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一
三
〇
〇
年
の
歴
史
あ
る
美
濃
和
紙
を
要
に
、

大
切
に
受
け
継
い
で
き
た
文
化
を
今
、

ま
ち
の
誇
り
と
し
て
あ
ら
た
め
て
発
信
。

岐
阜
県
美
濃
市
は
次
の
千
年
を
思
い
、

さ
ら
な
る
地
域
の
活
性
化
を
は
か
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 岐阜県美濃市 地
域
の
伝
統
を
守
り

未
来
を
見
据
え
る

「
う
だ
つ
の
上
が
る
ま
ち
」

岐
阜
県
美
濃
市

1999 年に重要伝統的建造物群保存地区に指定された、美濃市の
歴史ある町並み。古くからの特産品だった美濃和紙関連で財を
なした商家など江戸時代建築の屋敷も多く残り、日が暮れれば
和紙を用いたやわらかな灯りにあたりが照らされる。 
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大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た 

誇
れ
る
美
濃
の
伝
統
文
化

　

岐
阜
県
中
央
部
に
位
置
す
る
美
濃
市
の

ま
ち
と
し
て
の
骨
格
作
り
は
、関
ヶ
原
の

戦
い
で
の
功
績
に
よ
り
飛
驒
高
山
藩
初
代

藩
主
と
な
っ
た
金か

な
も
り森
長な

が
ち
か近
が
一
六
○
五

年
に
隠
居
し
、長な

が
ら良

川
沿
い
に
小お

ぐ
ら
や
ま

倉
山
城

を
築
い
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。そ
の
後
、

尾お
わ
り張
藩
領
と
な
っ
た
後
も
、市
内
を
流
れ

る
長
良
川
が
人
や
物
資
、そ
し
て
文
化
を

運
び
、ま
ち
の
繁
栄
に
寄
与
し
て
き
た
。 

　

約
四
〇
年
に
及
ぶ
岐
阜
県
庁
で
の
勤

務
を
経
て
二
○
一
四
年
か
ら
市
長
を
務

め
て
い
る
武
藤
鉄
弘
氏
は
、
自
ら
の
故

郷
で
も
あ
る
地
元
へ
の
思
い
を
語
る
。 

　
「
美
濃
市
に
は
、
数
々
の
誇
る
べ
き
も

の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
外
か
ら

見
て
い
る
と
、
地
元
の
方
が
そ
れ
を
誇

り
と
思
わ
ず
、
生
か
し
切
れ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
、
そ
う
し
た
状
況

を
何
と
か
し
た
い
と
思
っ
て

い
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
市

長
と
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
と

接
す
る
う
ち
に
、
非
常
に
心

が
豊
か
で
文
化
力
が
高
い
な
、

と
の
印
象
を
持
つ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
取

り
組
み
に
対
し
て
協
力
的
で
、

市
民
の
力
も
感
じ
て
い
ま
す
」 

　

武
藤
氏
の
い
う
美
濃
市
の

誇
り
の
代
表
格
が
、
美
濃
和

紙
だ
。
東
大
寺
正し

ょ
う
そ
う倉
院
に
は

八
世
紀
に
こ
の
地
域
一
帯
で
つ
く
ら
れ

た
と
い
わ
れ
る
和
紙
が
収
蔵
さ
れ
て
お

り
、
少
な
く
と
も
一
三
〇
〇
年
前
に
は

美
濃
周
辺
で
手
す
き
和
紙
文
化
が
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

　
「
本
美
濃
紙
の
技
術
が
二
○
一
四
年

に
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
と
な
り
、

さ
ら
に
は
二
○
二
○
年
の
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
表
彰
状

に
美
濃
手
す
き
和
紙
が
採
用
さ
れ
ま

し
た
。
市
民
の
皆
さ
ん
が
そ
の
す
ば
ら

し
さ
を
あ
ら
た
め
て
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
う
れ
し
い
こ
と
で
す
ね
」 

　

そ
の
和
紙
や
原
料
を
扱
う
商
家
を
は

じ
め
、
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か

け
て
建
て
ら
れ
た
家
々
が
残
る
か
つ
て

の
城
下
町
も
ま
た
、
美
濃
市
の
誇
り
だ
。

一
九
九
九
年
に
は
国
か
ら
「
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
」
の
認
定
を
受

け
、
電
柱
の
地
中
化
整
備
な
ど
が
進
め

ら
れ
て
き
た
。 

　

そ
の
事
業
が
進
め
ら
れ
た
理
由
の
ひ

と
つ
に
、
人
口
減
が
あ
る
と
武
藤
氏
は
語

る
。
現
在
の
美
濃
市
の
人
口
は
約
二
万

　美濃市

愛知県

郡上市

板取川

なごや

美濃IC

●

東
海
北
陸
道

高
山
本
線

長
良
川

岐阜県

東
海
道
新
幹
線

●

関市

岐阜市

ぎふ

みのおおた

ぐじょうはちまん

みのし

せき

下呂温泉

名古屋空港

東海
道本
線

長
良
川
鉄
道

東
海
環
状
道

中
央
道

●

●

●

●

●

東
名
高
速

●
たじみ

太
多
線

木
曽
川

飛
騨
川

中央本線

美濃和紙の扇子を手にする市長の
武藤鉄弘氏。和紙を使った商品開
発や古民家の活用など、「民間の力
を生かしながら、市がそのサポー
トをしていきたい」と話す。 

金
森
長
近
が
建
て
た
小
倉
山
城
跡
は
現
在「
小

倉
公
園
」
と
し
て
市
民
の
憩
い
の
場
に
。
ま

ち
な
か
や
長
良
川
を
眺
め
る
格
好
の
ビ
ュ
ー

ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
春
は
約
一
〇
〇
〇
本
の

桜
で
彩
ら
れ
る
。 

1916（大正 5）年竣工。現存する吊り橋
では日本最古とされる橋長 113 ｍの「美濃
橋」。国指定重要文化財。現在工事中。
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人
。
約
三
万
人
を
数
え
た
一
九
五
五
年

以
降
、
減
少
を
続
け
て
い
る
。 

　
「
人
が
減
れ
ば
、
商
い
が
滞
り
ま
す
。

市
民
を
相
手
に
す
る
だ
け
で
は
地
域
は
活

力
を
失
う
。
な
ら
ば
利
便
性
や
生
活
を
維

持
す
る
た
め
に
外
か
ら
人
を
呼
ぼ
う
、
海

外
か
ら
の
旅
行
客
を
含
め
た
観
光
産
業
に

力
を
注
ご
う
と
い
う
発
想
で
す
」 

　
そ
れ
ぞ
れ
の
住
民
が
歳
月
を
経
た
家
を

大
切
に
思
い
、暮
ら
し
て
き
た
か
ら
こ
そ
、

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
し

て
認
め
ら
れ
た
と
武
藤
氏
が
話
す
古
い

町
並
み
は
現
在
、「
う
だ
つ
の
上
が
る
ま

ち
」
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。「
う

だ
つ
」
と
は
江
戸
時
代
に
屋
根
の
両
端

に
設
け
ら
れ
た
防
火
壁
の
こ
と
で
、
今
で

も
ま
ち
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。富
裕
の
象

徴
と
も
い
わ
れ
、
豪
商
た
ち
が
か
つ
て
そ

の
美
し
さ
を
競
い
合
っ
た
と
い
う
。 

　

当
初
、
観
光
産
業
を
推
し
進
め
る
上

で
の
課
題
は
、
宿
泊
施
設
や
飲
食
店
の

不
足
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
古
民
家
を

活
用
し
た
ホ
テ
ル
の
誕
生
や
、
寄
贈
さ
れ

た
古
民
家
を
市
が
整
備
し
、
商
業
施
設

と
し
て
無
償
で
貸
し
出
す
官
民
が
連
携

し
た
取
り
組
み
の
開
始
に
よ
り
、
人
の
流

れ
や
思
い
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。 

長
良
川
の
水
の
良
さ
を
生
か
し

旨う
ま
し
酒
造
り
を
目
指
す

　

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

の
一
角
に
は
、
安
永
年
間
初
期
の
建

築
で
国
指
定
重
要
文
化
財
と
な
っ
た

一
七
七
二
年
創
業
の
小こ

さ
か坂

酒
造
場
が

あ
る
。
美
濃
市
に
残
る
唯
一
の
酒
蔵
。

一
二
代
目
を
担
う
代
表
取
締
役
の
小
坂

善よ
し
の
り紀

氏
は
、
代
表
銘
柄
「
百

ひ
ゃ
く

春し
ゅ
ん」

に
つ

い
て
こ
う
語
る
。 

　
「
赤
だ
し
み
そ
が
食
生
活
を
支
え
る

岐
阜
県
の
酒
は
全
般
的
に
濃
い
と
い
わ

れ
ま
す
が
、
う
ち
は
と
り
わ
け
し
っ
か

り
し
た
味
わ
い
で
す
。
仕
込
み
に
使
わ

れ
る
の
は
長
良
川
水
系
の
地
下
水
。
長

良
川
は
肥ひ

よ
く沃
な
土
壌
を
流
れ
る
た
め
、

ミ
ネ
ラ
ル
分
が
豊
富
で
発
酵
が
進
み
や

す
く
、
香
り
も
出
や
す
い
と
い
う
特
徴

が
あ
る
ん
で
す
」 

　

小
坂
酒
造
場
で
は
長
年
に
わ
た
り
、

越
後
杜と
う
じ氏

や
南
部
杜
氏
を
招
い
て
酒
造

り
を
行
っ
て
い
た
が
、
後
継
者
不
足
の

問
題
な
ど
か
ら
蔵く

ら
び
と人

（
酒
蔵
の
醸
造
職

人
）
の
ひ
と
り
が
杜
氏
を
務
め
る
こ
と

と
な
り
八
年
目
を
迎
え
た
と
い
う
。 

　
「
二
〇
〇
年
も
の
長
い
間
商
い
を
営

ん
で
い
る
と
、
そ
う
い
う
困
難
や
変
革

の
時
期
が
必
ず
あ
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
日
本
酒
の
売
り
上
げ
は
、
昭
和

五
十
年
代
が
ピ
ー
ク
で
、
今
は
一
番
大

変
な
と
き
。
一
方
で
各
蔵
の
味
わ
い
が

百
花
繚り

ょ
う
ら
ん乱
で
、
こ
ん
な
に
個
性
あ
る
日

本
酒
が
飲
め
る
時
代
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
幸
い
、
う
ち
は
杜
氏
が
旨
い
酒
を

造
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
ト
レ
ン

ド
を
気
に
し
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ

か
ら
も
個
性
あ
る
酒
を
地
道
に
造
り
、

ほ
か
の
酒
と
の
差
別
化
を
常
に
図
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」 

　

試
飲
し
た
仕
込
み
水
は
や
わ
ら
か
で

上／鮎釣りで知られる長良川は、水の供
給源として市民の暮らしを支える一方、
子どもたちにとっては格好の遊び場。市
長の武藤氏は「美濃市民の生活の一部」
と語る。下／ 1910（明治 43）年築、長
良川流域ではもっとも古い歴史を誇る

「長良川発電所」。国登録有形文化財。 

かつて美濃市内に複数あった酒蔵は現在、小坂酒造場
のみ。代表取締役の小坂善紀氏は、岐阜県内のほかの
酒蔵とともにイベントなどに参加し、PR活動に努める。

左上・左下／「うだつの上がるまち」目当ての
観光客の姿も見られる重要伝統的建造物群保存
地区。もともと防火目的だったうだつはやがて、
家の繁栄を表すようになり、「うだつが上がる」
の語源になった。右／江戸時代の町医者の住居
を利用し、和紙やちぎり絵の作品を展示する「町
並みギャラリー山田家住宅」など、古民家を利
用した観光施設がまちなかに点在する。 



上／岐阜県美濃加茂市美濃太田駅～郡上市
北濃駅間を結び、長良川の眺めを楽しめる
長良川鉄道。重要伝統的建造物群保存地区
は美濃市駅から至近距離だ。下／奈良時代
創建といわれる「洲

す

原
はら

神社」は、かつて美
濃国における白山信仰の要的存在だった。 

右／令和元年全国新酒鑑評会で金賞を受
賞した代表銘柄「百春」と、低農薬栽
培の酒米で仕込む「さんやほう」。下／
1772（安永元）年築とされる建物は、
職人技が生む曲線を描いた「むくり屋根」
がその特徴のひとつ。右端はうだつ。

上／満開の桜を彷彿とさせる花みこし。和紙でで
きた花は、ひとつひとつ手作業で染められる。下
／町の辻々で演じられる美濃流し仁輪加。笑いを
誘うその展開には、話題性の高いニュースが盛り
込まれることも多い。  （写真提供 : 美濃市）
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甘
み
が
あ
り
、
酒
も
ま
た
懐
深
い
ふ
く

ら
み
が
感
じ
ら
れ
る
お
い
し
さ
。
和
食

に
限
ら
ず
、
洋
食
や
中
華
料
理
と
も
相

性
が
良
さ
そ
う
な
印
象
だ
っ
た
が
、
実

際
、
小
坂
酒
造
場
の
酒
は
中
国
、
ス
イ

ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
輸
出
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
ま
た
二
○
一
八
年
に
は
国
際
的

な
ワ
イ
ン
コ
ン
ク
ー
ル
「
Ｉ
Ｗ
Ｃ
（
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ワ
イ
ン
チ
ャ
レ
ン

ジ
）」
の
「
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｅ
部
門
」
で
銀
賞
、

銅
賞
を
受
賞
し
た
の
に
加
え
、
二
○

一
九
年
十
月
に
は
、
日
本
酒
人
気
が
高

ま
る
パ
リ
の
イ
ベ
ン
ト
「
サ
ロ
ン
・
ド
・

サ
ケ
」
に
出
展
す
る
な
ど
、
海
外
で
高

い
評
価
を
得
て
い
る
。 

　

地
元
に
向
け
て
は
二
○
○
四
年
か
ら

毎
年
蔵
開
き
が
行
わ
れ
、ま
た
、例
年
六

月
に
開
催
さ
れ
る
日
本
酒
を
使
用
し
た
梅

酒
づ
く
り
も
人
気
の
的
だ
。
通
常
で
も

蔵
の
一
部
は
見
学
が
可
能
で
、
美
濃
を

訪
れ
た
観
光
客
の
多
く
が
立
ち
寄
る
。 

　
「
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
特
別
な
意
識

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
れ
わ
れ
が
酒
を

造
り
続
け
る
こ
と
自
体
が
観
光
に
つ
な

が
る
の
か
な
と
。
目
先
の
こ
と
に
は
と

ら
わ
れ
す
ぎ
ず
、
将
来
を
見
据
え
て

し
っ
か
り
と
構
え
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」 

　

小
坂
氏
は
控
え
め
に
語
る
が
、「
百
春
」

の
旨
さ
は
、
味
わ
っ
た
人
と
美
濃
を
結

ぶ
架
け
橋
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
た
。 

先
人
の
知
恵
が
救
っ
た 

伝
統
芸
能
を
未
来
へ
と
継
ぐ

　

美
濃
市
が
一
年
で
も
っ
と
も
に
ぎ
わ

う
の
は
、
江
戸
時
代
の
雨
乞
い
を
ル
ー

ツ
と
す
る
四
月
の
「
美
濃
ま
つ
り
」
だ
。

桜
色
に
染
め
た
美
濃
和
紙
で
飾
っ
た

三
〇
基
ほ
ど
の
「
花
み
こ
し
」
や
山だ

し車
、

練
り
物
な
ど
が
ま
ち
を
華
や
か
に
盛
り

上
げ
る
。
そ
の
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
の

が
、
国
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
の
即
興

劇
「
美
濃
流
し
仁に

わ

か
輪
加
」。
町
内
会
が

母
体
と
な
っ
た
一
五
団
体
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
る
と
語
る
の
は
、
美
濃
市
仁

輪
加
連
盟
副
会
長
の
中
村
辰
也
氏
だ
。 

　
「
仁
輪
加
は
江
戸
時
代
に
大
阪
や
京

都
を
は
じ
め
広
く
見
ら
れ
た
大
衆
の
娯

楽
で
、
美
濃
に
は
天
保
年
間
（
一
八
三

○
～
四
四
年
）
の
頃
に
入
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
各
地
に
そ
の
名

残
は
あ
り
ま
す
が
、
美
濃
市
仁
輪
加
連

盟
の
よ
う
な
保
存
団
体
が
存
在
し
、
そ

の
伝
統
文
化
が
継
承
さ
れ
て
い
る
の

は
、
全
国
で
も
数
少
な
い
よ
う
で
す
」 

　

祭
り
の
夜
、
美
濃
流
し
仁
輪
加
は
、

笛
、
鼓
、
三
味
線
、
リ
ヤ
カ
ー
に
乗
せ

た
太
鼓
な
ど
を
演
奏
し
な
が
ら
町
を
練

り
歩
く
。
決
め
ら
れ
た
会
場
で
披
露
さ

れ
る
寸
劇
で
は
、
時
に
社
会
を
風
刺
し

つ
つ
「
地じ

ぐ
ち口
落
ち
」
と
い
う
同
音
異
義

語
を
重
ね
た
落
ち
で
笑
い
を
取
る
。
昔

な
が
ら
の
言
葉
が
使
わ
れ
る
た
め
、
失
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美濃市仁輪加連盟副会長の中村辰也氏
は、コンクールにおいて多数の優勝回
数を誇る町内会で脚本を担う仁輪加作
家でもある。お話を伺ったのは江戸時
代に建てられた商家で、市指定有形文
化財の「旧今井家住宅・美濃史料館」。 

右
／
ア
ー
ト
展
で
の
受
賞
作
品
な
ど
を
展
示
す
る
「
美
濃

和
紙
あ
か
り
ア
ー
ト
館
」
の
作
品
。
下
／
紙
す
き
用
の
舟
。

コ
ウ
ゾ
と
水
、
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
を
入
れ
、
竹た
け
す簀

で
舟
の
中
の

液
を
す
く
っ
て
揺
す
り
、
一
枚
ず
つ
紙
を
す
い
て
い
く
。 

毎年 10 月に開催される美濃和紙あかりアート展は、隣の関
市で日中に開催される「刃物まつり」と連携し、集客をはかる。
  （写真提供 : 美濃市）

わ
れ
つ
つ
あ
る
方
言
の
保
存
に
も
一
役

買
っ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
伝
統
の

継
承
と
人
材
の
確
保
が
課
題
だ
と
中
村

氏
は
話
す
。 

　
「
か
つ
て
は
美
濃
和
紙
で
財
を
な
し

た
旦
那
衆
が
、
お
金
と
運
営
の
両
面
で

仁
輪
加
を
支
え
て
き
ま
し
た
。
娯
楽
の

多
様
化
な
ど
の
影
響
か
ら
一
時
期
は

途
絶
え
て
い
た
地
区
も
あ
り
ま
し
た

が
、
昭
和
四
十
年
代
に
『
仁
輪
加
コ
ン

ク
ー
ル
』
が
始
ま
り
、
地
区
で
出
来
を

競
い
合
う
土
壌
が
で
き
た
こ
と
で
、
現

在
ま
で
残
っ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
と
思
い

ま
す
。
お
囃は

や
し子
や
言
い
回
し
の
工
夫
や

研
究
も
進
み
、
地
区
ご
と
に
特
色
が
あ

り
ま
す
。
今
後
、
こ
う
し
た
伝
統
文
化

を
守
り
つ
つ
、
い
か
に
若
い
世
代
に
興

味
を
も
っ
て
も
ら
う
か
、
あ
ら
た
に
考

え
て
い
く
の
が
わ
れ
わ
れ
の
役
目
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
」　 

　

現
在
、
美
濃
市
で
は
小

学
校
の
授
業
に
仁
輪
加
が

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
仁
輪
加
を
演
じ
る

の
は
成
人
の
男
性
に
限
ら

れ
る
が
、
囃
子
や
リ
ヤ

カ
ー
引
き
な
ど
に
は
女
性

や
子
ど
も
た
ち
を
参
加
さ

せ
る
な
ど
、
時
代
に
即
し

た
柔
軟
な
対
応
が
進
み
つ
つ
あ
る
。 

　

二
○
一
九
年
十
一
月
に
は
、
文
化
庁

の
補
助
事
業
と
し
て
東
京
で
開
催
さ
れ

た
「
全
国
民
俗
芸
能
大
会
」
で
、
美
濃

流
し
仁
輪
加
が
演
じ
ら
れ
た
。
大
舞
台

へ
の
招し

ょ
う
へ
い

聘
と
客
席
か
ら
の
拍
手
は
、
関

係
者
の
活
力
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

 
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
追
い
風
の
な
か 

努
力
を
重
ね
る
美
濃
和
紙
職
人

　

美
濃
流
し
仁
輪
加
を
は
じ
め
と
す
る

祭
り
や
ま
ち
の
繁
栄
と
文
化
を
担
っ
て

き
た
和
紙
産
業
も
ま
た
、
後
継
者
不
足

の
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
現
在
、
手
す

き
和
紙
職
人
は
約
二
〇
名
。
そ
の
多
く

が
、
美
濃
和
紙
に
魅
せ
ら
れ
て
他よ

そ所
か

ら
移
住
し
た
方
々
。
岐
阜
県
笠
松
町
出

身
の
家
田
美
奈
子
氏
の
場
合
は
、
日
本

画
を
学
ん
で
い
た
学
生
時
代
に
素
材
と

な
る
和
紙
に
興
味
を
覚
え
、
美
濃
和
紙

の
魅
力
に
惹ひ

か
れ
た
の
が
人
生
の
転
機

に
な
っ
た
。 

　
「
和
紙
は
産
地
に
よ
っ
て
特
徴
が
異

な
り
ま
す
。
日
本
画
で
通
常
使
わ
れ
る

越え
ち

前ぜ
ん

和
紙
が
厚
め
な
の
に
対
し
て
、
美

濃
和
紙
は
薄
く
て
透
か
し
た
と
き
に
コ

ウ
ゾ
の
樹
皮
の
繊
維
が
と
て
も
き
れ
い

で
印
象
に
残
り
ま
し
た
」 

　

家
田
氏
は
本
美
濃
紙
保
存
会
会
長
の

和
紙
職
人
澤
村
正
氏
の
も
と
に
弟
子
入

り
し
、
四
年
間
の
修
業
を
経
て
二
○
○

○
年
に
独
立
し
た
。 

　
「
今
で
こ
そ
一
年
中
紙
す
き
は
行
わ

れ
ま
す
が
、
か
つ
て
は
冬
場
、
冷
た
い

水
を
使
う
つ
ら
い
作
業
。
稼
ぎ
の
い
い

生な
り
わ
い業

で
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
子
ど
も

た
ち
に
家
業
を
継
が
せ
な
か
っ
た
職
人

も
多
か
っ
た
と
聞
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
私
の
よ
う
な
外
か
ら
入
っ
て
き
た
職

人
も
多
く
、
そ
れ
が
美
濃
和
紙
に
新
し

い
風
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
面
は

あ
る
と
思
い
ま
す
」 

　

季
節
や
気
温
な
ど
環
境
に
よ
り
、
紙

を
す
く
舟
の
状
態
は
異
な
る
た
め
、
調

整
し
て
均
一
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
最

終
的
な
仕
上
が
り
は
、
干
し
て
み
な
け

れ
ば
わ
か
ら
な
い
難
し
さ
も
あ
る
と
家

岐阜県美濃市地域の底力



左／美濃和紙職人の家田美奈子氏と、繊細な美しさをた
たえた作品。1 日にすくのは 80 ～ 150 枚で、前後の作
業を含めると完成まで 2 週間程度要する。下／和紙づく
りの工程のひとつ、コウゾの「ちり」と呼ばれる黒皮や
変色した部分を流水のなかで取り除く「ちりとり」。

ラフティングやカヤック、川原でのバーベキューなど、長
良川はアウトドアの場としても人気。今後、さらなる誘客
を目指すための、観光コンテンツとしても期待される。 
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田
氏
は
話
す
。 

　
「
思
っ
た
通
り
の
紙
が
す
け
な
い
、
も

う
一
揺
り
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
今
で
も
あ
り
ま
す
。
ど
う
す
れ

ば
よ
か
っ
た
の
か
と
考
え
る
。
そ
の
繰

り
返
し
で
す
」 

　

家
田
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
ん
な
手
す
き

和
紙
の
未
来
を
切
り
拓ひ

ら

く
た
め
、
地
元

の
小
学
生
が
和
紙
づ
く
り
を
学
び
、
卒

業
証
書
を
自
分
で
す
く
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
毎
年
十
月
、
古

い
町
並
み
を
和
紙
の
灯
籠
が
飾
る
「
美

濃
和
紙
あ
か
り
ア
ー
ト
展
」
で
の
手
す

き
実
演
を
は
じ
め
、
国
内
外
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
に
も
職
人

が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
「
私
は
子
ど
も
が
い
る
の
で
行
け
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
イ
タ
リ
ア
や
イ
ギ
リ

ス
に
赴
い
た
職
人
も
い
ま
す
。
海
外
の

人
は
和
紙
に
さ
わ
っ
た
こ
と
も
な
い
の

で
、
そ
の
質
感
に
驚
か
れ
た
よ
う
で
す
。

職
人
と
し
て
も
尊
敬
し
ま
す
と
言
わ
れ

た
、
と
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の

昔
、
職
人
は
紙
を
す
く
だ
け
で
済
み
ま

し
た
が
、
今
は
、
私
も
含
め
て
多
く
の

職
人
が
お
客
様
か
ら
直
接
注
文
を
受
け

る
等
、
販
売
も
手
が
け
て
い
ま
す
。
伝

統
を
守
る
こ
と
も
必
要
で
す
が
、『
こ

ん
な
紙
を
つ
く
っ
て
よ
』
と
い
う
気
軽

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
で
き
る
よ

う
、
少
し
ず
つ
商
い
の
や
り
方
を
進
化

さ
せ
て
い
く
必
要
も
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
」 

　

家
田
氏
は
、
顔
料
な
ど
を
用
い
た
和

紙
の
加
工
も
手
が
け
て
い
る
と
か
。
穏

や
か
な
が
ら
、
そ
の
口
調
に
は
、
自
分

が
惹
か
れ
た
美
濃
和
紙
を
多
く
の
人
が

手
に
取
り
、
そ
の
良
さ
を
実
感
し
て
ほ

し
い
と
い
う
思
い
が
感
じ
ら
れ
、
感
慨

深
く
胸
に
刻
ま
れ
た
。 

多
角
化
経
営
で
目
指
す
の
は 

住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り

　

ピ
ー
ク
時
の
明
治
時
代
に
は
大
小

三
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
軒
あ
っ
た
手
す
き

和
紙
の
業
界
も
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変

化
や
洋
紙
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
台
頭

に
よ
る
和
紙
の
需
要
低
下
等
に
よ
り
、

今
で
は
二
〇
人
ほ
ど
ま
で
職
人
が
減
っ

た
。
し
か
し
そ
の
逆
境
に
極
め
て
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
に
立
ち
向
か
っ
て
い
る
の
が
、

機
械
す
き
和
紙
を
手
が
け
る
丸

ま
る
じ
ゅ
う重
製
紙

企
業
組
合
代
表
理
事
の
辻
晃
一
氏
だ
。 

　

東
京
と
名
古
屋
で
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企

業
勤
務
を
経
て
、
二
○
○
九
年
に
家
業

を
継
い
だ
後
、
辻
氏
が
自
ら
に
課
し
た

テ
ー
マ
は
「
美
濃
と
和
紙
を
元
気
に
す

る
」。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
自
社
の
情
報
発
信
を
徹

底
し
た
上
、
職
人
に
よ
る
工
房
へ
の
案

内
や
工
場
見
学
の
実
施
を
重
ね
た
こ
と

が
、
旅
行
社
に
よ
る
美
濃
和
紙
ツ
ア
ー

の
開
催
に
ま
で
至
っ
た
。
二
○
一
三
年

に
は
、
毎
年
の
美
濃
和
紙
あ
か
り
ア
ー

ト
展
に
合
わ
せ
て
和
紙
や
加
工
品
の
販

売
を
行
う「
み
の
紙
ま
つ
り
」を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
。 

　

二
○
一
九
年
七
月
に
は
県
外
の
企
業

と
提
携
し
て
市
か
ら
古
民
家
を
借
り
、

宿
泊
施
設
「
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ａ 

美
濃

商
家
町
」
を
オ
ー
プ
ン
。「
世
界
に
美
濃

和
紙
を
発
信
し
た
い
」
と
の
思
い
か
ら
、

当
ホ
テ
ル
の
施
設
内
に
多
彩
な
和
紙
を

そ
ろ
え
た
和
紙
専
門
店W

ashi-nary

も
営
む
よ
う
に
な
っ
た
。　

 

　

そ
れ
に
先
立
つ
二
○
一
七
年
に
は
、

電
力
会
社
「
み
の
市
民
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

を
設
立
。
現
在
は
日
本
卸
電
力
取
引
所

か
ら
仕
入
れ
を
し
て
い
る
が
、
将
来
的

に
は
地
元
の
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

地
産
地
消
モ
デ
ル
を
作
る
計
画
が
あ

る
。
美
濃
和
紙
の
手
す
き
職
人
、
機
械

す
き
事
業
者
だ
け
で
は
な
く
、
原
料
と

な
る
コ
ウ
ゾ
や
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
の
栽
培

者
も
減
少
す
る
状
況
を
危
惧
す
る
辻
氏
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上／辻晃一氏が代表理事を務める丸重製紙企業組合は、
1951 年に辻氏の祖父が手すき和紙職人と共同で出資し創
業。高度成長期でも 24 時間体制は取らないなど職人を第一
に思う姿勢は、形を変えて辻氏に受け継がれている。下／
辻氏が代表を務める宿泊施設「NIPPONIA 美濃商家町」は
和紙の原料問屋であった旧松久才治郎邸の蔵や屋敷を改修。

（写真提供：NIPPONIA 美濃商家町）

は
、
将
来
的
に
は
農
業
生
産
法
人
を
立

ち
上
げ
た
い
と
の
構
想
も
描
く
。 

　

そ
ん
な
辻
氏
の
信
条
と
な
っ
て
い
る

の
は
、二
〇
一
五
年
に
国
連
（
国
際
連
合
）

で
採
択
さ
れ
た「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」（
注
）の「
住

み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
」
だ
。 

　
「
僕
の
中
で
は
和
紙
も
古
民
家
も
電

力
も
す
べ
て
本
業
。
地
域
を
守
る
た
め

の
ビ
ジ
ネ
ス
で
す
。
お
金
を
稼
ぐ
だ
け

で
な
く
、
地
域
内
で
お
金
や
資
源
を
回

す
と
い
う
意
識
が
強
い
。
僕
は
、『
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
』
の
達
成
を
通
じ
た
住
み
続
け

ら
れ
る
美
濃
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

て
い
ま
す
」 

　

辻
氏
が
ま
ち
づ
く
り
に
携
わ
る
よ
う

に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
は
、
卒

業
し
た
小
学
校
と
中
学
校
が
廃
校
に

な
っ
た
こ
と
。 

　
「
僕
も
同
級
生
も
故
郷
を
思
う
気
持

ち
は
強
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
の
教
育

を
考
え
た
ら
学
校
が
な
い
場
所
に
は
、

帰
り
に
く
い
。
で
す
か
ら
、
学
校
を
つ

く
る
教
育
事
業
の
ビ
ジ
ョ
ン
も
自
分
の

な
か
に
は
あ
り
ま
す
」 

　

数
々
の
活
動
を
続
け
る
な
か
、
古
民

家
の
活
用
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
る
な

ど
、
周
囲
の
意
識
が
変
わ
り
は
じ
め
た

こ
と
を
辻
氏
は
実
感
し
て
い
る
と
い
う
。 

　
「
明
る
い
情
報
が
あ
れ
ば
、
ま
た
別
の

誰
か
の
勇
気
や
あ
ら
た
な
一
歩
に
つ
な

が
る
か
も
し
れ
な
い
。
飲
食
店
、
雑
貨

店
、
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
な
ど
古
民
家
を

再
活
用
で
き
た
ら
、
間
違
い
な
く
ま
ち

は
元
気
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

美
濃
を
元
気
な
ま
ち
に
し
て
、
子
ど
も

た
ち
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
い
で
す
」 

さ
ら
な
る
千
年
先
を
思
い 

ま
ち
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
続
く

　

市
長
の
武
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
二
○
二

○
年
に
は
外
資
系
の
ホ
テ
ル
が
オ
ー
プ

ン
す
る
予
定
だ
と
か
。
二
○
一
五
年
に

「
清
流
長
良
川
の
鮎
」
が
世
界
農
業
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
、
美
濃
市
、

郡ぐ
じ
ょ
う上

市
、
関せ

き

市
、
そ
し
て
岐
阜
市
が
連

携
し
た
誘
客
も
進
行
中
だ
。 

　

周
遊
、
滞
在
型
の
観
光
へ
の
扉
は
、

少
し
ず
つ
開
い
て
い
る
。
武
藤
氏
の
話

に
明
る
い
未
来
を
思
い
描
き
な
が
ら
辞

そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
市
長
室
に
飾
ら

れ
た
花
々
が
す
べ
て
美
濃
和
紙
で
で

き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
質
感
の

あ
る
美
し
さ
に
ほ
れ
ぼ
れ
し
て
い
る
と

「
美
濃
和
紙
で
つ
く
っ
た
、
私
の
名
刺
を

破
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
武
藤
氏
。
と

ま
ど
い
な
が
ら
も
試
し
た
と
こ
ろ
、
力
を

入
れ
て
も
し
な
る
だ
け
で
、
裂
け
目
が
生

じ
な
い
。
武
藤
氏
の
顔
が
綻
ん
だ
。 

　
「
正
倉
院
の
収
蔵
品
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
美
濃
和
紙
は
千
年
以
上
も
つ

ほ
ど
丈
夫
な
ん
で
す
」 

　

美
濃
市
で
は
そ
の
手
す
き
和
紙
の
技

術
を
さ
ら
な
る
千
年
先
に
伝
え
る
た

め
、「『
美
濃
和
紙
』
伝
承
千
年
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
、
技
術
の
継

承
と
ま
ち
の
活
性
化
を
図
る
と
武
藤
氏

は
話
す
。
後
継
者
の
育
成
や
業
界
の
振

興
に
加
え
、
加
工
等
で
付
加
価
値
を
つ

け
た
新
商
品
の
開
発
に
も
補
助
金
を
出

す
な
ど
力
を
注
ぐ
と
い
う
。 

　

市
長
を
は
じ
め
美
濃
市
を
思
う
方
々

の
大
小
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
よ
り
、
あ
ら
た

な
流
れ
が
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
様

は
、
舟
の
な
か
で
幾
度
と
な
く
す
か
れ
、

コ
ウ
ゾ
の
繊
維
が
組
み
合
っ
て
で
き

る
、
薄
く
と
も
丈
夫
な
美
濃
和
紙
づ
く

り
と
重
な
っ
た
。
美
濃
の
ま
ち
の
最
大

の
誇
り
は
、
和
紙
同
様
に
し
な
や
か
だ

が
強
い
人
の
心
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

（
注
）Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（S

ustainable 
D

evelopm
ent G

oals

）
／
持

続
可
能
な
開
発
目
標
と
し
て
、

二
〇
三
〇
年
ま
で
に
貧
困
や
飢

餓
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、気
候
変
動
、

平
和
的
社
会
な
ど
の
諸
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
国
際
連
合
が

主
導
す
る
活
動
。
一
七
の
大
き

な
目
標
と
、
そ
れ
ら
を
達
成
す

る
た
め
の
具
体
的
な
一
六
九
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
構
成
さ
れ
、
目
標

の
一
一
番
目
に「
住
み
続
け
ら
れ

る
ま
ち
づ
く
り
を
」
が
あ
る
。 

岐阜県美濃市地域の底力


