ
カ
バ
ク
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
形

態
が
伝
説
の
生
き
物
「
獏
」
と
似
て
い
た
た
め
、

山 

内 

智 

恵
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い
る
の
で
あ
る
。

　
「
獏
頭
の
玉
枕
」
や
歴
史
に
つ
い
て
勉
強
不

足
で
、
何
を
質
問
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な

か
っ
た
私
に
、
吉
村
ご
夫
妻
は
丁
寧
に
説
明
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
（
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
！
）。
だ
が
資
料
が
乏
し
く
、
ご
夫
婦
も
知

ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
言
っ
て
お
ら

れ
た
。
そ
こ
で
や
は
り
、
獏
で
ま
ち
お
こ
し
を

し
て
お
ら
れ
る
三
宅
幸
恵
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行

く
よ
う
勧
め
ら
れ
た
。「
あ
の
人
は
獏
に
取
り

憑
か
れ
と
る
け
え
…
…
」

獏
に
取
り
憑
か
れ
た
女

　

三
宅
幸
恵
さ
ん
は
、
町
の
有
志
で
結
成
さ
れ

た
「
株
式
会
社
ド
リ
ー
ム
か
も
ん
」
の
取
締
役

兼
現
場
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
私

か
も
し
れ
な
い
。

小
笠
原
氏
と
獏
頭
の
玉
枕

　

長
江
寺
三
八
代
目
方
丈
の
吉
村
昇
道
さ
ん
が

『
小
笠
原
史
記
』
と
『
石
見
小
笠
原
氏
遺
跡
保

存
主
意
書
』
と
い
う
古
い
書
物
を
読
み
な
が
ら

「
獏
頭
の
玉
枕
」
の
歴
史
に
つ
い
て
説
明
し
て

く
だ
さ
っ
た
。

　

小
笠
原
長
隆
は
石
見
小
笠
原
氏
の
武
将
で
、

川
本
の
地
を
治
め
て
い
た
。
周
防
の
戦
国
大
名

で
あ
っ
た
大
内
義
興
が
永
正
五
（
一
五
〇
八
）

年
、
将
軍
足
利
義よ

し
た
ね稙

に
仕
え
て
京
都
に
入
っ
た

際
に
、
小
笠
原
長
隆
も
そ
の
軍
に
加
わ
り
入
京

し
た
。
長
隆
は
射し

ゃ
ぎ
ょ御

（
弓
術
と
馬
術
）
に
長
け

て
い
た
の
で
、京
都
で
の「
犬
追
物
」（
馬
に
乗
っ

て
犬
を
矢
で
射
る
競
技
）
に
出
場
し
た
。
そ
こ

で
第
三
位
に
な
っ
た
長
隆
が
、
恩
賞
と
し
て
将

軍
義
稙
か
ら
譲
り
受
け
た
物
が「
獏
頭
の
玉
枕
」

で
あ
る
。

　

小
笠
原
氏
の
居
城
で
あ
る
温ぬ

く
ゆ
じ
ょ
う

湯
城（
温
泉
城
・

抽
勇
城
と
も
書
く
）
は
、
も
と
は
川
本
駅
か
ら

東
南
へ
約
五
キ
ロ
の
山
上
に
あ
っ
た
。
し
か
し

永
禄
元
（
一
五
五
八
）
年
、
毛
利
元
就
に
よ
る

攻
撃
を
う
け
、
翌
年
温
湯
城
は
落
城
し
た
。
こ

の
と
き
、
城
の
近
く
に
あ
っ
た
小
笠
原
氏
の
菩

提
寺
の
廣こ

う
き
ゅ
う
じ

汲
寺
も
焼
失
。
寺
は
宝
重
山
に
移
転

し
、
名
前
も
新
し
く
な
っ
た
。
こ
れ
が
現
在
の

長
江
寺
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
因
縁
で
、「
獏

頭
の
玉
枕
」
は
今
で
も
長
江
寺
に
納
め
ら
れ
て

■（上段）バクのかぶり物をかぶる三宅さん。（下段）きＢＡＫＵねっ
との商品。

■長江寺の吉村ご夫妻。

た
ち
は
、
三
宅
さ
ん
に
お
会
い
す
る
た
め
に
、

「
道
の
駅
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
か

わ
も
と
」
へ
向
か
っ
た
。
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た

三
宅
さ
ん
は
、私
た
ち
に「
ち
ょ
っ
と
待
っ
と
っ

て
ね
！
」
と
言
い
残
し
、
走
り
回
っ
て
お
ら
れ

た
。
お
忙
し
い
と
こ
ろ
お
邪
魔
し
て
す
み
ま
せ

ん
で
し
た
！

　

三
宅
さ
ん
は
十
五
歳
ま
で
川
本
町
で
過
ご

し
、
そ
の
後
、
松
江
市
に
引
っ
越
し
た
。
小
学

校
教
員
を
四
年
間
、
退
職
後
は
主
婦
と
し
て
生

活
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
起
業
家
ス

ク
ー
ル
に
通
い
始
め
る
。
二
〇
〇
四
年
八
月
、

起
業
家
ス
ク
ー
ル
で
発
表
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ

ン
を
模
索
し
て
い
る
最
中
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
「
獏
頭
の
玉
枕
」
の
こ
と
を
知
っ
た
そ
う

だ
。「
川
本
の
街
が
獏
の
光
と
愛
、
夢
と
希
望
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で
満
ち
溢
れ
る
気
が
し
た
。
川
本
の
街
が
輝
い

て
見
え
た
。
も
う
こ
の
日
か
ら
獏
博
士
に
な
ろ

う
と
い
う
勢
い
で
！　

獏
に
取
り
憑
か
れ
て

（
笑
）」
と
、
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
い
き

い
き
と
話
し
て
お
ら
れ
た
。

　

十
五
歳
ま
で
川
本
に
住
ん
で
い
た
の
に
、
獏

の
こ
と
を
今
ま
で
全
く
知
ら
な
か
っ
た
自
分
。

こ
ん
な
面
白
い
も
の
が
誰
に
も
知
ら
れ
ず
埋
も

れ
て
い
た
な
ん
て
！　

衝
撃
を
受
け
た
三
宅
さ

ん
は
、
す
ぐ
に
友
人
に
電
話
を
か
け
て
「
獏
頭

の
玉
枕
」
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
が
、
知
っ
て

い
る
人
は
い
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
悪
い
夢
を
食
べ
て
く
れ
る
」
と
い
う
獏
の

伝
説
か
ら
、
三
宅
さ
ん
は
「
夢
お
こ
し
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
思
い
つ
い
た
。
二
〇
〇
四
年

八
月
二
十
八
日
、
獏
と
出
会
っ
た
こ
の
日
は
三

宅
さ
ん
に
と
っ
て
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
日
と

な
っ
た
。

猪
突
バ
ク
進
！

　

三
宅
さ
ん
に
と
っ
て
の
喜
び
は
「
人
と
人
が

出
会
っ
て
新
し
い
も
の
が
で
き
る
こ
と
」。
た

く
さ
ん
の
人
と
の
縁
に
支
え
ら
れ
、
三
宅
さ
ん

は
日
々
「
夢
お
こ
し
」
に
邁
進
し
て
い
る
。
三

宅
さ
ん
の
「
川
本
町
を
元
気
に
し
よ
う
！
」
と

い
う
熱
意
、
バ

イ
タ
リ
テ
ィ
あ

ふ
れ
る
人
柄
を

見
る
と
、
地
域

の
人
び
と
も
協

力
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
気
持

ち
に
な
る
の
だ

ろ
う
。
三
宅
さ

ん
は
多
く
の
縁

を
自
分
か
ら
手

繰
り
寄
せ
て
い

る
。

　

川
本
町
の
モ

ノ
づ
く
り
産
業

の
発
展
や
地
域

振
興
に
貢
献
す

る
こ
と
を
目
的

に
活
動
し
て
い

る
、「
き
Ｂ
Ａ

■バクの形の麦芽クッ
キー。道の駅で販売さ
れている。

で
、
川
本
町
の
豊
か
な
自
然
と
人
の
良
さ
に
触

れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
が
川
本
町
に
住
ん
で

い
た
頃
は
、
自
然
が
あ
る
こ
と
や
人
が
優
し
い

こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
当
た

り
前
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
く
、
と
て
も
特
別

な
こ
と
で
あ
り
、
川
本
町
の
良
さ
で
あ
る
と
再

発
見
で
き
た
。

　

川
本
町
が
獏
の
町
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
だ
ま

だ
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
三
宅
さ
ん
と
お

会
い
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
獏
を
通
し
て
人
と
人

の
つ
な
が
り
が
広
が
り
、
川
本
町
が
よ
り
元
気

に
な
っ
て
い
く
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

人
口
三
八
〇
〇
人
の
小
さ
な
町
か
ら
世
界
へ
、

元
気
が
発
信
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
を
願
っ

て
、
川
本
町
を
後
に
し
た
。

(

や
ま
う
ち
・
ち
え
／
日
本
語
文
化
系
二
年
生
）

Ｋ
Ｕ
ね
っ
と
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
モ

ノ
づ
く
り
と
い
う
縁
で
集
ま
っ
た
個
人
や
団
体

に
よ
っ
て
、二
〇
〇
六
年
三
月
に
設
立
さ
れ
た
。

「
き
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｕ
ね
っ
と
」
の
「
き
」
は
、や
る
気
・

本
気
・
元
気
・
勇
気
・
希
望
の
「
き
」。
こ
の

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
陶
芸
、
木
工
製
品
、

絵
画
に
取
り
組
ん
だ
り
、
羊
毛
や
布
な
ど
で
モ

ノ
づ
く
り
を
し
た
り
し
て
い
る
人
び
と
だ
。
道

の
駅
で
販
売
さ
れ
て
い
る
バ
ク
の
マ
ス
コ
ッ
ト

な
ど
は
、
川
本
町
産
の
羊
毛
で
作
っ
て
い
る
そ

う
だ
。
ち
な
み
に
、
価
格
は
五
八
九
円
。「
ご

利
益
」
の
語
呂
合
わ
せ
で
あ
る
。

　

モ
ノ
づ
く
り
が
好
き
で
、
行
動
力
や
探
究
心

が
旺
盛
な
三
宅
さ
ん
は
、
様
々
な
活
動
に
取
り

組
ん
で
お
ら
れ
る
。「
母
恵
夢
Ｂ
Ａ
Ｋ
Ｕ
」
は
、

バ
ク
グ
ッ
ズ
の
企
画
製
作
・
販
売
を
す
る
個
人

事
業
。
ま
た
、
三
宅
さ
ん
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

夢
え
っ
と
ネ
ッ
ト
か
わ
も
と
」
の
理
事
長
も
務

め
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
九
月
、
松
江
市
に
住

ん
で
い
た
三
宅
さ
ん
は
、
川
本
町
に
通
い
な
が

ら
こ
の
団
体
を
設
立
し
、
川
本
町
の
ま
ち
づ
く

り
に
尽
力
し
て
い
る
。

　

以
前
、
ゼ
オ
ラ
イ
ト
を
漉
き
こ
ん
だ
和
紙
で

バ
ク
の
枕
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
だ
。
し

か
し
そ
の
商
品
は
、
洗
濯
が
出
来
な
い
と
い
う

こ
と
で
お
蔵
入
り
に
…
…
。「
こ
れ
か
ら
改
良

し
た
い
！
」
と
意
気
込
ん
で
お
ら
れ
た
。

　

あ
る
日
、
東
京
の
方
か
ら
三
宅
さ
ん
に
電
話

が
入
っ
た
。
そ
の
方
の
ご
家
族
の
中
に
、
夢
に

う
な
さ
れ
て
眠
れ
な
い
人
が
い
る
の
で
バ
ク
の

グ
ッ
ズ
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
バ
ク
の
お
か
げ
で
そ
の
方
が
少
し
で
も
不
安

を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
た
ら
い
い
。
バ
ク
に

す
が
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と
、
三
宅
さ
ん
は
話

し
て
お
ら
れ
た
。

　
「
高
齢
化
四
五
％
、
人
口
三
八
〇
〇
人
の
町

の
挑
戦
。
へ
し
ゃ
げ
そ
う
（
つ
ぶ
れ
そ
う
）
に

な
り
な
が
ら
も
頑
張
っ
て
ま
す
」
と
三
宅
さ

ん
。「
自
分
た
ち
が
諦
め
た
ら
も
う
終
わ
り
」

と
い
う
起
業
家
ス
ク
ー
ル
時
代
の
先
生
の
教
え

も
パ
ワ
フ
ル
な

三
宅
さ
ん
の
代

名
詞
で
あ
る
。

三
宅
さ
ん
は
今

日
も
、
夢
に
向

か
っ
て
猪
突
バ

ク
進
し
て
い

る
。

　

今
回
の
取
材

を
い
つ
も
忘
れ
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
そ
う
だ
。
三

宅
さ
ん
の
ブ
ロ
グ
に
よ
く

書
か
れ
、
取
材
中
に
も
よ

く
登
場
し
た
「
猪
突
バ
ク

進
」
と
い
う
言
葉
。
い
つ


