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常
陸
大
宮
市
は
、
昔
な
が
ら
の
原
料
と

手
法
を
用
い
て
和
紙
を
生
産
し
て
い
る
、

県
内
で
唯
一
の
地
で
す
。
現
在
、
紙 
漉 
き
す

を
行
っ
て
い
る
の
は
、
山
方
地
域
の
専
業

の
二
軒
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
か
つ

て
は
、
美
和
・
緒
川
・
御
前
山
地
域
で
も

多
く
の
家
々
が
紙
漉
き
を
行
っ
て
い
ま
し

た
。
原
料
と
な
る
楮
の
栽
培
は
大
宮
地
域

で
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
常
陸
大

宮
市
全
域
が
、
和
紙
の
生
産
に
関
わ
っ
て

い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
現
在
の
常
陸
大
宮
市
域
で

生
産
さ
れ
た
紙
は
、
将
軍
や
大
名
が
使
う

超
高
級
紙
か
ら
、
商
家
や
一
般
庶
民
が
利

用
す
る
帳
面
や 
雨  
合  
羽 ・
傘
の
原
紙
、
落
と

あ
ま 
が
っ 
ぱ

し
紙
ま
で
多
種
多
様
で
し
た
。
紙
の
生
産

や
流
通
の
過
程
で
水
戸
藩
は
多
額
の
税
を

課
し
、
藩
の
財
政
の
三
分
の
一
は
、
紙
の

生
産
か
ら
得
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
紙
漉
き
の
伝
統
が
明
治
時
代
以
降

も
引
き
継
が
れ
、
山
方
以
外
の
地
域
で
も

昭
和
三
十
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
今
回
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

「
常
陸
大
宮
及
び
周
辺
地
域
の
和
紙
生
産

用
具
と
製
品
」
は
、
か
つ
て
紙
漉
き
を
し

て
い
た
家
々
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
民

具
が
主
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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「
登
録
」
有
形
文
化
財
は
、
従
来
の
国

宝
や
重
要
文
化
財
と
い
っ
た
国
レ
ベ
ル
で

厳
選
す
る
「
指
定
」
制
度
で
は
、
失
わ
れ

て
し
ま
う
文
化
財
が
多
い
た
め
、
よ
り
緩

や
か
な
規
制
の
も
と
で
幅
広
く
保
護
の
網

を
か
け
よ
う
と
、
一
九
九
六
年
の
文
化
財

保
護
法
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
制
度
で

す
。
当
初
は
建
造
物
の
み
が
対
象
で
し
た

が
、
二
○
○
四
年
の
同
法
改
正
に
よ
っ
て

有
形
民
俗
文
化
財
と
記
念
物
（
史
跡
・
名

勝
・
天
然
記
念
物
関
係
）
に
つ
い
て
も
登

録
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

　

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
の
登
録
、
第
一

回
目
は
、
二
○
○
六
年
で
、
昨
年
度
ま
で

に
二
五
件
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
月

一
月
一
八
日
に
国
の
文
化
審
議
会
が
文
部

科
学
大
臣
に
出
し
た
答
申
に
よ
っ
て
、
常

陸
大
宮
市
が
収
集
し
た
「
常
陸
大
宮
及
び

周
辺
地
域
の
和
紙
生
産
用
具
と
製
品
」
を

含
む
四
件
が
、
新
た
に
登
録
有
形
民
俗
文

化
財
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
茨
城
県
で
は
初
、
関
東
で

も
四
件
目
で
、
紙
漉
き
に
関
す
る
民
具
等

の
登
録
は
、
全
国
で
初
め
て
で
す
。
市
内

に
残
っ
て
い
た
道
具
が
国
民
の
生
活
文
化

を
知
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
と
認
め
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
の
先
祖
が
寒
中

に
行
っ
て
き
た
厳
し
い
営
み
が
、
ほ
ん
の

少
し
で
す
が
報
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

　

今
回
登
録
の
対
象
と
な
っ
た
資
料
の
総

数
は
二
五
三
点
。
昭
和
一
○
〜
二
○
年
代

を
中
心
と
し
て
、
明
治
期
か
ら
現
代
ま
で

使
用
さ
れ
た
用
具
と
製
品
（
楮
の
白
皮
・

紙
）
を
収
集
し
た
も
の
で
す
。

　

特
徴
の
一
つ
は
、 
楮 
の
栽
培
・
加
工
用

こ
う
ぞ

具
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
当
地
で
生
産

さ
れ
た
楮
は
「
那
須
楮
」
と
呼
ば
れ
、
高

い
品
質
に
よ
っ
て
高
級
和
紙
の
原
料
と
し

て
現
在
も
各
地
で
重
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
近
代
に

な
っ
て
土
佐
や
美
濃
と
い
っ
た
先
進
的
な

紙
産
地
の
技
術
や
道
具
を
積
極
的
に
採
り

入
れ
て
専
業
化
し
て
い
っ
た
生
産
者
と
、

昔
な
が
ら
の
農
閑
期
の
み
操
業
す
る
小
規

模
生
産
者
の
、
二
系
統
の
紙
漉
き
が
当
地

に
は
存
在
し
、
用
具
や
そ
の
名
称
に
異
な

る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
回

の
調
査
・
収
集
活
動
に
よ
っ
て
、
二
者
に

は
紙
漉
き
の
工
程
や
技
法
に
も
、
ち
ょ
っ

と
し
た
違
い
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
今
ま

で
不
明
で
あ
っ
た
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝

統
的
な
当
地
の
技
法
を
知
る
手
が
か
り
が

潜
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。

　

登
録
有
形
民
俗
文
化
財
へ
の
登
録
は
、

資
料
収
集
や
調
査
の
ゴ
ー
ル
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
今
回
の
資
料
群
も
す
べ
て

の
工
程
の
用
具
が
そ
ろ
っ
た
も
の
で
は
な

く
、よ
り
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

国
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
を
目
指
し

て
、
資
料
館
で
は
資
料
の
収
集
と
調
査
を

今
後
も
継
続
し
て
い
き
ま
す
。

　

一
点
一
点
は
、
価
値
の
な
い
よ
う
に
見

え
る
古
い
道
具
で
す
が
、
ま
と
ま
れ
ば
国

の
宝
と
な
り
、
先
祖
か
ら
受
け
取
っ
た
、

子
ど
も
た
ち
へ
の
遺
産
と
な
り
ま
す
。

　

か
つ
て
楮
の
栽
培
や
紙
漉
き
を
し
て
い

た
家
、
経
験
者
に
つ
い
て
、
ご
存
じ
の
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
ぜ
ひ
資
料
館
に
情
報

を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

来
月
は
、
登
録
さ
れ
る
資
料
に
は
ど
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
詳
し
く
ご
紹
介
し

ま
す
。

歴
史
民
俗
資
料
館
大
宮
館　
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▲楮のヒョヒトリ（昭和４０年頃　撮影）これらの作業に使われた
道具も登録有形民俗文化財として登録されます


