
　寛
永
元
年
（
1
6
2
4
年
）に
京
都
で
創
業
、
日
本
唯
一
続
く
唐
紙
屋
を
継
承
す
る

「
雲き

母ら

唐か
ら

長ち
ょ
う」。

　板
木
と
呼
ば
れ
る
木
版
に
絵
の
具
を
の
せ
、
手
摺
り
に
よ
っ
て
写
し
取
ら
れ
る
美
し

い
文
様
の
和
紙
は
、
平
安
時
代
か
ら
現
代
ま
で
、
手
紙
や
詩
歌
を
書
く
料
紙
と
し
て
、
襖

や
壁
紙
と
し
て
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
続
け
て
き
た
、
日
本
の
美
し
い
伝
統
文
化
で
す
。

　天
災
や
戦
禍
を
く
ぐ
り
抜
け
、
現
代
ま
で
守
り
継
が
れ
て
き
た
板
木
は
６
０
０
枚

以
上
。
人
々
の
祈
り
が
こ
も
っ
た
そ
の
文
様
に
は
、
一
つ
ひ
と
つ
に
意
味
や
物
語
が
存

在
し
ま
す
。
中
に
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
や
イ
ス
ラ
ム
圏
か
ら

伝
わ
っ
た
デ
ザ
イ
ン
が
元
と
な
り
、
日
本
人
が
自
分
た
ち
ら
し
く
変
化
さ
せ
る
こ
と

で
、「
伝
統
」
と
な
っ
た
文
様
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　長
い
年
月
を
経
て
生
じ
た
板
木
の
欠
け
や
ゆ
が
み
も
、
時
間
の
経
過
を
も
写
し
取

る
雲
母
唐
長
の
唐
紙
な
ら
で
は
の
醍
醐
味
。
デ
ジ
タ
ル
で
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
寸
分
狂

い
の
な
い
美
し
さ
と
は
別
の
、「
な
ん
や
わ
か
ら
ん
け
ど
、
落
ち
着
く
わ
」
と
人
々
に

感
じ
さ
せ
る
、
自
然
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。
自
然
が
姿
を
変
え
て

存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
愛
さ
れ
る
―
―
そ
の
存
在
感
に
は
、
自
然
を
崇
拝
し
て
や
ま

な
い
、
北
欧
の
プ
ロ
ダ
ク
ツ
と
深
く
響
き
合
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　雲
母
唐
長
で
は
数
年
前
か
ら
、
唐
紙
を
和
室
の
装
飾
だ
け
で
は
な
く
ア
ー
ト
作
品

や
フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
、
食
器
、
家
具
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
展
開
中
で
す
。
受

け
継
い
で
き
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
次
代
へ
と
手
渡
す
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
と
向
き
合

い
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
伝
統
と
し
て
継
承
し
て
い
く
。
そ
の
姿
に
、
次
の
4
0
0

年
を
生
き
抜
く
で
あ
ろ
う
、「
本
物
」
の
在
り
様
を
見
る
気
が
し
ま
す
。

唐 紙［ 雲母唐長 ］
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愛
さ
れ
続
け
る
。

そ
れ
が
「
伝
統
」
に
な
る
。
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