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萩原工業の製品。人工芝や倉敷名産の畳縁の材料にも。
（写真：山口百香）

撮影：山口百香

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
日
本
一

現
代
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ

な
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
」
が
あ
り
ま
す
。

お
花
見
の
と
き
に
は
敷
物
と

し
て
使
っ
た
り
、
雨
漏
り
が

起
き
れ
ば
屋
根
に
張
っ
た
り

し
ま
す
。
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
は

軽
い
う
え
に
防
水
機
能
を

も
っ
て
お
り
、
覆
っ
た
り
包

ん
だ
り
す
る
こ
と
で
さ
ま
ざ

ま
な
物
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
災
害
時
に
、
破
損
し
た

家
屋
な
ど
の
応
急
処
置
に
も

大
活
躍
を
し
ま
す
。
そ
の
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
国
内
生
産
日
本

一
の
会
社
が
、
水
島
臨
海
工

業
地
帯
の
中
に
あ
り
ま
す
。

萩
原
工
業
株
式
会
社
で
す
。

水
島
臨
海
工
業
地
帯
に
立

地
す
る
上
場
企
業
の
多
く
は
、

東
京
に
本
社
を
構
え
て
い
ま

す
が
、
萩
原
工
業
の
本
社
は

水
島
に
あ
り
ま
す
。
水
島
に

本
社
を
置
く
企
業
の
中
で
は
、

萩
原
工
業
が
唯
一
の
上
場
企

業
で
す
。

萩
原
工
業
は
ブ
ル
ー
シ
ー

ト
だ
け
で
な
く
、
土
嚢
袋
、

福
島
原
発
事
故
の
汚
染
土
壌

を
入
れ
る
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
グ
、

色とりどりのブルーシート（写真：山口百香）



45
細長い繊維となったフラットヤーン（写真：山口百香）

フラットヤーンをつくっているところ（写真：山口百香）

ブルーシートの巨大な巻物（写真：山口百香）

コーティング前のブルーシート（写真：山口百香）

建
築
現
場
の
防
音
シ
ー
ト
、

除
草
シ
ー
ト
な
ど
、
家
庭
用

品
か
ら
工
業
用
品
ま
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
製
品
を
生
産
し
て

い
ま
す
。

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
は
よ
く
見

る
と
、
タ
テ
糸
と
ヨ
コ
糸
が

あ
り
、
織
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
織
物
な
の

で
す
。

な
ん
と
、
ブ
ル
ー
シ
ー
ト

は
倉
敷
の
特
産
品
で
あ
る
ゴ

ザ
に
由
来
が
あ
り
ま
す
。
イ

草
を
織
っ
て
ゴ
ザ
を
つ
く
っ

て
い
た
も
の
が
、
石
油
由
来

の
素
材
（
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
・

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
）
に
変
化

し
た
の
で
す
。
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倉
敷
は
イ
草
の
一
大
生
産
地
だ
っ
た

倉
敷
や
早
島
を
含
む
岡
山
県
南

部
は
、
か
つ
て
イ
草
の
一
大
生
産

地
で
し
た
。
昭
和
30
年
代
中
頃
に

は
、
全
国
の
イ
草
生
産
の
80
％
を

岡
山
県
が
占
め
、
さ
ら
に
そ
の
う

ち
90
％
が
倉
敷
周
辺
で
生
産
さ
れ

て
い
ま
し
た
（
倉
敷
市
史
研
究
会

編
『
新
修
倉
敷
市
史　

第
7
巻　

現

代
』
倉
敷
市
、２
０
０
５
年
、164
頁
）。

イ
草
は
苗
を
夏
に
つ
く
り
、
冬

に
植
え
つ
け
、
翌
夏
に
刈
り
と
り

ま
す
。
植
え
つ
け
の
と
き
に
は
、

水
田
に
氷
が
張
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
氷
を
割
り
な
が
ら
の
作
業

が
と
て
も
つ
ら
か
っ
た
と
い
い
ま

す
。
ま
た
、
背
丈
が
長
く
育
っ
た

イ
草
は
、
夏
の
暑
い
最
中
に
さ
わ

る
と
ひ
や
っ
と
気
持
ち
が
よ
か
っ

た
そ
う
で
す
。
イ
草
か
ら
畳
表
や

ゴ
ザ
が
つ
く
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の

加
工
も
倉
敷
で
お
こ
な
わ
れ
て
い

ま
し
た
。

倉
敷
の
日
本
遺
産
の
ス
ト
ー

リ
ー
「
一
輪
の
綿
花
か
ら
始
ま
る

倉
敷
物
語
」
の
中
に
「
イ
草
」
が

登
場
し
ま
す
。
干
拓
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
た
倉
敷
で
は
、
塩
分
に
強

い
植
物
と
し
て
イ
草
や
綿
花
が
栽

培
さ
れ
、
換
金
作
物
と
な
っ
て
地

域
に
富
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
明
治
時
代
に
は
、
染
色

し
た
イ
草
を
使
っ
て
鮮
や
か
な
模

様
が
浮
き
出
る
よ
う
に
織
り
上
げ

た
、
カ
ラ
フ
ル
な
花
ご
ざ
が
つ
く

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
海
外
へ
の

輸
出
品
と
な
り
ま
し
た
。

錦
莞
莚
（
き
ん
か
ん
え
ん
）
と
呼

ば
れ
る
花
ご
ざ
の
開
発
に
心
血
を

注
い
だ
、
磯
崎
眠
亀
の
住
宅
兼
作

業
所
が
倉
敷
市
茶
屋
町
に
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
倉
敷
市

立
磯
崎
眠
亀
記
念
館
と
し
て
整
備

さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
作
品
や
関

係
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

倉
敷
市
西
阿
知
も
花
ご
ざ
生
産

が
盛
ん
な
地
域
で
し
た
。
そ
の
西

阿
知
で
創
業
し
た
の
が
株
式
会
社

萩
原
で
す
。
１
８
９
2
（
明
治
25
）

花ござの織機（西阿知民俗資料室）
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年
に
萩
原
賦
一
が
ア
メ
リ
カ
輸
出

向
け
の
花
ご
ざ
製
造
販
売
を
始
め

ま
す
。
花
ご
ざ
は
１
９
０
２
（
明

治
35
）
年
に
は
日
本
か
ら
の
ア
メ

リ
カ
へ
の
輸
出
品
目
の
３
位
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
１
９
１
４

（
大
正
3
）
年
に
始
ま
っ
た
第
一
次

世
界
大
戦
で
輸
出
が
難
し
く
な
り
、

萩
原
は
国
内
向
け
販
売
に
切
り
替

え
ま
す
。
北
海
道
・
沖
縄
だ
け
で

な
く
、
植
民
地
で
あ
っ
た
台
湾
・

朝
鮮
、
そ
し
て
満
州
に
も
販
路
を

広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る

と
、
萩
原
は
経
営
者
の
代
替
わ
り

も
あ
っ
て
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト

を
切
り
ま
す
。
花
ご
ざ
織
機
の

自
動
化
に
よ
り
量
産
を
推
進
し
、

１
９
６
１
（
昭
和
36
）
年
に
は
、

花
ご
ざ
用
タ
テ
糸
を
ポ
リ
エ
チ
レ

ン
で
つ
く
る
た
め
、
水
島
工
場
を

建
設
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
翌
年
に

分
社
独
立
し
、
萩
原
工
業
に
な
っ

た
の
で
す
。

戦
後
も
倉
敷
が
イ
草
の
一
大
生

産
地
だ
っ
た
の
は
前
述
の
通
り
で

す
。
水
島
で
も
、
干
拓
に
よ
る
新

田
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
イ
草
は
水

稲
の
裏
作
と
し
て
栽
培
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
そ

う
し
た
光
景
は
見
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
水
島
臨

海
工
業
地
帯
が
開
発
さ
れ
て
大
気

汚
染
が
発
生
し
た
た
め
に
、
イ
草

が
先
枯
れ
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、

商
品
価
値
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
す
。
ま
た
、
三
木
行
治
知
事

が
「
農
業
県
か
ら
工
業
県
へ
」
と

い
う
方
針
を
掲
げ
て
地
域
開
発
を

推
進
し
、
ま
さ
に
そ
の
意
図
通
り

に
、
イ
草
の
栽
培
や
加
工
に
向
け

ら
れ
て
い
た
労
働
力
は
、
水
島
の

工
業
地
帯
に
流
れ
て
い
っ
た
の
で

す
。
産
業
構
造
が
変
わ
っ
た
こ
と

で
、
倉
敷
で
の
イ
草
生
産
・
加
工

は
激
減
し
ま
し
た
（
前
掲
『
新
修

倉
敷
市
史　

第
7
巻　

現
代
』
374

～
376
頁
。
丸
屋
博
『
公
害
に
い
ど

む
―
―
水
島
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
と
あ

る
医
師
の
た
た
か
い
』
新
日
本
新

書
、
１
９
７
０
年
、
54
～
56
頁
）。

倉敷市立磯崎眠亀記念館
〒 710-1101
岡山県倉敷市茶屋町195

二代目の磯崎高三郎の作品
倉敷市重要文化財・日本遺産
（倉敷市立磯崎眠亀記念館）

磯崎眠亀の花ござ
倉敷市重要文化財・日本遺産
( 倉敷市立磯崎眠亀記念館 )	
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萩
原
工
業
の
も
と
に
な
っ
た
水

島
工
場
が
で
き
た
の
は
前
述
の
よ

う
に
１
９
６
１
（
昭
和
36
）
年
で

す
が
、
現
在
E

N

E
O
S
に
な
っ

て
い
る
日
本
鉱
業
と
三
菱
石
油
の

水
島
製
油
所
が
操
業
を
開
始
し
た

の
も
同
じ
年
で
す
。
萩
原
工
業
が
、

か
な
り
早
い
段
階
で
石
油
製
品
に

目
を
つ
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
水
島
工
場
が
で
き
た
頃
は

「
空
襲
の
被
害
の
あ
と
が
ま
だ
残
っ

て
お
り
、
工
場
用
地
に
は
爆
弾
に

よ
っ
て
空
い
た
穴
が
あ
っ
た
」
と

い
い
ま
す
。

フ
ラ
ッ
ト
ヤ
ー
ン
が
萩
原
工
業

の
要
で
す
。
フ
ラ
ッ
ト
ヤ
ー
ン
と

は
１
９
６
４
（
昭
和
39
）
年
に
萩

原
工
業
が
開
発
し
た
技
術
で
、
ポ

リ
エ
チ
レ
ン
・
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン

の
フ
ィ
ル
ム
を
短
冊
状
に
切
断
し

た
も
の
を
、
さ
ら
に
引
っ
張
っ
て

伸
ば
す
こ
と
で
で
き
る
強
く
て
平

ら
な
糸
で
す
。
こ
の
糸
を
織
る
こ

と
で
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
が
つ
く
ら
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、
イ
草
の
進
化
形

な
の
で
す
。

前
会
長
で
相
談
役
の
萩
原
邦
章

さ
ん
は
「
企
業
が
誕
生
す
る
こ
と

に
は
そ
の
必
然
性
が
あ
り
、
企
業

が
存
続
す
る
に
も
そ
の
必
要
条
件

が
あ
る
」
と
い
い
ま
す
。
花
ご
ざ

か
ら
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
へ
の
転
換
は
、

水
島
が
工
業
地
域
に
変
化
し
た
こ

と
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
萩
原
工

業
が
独
自
の
本
質
的
機
能
や
サ
ー

ビ
ス
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
時
代

の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
て
い
る

こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。

近
年
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
が

社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

ま
す
が
、
萩
原
工
業
で
も
そ
の
対

応
を
し
て
お
り
、
よ
り
丈
夫
な
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
を
つ
く
っ
て
劣
化
し

に
く
く
す
る
工
夫
や
、
ホ
ー
ム
セ

ン
タ
ー
で
の
回
収
、
ア
ッ
プ
サ
イ

社
会
の
変
化
と
と
も
に

上写真：上空から萩原工業を撮影　1964（昭和39）年12月16日
下写真：海岸通から萩原工業を撮影　1972（昭和47）年2 月18日 
上・下とも安藤弘志氏撮影 ( 倉敷市歴史資料整備室蔵 )
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ク
ル
と
し
て
エ
コ
バ
ッ
ク
の
作
成

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を

し
て
い
ま
す
。
廃
ブ
ル
ー
シ
ー
ト

か
ら
新
た
な
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
を
製

造
す
る
同
社
の
水
平
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
、
再
生
原
料
を

60
％
以
上
使
用
し
た
エ
コ
マ
ー
ク

認
定
品
の
タ
ー
ピ
ー

エ
コ
フ
レ
ン

ド
シ
ー
ト
の
取
り
組
み
が
評
価
さ

れ
、
萩
原
工
業
は
公
益
財
団
法
人

日
本
環
境
協
会
の
「
エ
コ
マ
ー
ク

ア
ワ
ー
ド
２
０
２
２
」
優
秀
賞
を

受
け
ま
し
た
。

ま
た
、
官
産
民
学
が
連
携
し
て

環
境
学
習
の
ま
ち
・
水
島
の
創
造

を
め
ざ
す
「
み
ず
し
ま
滞
在
型
環

境
学
習
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
で
は
、

萩
原
邦
章
さ
ん
が
会
長
時
代
か
ら

発
起
人
代
表
を
務
め
て
き
ま
し
た
。

経
営
理
念
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る「
世

の
た
め
人
の
た
め
に
役
立
つ
会
社
」

の
実
践
で
す
。

化
石
燃
料
に
依
存
し
な
い
社
会

が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
今
日
、
萩
原

工
業
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
企
業
が
社
会

の
ニ
ー
ズ
に
即
応
し
変
化
し
て
い

く
こ
と
を
通
じ
て
、
地
域
の
経
済
・

社
会
も
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。
私
た
ち
も
「
み
ず
し
ま
地
域

カ
フ
ェ
」
を
通
じ
て
、
地
元
企
業

と
の
対
話
を
継
続
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

萩原工業株式会社前会長・相談役の萩原邦章さん（写真：山口百香）収穫されたイ草と亀島山　1962（昭和37）年5月22日　安藤弘志氏撮影 ( 倉敷市歴史資料整備室蔵 )

フラットヤーン（写真：山口百香）みずしま滞在型環境学習コンソーシアム
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みずしま財団
Webサイト

み
ず
し
ま
財
団
に
つ
い
て

地
域
カ
フ
ェ
に
つ
い
て

萩原工業株式会社 ( 本社 )
〒712-8502	岡山県倉敷市水島中通1-4

　

み
ず
し
ま
財
団
は
、正
式
名
称

を「
公
益
財
団
法
人
水
島
地
域
環

境
再
生
財
団
」と
い
い
、2	

0	

0	

0

年
3
月
に
、
水
島
地
域
の
環
境
再

生
・
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点
と
し
て

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

住
民
を
主
体
に
、
行
政
・
企
業

な
ど
水
島
地
域
の
様
々
な
関
係
者

と
専
門
家
が
協
働
す
る
拠
点
と
し

て
、よ
り
よ
い
生
活
環
境
を
創
造

す
る
活
動
を
展
開
し
て
い
く
た
め

に
、調
査
活
動
を
は
じ
め
、
学
び
の

場
づ
く
り
、人
と
の
つ
な
が
り
づ
く

り
、そ
し
て
公
害
の
経
験
の
継
承
と

公
害
患
者
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い

ま
す
（
２
０
２
２
年
10
月
、
ミ
ニ

資
料
館
「
み
ず
し
ま
資
料
交
流
館
」

を
開
設
）。

　

戦
争
、地
域
開
発
と
公
害
な
ど「
困

難
な
過
去
」に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、

水
島
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
す
と
と
も

に
、
地
域
の
新
し
い
魅
力
を
発
信
す

る
た
め
の
冊
子
で
す
。
み
ず
し
ま
財

団
が
２
０
２
１
年
度
か
ら
取
り
組
ん

で
い
る
「
み
ず
し
ま
地
域
カ
フ
ェ
」

で
得
ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
作
成
さ

れ
て
い
ま
す
。
地
域
カ
フ
ェ
は
地
域

の
歴
史
に
つ
い
て
学
び
、
将
来
の
ま

ち
づ
く
り
の
方
向
性
な
ど
を
語
り
合

う
場
で
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
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