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新社屋に受け継がれる
筆先に込めた創業 520 年の思い

I n t e r v i e w

博
多
と
天
神
を
結
び
、
集
う

新
た
な
広
場
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
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株式会社
平助筆復古堂

1501年（文亀元年）、「筑
紫筆」の名匠・河原田五
郎兵衛が創業。「復古堂」
の名は、江戸中期に藩
主・黒田斉隆から与えら
れた。独自の商標である
「平助筆」をはじめとす
る筆の製造、書道具や和
文具の販売、書道教室な
どを運営。

代表取締役社長
かわ      はら        だ 　        あきら

へい　すけ　ふで　ふっ　　こ　　どう

河原田 明 氏
1932年   福岡県福岡市生まれ
1955年 　早稲田大学を卒業し平助筆復古堂に入社、
　　　　10代目平助を襲名

株式会社　平助筆復古堂

　
博
多
は
、
か
つ
て
「
博
多
の
津
」
と
呼
ば
れ
、
古
く

か
ら
中
国
の
文
化
が
渡
来
し
た
地
で
し
た
。
毛
筆

の
起
源
を
た
ど
る
と
、
延
暦
年
間
（
７
３
２
年
〜
８

０
６
年
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
当
時
、
国
の

主
要
な
機
関
で
あ
る
大
宰
府
政
庁
を
背
景
に
、
大
陸

と
の
文
化
交
流
が
盛
ん
だ
っ
た
博
多
で
は
、
役
人
や

商
人
た
ち
が
文
具
を
必
要
と
し
、
中
国
の
筆
も
多
数

持
ち
込
ま
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
影

響
か
ら
、
博
多
で
は
中
国
の
筆
を
参
考
に
し
た
製
筆

の
技
術
が
発
展
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
今
の
福
岡
市
早
良
区
脇
山
あ
た
り
が
良

質
の
竹
の
産
地
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て

い
ま
し
た
。
し
な
や
か
な
竹
の
軸
に
、
中
国
伝
来

の
優
れ
た
製
筆
の
技
術
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
こ
と

で
、
博
多
は
「
筑
紫
筆
」
の
名
称
で
全
国
屈
指
の

製
筆
業
の
地
と
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
、
独
自
の
製
筆
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ

と
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
中
国
が
漢
字

文
化
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
日
本
が
「
か
な
文
字
文

化
」
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
漢
字
を
書
く
た
め
に
作

ら
れ
た
中
国
の
筆
で
は
、
柔
ら
か
な
曲
線
が
必
要
と

さ
れ
る
か
な
文
字
が
書
き
づ
ら
い
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
国
内
で
、
か
な
文
字
が
書
き
や

す
い
筆
の
需
要
が
高
ま
る
と
と
も
に
、
博
多
の
製
筆

業
も
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
弊
社
の
創
業
は
１
５
０
１
年
、
室
町
時
代
後
期

の
文
亀
元
年
で
す
。
創
業
者
・
河
原
田
五
郎
兵
衛（
豊

前
国
河
原
田
城
主
前
田
左
京
太
夫
清
助
の
後
商
・

博
多
年
行
事
の
一
人
）
は
、
博
多
の
製
筆
業
者
で
あ

り
、
全
国
に
知
ら
れ
る
「
筑
紫
筆
」
の
名
匠
の
一
人

に
数
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
文
禄
年
間(

1
5
9
0
年
代)

に
は
当
主
の
河
原

田
平
次
が
、
朝
鮮
出
兵
の
た
め
肥
前
名
護
屋
城
を
築

城
し
た
太
閣
豊
臣
秀
吉
を
陣
中
見
舞
い
し「
筑
紫
筆
」

を
献
上
し
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
当
主
が
河
原
田
家
初
代
平
助
を

名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
以
降
、
歴
代
当
主
は
平

助
を
襲
名
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
天
明
年
間
（
１

７
８
０
年
代
）、
４
代
目
平
助
が
当
時
の
福
岡
藩
主
・

黒
田
斉
隆
公
よ
り
、
藩
歴
代
御
用
筆
の
栄
誉
を
い
た

博
多
の
地
の
利
が
生
み
出
し
た

「
筑
紫
筆
」
の
歴
史

創
業
は
室
町
時
代
後
期
。

遠
祖
は
「
筑
紫
筆
」
の
名
匠

な
り
た
か

ぶ
ん
き
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おしゃれな和風文具も多く取り揃える
左から 10 代目平助・河原田明氏、11 代目平助・河原田浩氏
（後方の復古堂の扁額が富岡鉄斎筆）広い店内でゆっくりと用品を選べる

上が平助筆、下が一般の筆

福岡市博物館に収納されている宮内省御用筆
（上：大正時代、下：明治時代）

だ
く
と
と
も
に
、
製
筆
業
と
し
て
の
由
緒
を
た
た
え

「
復
古
堂
」
の
商
号
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
の
初
期
に
か
け
て

さ
ま
ざ
ま
な
業
者
が
「
筑
紫
筆
」
を
製
造
す
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
す
。「
筑
紫
筆
」
と
名
乗
り
つ
つ
も
、

福
岡
以
外
の
地
域
で
製
造
し
た
も
の
や
品
質
が
劣
悪

な
も
の
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
名
と
品
質
を

維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
8
代
目
、
9
代
目
の
親
子
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
業

界
そ
の
も
の
の
衰
退
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

危
惧
し
、
同
業
組
合
を
結
成
。
そ
れ
を
機
に
、
福
岡

の
製
筆
業
者
は
各
自
で
商
標
を
付
け
る
と
と
も
に
、

高
い
技
術
の
維
持
に
努
め
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し

た
。
平
助
が
こ
の
際
に
、
自
ら
の
顔
写
真
を
筆
軸
に

貼
付
し
た
「
平
助
筆
」
を
商
標
と
し
、
明
治
28
年
か

ら
は
宮
内
省
御
用
達
の
栄
を
賜
り
ま
し
た
。

　「
平
助
筆
」
の
特
徴
は
、「
す
き
穂
」
と
呼
ば
れ

る
形
状
に
あ
り
ま
す
。
一
般
的
な
、
や
や
丸
み
の

あ
る
「
つ
み
穂
」
と
呼
ば
れ
る
筆
と
比
べ
、
毛
を

す
い
て
い
る
た
め
穂
先
に
か
け
て
す
っ
と
伸
び
て
、

ほ
っ
そ
り
と
し
た
形
状
で
す
。
毛
量
が
少
な
い
分
、

鹿
、
イ
タ
チ
、
タ
ヌ
キ
な
ど
の
獣
毛
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
強
く
て
し
な
や
か
な
筆
先
を
生
み
出
し

て
い
ま
す
。
一
見
、
細
す
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
形
状
だ
か
ら
こ
そ
、
た
っ
ぷ

り
と
墨
を
含
ん
だ
時
に
、
ほ
ど
よ
く
膨
ら
み
、
な
め

ら
か
で
繊
細
な
書
き
味
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

　
こ
の
毛
の
部
分
は
、す
べ
て
職
人
に
よ
る
手
作
り
。

一
つ
ひ
と
つ
「
毛
も
み
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
を
行
い
、

最
後
に
10
代
目
平
助
で
あ
る
私
が
、
品
質
の
確
認
を

行
い
、
し
っ
か
り
と
見
極
め
ま
す
。
以
前
は
、
福
岡

に
も
職
人
が
い
た
の
で
す
が
、
後
継
者
が
お
ら
ず
、

現
在
は
広
島
や
京
都
・
奈
良
の
職
人
の
方
に
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

　「
平
助
筆
」
は
、
か
な
文
字
の
よ
う
に
女
性
的
で

優
し
い
文
字
に
ふ
さ
わ
し
く
、「
一
度
使
う
と
手
放

せ
な
い
」
と
何
十
年
も
愛
用
し
て
い
た
だ
い
た
り
、

親
子
三
代
で
使
っ
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
お
客
様
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　　
戦
前
ま
で
は
麹
屋
町
、
今
の
福
岡
市
博
多
区
下
川

端
に
店
舗
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
１
９
４
５
年

の
福
岡
大
空
襲
で
店
舗
は
全
焼
。
以
来
、
戦
前
ま
で

は
自
宅
で
あ
っ
た
現
在
地
の
春
吉
を
店
舗
と
し
て
き

ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
２
０
１
４
年
、
突
然
、
国
土
交
通
省

か
ら
老
朽
化
し
た
春
吉
橋
の
架
け
替
え
事
業
に
合
わ

せ
た
土
地
区
画
整
理
の
話
が
持
ち
掛
け
ら
れ
た
の
で

す
。
店
舗
を
含
む
所
有
地
は
、
博
多
と
天
神
を
結
ぶ

春
吉
橋
の
た
も
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
国
道
２
０

２
号
で
も
あ
り
、「
国
体
道
路
」
と
も
呼
ば
れ
る
交

通
量
が
多
い
主
要
な
道
路
で
す
。

　
ま
た
、
横
を
流
れ
る
那
珂
川
は
福
岡
県
が
管
轄
、

こ
の
橋
の
整
備
と
と
も
に
進
め
ら
れ
て
い
る
「
春
吉

橋
賑
わ
い
空
間
」
事
業
に
は
福
岡
市
も
加
わ
る
と
い

う
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
、
こ
の
所
有
地
が
関

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
交
渉
の
窓
口
で
あ
る
国
土
交
通
省
か
ら
、
河
川
の

整
備
・
護
岸
工
事
の
た
め
に
、
土
地
の
一
部
を
削
ら

せ
て
ほ
し
い
と
い
う
提
案
が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
。

市
民
の
暮
ら
し
の
た
め
に
土
地
を
提
供
す
る
こ
と
に

穂
先
ま
で
細
く
、
繊
細
さ
を
持
つ

「
平
助
筆
」
の
誕
生

事
の
起
こ
り
は
博
多
と
天
神
を
結
ぶ

「
春
吉
橋
」
の
架
け
替
え

は
る
よ
し
ば
し

な
か
が
わ

こ
う
じ
や
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に
な
り
、
そ
の
名
と
品
質
を

維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ

で
8
代
目
、
9
代
目
の
親
子
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
業

界
そ
の
も
の
の
衰
退
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
を

危
惧
し
、
同
業
組
合
を
結
成
。
そ
れ
を
機
に
、
福
岡

の
製
筆
業
者
は
各
自
で
商
標
を
付
け
る
と
と
も
に
、

高
い
技
術
の
維
持
に
努
め
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し

た
。
平
助
が
こ
の
際
に
、
自
ら
の
顔
写
真
を
筆
軸
に

貼
付
し
た
「
平
助
筆
」
を
商
標
と
し
、
明
治
28
年
か

ら
は
宮
内
省
御
用
達
の
栄
を
賜
り
ま
し
た
。

　「
平
助
筆
」
の
特
徴
は
、「
す
き
穂
」
と
呼
ば
れ

る
形
状
に
あ
り
ま
す
。
一
般
的
な
、
や
や
丸
み
の

あ
る
「
つ
み
穂
」
と
呼
ば
れ
る
筆
と
比
べ
、
毛
を

す
い
て
い
る
た
め
穂
先
に
か
け
て
す
っ
と
伸
び
て
、

ほ
っ
そ
り
と
し
た
形
状
で
す
。
毛
量
が
少
な
い
分
、

鹿
、
イ
タ
チ
、
タ
ヌ
キ
な
ど
の
獣
毛
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
強
く
て
し
な
や
か
な
筆
先
を
生
み
出
し

て
い
ま
す
。
一
見
、
細
す
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
形
状
だ
か
ら
こ
そ
、
た
っ
ぷ

り
と
墨
を
含
ん
だ
時
に
、
ほ
ど
よ
く
膨
ら
み
、
な
め

ら
か
で
繊
細
な
書
き
味
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

　
こ
の
毛
の
部
分
は
、す
べ
て
職
人
に
よ
る
手
作
り
。

一
つ
ひ
と
つ
「
毛
も
み
」
と
呼
ば
れ
る
作
業
を
行
い
、

最
後
に
10
代
目
平
助
で
あ
る
私
が
、
品
質
の
確
認
を

行
い
、
し
っ
か
り
と
見
極
め
ま
す
。
以
前
は
、
福
岡

に
も
職
人
が
い
た
の
で
す
が
、
後
継
者
が
お
ら
ず
、

現
在
は
広
島
や
京
都
・
奈
良
の
職
人
の
方
に
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

　「
平
助
筆
」
は
、
か
な
文
字
の
よ
う
に
女
性
的
で

優
し
い
文
字
に
ふ
さ
わ
し
く
、「
一
度
使
う
と
手
放

せ
な
い
」
と
何
十
年
も
愛
用
し
て
い
た
だ
い
た
り
、

親
子
三
代
で
使
っ
て
い
た
だ
い
た
り
す
る
お
客
様
も

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　　
戦
前
ま
で
は
麹
屋
町
、
今
の
福
岡
市
博
多
区
下
川

端
に
店
舗
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
１
９
４
５
年

の
福
岡
大
空
襲
で
店
舗
は
全
焼
。
以
来
、
戦
前
ま
で

は
自
宅
で
あ
っ
た
現
在
地
の
春
吉
を
店
舗
と
し
て
き

ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
２
０
１
４
年
、
突
然
、
国
土
交
通
省

か
ら
老
朽
化
し
た
春
吉
橋
の
架
け
替
え
事
業
に
合
わ

せ
た
土
地
区
画
整
理
の
話
が
持
ち
掛
け
ら
れ
た
の
で

す
。
店
舗
を
含
む
所
有
地
は
、
博
多
と
天
神
を
結
ぶ

春
吉
橋
の
た
も
と
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
国
道
２
０

２
号
で
も
あ
り
、「
国
体
道
路
」
と
も
呼
ば
れ
る
交

通
量
が
多
い
主
要
な
道
路
で
す
。

　
ま
た
、
横
を
流
れ
る
那
珂
川
は
福
岡
県
が
管
轄
、

こ
の
橋
の
整
備
と
と
も
に
進
め
ら
れ
て
い
る
「
春
吉

橋
賑
わ
い
空
間
」
事
業
に
は
福
岡
市
も
加
わ
る
と
い

う
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
、
こ
の
所
有
地
が
関

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
交
渉
の
窓
口
で
あ
る
国
土
交
通
省
か
ら
、
河
川
の

整
備
・
護
岸
工
事
の
た
め
に
、
土
地
の
一
部
を
削
ら

せ
て
ほ
し
い
と
い
う
提
案
が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
。

市
民
の
暮
ら
し
の
た
め
に
土
地
を
提
供
す
る
こ
と
に

穂
先
ま
で
細
く
、
繊
細
さ
を
持
つ

「
平
助
筆
」
の
誕
生

事
の
起
こ
り
は
博
多
と
天
神
を
結
ぶ

「
春
吉
橋
」
の
架
け
替
え

は
る
よ
し
ば
し

な
か
が
わ

こ
う
じ
や
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反
対
す
る
気
持
ち
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
部
分
を
提

供
し
て
し
ま
う
と
、
と
て
も
新
し
い
社
屋
を
建
て
る

だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
で
き
ま
せ
ん
。
交
渉
を
重

ね
た
結
果
、
北
側
の
一
部
分
を
提
供
し
、
残
り
は
平

地
に
し
て
橋
の
架
け
替
え
工
事
の
期
間
は
、
資
材
置

き
場
と
し
て
２
年
ほ
ど
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
２
０
１
７
年
、
工
事
が
始
ま
る
と
同
時
に
、
天
神

に
仮
店
舗
と
事
務
所
を
移
転
。
明
治
40
年
建
築
の
た

め
い
つ
か
は
建
て
替
え
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
古

い
店
舗
で
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
あ

ま
り
に
突
然
の
こ
と
で
、
そ
の
後
の
新
社
屋
を
ど
う

す
る
の
か
、
何
の
展
望
も
、
設
計
や
建
築
に
関
す
る

知
識
も
な
く
、
途
方
に
暮
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
時
に
相
談
し
た
の
が
メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
福
岡

銀
行
天
神
町
支
店
で
す
。
当
時
の
支
店
長
が
Ｆ
Ｆ
Ｇ

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
以
下：

Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｂ

Ｃ
）
に
つ
な
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
何
か
ら
取
り

か
か
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
私
た
ち
に
、
ま
さ

に
「
手
取
り
足
取
り
」
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
資
金
計
画
か
ら
新
社
屋
の
設
計
、施
工
、

賃
貸
の
管
理
、
清
掃
業
者
や
火
災
保
険
の
選
定
に

至
る
ま
で
、
安
心
し
て
全
て
お
任
せ
す
る
こ
と
に

し
た
の
で
す
。

　
当
初
は
、「
新
社
屋
を
何
階
に
す
る
か
」
と
い
う

こ
と
で
す
ら
、
ど
う
決
め
れ
ば
よ
い
の
か
悩
む
よ
う

な
状
況
で
し
た
。Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｂ
Ｃ
に
間
に
入
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
で
、
業
者
の
方
に
直
接
言
い
づ
ら
い
要
望

は
ス
ム
ー
ズ
に
、
分
か
り
に
く
い
こ
と
は
私
た
ち
が

理
解
で
き
る
よ
う
に
、
か
み
砕
い
て
説
明
し
て
い
た

だ
い
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
東
京
・
京
都
に
も
様
々
な
社
屋
の
視
察
に
も
行
き

ま
し
た
。
そ
の
時
の
経
験
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
新

社
屋
の
設
計
を
数
社
に
依
頼
し
、
コ
ン
ペ
で
決
定
。

川
沿
い
を
眺
め
る
全
面
ガ
ラ
ス
張
り
の
外
観
が
目
を

引
く
６
階
建
の
新
社
屋
の
大
き
な
特
徴
は
、
エ
ン

ト
ラ
ン
ス
の
階
段
で
す
。
ち
ょ
う
ど
春
吉
橋
の
た

も
と
で
１
階
と
２
階
の
間
を
通
る
道
路
が
坂
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
１
階
と
２
階
の
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
な
が
る
階
段
を
設
置
し
、
回
遊

性
を
も
た
せ
ま
し
た
。

　
計
画
さ
れ
て
い
る
「
春
吉
橋
賑
わ
い
空
間
」
は
、

現
在
、
架
け
替
え
工
事
の
た
め
の
建
設
さ
れ
た
迂
回

用
の
橋
を
そ
の
ま
ま
残
し
、
歩
行
者
が
行
き
交
う
道

路
に
す
る
そ
う
で
す
。
那
珂
川
沿
い
を
挟
ん
だ
清
流

公
園
と
合
わ
せ
て
、
音
楽
や
祭
り
な
ど
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
で
き
る
よ
う
な
都
市
公
園
の
機
能
を
持

つ
空
間
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
新
社
屋
は
、
ま
さ
に
そ
の
歩
行
者
が
歩
く

出
入
り
口
の
部
分
。
春
吉
橋
か
ら
そ
の
ま
ま
歩
い

て
入
れ
る
設
計
で
す
の
で
、
一
息
つ
け
る
よ
う
な
憩

い
の
空
間
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち

の
店
舗
兼
事
務
所
は
４
階
に
、
そ
の
他
の
フ
ロ
ア

に
は
、
多
く
の
方
が
憩
い
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る

よ
う
な
テ
ナ
ン
ト
に
入
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ

て
い
ま
す
。

　　
２
０
２
１
年
５
月
11
日
に
、
新
し
く
オ
ー
プ
ン
し

た
新
店
舗
の
４
階
入
り
口
に
は
、
明
治
・
大
正
の
文

人
画
家
で
、
儒
学
者
で
も
あ
る
富
岡
鉄
斎
画
伯
に
よ

る「
復
古
堂
」の
書
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

空
襲
で
焼
失
か
ら
免
れ
た
自
宅
に
保
管
し
て
い
た

た
め
、
今
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
弊
社
で
は
、

こ
の
文
字
を
ロ
ゴ
マ
ー
ク
に
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
店
内
は
、
常
時
５
０
０
種
類
以
上
の
筆
を
用
意

し
、文
鎮
、水
滴
な
ど
書
に
ま
つ
わ
る
用
品
を
集
め
、

販
売
し
て
い
ま
す
。
料
紙
の
種
類
も
増
や
し
、
色
柄

入
り
の
色
紙
、
唄
短
冊
、
書
関
係
の
書
籍
、
さ
ら
に

は
の
し
袋
や
葉
書
、便
箋
、鳩
居
堂
製
の
お
香
と
い
っ

た
贈
り
物
に
も
ふ
さ
わ
し
い
小
粋
な
も
の
を
そ
ろ
え

ま
し
た
。

　
店
舗
内
で
は
、
書
道
教
室
も
開
催
。
子
ど
も
の
頃

に
習
い
、
ま
た
改
め
て
始
め
た
い
と
い
う
主
婦
の
方

な
ど
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
好
評
な
の

が
デ
ザ
イ
ン
書
道
で
す
。
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
方
が
仕
事
上
で
書
か
れ
る
機
会
が
あ
る
た

め
、
基
礎
を
し
っ
か
り
と
学
び
た
い
と
の
思
い
で
通

わ
れ
て
い
ま
す
。
反
響
が
多
く
、
参
加
さ
れ
た
受
講

者
の
方
は
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
１
階
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
入
り
口
の
道
路
沿
い
に
、

筆
な
ど
を
飾
っ
た
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
を
設
け
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
石
碑
に
は
、「
ゑ
た
く
み
と
共

に
宿
り
し
川
沿
い
の
　
河
原
田
の
家
わ
す
ら
れ
な
く

に
」
の
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
宮
中
御

歌
所
寄
人
・
阪
正
臣
氏
が
現
敷
地
に
あ
っ
た
河
原
田

家
別
邸
に
宿
泊
さ
れ
た
際
に
詠
わ
れ
た
、
自
筆
の
歌

碑
で
す
。
昭
和
３
年
（
１
９
２
８
年
）
の
昭
和
天
皇

即
位
の
礼
に
際
し
て
、
現
在
の
福
岡
市
早
良
区
脇
山
が

大
嘗
祭
主
基
斎
田
に
選
定
さ
れ
、
勅
命
に
よ
り
、
主

基
殿
の
屏
風
絵
作
成
に
あ
た
っ
た
山
元
春
挙
氏
と
一

緒
に
阪
氏
が
来
福
さ
れ
た
時
の
も
の
。
こ
れ
も
、
復

古
堂
の
歴
史
を
記
す
、
貴
重
な
財
産
の
一
つ
で
す
。

　
２
０
１
４
年
か
ら
、
思
い
も
か
け
ず
始
ま
っ
た
社

屋
の
建
て
替
え
。Ｆ
Ｆ
Ｇ
、
福
岡
銀
行
天
神
町
支
店
、

Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｂ
Ｃ
の
お
力
を
お
借
り
し
て
、
よ
う
や
く

完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
博
多
の
新
し
い
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
春
吉
橋
と
と
も
に
、

５
２
０
年
の
歴
史
を
経
て
、
私
た
ち
復
古
堂
も
ま
た
、

新
し
い
歴
史
を
刻
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
社
屋
は
都
市
公
園
を
つ
な
ぐ

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
採
用

５
０
０
種
類
以
上
の
筆
が
そ
ろ
う

新
店
舗
が
オ
ー
プ
ン

那珂川に架かる春吉橋から望む新社屋

店内には常時 500 種類以上の筆が並ぶ

お問い合わせ

不動産鑑定士や一級建築士等の資格を保有
し、豊富な経験を持つスタッフが、貴社が抱
える様々なニーズにご対応します。

福岡市中央区大手門一丁目8番3号
FFG本社ビル
TEL. 092-723-2372

株式会社 FFG ビジネスコンサルティング 
不動産ソリューション部

不動産ソリューション部 内田部長

う
か
い

ば
ん
ま
さ
お
み

や
ま
も
と
し
ゅ
ん
き
ょ

だ
い
し
ょ
う
さ
い
す
き
さ
い
で
ん

6FFG MONTHLY SURVEY Vol.138



反
対
す
る
気
持
ち
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
部
分
を
提

供
し
て
し
ま
う
と
、
と
て
も
新
し
い
社
屋
を
建
て
る

だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
で
き
ま
せ
ん
。
交
渉
を
重

ね
た
結
果
、
北
側
の
一
部
分
を
提
供
し
、
残
り
は
平

地
に
し
て
橋
の
架
け
替
え
工
事
の
期
間
は
、
資
材
置

き
場
と
し
て
２
年
ほ
ど
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
２
０
１
７
年
、
工
事
が
始
ま
る
と
同
時
に
、
天
神

に
仮
店
舗
と
事
務
所
を
移
転
。
明
治
40
年
建
築
の
た

め
い
つ
か
は
建
て
替
え
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
古

い
店
舗
で
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
あ

ま
り
に
突
然
の
こ
と
で
、
そ
の
後
の
新
社
屋
を
ど
う

す
る
の
か
、
何
の
展
望
も
、
設
計
や
建
築
に
関
す
る

知
識
も
な
く
、
途
方
に
暮
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
時
に
相
談
し
た
の
が
メ
イ
ン
バ
ン
ク
の
福
岡

銀
行
天
神
町
支
店
で
す
。
当
時
の
支
店
長
が
Ｆ
Ｆ
Ｇ

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
以
下：

Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｂ

Ｃ
）
に
つ
な
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
何
か
ら
取
り

か
か
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
私
た
ち
に
、
ま
さ

に
「
手
取
り
足
取
り
」
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
資
金
計
画
か
ら
新
社
屋
の
設
計
、施
工
、

賃
貸
の
管
理
、
清
掃
業
者
や
火
災
保
険
の
選
定
に

至
る
ま
で
、
安
心
し
て
全
て
お
任
せ
す
る
こ
と
に

し
た
の
で
す
。

　
当
初
は
、「
新
社
屋
を
何
階
に
す
る
か
」
と
い
う

こ
と
で
す
ら
、
ど
う
決
め
れ
ば
よ
い
の
か
悩
む
よ
う

な
状
況
で
し
た
。Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｂ
Ｃ
に
間
に
入
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
で
、
業
者
の
方
に
直
接
言
い
づ
ら
い
要
望

は
ス
ム
ー
ズ
に
、
分
か
り
に
く
い
こ
と
は
私
た
ち
が

理
解
で
き
る
よ
う
に
、
か
み
砕
い
て
説
明
し
て
い
た

だ
い
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
東
京
・
京
都
に
も
様
々
な
社
屋
の
視
察
に
も
行
き

ま
し
た
。
そ
の
時
の
経
験
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
新

社
屋
の
設
計
を
数
社
に
依
頼
し
、
コ
ン
ペ
で
決
定
。

川
沿
い
を
眺
め
る
全
面
ガ
ラ
ス
張
り
の
外
観
が
目
を

引
く
６
階
建
の
新
社
屋
の
大
き
な
特
徴
は
、
エ
ン

ト
ラ
ン
ス
の
階
段
で
す
。
ち
ょ
う
ど
春
吉
橋
の
た

も
と
で
１
階
と
２
階
の
間
を
通
る
道
路
が
坂
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
１
階
と
２
階
の
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
な
が
る
階
段
を
設
置
し
、
回
遊

性
を
も
た
せ
ま
し
た
。

　
計
画
さ
れ
て
い
る
「
春
吉
橋
賑
わ
い
空
間
」
は
、

現
在
、
架
け
替
え
工
事
の
た
め
の
建
設
さ
れ
た
迂
回

用
の
橋
を
そ
の
ま
ま
残
し
、
歩
行
者
が
行
き
交
う
道

路
に
す
る
そ
う
で
す
。
那
珂
川
沿
い
を
挟
ん
だ
清
流

公
園
と
合
わ
せ
て
、
音
楽
や
祭
り
な
ど
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
で
き
る
よ
う
な
都
市
公
園
の
機
能
を
持

つ
空
間
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
新
社
屋
は
、
ま
さ
に
そ
の
歩
行
者
が
歩
く

出
入
り
口
の
部
分
。
春
吉
橋
か
ら
そ
の
ま
ま
歩
い

て
入
れ
る
設
計
で
す
の
で
、
一
息
つ
け
る
よ
う
な
憩

い
の
空
間
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち

の
店
舗
兼
事
務
所
は
４
階
に
、
そ
の
他
の
フ
ロ
ア

に
は
、
多
く
の
方
が
憩
い
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る

よ
う
な
テ
ナ
ン
ト
に
入
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ

て
い
ま
す
。

　　
２
０
２
１
年
５
月
11
日
に
、
新
し
く
オ
ー
プ
ン
し

た
新
店
舗
の
４
階
入
り
口
に
は
、
明
治
・
大
正
の
文

人
画
家
で
、
儒
学
者
で
も
あ
る
富
岡
鉄
斎
画
伯
に
よ

る「
復
古
堂
」の
書
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

空
襲
で
焼
失
か
ら
免
れ
た
自
宅
に
保
管
し
て
い
た

た
め
、
今
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、
弊
社
で
は
、

こ
の
文
字
を
ロ
ゴ
マ
ー
ク
に
使
用
し
て
い
ま
す
。

　
店
内
は
、
常
時
５
０
０
種
類
以
上
の
筆
を
用
意

し
、文
鎮
、水
滴
な
ど
書
に
ま
つ
わ
る
用
品
を
集
め
、

販
売
し
て
い
ま
す
。
料
紙
の
種
類
も
増
や
し
、
色
柄

入
り
の
色
紙
、
唄
短
冊
、
書
関
係
の
書
籍
、
さ
ら
に

は
の
し
袋
や
葉
書
、便
箋
、鳩
居
堂
製
の
お
香
と
い
っ

た
贈
り
物
に
も
ふ
さ
わ
し
い
小
粋
な
も
の
を
そ
ろ
え

ま
し
た
。

　
店
舗
内
で
は
、
書
道
教
室
も
開
催
。
子
ど
も
の
頃

に
習
い
、
ま
た
改
め
て
始
め
た
い
と
い
う
主
婦
の
方

な
ど
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
好
評
な
の

が
デ
ザ
イ
ン
書
道
で
す
。
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
方
が
仕
事
上
で
書
か
れ
る
機
会
が
あ
る
た

め
、
基
礎
を
し
っ
か
り
と
学
び
た
い
と
の
思
い
で
通

わ
れ
て
い
ま
す
。
反
響
が
多
く
、
参
加
さ
れ
た
受
講

者
の
方
は
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
１
階
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
入
り
口
の
道
路
沿
い
に
、

筆
な
ど
を
飾
っ
た
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
を
設
け
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
石
碑
に
は
、「
ゑ
た
く
み
と
共

に
宿
り
し
川
沿
い
の
　
河
原
田
の
家
わ
す
ら
れ
な
く

に
」
の
歌
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
宮
中
御

歌
所
寄
人
・
阪
正
臣
氏
が
現
敷
地
に
あ
っ
た
河
原
田

家
別
邸
に
宿
泊
さ
れ
た
際
に
詠
わ
れ
た
、
自
筆
の
歌

碑
で
す
。
昭
和
３
年
（
１
９
２
８
年
）
の
昭
和
天
皇

即
位
の
礼
に
際
し
て
、
現
在
の
福
岡
市
早
良
区
脇
山
が

大
嘗
祭
主
基
斎
田
に
選
定
さ
れ
、
勅
命
に
よ
り
、
主

基
殿
の
屏
風
絵
作
成
に
あ
た
っ
た
山
元
春
挙
氏
と
一

緒
に
阪
氏
が
来
福
さ
れ
た
時
の
も
の
。
こ
れ
も
、
復

古
堂
の
歴
史
を
記
す
、
貴
重
な
財
産
の
一
つ
で
す
。

　
２
０
１
４
年
か
ら
、
思
い
も
か
け
ず
始
ま
っ
た
社

屋
の
建
て
替
え
。Ｆ
Ｆ
Ｇ
、
福
岡
銀
行
天
神
町
支
店
、

Ｆ
Ｆ
Ｇ
Ｂ
Ｃ
の
お
力
を
お
借
り
し
て
、
よ
う
や
く

完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
博
多
の
新
し
い
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
春
吉
橋
と
と
も
に
、

５
２
０
年
の
歴
史
を
経
て
、
私
た
ち
復
古
堂
も
ま
た
、

新
し
い
歴
史
を
刻
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
社
屋
は
都
市
公
園
を
つ
な
ぐ

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
採
用

５
０
０
種
類
以
上
の
筆
が
そ
ろ
う

新
店
舗
が
オ
ー
プ
ン

那珂川に架かる春吉橋から望む新社屋

店内には常時 500 種類以上の筆が並ぶ

お問い合わせ

不動産鑑定士や一級建築士等の資格を保有
し、豊富な経験を持つスタッフが、貴社が抱
える様々なニーズにご対応します。

福岡市中央区大手門一丁目8番3号
FFG本社ビル
TEL. 092-723-2372

株式会社 FFG ビジネスコンサルティング 
不動産ソリューション部

不動産ソリューション部 内田部長

う
か
い

ば
ん
ま
さ
お
み

や
ま
も
と
し
ゅ
ん
き
ょ

だ
い
し
ょ
う
さ
い
す
き
さ
い
で
ん
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