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柳
生
の
紙
づ
く
り

　

産
業
の
近
代
化
は
、
も
の
づ
く
り
か
ら
季
節
感
を

少
し
ず
つ
奪
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
産

業
に
は
、
季
節
に
従
っ
た
も
の
づ
く
り
を
保
っ
て
い

る
も
の
が
、
ま
だ
幾
つ
も
残
っ
て
い
ま
す
。
日
本
酒

が
そ
の
代
表
例
で
す
が
、
紙
漉す

き
（
和
紙
づ
く
り
）

も
そ
の
一
つ
で
す
。
紙
漉
き
は
、
農
家
の
副
業
で
あ

り
、
ま
た
和
紙
の
繊
維
を
つ
な
ぐ
接
着
剤
の
ト
ロ
ロ

ア
オ
イ
が
低
い
温
度
で
な
い
と
接
着
力
を
維
持
で
き

な
い
こ
と
か
ら
、
冬
に
行
わ
れ
る
作
業
で
し
た
。

　

仙
台
市
太
白
区
柳や
な
ぎ
う生

地
区
は
、
こ
の
よ
う
な
紙
漉

き
を
江
戸
時
代
か
ら
途
絶
え
る
こ
と
な
く
行
っ
て
き

た
地
域
で
す
。
今
そ
の
伝
統
を
保
っ
て
い
る
の
は
僅

か
に
一
軒
だ
け
で
す
が
、
戦
前
ま
で
は
集
落
の
大
部

分
が
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

柳
生
の
紙
漉
き
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
技

術
改
良
が
行
わ
れ
、
農
閑
期
の
副
業
と
し
て
普
及
し

た
の
で
す
が
、
そ
の
功
労
者
の
一
人
と
し
て
忘
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
物
が
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
後
に

貴
族
院
議
員
と
な
る
実
業
家
佐
藤
亀か
め
は
ち
ろ
う

八
郎
で
す
。
亀

八
郎
は
、
若
く
し
て
紙
漉
き
の
組
合
の
代
表
と
な
り
、

さ
ら
に
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
に
製
紙
業
の

振
興
を
目
的
に
柳
生
に
製
紙
伝
習
所
を
設
立
す
る
な

ど
、
柳
生
の
製
紙
業
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
し
た
。

地
域
社
会
の
リ
ー
ダ
ー

　

佐
藤
亀
八
郎
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
柳

生
の
農
家
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
生
家
は
や
は
り
紙
漉

き
も
手
が
け
る
農
家
で
し
た
が
、
同
時
に
多
く
の
土

地
を
所
有
す
る
有
力
な
地
主
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

地
主
と
い
う
と
、
戦
後
に
地
主
制
の
解
体
が
占
領

軍
主
導
で
強
行
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
と
も
す
れ
ば

マ
イ
ナ
ス
面
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
す
。
確
か
に
、
地

主
の
中
に
は
高
額
な
小
作
料
を
取
り
、
農
村
に
大
き

な
貧
富
の
格
差
を
も
た
ら
す
場
合
も
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
地
主
の
全
て
が
そ
う
し
た
「
搾さ

く
し
ゅ取

者
」

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
く
に
村
に
住
み
、
自

ら
も
農
業
を
営
む
地
主
の
中
に
は
地
域
社
会
の
リ
ー

ダ
ー
と
な
る
者
も
あ
り
、
ま
た
財
産
の
一
部
を
地
域

に
対
し
て
還
元
す
る
と
い
う
意
識
も
一
般
的
で
し
た
。

例
え
ば
、
学
校
や
村
役
場
を
建
設
す
る
際
な
ど
、
地

域
の
地
主
が
敷
地
や
多
額
の
資
金
を
寄
付
す
る
こ
と

は
、
全
国
的
に
見
ら
れ
た
事
象
で
す
。

　

佐
藤
家
も
そ
の
意
味
で
、
柳
生
と
い
う
地
域
に
根

ざ
し
た
地
主
で
し
た
。
平
年
の
二
割
程
度
の
作
柄
と

な
っ
た
明
治
三
十
八
年
の
大
凶
作
の
時
、
亀
八
郎
は

自
ら
実
情
の
調
査
を
行
っ
た
上
で
、
収
穫
「
皆か
い
む無

」

と
い
う
扱
い
に
し
、
小
作
料
を
全
額
免
除
し
た
う
え
、

困
窮
者
に
対
し
て
資
金
の
無
利
子
融
資
を
行
っ
て
い

ま
す
。
後
に
地
元
の
村
役
場
の
建
設
資
金
を
寄
付
し

た
こ
と
や
、
先
述
し
た
製
紙
伝
習
所
の
設
立
も
、
地

域
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
を
自
覚
し
た
行

動
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

県
政
の
場
か
ら
経
済
界
へ

　

県
立
宮
城
農
学
校
卒
業
後
、
東
京
で
簿
記
や
法
律

を
学
ん
だ
佐
藤
亀
八
郎
は
、明
治
三
十
六（
一
九
〇
三
）

年
、
県
会
議
員
に
当
選
し
ま
す
。
以
後
、
昭
和
二

（
一
九
二
七
）
年
ま
で
、
二
十
四
年
に
わ
た
っ
て
亀
八

郎
は
県
政
に
携
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
だ
け
の
長
期
間
、

当
選
を
重
ね
た
の
は
、
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の

人
望
が
厚
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。

　

県
会
議
員
と
し
て
の
亀
八
郎
は
、
地
主
出
身
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
農
政
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み

ま
し
た
。
ま
た
、
県
営
電
気
事
業
推
進
に
も
大
き
な

役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
大
正
期
、
県
内
各
地
に
中

小
の
発
電
会
社
が
乱
立
し
て
い
た
の
で
す
が
、
電
力

の
安
定
供
給
を
目
的
に
県
は
電
気
事
業
を
統
合
し

て
県
営
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
は
、
多
方
面
か
ら
の
反
発
が
あ
り
、
昭
和
四
年

に
県
営
化
が
果
た
さ
れ
る
ま
で
、
多
く
の
困
難
が
あ

り
ま
し
た
。
県
会
議
員
と
し
て
こ
の
事
業
の
推
進
を

図
っ
た
の
が
亀
八
郎
で
し
た
。
ま
た
、
東
北
学
院
や

常
盤
木
学
園
に
大
き
な
援
助
を
与
え
る
な
ど
、
亀
八

郎
は
教
育
に
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
県
会
で
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
中
で
、

政
治
家
、
そ
し
て
経
済
人
と
し
て
の
力
量
を
認
め
ら

れ
た
亀
八
郎
は
、
大
正
十
四
（
一
九
一
四
）
年
に
宮

城
県
農
工
銀
行
の
頭
取
に
就
任
し
、
昭
和
七
年
に
は

多
額
納
税
者
と
し
て
貴
族
院
議
員
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

頑
健
な
体
格
で
、
座
興
に
土
俵
入
り
を
披
露
す

る
ほ
ど
相
撲
を
好
ん
だ
亀
八
郎
で
し
た
が
、
病
に
は

勝
て
ず
、
昭
和
十
一
年
七
月
十
五
日
に
亡
く
な
り
ま

し
た
。
仙
台
の
実
業
界
の
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、

活
躍
が
期
待
さ
れ
る
中
で
の
早
す
ぎ
る
死
で
し
た
。
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