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　柳
宗
悦
と
強
製
紙

　
生
活
に
密
着
し
た
道
具
の
美
し
さ
を
評
価
す
る
民

芸
運
動
の
創
始
者
・
柳や
な
ぎ
む
ね
よ
し

宗
悦
は
、
仙
台
周
辺
で
も
幾

つ
か
の
民
芸
品
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
仙
台
簞た
ん
す笥
や

仙せ
ん
だ
い
ひ
ら

台
平
、
堤
焼
な
ど
、
現
在
も
生
産
が
続
け
ら
れ

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
一
方
で
は
「
編
み
方

が
大
変
綺
麗
な
上
に
、
形
の
美
し
い
の
が
あ
り
ま
す
。

着
物
の
埃ほ
こ
りを

払
う
の
に
上
々
の
品
」
と
評
し
た
「
仙

台
市
の
郡
山
で
出
来
る
小
型
の
手て
ぼ
う
き箒

」
の
よ
う
に
、

今
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
道
具
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
柳
宗
悦
が
高
く
評
価
し
た
も
の
の
一
つ
に
、

柳や
な
ぎ
う生

和
紙
が
あ
り
ま
す
。
日
本
各
地
の
和
紙
を
語
っ

た
「
和
紙
十
年
」
と
い
う
小
文
の
中
で
彼
は
「
最
も

忘
れ
難
い
の
は
、
陸
前
名
取
郡
中
田
村
柳
生
で
作
る

「
強き
ょ
う
せ
い
し

製
紙
」
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　
柳
宗
悦
が
中
田
村
柳
生
（
現
、
仙
台
市
太
白
区
柳

生
）
で
強
製
紙
の
製
造
現
場
を
訪
れ
た
の
は
、
昭
和

九
年（
一
九
三
四
）の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
強
製
紙
は
、

「
紙か

み
こ子

」
の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
紙

子
」
と
は
紙
を
材
料
と
す
る
衣
服
の
こ
と
で
、
古
く

か
ら
防
寒
衣
料
や
寝
具
を
中
心
に
広
く
普
及
し
て

い
た
も
の
で
す
。
柳
生
で
作
ら
れ
て
い
た
強
製
紙
は
、

洗
濯
に
耐
え
る
ほ
ど
丈
夫
で
あ
り
な
が
ら
柔
ら
か
く
、

色
調
も
美
し
く
て「
こ
ん
な
和
紙
は
他
に
類
が
な
い
」

と
柳
は
絶
賛
し
て
い
ま
す
。

　
柳
は
強
製
紙
を
紙
子
の
素
材
と
し
て
だ
け
で
な
く

本
の
表
紙
に
最
適
な
も
の
と
考
え
、
自
身
の
著
作
に

用
い
、
そ
し
て
知
人
に
も
熱
心
に
勧
め
た
そ
う
で
す
。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
柳
を
夢
中
に
さ
せ
た
柳
生
和
紙
は
、

ど
ん
な
ル
ー
ツ
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

柳
生
和
紙
の
ル
ー
ツ

　
明
治
時
代
の
文
献
は
、
伊
達
政
宗
が
阿
部
倉
治
・

佐
藤
惣
之
助
・
佐
藤
助
左
衛
門
・
阿
部
清
五
郎
と
い

う
四
人
の
技
術
者
を
伊
達
郡
茂も
に
わ庭

村
（
現
、
福
島
市

茂
庭
）
か
ら
柳
生
に
呼
び
寄
せ
て
紙
を
作
ら
せ
た
の

が
柳
生
和
紙
の
始
ま
り
、
と
記
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
以
前
に
柳
生
の
歴
史
に
詳
し
い
旧
家
の
方
に
聞

き
取
り
を
し
た
際
「
こ
の
四
人
の
名
前
は
、
明
治
時

代
に
柳
生
で
指
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
人
の
名
前
で
、

政
宗
が
柳
生
に
呼
び
寄
せ
た
紙か
み

漉す

き
の
名
前
が
こ
う

だ
っ
た
と
は
思
え
な
い
」
と
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
明
治
時
代
の
文
献
は
信

頼
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

ど
う
も
簡
単
に
そ

う
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
す
。

　
江
戸
時
代
の
資
料
を
見
る
と
、
柳
生
で
紙
漉
き
を

し
て
い
た
人
の
何
人
か
は
「
茂
庭
紙
漉
」
と
い
う
肩

書
き
を
持
ち
、
藩
か
ら
禄
を
与
え
ら
れ
る
な
ど
の
特

権
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
文
献
は
、「
阿
部
倉
治
・
佐
藤
惣
之
助
・
佐
藤
助

左
衛
門
・
阿
部
清
五
郎
の
四
人
の
先
祖
が
政
宗
に
紙

漉
き
と
し
て
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
」
と
書
こ
う
と
し
た

の
を
誤
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
よ
う
で
す
。

仙
台
藩
の
名
産
品

　
宮
城
県
の
名
産
品
に
は
「
政
宗
が
○
○
○
し
た

の
が
そ
の
始
ま
り
」
と
す
る
も
の
が
幾
つ
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、調
べ
て
み
る
と
、特
段
の
根
拠
も
な
く
、

い
つ
の
間
に
か
そ
う
し
た
話
が
広
ま
っ
た
と
い
う
も

の
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
柳

生
和
紙
は
、
政
宗
の
時
代
か
ら
生
産
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
証
明
で
き
る
数
少
な
い
特
産
品
な
の
で
す
。

　
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）、
柳
生
村
の
住
人
二
三

人
に
対
し
、
藩
に
紙
を
納
入
す
る
こ
と
と
、
そ
の
代

償
と
し
て
租
税
の
一
部
免
除
を
約
束
し
た
証
文
が
出

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
同
じ
こ
ろ
の
古
文
書
で
「
茂
庭

紙
漉
」
に
藩
が
禄
を
与
え
た
こ
と
を
証
明
す
る
も

の
も
あ
る
の
で
す
。
伊
達
政
宗
の
時
代
の
柳
生
で
は
、

茂
庭
紙
漉
が
中
心
と
な
っ
て
、
数
十
人
の
村
人
が
紙

を
漉
き
、
藩
に
納
め
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い

歴
史
的
事
実
な
の
で
す
。

　
こ
う
し
て
生
産
が
始
ま
っ
た
柳
生
の
和
紙
の
中
で

も
「
鼻
紙
」
と
称
さ
れ
る
高
級
品
は
質
が
良
く
、
藩

か
ら
幕
府
へ
の
献
上
品
や
、
他
の
大
名
へ
の
贈
答
品

に
用
い
ら
れ
た
記
録
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

政
宗
の
時
代
に
始
ま
り
、
仙
台
藩
を
代
表
す
る
産
物

と
な
り
、
柳
宗
悦
に
も
高
く
評
価
さ
れ
た
柳
生
和
紙

は
、
仙
台
自
慢
の
逸
品
と
し
て
、
も
っ
と
注
目
さ
れ

て
も
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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かつては柳生地区のほとんどの農家で紙漉きが行われたが、
現在は「柳生和紙工房」の佐藤家の１軒のみになった
画像提供：「手とてとテ　―仙台・宮城の手しごとたち―」


