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山
梨
県
の
郡
内
地
域
は
古
く
か
ら
続
く
織
物
産
地

で
あ
り
、
平
安
時
代
の
延
喜
式
に
、
最
も
古
い
織
物

に
つ
い
て
の
記
述
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代

に
入
り
、
１
６
８
１
（
天
和
元
）
年
の
減
租
嘆
願
に

つ
い
て
の
訴
状
に
「
つ
む
ぎ
」
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
黄
紬
の
紬
が
織
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

河
口
湖
に
人
口
放
水
路
が
な
か
っ
た
時
代
、
湖
岸

の
地
区
は
た
び
た
び
水
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
増
水
害
を
避
け
る
た
め
、
こ
の
地
の
人
々
は
山

裾
に
耕
地
を
も
と
め
て
焼
畑
農
業
を
行
い
、
生
計
を

営
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
山
畑
に
桑
を
植
え
て
養
蚕

が
始
ま
り
、
や
が
て
養
蚕
が
農
業
の
主
力
と
な
る
ほ

ど
栄
え
て
い
き
ま
し
た
。
春
蚕
、
夏
蚕
、
秋
蚕
と
年

3
回
の
養
蚕
で
繭
を
売
り
、
そ
の
副
産
物
で
あ
る
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屑
繭
及
び
玉
繭
等
の
糸
か
ら
、
紬
織
物
が
織
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
末
期
に
は
租
税
と
し
て
物
納

さ
れ
、
ま
た
、
富
士
山
を
崇
拝
す
る
富
士
講
な
ど
の

人
々
や
、
行
商
人
の
手
に
よ
っ
て
広
く
売
り
出
さ
れ

ま
し
た
。
明
治
・
大
正
の
こ
ろ
に
改
良
が
重
ね
ら
れ

現
在
の
大
石
紬
に
至
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
紬
の
全
盛

期
で
あ
る
明
治
の
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、

2
5
0

戸
余
り
の
農
家
に
よ
っ
て
紬
が
織
ら
れ
、
年

間
３
４
０
０
反
余
り
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

戦
後
、
全
国
的
に
養
蚕
が
衰
退
、
河
口
湖
が
観
光

地
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
も
あ
り
、
養
蚕
や
織
り
を

行
う
農
家
は
急
激
に
減
少
し
ま
し
た
。
1
9
8
9

年

（
平
成
元
年
）
に
は
、
大
石
紬
の
伝
承
を
目
的
と
し
て

「
大
石
紬
伝
統
工
芸
館
」
が
開
設
さ
れ
、
養
蚕
や
紬
の

技
術
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
現
在
は
観
光
施
設
と

し
て
大
石
紬
の
展
示
や
、
織
物
製
品
の
販
売
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

大
石
紬
は
伝
統
的
手
法
に
よ
り
、
経
糸
を
本
繭
（
一

匹
の
蚕
が
作
っ
た
正
常
の
繭
）
か
ら
、
緯
糸
を
玉
繭
（
二 

匹
の
蚕
が
作
っ
た
変
形
し
た
繭
）
か
ら
、
す
べ
て
座

繰
り
手
引
き
し
た
も
の
を
一
反
ま
た
一
疋
に
機
織
り

し
た
も
の
で
す
。
特
徴
と
し
て
、
丈
夫
で
軽
く
柔
ら

か
く
、
絹
特
有
の
す
べ
り
の
良
さ
と
、
堅
牢
さ
を
併

せ
持
つ
、
独
特
の
風
合
い
を
持
っ
て
い
ま
す
。
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■産地組合

大石紬手織組合

〒 401-0305　山梨県南都留郡富士河口湖町大石 1438-1

TEL/FAX：0555-76-7901

　

座
繰
り
等
の
作
業
工
程
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
栗

林
茜
さ
ん
は
、
2
0
1
8

年
に
富
士
河
口
湖
町
の
地

域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
東
京
か
ら
移
住
し
、
大
石

紬
を
伝
承
す
る
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
数
名
し

か
残
っ
て
い
な
い
大
石
紬
の
織
り
手
か
ら
、
糸
作
り

か
ら
織
り
ま
で
の
複
雑
な
工
程
を
学
び
、
3
年
の
任

期
を
終
え
る
と
こ
ろ
で
す
。
養
蚕
や
糸
作
り
等
、
織

る
前
の
工
程
が
複
雑
で
長
く
、
1
年
に
1
度
し
か
通

し
て
学
ぶ
機
会
が
な
い
た
め
、
３
年
と
い
う
短
い
期

間
で
は
技
術
の
習
熟
は
難
し
い
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、

整
経
や
筬
通
し
な
ど
、
か
つ
て
は
家
族
や
地
域
が
協

力
し
て
行
っ
て
い
た
作
業
が
多
く
、
ひ
と
り
や
少
人

数
で
継
続
す
る
難
し
さ
も
あ
り
ま
す
。
大
石
紬
の
未

来
に
向
け
て
、
昨
年
の
秋
か
ら
、
新
た
に
地
元
か
ら

2
名
の
研
修
生
を
迎
え
て
、
大
石
紬
の
技
術
を
伝
え

る
研
修
も
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
栗
林
さ
ん
は
、
協

力
隊
の
任
期
終
了
後
も
、
個
人
と
し
て
大
石
紬
の
研

修
と
製
織
を
つ
づ
け
て
い
く
予
定
で
す
。

　

大
石
紬
伝
統
工
芸
館
は
観
光
地
に
あ
る
た
め
、
海

外
の
方
が
立
ち
寄
り
、
座
繰
り
等
の
工
程
を
見
て
体

験
に
興
味
を
持
つ
人
も
多
い
そ
う
で
す
。
現
在
は
体

験
を
受
け
入
れ
る
体
制
づ
く
り
は
難
し
い
も
の
の
、

大
石
紬
に
興
味
を
持
ち
関
わ
り
た
い
、
と
い
う
人
に

気
軽
に
参
加
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
保
存
会
の
よ
う

な
仕
組
み
づ
く
り
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

糸
か
ら
人
の
手
だ
け
で
紡
ぐ
織
物
だ
か
ら
こ
そ
、

着
尺
を
多
く
織
れ
な
く
と
も
、
小
物
や
ア
ー
ト
作
品

な
ど
、
よ
り
自
由
に
大
石
紬
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ

と
で
、
伝
統
を
残
す
道
を
つ
く
れ
た
ら
、
と
語
る
栗

林
さ
ん
。
大
石
紬
を
学
び
は
じ
め
た
研
修
生
や
、
関

心
を
持
つ
地
元
の
人
た
ち
と
と
も
に
、
新
し
い
活
動

が
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。
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戦
国
時
代
、
天
下
泰
平
を
目
指
す
戦
陣
に
ひ
る
が

え
っ
た
旗
指
物
、
吹
流
し
が
、
江
戸
時
代
後
半
に
端

午
の
節
句
の
祝
い
の
の
ぼ
り
と
し
て
立
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
が
、
武
者
の
ぼ
り
の
起
こ
り
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。 

幕
末
の
１
８
４
７
年
（
弘
化
４
年
）

に
は
、
「
幟
・
菖
蒲
脇
差
等
、
五
節
句
の
取
り
や
り
一

切
致
す
ま
じ
く
」
と
い
う
布
令
が
で
て
お
り
、
こ
の

頃
端
午
の
節
句
に
幟
を
贈
る
習
慣
が
定
着
し
て
い
た

こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

井
上
家
は
初
代
の
井
上
品
兵
衛
が
藍
染
を
始
め
、

１
８
６
０
年
頃
（
万
延
年
間
）
に
２
代
目
文
佐
衛
門
、 

３
代
目
豊
松
が
従
来
の
染
め
に
武
者
の
ぼ
り
、
鯉
の

ぼ
り
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
４
代
目
孫
太
郎
の
時
代

に
は
、
盛
ん
に
の
ぼ
り
が
立
て
ら
れ
、
多
く
の
職
人
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豆
汁
（
ご
じ
る
）
を
塗
る 

色
素
の
定
着
を
良
く
す
る
た
め
豆
汁
を
塗
る
。

染
付 

顔
料
に
豆
汁
を
加
え
、
毛
足
の
短
い
江
戸
刷
毛
を
使

い
、
一
気
に
染
め
分
け
て
い
く
。
顔
料
の
色
止
め
に

は
膠
を
用
い
る
。

水
洗
い

糊
を
洗
い
流
す
。
輪
郭
線
が
白
く
く
っ
き
り
表
れ
る
。

か
つ
て
は
河
原
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
工
場

の
水
槽
で
洗
う
。

　
乾
燥

日
向
で
よ
く
乾
燥
さ
せ
る
。

仕
立
て 

鯉
の
ぼ
り
は
鯉
の
形
に
裁
断
さ
れ
た
布
を
左
右
の
形

が
ず
れ
な
い
よ
う
に
縫
合
し
、
一
匹
の
鯉
に
仕
上
げ

る
。
武
者
の
ぼ
り
は
染
め
上
げ
た
後
に
布
地
の
周
囲

を
補
強
し
、
片
側
に
チ
（
乳
）
を
付
け
、
下
に
き
ら

び
や
か
な
飾
り
を
付
け
て
完
成
。

を
抱
え
る
染
物
店
と
な
り
ま
し
た
。
甲
州
武
者
の
ぼ

り
・
鯉
の
ぼ
り
は
５
代
目
井
上
豊
、
６
代
目
井
上
豊

彦
と
受
け
継
が
れ
、
現
在
は
、
7
代
目
の
井
上
展
弘

さ
ん
が
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

布
の
精
練 

金
巾
と
呼
ば
れ
る
無
晒
の
木
綿
を
煮
沸
し
水
洗
い
、

布
に
付
着
し
て
い
る
も
の
を
取
る
。

糊
作
り 

餅
米
の
粉
と
米
ぬ
か
を
練
り
、
蒸
し
て
ま
た
練
り
、

石
灰
と
塩
を
加
え
る
。
季
節
や
温
度
に
よ
り
変
化
す

る
た
め
、
粘
り
、
腰
、
粘
土
が
均
一
に
な
る
ま
で
丁

寧
に
作
る
。
仕
上
が
り
に
影
響
す
る
要
と
な
る
工
程
。

下
絵
写
し
・
糊
置
き 

伸
子
（
竹
製
で
先
端
に
針
の
つ
い
た
道
具
）
で
布
を

強
く
張
り
、
下
絵
を
重
ね
下
か
ら
光
を
あ
て
、
つ
つ

皮
を
使
い
糊
を
お
い
て
い
く
。
輪
郭
線
に
な
る
た
め
、

細
心
の
注
意
を
必
要
と
す
る
。
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■生産者

井上染物店

https://kousyu-koinobori.jp

〒 400-0404 山梨県南アルプス市古市場 460

TEL/FAX：055-282-1030

　

7
代
目
当
主
・
井
上
展
弘
さ
ん
は
、
伝
統
の
本
染

め
の
技
術
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
新
し
い
も
の
づ
く

り
に
も
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
近
年
、
現
代
の
住
宅
事

情
に
あ
わ
せ
た
ベ
ラ
ン
ダ
に
適
し
た
サ
イ
ズ
の
鯉
の

ぼ
り
や
、
ミ
ニ
武
者
の
ぼ
り
が
人
気
を
集
め
て
お
り
、

「
最
も
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
鯉
の
ぼ
り
を
」
と
い
う
発
想

か
ら
室
内
用
の
ミ
ニ
鯉
の
ぼ
り
「
c
h
i
c
c
o
i

（
ち
っ
こ
い
）
」
を
製
品
開
発
。
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
も
デ

ザ
イ
ン
し
、
贈
り
物
に
も
ち
ょ
う
ど
よ
い
サ
イ
ズ
で
、

こ
れ
ま
で
接
点
が
な
か
っ
た
お
客
様
が
鯉
の
ぼ
り
に

触
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、

鯉
の
ぼ
り
の
お
腹
に
お
子
様
の
足
型
を
残
せ
る
ア
イ

デ
ア
な
ど
、
オ
ー
ダ
ー
品
な
ら
で
は
の
提
案
も
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
武
者
の
ぼ
り
を
柿
渋
加

工
し
た
バ
ッ
グ
や
、
マ
ー
ブ
リ
ン
グ
染
め
の
子
ど
も

用
シ
ュ
ー
ズ
等
、
染
め
の
世
界
を
広
げ
る
、
新
し
い

商
品
づ
く
り
に
挑
戦
さ
れ
て
い
る
井
上
さ
ん
。
同
世

代
や
若
い
人
た
ち
に
も
、
伝
統
工
芸
を
身
近
に
感
じ

て
も
ら
い
、
「
甲
州
武
者
の
ぼ
り
・
鯉
の
ぼ
り
を
通
じ

て
皆
様
に
笑
顔
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。
」
そ
ん
な
想

い
で
、
も
の
づ
く
り
を
続
け
て
い
ま
す
。
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西
島
和
紙
の
発
祥
は
、
今
か
ら

4
5
0

年
以
上
前
、

戦
国
時
代
に
望
月
清
兵
衛
翁
が
伊
豆
国
田
方
郡
立
野

村
（
現
在
の
伊
豆
市
）
で
三
椏
を
原
料
と
し
た
「
修

善
寺
紙
」
の
製
法
を
学
び
持
ち
帰
っ
た
こ
と
に
よ
る

と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
1
5
7
1

年
、
清
兵

衛
翁
が
西
嶋
で
初
め
て
和
紙
を
製
造
し
、
武
田
信
玄

に
献
上
し
た
と
こ
ろ
、
信
玄
公
は
大
変
喜
ん
で
「
運

上
紙
」
と
し
て
認
め
ま
す
。
清
兵
衛
翁
は
紙
の
役
人

に
命
ぜ
ら
れ
、
以
降
、
西
嶋
で
紙
漉
き
が
盛
ん
に
な

り
ま
し
た
。
明
治
か
ら
大
正
に
掛
け
て
機
械
で
大
量

に
作
ら
れ
る
洋
紙
へ
と
実
用
紙
の
需
要
は
変
わ
り
始

め
ま
し
た
が
、
西
島
和
紙
は
原
料
の
加
工
や
紙
の
乾

燥
の
た
め
の
道
具
を
工
夫
し
な
が
ら
手
漉
き
に
こ
だ

わ
り
つ
づ
け
ま
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
西
嶋
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で
は
研
究
を
重
ね
て
、
画
仙
紙
の
製
法
を
開
発
す
る

と
と
も
に
、
新
し
い
原
料
と
し
て
故
紙
（
三
椏
等
を

原
料
と
し
た
和
紙
で
、
一
度
紙
と
し
て
漉
き
上
が
っ

た
も
の
）
や
稲
ワ
ラ
を
は
じ
め
様
々
な
素
材
を
導
入

し
、
高
品
質
な
「
書
道
半
紙
」
「
画
仙
紙
」
の
産
地

と
し
て
全
国
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
1
9
6
0

年
代
に
は
「
セ
イ
コ
ー
式
簡
易
手

漉
き
装
置
」
を
開
発
し
、
品
質
の
安
定
し
た
和
紙
を

効
率
的
に
漉
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

故
紙
煮
熟

水
洗

叩
解
・
漂
白

原
料
を
配
合
し
、
細
か
く

手
漉
き
抄
紙

脱
水
圧
搾

天
日
乾
燥

水
に
浸
す

紙
乾
（
乾
燥
）

検
品
・
断
裁
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■産地組合

西嶋和紙工業協同組合

http://www.nishijima-washi.jp

〒 409-3301 山梨県南巨摩郡身延町西嶋 391-1

TEL：0556-42-3234　FAX：0556-42-2519

　

西
島
和
紙
の
主
な
原
料
は
故
紙
と
稲
ワ
ラ
で
す
。

一
般
的
な
和
紙
産
地
の
原
料
で
あ
る
楮
の
繊
維
が
約

10
ミ
リ
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
三
椏
故
紙
の
繊

維
は
約
３
ミ
リ
で
、
稲
ワ
ラ
に
は
１
ミ
リ
以
下
で
す
。

繊
維
が
短
い
和
紙
は
、
濡
れ
る
と
非
常
に
脆
く
破
れ

や
す
く
な
り
、
紙
づ
く
り
の
工
程
で
は
扱
い
が
難
し

く
な
り
ま
す
が
、
仕
上
が
っ
た
紙
に
は
書
道
紙
と
し

て
最
適
な
特
徴
が
生
ま
れ
ま
す
。
「
墨
色
の
発
色
」「
に

じ
み
具
合
」
「
筆
ざ
わ
り
」
に
傑
出
し
た
西
島
和
紙
は
、

書
道
家
に
長
く
愛
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

　

西
島
和
紙
で
は
、
書
道
紙
だ
け
で
な
く
現
代
の
生

活
に
求
め
ら
れ
る
紙
の
可
能
性
を
考
え
、
新
し
い
素

材
や
技
術
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
透
か
し
の
技
術
を

応
用
し
た
卒
業
証
書
や
プ
リ
ン
タ
ー
用
和
紙
、
ひ
ま

わ
り
を
原
料
と
し
た
和
紙
、
照
明
器
具
や
一
輪
挿
し

等
の
イ
ン
テ
リ
ア
製
品
か
ら
、
水
に
強
い
等
の
機
能

性
を
強
化
し
た
和
紙
ま
で
、
常
に
新
し
い
未
来
に
向

け
た
開
発
と
提
案
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

西
島
和
紙
の
産
地
に
あ
る
「
な
か
と
み
和
紙
の
里
」

で
は
、
紙
漉
き
の
体
験
が
で
き
る
と
と
も
に
、
和
紙

の
さ
ま
ざ
ま
な
製
品
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

西
島
和
紙
だ
け
で
な
く
全
国
の
和
紙
が
取
り
揃
え
ら

れ
て
お
り
、
和
紙
の
種
類
の
多
さ
は
日
本
で
も
有
数

で
す
。
和
紙
の
里
を
入
り
口
と
し
て
、
和
紙
文
化
の

奥
深
い
世
界
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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親
子
だ
る
ま
は
、
全
国
で
も
珍
し
い
、
子
供
の
成

長
を
願
っ
て
つ
く
ら
れ
た
だ
る
ま
で
す
。
山
梨
で
は

か
つ
て
養
蚕
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
豊
作
を

願
っ
て
、
繭
を
模
し
た
白
い
だ
る
ま
が
作
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
親
子
だ
る
ま
は
、

白
い
だ
る
ま
の
腹
に
小
だ
る
ま
が
あ
り
、
親
の
目
は

高
い
位
置
に
だ
る
ま
を
飾
っ
て
拝
む
人
の
目
と
合
う

よ
う
に
、
や
や
下
睨
み
に
、
子
供
の
目
は
真
っ
直
ぐ

に
未
来
を
歩
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
親
心
か
ら
、
真
ん

中
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

親
子
だ
る
ま
の
礎
と
な
る
甲
州
だ
る
ま
は
、
江
戸

時
代
に
、
現
在
の
甲
府
市
城
東
地
域
に
住
ん
で
い
た

武
井
八
衛
門
が
武
田
信
玄
公
の
顔
を
模
し
て
作
り
始

め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後

1
7
3
0
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年
代
に
5
代
目
八
衛
門
が
親
子
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た

だ
る
ま
を
考
案
し
た
こ
と
が
親
子
だ
る
ま
の
始
ま
り

と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
の
作
り
手
、
斉
藤
岳
南
さ

ん
の
父
で
あ
る
先
代
の
岳
南
さ
ん
は
、
建
築
関
連
の

仕
事
を
す
る
傍
ら
で
郷
土
玩
具
に
興
味
を
持
ち
、
全

国
の
郷
土
玩
具
の
収
集
・
研
究
を
続
け
て
い
ま
し
た
。

昭
和
十
六
年
か
ら
郷
土
玩
具
の
製
作
を
は
じ
め
、
そ

の
な
か
で
、
甲
府
で
途
絶
え
か
け
て
い
た
親
子
だ
る

ま
の
作
り
方
を
教
わ
り
、
現
在
に
つ
な
が
る
親
子
だ

る
ま
を
作
り
始
め
ま
し
た
。

木
型
づ
く
り

木
で
型
を
つ
く
る

紙
づ
く
り
・
紙
張
り

か
つ
て
は
専
用
の
和
紙
を
木
型
に
貼
っ
て
作
っ
て
い

た
が
、
現
在
は
木
型
を
も
と
に
し
た
金
型
で
製
作
。

底
に
粘
土
製
の
お
も
り
を
つ
け
る
。

白
塗
り

白
い
胡
粉
を
刷
毛
で
塗
り
重
ね
て
下
塗
り
す
る
。

模
様
書
き

画
書
き
（
顔
入
れ
）

髭
を
描
き
、
子
、
親
の
順
に
目
に
墨
を
入
れ
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工
房
で
は
、
親
子
だ
る
ま
だ
け
で
な
く
、
干
支
の

土
鈴
も
毎
年
人
気
を
集
め
て
い
ま
す
。
愛
ら
し
い
姿

の
土
鈴
は
、
親
子
だ
る
ま
に
通
じ
る
素
朴
な
味
わ
い

が
あ
り
ま
す
。
岳
南
さ
ん
は
、
先
代
が
残
し
た
原
型

を
元
に
し
つ
つ
、
毎
年
そ
の
時
代
の
気
分
を
反
映
し

て
色
あ
い
や
顔
つ
き
を
少
し
ず
つ
変
え
る
そ
う
で
す
。

訪
問
時
に
製
作
さ
れ
て
い
た
丑
は
、
元
は
黒
い
色
の

も
の
を
、
コ
ロ
ナ
禍
の
お
正
月
に
は
明
る
い
色
が
よ

い
と
の
思
い
か
ら
、
白
い
色
に
変
え
て
つ
く
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
だ
る
ま
や
郷
土
玩
具
の
作
り
手
は
全
国

的
に
も
減
っ
て
い
ま
す
が
、
岳
南
さ
ん
の
工
房
で
は

息
子
さ
ん
が
下
塗
り
を
て
が
け
、
親
子
だ
る
ま
を
未

来
に
残
す
道
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。


