
手
漉
き
和
紙
と
い
う
と
、

職
人
が
何
年
も
修

行
を
積
ん
で
習
得
し
た
高
度
な
技
術

に
よ
る
、
薄
く
て
強
い
世
界
に
誇
る

高
品
質
の
紙
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
向
き
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
友
人
で
親
日
家
の
オ
ラ
ン

ダ
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
「
和
紙
づ
く

り
は
簡
単
で
い
い
よ
ね
」
と
言
う
。

洋
紙
と
比
べ
て
和
紙
の
繊
維
は
長

く
絡
み
や
す
い
の
で
、
漉
い
た
紙
が

乾
燥
す
る
ま
で
の
間
に
指
先
で
修
正

し
た
り
、
繊
維
を
継
ぎ
足
し
た
り
で

き
る
。
洋
紙
だ
と
そ
う
い
っ
た
失
敗

作
は
た
だ
の
出
来
損
な
い
に
し
か
な

ら
な
い
け
ど
、
和
紙
だ
と
そ
れ
が

「
味
」
と
な
っ
て
、
か
え
っ
て
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
お
も
し
ろ
い
紙
が
で
き
た

り
す
る
か
ら
和
紙
づ
く
り
は
楽
し
い

の
だ
と
言
う
。

日
本
人
が
誇
り
に
思
っ
て
い
る
和

紙
の
素
晴
ら
し
さ
と
は
ま
っ
た
く
違

っ
た
発
想
で
、
彼
が
和
紙
を
評
価
し
、

愛
好
し
て
い
る
こ
と
に
、何
か
大
事
な

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
思
い
が
し
た
。

そ
の
オ
ラ
ン
ダ
に
昨
夏
か

ら
の
１
年
間
、
ジ
ャ

パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
の
芸
術

家
派
遣
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
で
滞
在
し

た
。
ふ
だ
ん
、
わ
た
し
が
制
作
し
て

い
る
ペ
ー
パ
ー
ア
ー
ト
（
手
漉
き
紙

に
限
ら
ず
、
紙
の
原
料
繊
維
、
機
械
製

の
紙
、
印
刷
さ
れ
た
紙
、
紙
に
よ
る
既

製
品
、
古
紙
・
廃
紙
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

「
紙
」
を
素
材
と
し
た
現
代
ア
ー
ト
）

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
現
況
を
調
査
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
に
あ
る
伝

統
的
な
手
漉
き
紙
の
歴
史
や
技
法
を

研
究
す
る
た
め
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
こ

の
分
野
の
第
一
人
者
で
あ
る
プ
ッ

ク
・
ブ
ラ
ム
レ
ッ
ヘ
氏
の
助
力
を
得

て
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
ペ
ー
パ
ー

ア
ー
ト
の
展
覧
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

に
参
加
し
た
。

ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
各
地
の
ア
ー
テ

ィ
ス
ト
や
紙
漉
き
職
人
た
ち
と
の
共

同
制
作
を
行
な
っ
た
り
、
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
の
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
で
一

般
の
人
を
対
象
に
和
紙
漉
き
や
和
綴と

じ
本
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

た
り
と
、
オ
ラ
ン
ダ
の
人
々
の
温
か

い
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
支
え
ら
れ
て

充
実
し
た
１
年
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
た
。

こ
こ
で
は
、
滞
在
の
初
期
に
参
加

し
た
展
覧
会「
オ
ラ
ン
ダ
・
ペ
ー
パ
ー
・

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
と
そ
の
関
連
企
画

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ペ
ー
パ
ー
10
デ

イ
ズ
」
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
う
。

昨
年
で
第
５
回
を
数
え
た

こ
の
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

は
、
ペ
ー
パ
ー
ア
ー
ト
の
重
要
な
国

際
展
の
一
つ
で
、
前
回
ま
で
ハ
ー
グ

近
郊
の
ラ
イ
ス
ワ
イ
ク
博
物
館
で
開

催
さ
れ
て
き
た
が
、
今
回
か
ら
オ
ラ

ン
ダ
中
部
の
町
ア
ペ
ル
ド
ー
ル
ン
に

新
し
く
完
成
し
た
美
術
館
で
も
同
時

に
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

わ
た
し
は
、
両
方
の
会
場
で
の
展

示
を
依
頼
さ
れ
、
和
紙
の
原
料
の
一

つ
で
あ
る
コ
ウ
ゾ
の
樹
皮
そ
の
も
の
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を
用
い
た
も
の
と
、
自
分
で
漉
い
た

コ
ウ
ゾ
の
和
紙
に
金
箔
を
施
し
た
も

の
と
の
、
同
じ
原
料
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
素
材
の
扱
い
方
に

よ
る
二
つ
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

作
品
を
日
本
か
ら
送
り
、
現
地
で
設

置
作
業
を
行
な
っ
た
。

日
本
か
ら
は
池
崎
義
男
氏
と
都
築

房
子
氏
も
出
品
し
た
。
わ
た
し
た
ち

日
本
人
作
家
の
作
品
が
、
あ
く
ま
で

紙
と
い
う
素
材
の
独
自
性
に
こ
だ
わ

り
、
そ
の
特
性
を
活
か
し
、
な
お
か

つ
和
紙
の
背
景
に
あ
る
風
土
や
歴
史

と
い
っ
た
精
神
性
に
ま
で
踏
み
込
ん

だ
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
概
し

て
欧
州
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
作

品
は
、
紙
と
い
う
素
材
の
可
変
性
を

活
か
し
て
、
自
由
な
発
想
で
つ
く
ら

れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
意
表
を
つ

い
た
ア
イ
デ
ア
の
感
性
豊
か
な
作
品

に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
一
方
で
、
素
材

に
手
を
加
え
過
ぎ
て
、
な
ぜ
こ
れ
を

わ
ざ
わ
ざ
紙
で
と
、
首
を
傾
げ
た
く

な
る
よ
う
な
作
品
も
見
受
け
ら
れ
た
。

８
月
末
に
は
、
こ
の
ビ
エ

ン
ナ
ー
レ
の
関
連
企

画
と
し
て
、
ア
ペ
ル
ド
ー
ル
ン
郊
外

の
村
に
あ
る
紙
漉
き
工
房
「
デ
・
ミ

デ
ル
ス
テ
・
モ
レ
ン
」
を
中
心
に
行

な
わ
れ
た
紙
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参

加
し
た
。
わ
た
し
は
工
房
か
ら
提
供

さ
れ
た
洋
紙
の
原
料
で
試
み
た
立
体

作
品
と
和
紙
に
関
す
る
参
考
資
料
を

展
示
す
る
と
と
も
に
、
公
開
制
作
で

和
紙
漉
き
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
を
行
な
っ
た
。

１
６
２
２
年
創
業
の

紙
漉
き
工
房
は
長
ら
く

閉
鎖
さ
れ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
が
、
近
年
に
な
っ

て
地
元
の
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
や
有
志
の
手
に
よ
っ

て
復
興
さ
れ
、
今
回
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
お

披
露
目
と
な
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
に
は

こ
の
よ
う
な
昔
か
ら
の
紙
漉
き
工
房

は
、
ご
く
わ
ず
か
し
か
残
っ
て
お
ら

ず
、
そ
の
復
興
に
携
わ
っ
た
方
々
も
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
一
般
来
場
者

も
、
年
配
の
方
が
中
心
で
若
い
人
は

少
な
い
。

手
漉
き
紙
産
業
の
衰
退
は
全
世
界

的
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
日
本
で
は

各
自
治
体
や
地
域
で
手
漉
き
和
紙
の

よ
う
な
地
元
の
伝
統
工
芸
を
町
お
こ

し
に
活
用
し
、
少
な
か
ら
ぬ
若
い
人

た
ち
が
熱
意
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で

い
た
り
す
る
。
し
か
し
、
文
化
や
習

慣
の
異
な
る
国
か
ら
の
移
民
が
人
口

の
か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
オ
ラ
ン

ダ
で
は
、
今
後
の
少
子
高
齢
化
と
と

も
に
、
伝
統
文
化
の
維
持
、
継
承
は

ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

誰
も
が
日
常
的
に
手
に
す

る
紙
。
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
に
と
っ
て
は
、
下
絵
か
ら
本
格
的

な
絵
画
、
立
体
作
品
ま
で
さ
ま
ざ
ま

に
用
い
ら
れ
る
、
こ
の
極
め
て
基
本

的
な
素
材
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

造
形
に
対
す
る
考
え
方
や
そ
の
背
景

に
あ
る
文
化
の
違
い
な
ど
が
作
品
か

ら
透
け
て
見
え
る
。
そ
う
い
っ
た
意

味
で
こ
の
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
は
と
て
も

興
味
深
い
展
覧
会
で
あ
っ
た
。

１
０
０
０
年
以
上
に
わ
た
る
和
紙

の
文
化
を
も
つ
日
本
で
も
、
同
様
の

展
覧
会
を
企
画
す
れ
ば
内
外
か
ら
高

い
関
心
を
集
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
技
術
や
品
質
の
高
さ
や
、
歴

史
の
長
さ
を
誇
る
だ
け
で
な
く
、
も

っ
と
国
際
的
な
視
野
で
和
紙
の
可
能

性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
必
要
に

な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。a
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←シンポジウム会場の紙漉き工
房「デ・ミデルステ・モレン」。
10日間の期間中、アペルドール
ンの美術館と市内各所でのワー
クショップや展覧会、紙漉き工
房での公開制作などのイベント
が催された

↓製紙機材が並ぶ工房の内部。
ぼろ布を叩解して紙の原料をつ
くるのに水車を動力とした昔な
がらの工房。製紙業の機械化、
近代化とともに閉鎖されていた


