
　

そ
の
後
持
ち
主
の
方
と
出
会
う
こ
と
が
で
き

て
こ
の
古
民
家
を
借
り
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

奥
さ
ま
と
約
一
年
を
か
け
て
改
修
と
片
付
け
を

丁
寧
に
行
い
、
２
０
０
４
年
に
利
根
町
で
の
生

活
が
ス
タ
ー
ト
し
た
そ
う
で
す
。

　

移
住
し
て
か
ら
家
や
利
根
町
の
事
を
町
史
な

ど
で
調
べ
始
め
た
中
村
さ
ん
。
歴
史
が
と
に
か

く
お
も
し
ろ
い
と
い
う
の
が
こ
の
町
の
最
初
の

印
象
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
「
こ
の
辺
り
に
は
江
戸
時
代
の
道
も
た
く
さ

ん
残
っ
て
い
て
、
例
え
ば
こ
の
道
を
家
康
が
歩

い
た
ん
だ
な
…
と
か
、
も
し
か
し
た
ら
勝
海
舟

が
通
っ
て
い
た
の
か
も
な
…
と
か
、
そ
う
い
う

事
が
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
す
ご
く
素
敵

な
事
だ
と
思
い
ま
す
。」

稲
作
を
始
め
て
地
域
と
の
関
わ
り
方
に

変
化

　

古
民
家
で
生
活
を
し
て
い
く
上
で
、
土
壁
の

修
復
の
た
め
に
藁わ
ら

が
必
要
に
な
っ
た
中
村
さ
ん

は
、
稲
作
に
挑
戦
し
よ
う
と
考
え
始
め
ま
す
。

農
業
の
事
は
右
も
左
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
た

め
、
な
か
な
か
踏
み
出
せ
ず
に
い
た
そ
う
で
す

が
、
近
所
の
方
の
協
力
も
あ
り
２
０
０
８
年
に

田
ん
ぼ
を
借
り
て
稲
作
を
始
め
る
事
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
事
が
中
村
さ
ん
に
と
っ
て
、
地
域

と
の
関
わ
り
方
を
変
え
る
大
き
な
転
機
と
な
り

ま
す
。

　

農
業
用
の
機
械
が
な
か
っ
た
の
で
、
全
て
手

作
業
で
の
ス
タ
ー
ト
。「
最
初
、
田
ん
ぼ
の
事

が
何
も
わ
か
ら
な
く
て
。
ど
う
や
ら
、
ま
ず
は

田
お
こ
し
と
い
う
の
を
す
る
ら
し
い
と
い
う
事

が
わ
か
っ
た
の
で
、
一
人
で
何
と
な
く
や
っ
て

い
た
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
、
近
所
の
方
が
声
を

掛
け
て
く
れ
て
。
道
具
の
使
い
方
や
コ
ツ
を
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。」

　

中
村
さ
ん
が
借
り
て
い
る
田
ん
ぼ
は
道
路
沿

い
に
あ
る
の
で
、
通
り
か
か
っ
た
人
に
「
大
変

だ
ね
」「
ず
っ
と
気
に
な
っ
て
た
ん
だ
」
な
ど
、

よ
く
声
を
掛
け
て
も
ら
え
る
そ
う
で
す
。

　
「
田
ん
ぼ
が
奥
に
あ
っ
て
誰
に
も
声
を
掛
け

ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
た
ぶ
ん
め
い
っ
ち
ゃ
っ
て

た
と
思
い
ま
す
。
稲
作
を
始
め
た
事
で
、
近
所

の
方
が
ち
ょ
っ
と
応
援
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う

な
感
覚
が
あ
っ
て
。
田
ん
ぼ
の
お
か
げ
で
す
ご

く
救
わ
れ
て
い
ま
す
。」

　

農
作
業
は
す
べ
て
手
作
業
で
行
う
た
め
、
田

植
え
や
稲
刈
り
の
時
に
は
友
達
家
族
が
30
人
く

ら
い
集
ま
り
、
子
ど
も
た
ち
も
一
緒
に
な
っ
て

手
伝
い
ま
す
。
毎
年
一
月
に
は
、
手
伝
っ
て
く

れ
た
人
た
ち
を
誘
っ
て
、
自
宅
の
庭
で
餅
つ
き

大
会
を
し
た
り
、
育
て
て
い
る
大
豆
で
味
噌
を

作
る
時
も
、
４
～
５
家
族
が
集
ま
っ
て
一
緒
に

行
う
そ
う
で
す
。
手
作
業
で
手
間
と
時
間
を
か

け
る
か
ら
こ
そ
、
仲
間
や
子
ど
も
た
ち
と
一
緒

に
集
ま
る
機
会
が
自
然
と
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

草そ
う
ぼ
う
し
ゃ

茅
舎
の
開
設
と
「
文
間
楮こ
う
ぞ
利
根
町
で

育
て
る
紙
ノ
木
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

　

２
０
１
０
年
に
立
木
に
あ
る
旧
青
年
研
修
所

だ
っ
た
建
物
の
一
室
を
借
り
て
、
掛
軸
や
屏
風

な
ど
の
制
作
が
で
き
る
工
房
「
草そ
う
ぼ
う
し
ゃ

茅
舎
」
を
開

設
し
た
中
村
さ
ん
。
掛
軸
や
屏
風
な
ど
の
「
表

具
」
と
呼
ば
れ
る
日
本
の
伝
統
が
、
近
年
衰
退

し
て
き
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　
「
そ
う
い
う
も
の
は
廃す
た

れ
て
は
い
け
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
想
い
も
あ
っ
て
こ
の
工

房
を
作
り
ま
し
た
。」

　

草そ
う
ぼ
う
し
ゃ

茅
舎
で
は
、
藝
大
の
大
学
院
生
た
ち
に
屏

風
の
作
り
方
を
教
え
た
り
、
講
習
会
を
開
い
た

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

草そ
う
ぼ
う
し
ゃ

茅
舎
が
あ
る
ス
タ
ジ
オ
の
敷
地
内
で
は
、

和
紙
の
原
料
で
あ
る
楮こ
う
ぞ

が
栽
培
さ
れ
て
い
ま

す
。
２
０
１
１
年
に
始
ま
っ
た
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
中
村
さ
ん
が
代
表
と
な
り
、
那
須

楮こ
う
ぞと

い
う
品
種
の
苗
を
１
８
０
本
移
植
し
て
栽

培
し
、
枝
の
刈
り
取
り
や
皮
を
引
く
作
業
を
行

い
、
新
潟
県
の
和
紙
屋
さ
ん
に
漉す

い
て
も
ら
っ

て
和
紙
を
完
成
さ
せ
る
活
動
で
す
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
続
け
て
い
る
事
に
加

え
、
日
本
画
の
材
料
や
道
具
に
つ
い
て
専
門
的

な
知
識
を
持
つ
中
村
さ
ん
の
も
と
に
は
、
紙
に

ま
つ
わ
る
出
会
い
が
多
く
舞
い
込
ん
で
き
ま

す
。
上
野
寛
永
寺
の
葵
の
間
の
障
壁
復
元
や
、

目
黒
雅
叙
園
の
天
井
の
修
復
な
ど
も
手
が
け
て

き
ま
し
た
。

　

明
治
天
皇
の
お
使
い
に
な
っ
た
、
世
界
遺
産

日
光
二
荒
山
神
社
の
北
岳
南
湖
閣
の
障
壁
修
理

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
利
根
町
で
育
て
た
和
紙

を
使
用
し
ま
し
た
。「
こ
う
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
は
和
紙
を
た
く
さ
ん
使
う
こ
と
に
な
る
の

で
、
こ
う
し
た
活
動
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
和

紙
の
良
さ
が
見
直
さ
れ
て
活
用
に
つ
な
が
っ
て

い
け
ば
良
い
な
と
思
い
ま
す
。」

和
紙
は
記
憶
の
装
置

　

パ
ル
プ
を
原
料
と
し
た
洋
紙
の
寿
命
は
数
十

年
か
ら
百
年
と
い
わ
れ
る
一
方
で
、
和
紙
の
寿

命
は
な
ん
と
千
年
。
現
存
す
る
最
も
古
い
和
紙

は
、
約
１
３
０
０
年
前
の
戸
籍
の
記
録
だ
そ
う

で
す
。　

中村さんが代表を務めるこのプロジェクトは今年で 11 年目。立木にある ARTONE ART 
STUDIO( アートネアートスタジオ ) の庭で 2011 年に始まりました。
現在、和紙の原料となる楮を 180株栽培しています。冬になると刈り取りを行い、蒸して皮を引き、
乾燥させたものを新潟県の門出和紙の工房で漉いてもらい和紙が完成します。
国産楮の栽培量が減少し、市販されている和紙の大半が外国産が占めるようになった近年では、貴
重な活動となっており、スタジオを利用しているアーティスト達や協力団体のみなさんでこの活動
を続けています。

文間楮－利根町で育てる紙ノ木プロジェクト

　
「
和
紙
を
良
い
形
で
町
の
何
か
に
で
き
な
い

か
っ
て
い
う
の
は
課
題
の
一
つ
で
す
。例
え
ば
、

町
の
小
中
学
校
の
卒
業
証
書
を
、
子
ど
も
た
ち

が
自
分
で
作
っ
た
和
紙
で
作
れ
た
ら
良
い
な
と

思
っ
て
い
ま
す
。」

　

中
村
さ
ん
は
、
美
術
館
な
ど
で
子
ど
も
た
ち

を
対
象
に
し
て
「
百
年
後
に
残
し
た
い
も
の
を

描
こ
う
」
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
こ

と
が
あ
る
そ
う
で
す
。

　
「
自
分
よ
り
も
長
生
き
す
る
も
の
を
考
え
て

み
る
事
は
価
値
が
あ
る
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
千
年
以
上
前
の
記
録
が
現
代
に
伝

え
ら
れ
た
の
は
和
紙
に
書
か
れ
て
い
た
か
ら
。

『
今
』
を
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
よ
う
に
和
紙
に

留
め
て
お
く
。
そ
う
い
う
事
っ
て
大
事
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。」

　

百
年
後
も
千
年
後
も
残
し
た
い
も
の
。
み
な

さ
ん
な
ら
何
を
思
い
描
く
で
し
ょ
う
か
。

　

今
は
藍
を
栽
培
し
て
い
て
、
藍
と
和
紙
の
組

み
合
わ
せ
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
い
う
中
村

さ
ん
。
和
紙
が
繋
ぐ
一
つ
一
つ
の
大
切
な
出
会

い
が
、
見
る
人
を
圧
倒
す
る
新
し
い
も
の
を
創

り
出
し
て
い
き
ま
す
。

完成品。栽培からすべて手作業で行われてい
る貴重な和紙

白皮にして乾燥させたもの。この状態で新潟
県の和紙屋さんへ

楮の枝の中には繊維が詰まっている

道路沿いにある田んぼ。この立地のおかげで、よ
く声を掛けてもらえて救われている

江戸時代にはほとんどの庶民が知っていたという霊獣を描いた作品 古民家に残っていた樽の
一部を利用し、利根町史
の話を元に描いた作品

プロジェクトに参加する方が手作りした道
具。白皮に仕上げる時に使う

土間から続く台所。井戸水を使用しているため、自然と環境の
事を考えるように。「ここではエネルギーを極力使わずに生活
できるので、昔ながらの生活をするための条件が整っている感
じがします」

利根町に移住して 17 年。現在は奥さまと二
人のお子さんとの４人暮らし
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