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蒸した乗の皮をはぎ白皮を作る(船崎紙の歴史と技術より)

春
を
待
つ
心

ひ
と
頃
に
比
べ
る
と
､
一
時
間
以
上
も
日
暮
れ
が

遅
-
な
っ
た
こ
の
頃
へ
冬
の
夜
空
に
君
臨
し
て
い
た

オ
リ
オ
ン
座
も
､
い
つ
し
か
西
の
空
に
か
た
よ
り
､

オ
ト
メ
､
シ
シ
な
ど
の
春
の
星
座
が
上
っ
て
き
て
い

る
｡
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
申
ア
ン
の
神
話
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
北
斗
の
大
熊
も
､
洞
穴
か
ら
顔
を
出
し
て
北
東

の
空
に
登
っ
て
く
る
｡
間
も
な
く
こ
の
熊
を
追
う
コ

マ
ド
リ
‥
ン
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
‥
ン
カ
ド
リ
の
狩
人
た
ち

も
姿
を
見
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
｡
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
大

熊
･
小
熊
の
話
よ
り
も
､
こ
の
-
ン
デ
イ
ア
ン
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
北
斗
七
星
の
物
語
の
方
が
'
夢
が
あ
り

季
節
に
密
著
し
た
ロ
マ
ン
が
あ
る
｡
ま
た
金
星
も
宵

の
明
星
と
し
て
西
の
空
に
輝
い
て
い
る
｡

｢
雪
と
け
て
村
い
っ
ぱ
い
の
こ
ど
も
か
な
｡
｣
と
い
う

一
茶
の
句
が
あ
る
｡
冬
中
雪
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
､

テ
レ
ビ
も
ラ
ジ
オ
も
な
か
っ
た
昔
の
信
濃
の
子
ど
も

た
ち
は
､
雪
ど
け
と
共
に
､
待
ち
お
び
た
よ
う
に
戸

外
で
遊
ぶ
よ
う
に
な
る
｡
遊
び
ほ
れ
て
た
そ
が
れ
の

迫
る
頃
`
｢
一
番
星
見
つ
け
た
｡
｣
と
い
っ
て
金
星
を

眺
め
､
二
番
星
･
三
番
星
と
し
て
シ
リ
ウ
ス
や
オ
リ

オ
ン
の
星
な
ど
を
数
え
て
'
家
路
に
着
い
た
こ
と
だ

ろ
う
｡
学
校
か
ら
帰
れ
ば
､
す
ぐ
に
塾
へ
行
-
か
､

テ
レ
ビ
に
か
じ
り
つ
-
今
の
チ
ビ
も
達
に
は
､
こ
の

春
を
待
つ
心
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
淋
し
い
事
で
あ
る
｡

よ
く
晴
れ
た
早
春
の
鹿
島
槍
や
爺
ケ
岳
を
ど
､
大

町
か
ら
眺
め
る
後
立
山
の
運
筆
は
実
に
す
ぼ
ら
し
い
｡

冬
中
に
積
も
っ
た
重
厚
を
白
雪
に
覆
わ
れ
た
こ
れ
ら

の
山
の
峯
々
か
ら
は
､
美
し
い
と
い
う
よ
り
､
む
し

ろ
威
圧
感
す
ら
覚
え
る
程
で
あ
る
｡
大
町
を
訪
れ
る

人
々
の
中
で
､
春
先
の
こ
の
白
銀
の
山
に
接
し
得
た

人
に
は
'
終
生
忘
れ
得
な
い
思
い
出
と
し
て
残
る
こ

と
だ
ろ
う
｡
地
元
の
私
た
ち
は
､
螢
立
す
る
稜
線
が

あ
か
ね
色
の
空
に
鋭
い
シ
ル
エ
ッ
ト
を
刻
む
時
'
そ

の
上
に
ま
た
た
-
宵
の
明
星
に
､
春
の
訪
れ
を
感
じ

と
り
､
や
が
て
間
も
在
く
現
わ
れ
る
爺
ケ
岳
や
鹿
島

槍
の
雪
形
に
､
季
節
の
移
り
を
肌
で
味
わ
う
の
だ
が
｡

(
大
町
東
小
学
校
長
　
川
村
道
男
)
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信濃国紙漉村一覧図

匁質匁 
宮本-5.716-88,1602...34%-1 

曽根原-ー1.372-47.7290 

開田-1.378-37.880 

丹生子-0.572-35.8850 

木舟-3.544-1.7640-21%-2 

蝕之内-1.600-3.5280 

常光専-0.572-13.8600 

松崎-2.172-25.7400...13%-3 

･地区.紙樹中間の.地区内.順位, 

の役銀合計の割合 

掴
｢
:
読
:
b
e
評
:
,
:
.
埜
義
ま
で

松
崎
紙
の
歴
史
と
技
術

昭
和
五
十
七
年
現
在
の
手
渡
和
紙
生
産
業
者
数
は

最
盛
期
の
明
治
三
十
四
年
を
一
〇
〇
と
し
た
と
き
'

〇
･
八
五
%
に
激
減
し
て
い
る
｡
こ
こ
十
年
間
(
眩

和
四
十
八
年
-
昭
和
五
十
七
年
)
　
に
三
百
戸
が
減
り
､

一
年
に
一
〇
〇
戸
の
ペ
ー
ス
で
減
少
し
て
き
て
い
る
､

と
専
門
誌
の
調
査
は
発
表
し
て
い
る
｡
長
野
県
で
も

五
十
人
名
の
紙
漉
従
事
者
が
い
る
が
､
そ
の
う
ち
専

業
と
し
て
年
間
通
じ
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
は
二
名

で
あ
る
｡
そ
の
う
ち
の
一
人
が
松
崎
紙
の
伝
統
を
守

こ
の
地
に
和
紙
の
技
術
が
伝
お
っ
た
の
は
'
仁
科

神
明
宮
に
関
係
し
て
千
年
の
昔
と
い
う
説
か
ら
い
-

臼

　

井

　

　

　

潤

つ
か
あ
っ
て
定
か
で
は
在
い
が
'
中
国
で
始
ま
り
そ

れ
か
ら
朝
鮮
を
経
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
や
が
て
日
本

独
特
の
紙
が
漉
か
れ
る
よ
う
に
な
る
が
､
こ
の
辺
の

事
情
は
専
門
の
研
究
者
の
問
で
さ
え
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
｡
け
れ
ど
も
江
戸
時
代
に
在
っ
て
諸
大
名
が

殖
産
事
業
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
急
に
発
達

し
た
こ
と
は
確
か
を
こ
と
で
あ
り
､
美
濃
､
土
佐
､

石
見
な
ど
の
先
進
地
か
ら
､
各
地
へ
広
ま
っ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
わ
が
信
州
へ
は
五
か
所
に

系
統
さ
れ
る
産
地
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
｡

図
出
よ
り
実
際
に
は
南
北
安
曇
だ
け
で
も
､
ま
だ

い
く
つ
か
の
紙
湿
地
が
あ
る
｡
安
曇
平
と
し
て
は
､

何
と
い
っ
て
も
宮
本
が
そ
の
中
心
に
な
っ
て
､
そ
こ

か
ら
近
在
に
も
普
及
し
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
､
本
家

的
存
在
で
あ
る
宮
本
の
名
が
つ
く
の
は
あ
た
り
ま
え

だ
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
後
宮
本
は
紙
渡
を
業
と
す
る

者
が
だ
ん
だ
ん
少
な
-
在
り
､
曽
根
原
'
開
田
と
北

へ
進
み
最
後
ま
で
残
っ
た
の
が
松
崎
を
の
で
あ
る
｡

松
崎
紙
と
い
う
名
が
今
に
残
っ
て
い
る
の
は
す
で

に
南
部
は
殆
ど
や
っ
て
い
な
い
の
に
松
崎
で
は
な
お

続
け
て
い
た
-
ら
い
確
固
た
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
｡

宮
本
松
崎
紙
の
社
地
区
に
於
け
る
推
移
を
知
る
一

つ
の
資
料
と
し
て
江
戸
時
代
の
貢
租
を
み
る
と
､
和

紙
そ
の
も
の
､
ま
た
そ
の
原
料
で
あ
る
椿
を
ど
が
完

納
と
し
て
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
み
て
も
推
察
で
き

る
｡

大
町
組
合
全
休
で
紙
漉
役
銀
(
営
業
税
的
な
も
の
)

を
納
め
て
い
た
人
数
は
五
十
一
人
い
た
が
そ
の
う
ち

社
地
区
た
け
で
二
十
四
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

見
て
大
町
全
体
の
四
〇
%
を
社
地
区
で
納
め
て
い
た

こ
と
に
な
る
か
ら
お
よ
そ
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

表
口
か
ら
見
る
と
こ
の
頃
は
宮
本
が
中
心
で
､
二

番
目
は
木
舟
地
区
'
次
い
で
松
崎
と
い
う
こ
と
に
在

る
｡
宮
本
紙
松
崎
紙
ば
か
り
で
な
-
和
紙
の
原
料
と

し
て
は
野
生
の
椿
を
使
っ
て
い
た
｡
特
に
明
治
以
前

は
大
挙
山
一
帯
に
は
相
当
の
野
生
種
が
あ
っ
た
ら
し

-
刈
り
取
り
が
大
き
な
仕
事
で
あ
っ
た
｡
そ
の
名
残

り
で
あ
ろ
う
か
社
地
区
の
大
軍
山
系
の
沢
す
じ
左
ど

に
､
今
も
椿
の
幾
種
類
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

そ
の
後
は
野
生
だ
け
で
は
不
足
を
き
た
し
､
田
の
畦

や
畑
の
中
で
も
荒
れ
た
部
分
な
ど
に
椿
を
植
え
て
栽

培
し
た
｡
そ
の
残
り
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
椿
の
老
株

が
旧
社
小
学
校
近
-
に
は
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
｡

け
れ
ど
も
各
素
で
紙
渡
を
す
る
よ
う
に
な
る
と
当

然
の
こ
と
な
が
ら
'
原
料
の
不
足
を
も
た
ら
す
､
そ

の
境
木
舟
地
区
の
有
志
の
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
､

原
料
と
し
て
養
蚕
で
使
用
す
る
桑
の
棒
を
使
う
こ
と

を
は
じ
め
て
い
た
｡
山
岸
理
一
さ
ん
な
ど
ほ
ぞ
の
技

術
を
受
け
つ
い
だ
人
で
あ
る
｡
桑
皮
の
紙
に
つ
い
て
､

名
古
屋
の
方
ま
で
出
向
い
て
､
発
表
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
｡

桑
皮
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
そ
ん
な
に
な
り
は
を

か
っ
た
の
で
あ
る
｡
も
と
も
と
椿
淀
薬
科
の
植
物
で

そ
の
皮
の
敬
虔
部
は
強
-
丈
夫
で
和
紙
の
原
料
と
し

て
と
て
も
適
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
の
安

曇
平
島
養
蚕
の
盛
ん
を
土
地
で
桑
皮
を
作
る
に
は
と

て
も
恵
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
南
安
曇
一
帯
北
安

に
か
け
て
､
各
地
に
桑
皮
を
作
る
業
者
が
い
て
､
そ

れ
ら
の
業
者
と
和
紙
製
造
組
合
を
ど
が
む
す
び
つ
い

て
安
定
し
た
供
給
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
在
っ
て
い
た
｡

或
種
の
分
業
形
態
が
で
き
て
い
た
｡
各
地
区
に
二

-
三
拝
の
桑
皮
製
造
業
者
が
い
た
が
ど
こ
も
､
桑
棒

を
買
い
集
め
て
お
い
て
大
き
な
釜
に
入
れ
て
蒸
し
､

そ
れ
を
常
雇
の
人
が
二
～
三
人
い
て
､
季
節
的
に
ア

ル
バ
1
-
の
人
も
何
人
か
い
て
､
皮
は
ぎ
を
し
た
も

の
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
桑
皮
は
干
燦
し
て

荷
造
り
し
貯
蔵
し
て
冬
の
仕
事
に
備
え
た
｡

こ
う
し
て
桑
皮
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
原
料
も
､

豊
富
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
需
用
面
で
も
広
く
い

ろ
い
ろ
に
使
お
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
養
蚕
用
の
蚕

塵
紙
､
蚕
卵
紙
､
蚕
袋
に
と
広
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
｡

今
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
表
別
の
よ
う
で
あ
る
.

二
､
松
崎
和
紙
の
発
展

昭
和
三
十
七
年
境
線
渡
の
仕
事
を
続
け
て
き
た
素

が
つ
い
に
松
崎
に
二
軒
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

そ
し
て
そ
の
う
ち
の
降
一
旗
さ
ん
は
'
つ
い
に
中
止
し
､

最
後
は
腰
原
福
松
さ
ん
一
軒
と
ゆ
う
こ
と
に
な
り
､
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分野 冽�7"�特長 仞��ﾉ4�,駅�7"�

業 柿 刎���w�鐫� �+�,ﾈ+ﾘ-�,��ｩ9i|ｨ�捶+8.ｨ+ﾒ��

用 ど し て �+�,cx+�/�w�鐫�ｻ8怦耳ｨGD倩b�[hﾎｩw�鐫�况ﾘ鑛�ﾉ��,ﾘ+�,ﾈ+ﾘ.ｨ,ﾎ��?ｸ.i�ﾘ*�,(+ﾘ+��

秦 �����鐫�座敷用ではなく居間用 唸ｪ�+�ｸ�JIZ夷ｨ,�,r�?�,ﾘｮﾈ,�.ｨ+ﾒ��

襖下張 �,h+X,JH+ｸ,ﾈ�IWh+8*｢�･下張り間 

壁紙 僣8.ﾘ.ｨ+ﾘ�ｲ��IWh+8,i4ｹ9h/�.(.ﾘ.r�･主として､下張りとして 
チリ払い 凾ｻのまま細く切って使う- 

磨 ��YY�*����Hﾞ郁h/�5�,YH8*)w�7(,��+h,B�
用 �,ｩ*���ﾈ耳蓼爾�かさがある○ ��X*ｸ+8ﾏｨ+8,ﾘｦY�ﾈ,Xﾈ�-�+ﾒ��

･モー �+�.ｨ.x,ﾈ,h+�.ｸ,�,ﾘ��のRのき臼へ 

し �+H.唏*�+(,ﾈ岔*2���Y:H/��+ﾘ鳧,ﾈ��,�,x/�諄,�,I*8,�+ﾒ�
て �+ﾈ*H.�-h,ﾈﾞﾈ.異霰��としでは悪いものでも �(侏�,X,ﾙ�ﾝxﾔｉ?��ﾈ,(+ﾔ2�

ござの円つぶし刑 凉駅�,X*ｸ.�.h+8*ｨ*�,��

紙補間 たこ作り用紙 �+ﾒ�

義 蛋 用 伜ﾉ��b�定の厚さと大きさが 唳�ｸ鏐ｼh�%Dﾄｨ,x*�.x,ﾉ(ﾙ[h*ｩ�ﾘ*辻x+ﾔ2�5��5��天卵紙 儺ｹwh,X*�,�+ﾘ�ｲ�

請袋紙 �*8.畏x.ﾘ+�,H諄,�+ﾒ�
札紙 ���,ｸ+ﾘ.芥ｴﾉkﾈｭH,�,r�

拷 蛛 用 �H懆ｼｨｪｨ鐫�これらの紙は丈夫でさ 唳�b袙,ﾈ截ﾅ霈h�(-b�砲弾用紙 �*h*�.ｨ,�.h*ｨ,�+ﾖ���ﾈ�ﾂ��ﾈ�ﾂ��ﾂ��x��･主として空砲用で,+,ら. 

風船ぱくだん用 剄j吉は軍の機密で用途は明ら机こしなカー 
パラシュート補助紙 刪齠ﾇが草からの注文が多く､納期等がき 

飛行機磯澗補助紙 札束などの日より用 凾ﾑしくで大変だった( // 

表4　コウゾ･ミツマタの生産状況

県別 �5(4X5ﾒ��7�687ﾙuｲ�
栽培両紙 �ｩNy�h蝎Nｲ�栽培面積 僮(ﾍY�h蝎F2�

茨城 昧��Cb���t 95.0 昧��t 

長野 ��B���28.0 ��B���3.0 

鳥取 ��R絣�13.0 

虚根 ��"���17.0 ��c2纈�38.8 

岡山 湯���7.0 �#C����123.2 

山口 ������10.0 ��"���4.4 

高知 免V���243.0 �3�"���106.0 

徳島 末辻ﾒ���SR���48.0 

愛媛 福岡 �3偵��C偵��59.0 ���r���30.8 

熊本 その他 �9.6 81.6 ���2�

計 �3コ�2�563.2 ��ﾃ�コ�"�354.2 

(注)農水省　畑作振興課調べ

第3表　最近(こおけるコウゾ･ミツマタの
年次別生産動向

年次 �5(4X5ﾒ��7�687ﾘ5��
栽培面積 �ｩNxｸﾘﾍY6ﾒ�栽培面積 俾亶8ｸﾘﾍYVr�

昭25年 昧��t 昧��t 3.609 釘ﾃン��8,530 �2ﾓ3ヲ�

30 �2�3�"�5.292 唐ﾃ��R�3.108 

35 �2紊���5.020 湯���2�2.389 

40 �"紊���3.170 迭紊S��1.248 

45 ��ﾃC�B�1.760 迭���B�1,092 

50 都���843 �"���"�646 

55 鼎Cb�553 ����S��375 

(注)農林統計(昭45年以降は農水省畑作振興溝田べ)

〔昭和56年農林統計による〕

実
際
に
使
っ
た
紙
渡
の
研
究
に
昼
夜

を
わ
か
た
ぬ
努
力
を
続
け
て
き
た
｡

そ
の
結
果
が
現
在
の
腰
原
製
紙
所
を

支
え
て
い
る
｡
今
は
後
継
者
と
し
て

若
い
息
子
さ
ん
が
精
力
的
に
仕
事
を

続
け
て
お
ら
れ
る
｡

松
崎
和
紙
の
伝
統
が
保
た
れ
て
き

た
の
は
一
に
腰
原
さ
ん
親
子
三
代
に

わ
た
る
階
数
の
お
か
げ
で
あ
る
｡
つ

い
最
近
も
信
州
紙
漉
地
の
一
つ
で
あ

る
木
曽
の
南
木
曽
町
の
田
立
紙
が
原

料
の
手
当
難
と
後
継
者
不
足
か
ら
､

徳
用
時
代
よ
り
続
い
て
き
た
和
紙
作

り
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
在
っ
た

と
新
聞
は
報
じ
た
｡

三
､
和
紙
の
原
料
と
周
辺
機
具

長
野
県
だ
け
で
も
､
い
-
つ
か
の
和
紙
生
産
地
は

残
っ
て
い
る
が
　
(
図
m
参
照
)
ど
こ
も
昔
の
様
子
と

は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
有
様
で
あ
る
｡
そ
れ
は
和
紙
が

洋
紙
に
庄
倒
さ
れ
需
要
が
減
っ
た
こ
と
が
そ
の
第
一

で
あ
る
が
'
現
在
の
よ
う
に
工
業
化
さ
れ
機
械
化
さ

れ
大
量
生
産
時
代
に
和
紙
の
よ
う
に
一
枚
一
枚
手
渡

再
出
発
の
方
向
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
と

い
う
の
は
､
今
ま
で
通
り
の
和
紙
を
漉
い
て
い
-
か
､

新
し
い
境
地
を
拓
い
て
活
路
を
見
出
す
か
の
選
択
に

迫
ら
れ
て
い
た
｡
こ
う
し
た
時
も
腰
原
さ
ん
と
し
て

は
､
伝
統
あ
る
松
崎
和
紙
を
続
け
た
い
一
つ
の
信
念

を
持
っ
て
い
た
､
け
れ
ど
も
生
計
の
こ
と
､
後
継
者

の
こ
と
な
ど
信
念
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
難
問
に

ぶ
つ
か
っ
て
い
た
｡
こ
れ
か
ら
の
難
問
を
解
決
し
よ

う
と
し
て
腰
原
さ
ん
の
探
求
心
は
つ
い
に
一
つ
の
活

路
を
見
出
す
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
松
崎
和
紙
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
'
新
し

い
時
代
の
要
請
に
応
え
ら
れ
る
和
紙
を
作
る
こ
と
で

あ
る
｡
そ
し
て
考
案
し
た
の
が
｢
桧
和
紙
｣
　
で
あ
る
｡

桧
和
紙
と
は
今
ま
で
の
和
紙
の
原
科
に
桧
の
皮
を

泥
き
込
む
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
の
天

無
の
桧
の
色
調
と
盛
蝕
を
出
そ
う
と
し
ま
し
た
｡
こ

れ
は
兄
事
に
成
功
し
た
｡
方
々
に
見
本
と
し
て
出
品

し
た
り
博
覧
会
な
ど
に
出
し
好
評
を
は
-
し
た
｡

時
の
長
野
県
知
事
､
西
沢
権
一
郎
さ
ん
は
激
墳
し

て
こ
の
紙
に
｢
桧
和
紙
｣
と
い
う
名
を
つ
け
て
励
ま
し

て
く
れ
ま
し
た
｡
こ
う
し
た
特
殊
な
鯨
波
に
自
信
を

持
っ
た
腰
原
さ
ん
は
こ
う
し
た
卸
に
意
欲
的
に
取
り

く
み
は
じ
め
た
｡
天
禁
の
美
を
伝
統
の
紙
の
中
に
と

考
え
｢
木
の
葉
を
漉
き
込
む
こ
と
を
考
案
し
た
｡
え
の

木
､
け
や
木
､
も
み
じ
な
ど
の
天
然
の
木
の
葉
を
漉

き
込
む
こ
と
に
熱
中
し
次
々
と
新
し
い
紙
を
漉
い
て

い
っ
た
｡
そ
の
た
め
に
は
秋
の
落
葉
の
季
節
に
在
る

と
こ
れ
ら
漉
き
込
め
る
木
の
あ
る
と
こ
ろ
を
探
し
求

め
山
奥
ま
で
何
回
と
を
く
足
を
運
ん
だ
｡
そ
し
て
集

め
た
木
の
葉
の
色
を
そ
の
ま
ま
保
つ
工
夫
､
そ
れ
を

と
ゆ
う
こ
と
で
は
そ
の
生
産
性
か
ら
い
っ
て
､
採
算

の
と
れ
る
は
ず
が
な
い
｡
か
つ
て
は
原
料
と
し
て
椿

あ
り
桑
皮
あ
り
､
稲
藁
ま
で
豊
富
に
あ
っ
た
原
料
が

今
で
は
手
に
入
り
難
-
な
っ
て
い
る
､
桑
皮
は
賛
蚕

業
が
す
た
れ
る
と
と
も
に
桑
畑
な
ど
殆
ど
見
ら
れ
を

く
在
っ
て
し
ま
っ
た
｡
椿
に
し
て
も
自
然
の
も
の
な

ど
少
な
く
在
り
､
た
と
え
あ
っ
て
も
そ
の
原
料
を
求

め
る
た
め
の
人
件
穀
が
か
さ
み
困
難
と
な
っ
て
い
る
｡

そ
こ
で
今
は
殆
ど
が
栽
培
さ
れ
た
物
を
買
っ
て
-
る

の
で
あ
る
｡
そ
の
栽
培
と
て
ど
こ
で
も
あ
る
わ
け
で

は
な
い
限
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
現
状
を
統
計
で
見
る

と
次
の
表
蘭
の
よ
う
で
あ
る
｡

参
考
と
し
て
大
正
元
年
の
も
の
を
入
れ
て
み
た
｡

昭
和
三
十
五
年
頃
を
境
に
急
激
に
減
っ
て
き
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
｡
工
業
の
発
展
と
同
じ
と
い
う

の
も
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

こ
れ
を
更
に
府
県
別
に
見
る
と
､
孝
･
･
刷
の
よ
う

で
あ
る
｡

最
も
生
産
量
の
多
い
の
は
高
知
県
で
こ
の
方
面
か

ら
大
部
分
が
移
入
さ
れ
て
い
る
｡

さ
て
こ
の
原
料
に
つ
い
て
も
皮
ば
か
り
で
な
-
佗

に
い
く
つ
か
の
重
要
な
原
材
料
が
あ
る
そ
れ
は
紙
の

繊
維
を
む
す
び
つ
け
平
面
を
保
つ
に
最
も
大
切
在
役
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木の葉を入れた製品(封筒)

鰭物情と山

も
使
い
手
で
あ
っ
た
と
い
う

条
件
を
具
え
た
人
で
あ
る
｡

何
と
言
っ
て
も
む
ず
か
し
い

の
は
､
紙
料
を
舟
か
ら
す
く

い
上
げ
る
主
役
で
あ
る
'
箕

と
い
う
物
な
の
で
あ
る
｡
こ

れ
は
こ
ま
か
い
手
先
の
器
用

さ
が
要
求
さ
れ
る
仕
事
で
誰

に
で
も
出
来
る
と
い
う
も
の

で
忙
な
か
っ
た
｡
も
と
は
竹

の
節
の
な
い
部
分
だ
け
を
切

り
出
し
て
き
て
細
い
片
手
を

作
り
一
定
の
長
さ
に
揃
え
て

編
む
の
で
あ
る
｡
編
む
時
は

割
を
果
し
て
い
る
｢
粘
り
｣
　
に
つ
い
て
で
あ
る
｡

粘
り
は
ふ
つ
う
｢
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
｣
　
と
言
う
植
物

の
根
を
す
り
つ
ぶ
し
そ
れ
か
ら
と
れ
る
粘
着
力
の
あ

る
液
を
使
っ
て
い
る
｡
経
験
上
こ
れ
が
最
も
依
れ
て

い
る
と
い
う
'
ゼ
ニ
ア
オ
イ
科
に
属
す
る
一
年
生
の

植
物
で
こ
の
地
方
で
も
ら
-
に
作
れ
る
植
物
で
あ
る
｡

こ
の
他
に
も
こ
れ
に
代
れ
る
物
は
数
多
-
あ
っ
て
､

昔
は
い
ろ
い
ろ
な
物
を
多
く
の
人
が
使
っ
て
い
た
が

結
局
は
こ
の
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
に
在
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
｡
現
在
は
栽
培
す
る
人
が
少
な
-
ど

て
も
需
要
に
は
追
い
つ
か
な
い
の
で
主
と
し
て
韓
国

方
面
か
ら
輸
入
し
て
い
る
｡

原
料
で
は
を
い
が
植
物
の
繊
維
を
ほ
ぐ
す
の
に
便

お
れ
る
物
と
し
て
植
物
を
焼
い
た
草
灰
と
か
'
木
を

焼
い
て
灰
に
し
た
木
灰
を
ど
あ
る
が
現
在
は
そ
れ
ら

の
物
に
代
わ
っ
て
化
学
薬
品
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
和
紙
本
来
の
よ
さ
を
出
す
に

は
化
学
薬
品
で
は
ど
う
し
て
も
う
ま
-
い
か
を
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
｡

原
料
以
外
で
重
要
を
も
の
は
紙
瀧
の
た
め
の
用
具

の
い
く
つ
か
で
あ
る
｡
今
そ
の
う
ち
重
要
を
物
に
つ

い
て
ニ
ー
三
考
察
す
る
｡
一
つ
は
漉
き
舟
､
二
つ
に

は
漉
桁
で
あ
り
三
つ
に
は
箕
で
あ
る
｡
一
番
因
る
こ

と
は
こ
れ
ら
の
物
を
作
る
職
人
が
い
な
い
こ
と
で
あ

る
｡
松
崎
の
頗
原
福
松
さ
ん
は
こ
の
方
面
の
職
人
で

あ
り
､
自
分
の
考
え
自
分
で
作
る
こ
と
が
出
来
し
か

馬
の
尾
の
毛
を
使
っ
て
編
ん
だ
､
昔
は
大
町
に
も
高

見
町
に
こ
の
方
面
の
技
術
者
が
い
て
こ
の
地
方
の
需

要
を
ま
か
な
っ
て
い
た
が
､
近
来
は
殆
ど
を
静
岡
愛

知
方
面
か
ら
買
っ
て
い
る
｡
こ
の
黄
は
水
切
れ
の
具

合
や
､
粘
り
と
の
か
か
わ
り
'
繊
維
の
か
ら
み
具
合

な
ど
す
べ
て
の
点
か
ら
み
て
一
番
使
い
易
い
と
い
う
｡

近
来
は
合
成
物
が
多
-
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
化
学
処

理
し
た
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
｡

こ
の
箕
の
一
本
一
本
の
片
子
の
太
さ
､
編
み
方
､

寸
法
を
ど
に
よ
っ
て
特
色
あ
る
和
紙
が
漉
け
る
の
で

あ
る
｡四

､
伝
綿
工
業
と
宮
本
松
崎
紙

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

伝
統
工
業
と
し
て
大
町
地
区
と
し
て
は
貴
重
を
も

の
で
あ
る
が
､
こ
の
ま
ま
で
は
紙
漉
そ
の
も
の
は
も

ち
ろ
ん
､
人
々
の
心
か
ら
さ
え
消
え
て
し
ま
う
恐
れ

を
憂
い
去
る
昭
和
三
十
年
代
旧
社
小
学
校
の
五
年
生

が
社
会
科
の
学
習
で
こ
の
こ
と
を
実
際
に
や
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
､
我
々
の
視
先
の
人
た
ち
が
や
っ

た
仕
事
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
ゆ
う
声
が
､

実
を
む
す
び
､
社
地
区
全
域
に
わ
た
っ
て
使
用
し
た

器
具
を
ま
ず
集
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
三
か
年

計
画
で
は
じ
め
た
｡
P
T
A
の
呼
び
か
け
で
全
戸
に

配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
に
は
『
亡
び
ゆ
く
社
の
紙
渡
の

心
と
技
を
後
の
世
に
伝
え
残
し
た
い
｡
そ
の
た
め
に

今
各
家
に
あ
る
紙
漉
用
具
と
か
製
品
な
ど
あ
り
ま
し

た
ら
､
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
社
小
学
校
の
一
室
に
系

統
的
に
展
示
し
て
保
存
し
た
い
-
云
々
｣
と
い
う
趣

旨
の
も
の
を
配
布
し
て
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
､
殆
ど

の
素
か
ら
何
か
ど
う
か
在
る
か
ら
寄
賭
し
ま
す
と
の

申
し
出
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
､
学
校
と
し
て
は

教
育
委
員
会
の
協
力
を
得
て
全
国
的
に
遺
業
す
る
こ

と
に
在
っ
た
｡
そ
の
結
果
あ
ら
ゆ
る
紙
漉
用
具
が
集

ま
り
そ
の
数
は
教
百
点
に
も
及
び
ま
し
た
｡
そ
れ
を

地
区
別
機
能
別
な
ど
考
慮
し
て
展
示
し
､
そ
れ
に
必

要
を
解
説
と
か
周
辺
資
料
の
整
備
へ
　
な
ど
手
を
加
え

て
一
室
に
配
置
し
た
の
が
紙
漉
資
料
室
で
あ
る
｡

内
容
か
ら
も
資
料
的
価
値
か
ら
も
貴
重
を
も
の
で

あ
る
と
の
文
化
財
審
議
会
の
答
伸
に
よ
り
大
町
市
文

化
財
に
も
指
定
さ
れ
､
将
来
的
に
は
県
の
文
化
財
の

指
定
も
得
ら
れ
る
も
の
と
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
｡

(
大
町
東
小
学
校
･
大
町
市
誌
編
纂
委
員
)

博
物
館
だ
よ
り

企
画
展
　
松
崎
和
紙
展

▼
期
日
　
4
月
1
5
日
-
5
月
8
日

▼
会
場
　
山
岳
博
物
館
･
教
室

▼
観
覧
者
自
身
に
よ
る
和
紙
の
手
渡
実
謡
あ
り

手
渡
和
紙
行
程
ビ
デ
オ
･
民
芸
和
紙
な
ど
と
､

紙
漉
用
具

▼
料
金
　
平
常
料
金

企
画
展
　
春
の
草
花
と
山
菜
展

▼
期
日
　
5
月
1
5
日
-
5
月
2
2
日

▼
会
場
　
山
岳
博
物
館
講
堂

▼
春
の
野
草
に
よ
る
生
花
､
食
用
野
草
の
数
々
の

種
類
展
示

▼
料
金
　
平
常
料
金

山

と

博
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