
　
曲
物
は
永
い
間
、庶
民
の
暮
ら
し
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
用
具
だ
っ
た
。昭

和
の
初
め
ま
で
の

ま 

い
だ
し

馬
出（
福
岡
市
東

区
）は
、古
い
街
道
の
両
側
に
町
家
が

連
な
り
、柴
田
、西
田
、東
郷
な
ど
二
十

数
軒
が
曲
物
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
。

な
か
で
も
柴
田
玉
樹
の
家
は
、当
代
で

18
代
を
重
ね
て
き
た
。

　
柴
田
家
は
初
代
・
吉
右
衛
門
以
来
、

代
々
長
男
が
後
を
継
ぎ
、吉
右
衛
門
、

 

い
　
　
え
　 

も
ん

伊
右
衛
門
の
名
前
を
順
に
名
乗
っ
て
き

た
。と
こ
ろ
が
17
代
を
継
ぐ
は
ず
だ
っ

た
伊
右
衛
門
が
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
た

め
、次
男
の
玉
樹（
17
代
）が
後
を
継
ぐ

こ
と
に
な
る
。昭
和
7
年（
1
9
3
2

年
）生
ま
れ
の
玉
樹
が
本
格
的
に
曲
物

づ
く
り
の
道
に
入
っ
た
の
は
20
代
の
半

ば
。16
代
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、

17
代
の
父
は
曲
物
づ
く
り
を
祖
父
の
15

代・庄
吉（
昭
和
31
年
没
）に
学
ん
で
い

る
。「
木
取
り
も
曲
げ
も
、そ
ば
で
見
て

覚
え
る
し
か
な
い
」ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　
つ
く
れ
ば
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
時

代
、父
は
数
を
こ
な
す
こ
と
で
腕
を
磨

き
、昭
和
56
年（
1
9
8
1
年
）、福
岡

市
の
無
形
文
化
財「
博
多
曲
物
」の
技

術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
る
。さ
ら
に
、

蓋
置
と
菓
子
器
が
一
級
の
茶
道
具
と

し
て
認
め
ら
れ
、工
芸
品
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
18
代
・
柴
田
玉
樹（
本
名
・
真
理
子
）

は
、そ
ん
な
曲
物
師
の
次
女
と
し
て
生

ま
れ
、杉
や
檜
の
香
り
の
す
る
作
業
場

で
遊
び
な
が
ら
育
っ
た
。小
学
生
の
と

き
か
ら
姉
の
妙
子
と
い
っ
し
ょ
に
仕
事

場
の
掃
除
や
簡
単
な
作
業
を
仕
込
ま

れ
、18
歳
で
母
を
亡
く
し
て
か
ら
は
、家

事
も
こ
な
し
な
が
ら
父
の
傍
ら
で
曲
物

を
つ
く
り
、絵
付
け
も
任
さ
れ
た
。結

婚
後
も
作
業
場
に
通
い
、会
社
を
切
り

盛
り
し
、体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
父
に
代

わ
っ
て
曲
物
づ
く
り
に
励
ん
だ
。

　
頑
固
で
わ
が
ま
ま
。絵
に
描
い
た
よ

う
な
職
人
だ
っ
た
父
は
、肺
が
ん
を
患

い
、平
成
7
年（
1
9
9
5
年
）、64
歳

で
急
逝
す
る
。知
人
の
保
証
人
に
な

り
、多
額
の
負
債
を
背
負
っ
て
会
社
が

倒
産
、家
も
仕
事
場
も
失
っ
た
心
労
が

た
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。規
模
を
縮
小
し

て
も
曲
物
づ
く
り
だ
け
は
続
け
よ
う
と

し
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
。

　
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、代
々
続
く

家
業
を
守
り
継
ご
う
と
決
意
す
る
。だ

が
そ
の
と
き
、倒
産
し
た
こ
と
で
社
会

的
な
信
用
を
失
っ
た
家
は
ど
ん
底
状

態
、自
身
は
長
男
を
産
ん
だ
ば
か
り
。

女
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、材
料
の

仕
入
れ
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。

　
じ
つ
は
一
度
、生
前
の
父
に「
私
が
や

ろ
う
か
」と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。返

事
は「
男（
長
男
）が
お
る
と
に
、男
ば

差
し
置
い
て
な
ん
ば
い
い
よ
う
と
か
。

父
は
ぼ
そ
り
と「
き
れ
い
に
な
ら
ん
め

え
が
」と
言
っ
た
と
い
う
。い
ま
同
じ
も

の
を
つ
く
っ
た
ら
合
格
点
を
も
ら
え
る

だ
ろ
う
か
。そ
れ
と
も
…
永
く
続
く

「
家
業
」と
は
そ
こ
に
い
て
も
い
な
く
て

も
、つ
ね
に
父
や
祖
父
の
背
中
を
見
な

が
ら
仕
事
を
す
る
こ
と
、な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
曲
物
の
最
盛
期
は
大
正
か
ら
昭
和

の
初
め
に
か
け
て
だ
っ
た
。戦
後
、そ
の

状
況
は
激
変
す
る
。プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
と
炊
飯
ジ
ャ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、曲

物
は
容
器
と
し
て
の
用
途
を
ほ
と
ん
ど

失
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。曲
物
を「
ま

げ
も
ん
」と
呼
ぶ
博
多
っ
子
も
減
り
、

茶
道
具
と
や
っ
ぱ
り
こ
れ
で
な
く
て
は

と
い
う
愛
着
に
支
え
ら
れ
て
、い
の
ち

を
つ
な
い
で
き
た
。

　
そ
の
空
気
が
少
し
ず
つ
変
わ
って
き
て

い
る
。例
え
ば
、最
近
、市
内
の
幼
稚
園

か
ら
園
児
用
の
弁
当
箱
の
注
文
を
受

け
た
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら「
本
物
」に
触

れ
さ
せ
た
い
か
ら
、と
い
う
。

　
塗
り
を
施
さ
な
い
博
多
曲
物
は
軽

く
て
通
気
性
が
よ
く
、ご
飯
が
傷
み
に

く
い
。杉
そ
の
も
の
に
も
殺
菌
効
果
が

あ
る
と
い
わ
れ
、優
れ
た
機
能
性
で
弁

当
箱
と
し
て
永
く
愛
さ
れ
て
き
た
。だ

が
そ
の
前
に
、「
小
さ
な
子
ど
も
た
ち

に
、素
木
の
木
肌
の
手
触
り
や
、ほ
の
か

な
木
の
香
り
の
心
地
よ
さ
を
知
っ
て
ほ

し
い
」と
思
う
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら
身

近
に
あ
っ
て
こ
そ
、曲
物
へ
の
愛
情
が
育

つ
と
思
う
か
ら
だ
。

　
長
く
作
り
継
が
れ
て
き
た
博
多
曲

物
の「
ポ
ッ
ポ
ー
お
膳
」も
そ
う
だ
。博

多
の
子
ど
も
は
、こ
の
お
膳
の
前
に
座

る
こ
と
で
、七
五
三
や
正
月
な
ど
の〝
特

別
な
日
〞の
喜
び
や
、自
分
が
大
切
な

存
在
で
あ
る
こ
と
を
、知
ら
ず
知
ら
ず

教
え
ら
れ
て
育
っ
た
も
の
だ
。

　
博
多
曲
物
の
魅
力
を
少
し
で
も
広
く

伝
え
ら
れ
た
ら
。父
が
任
さ
れ
て
い
た

「『
博
多
町
家
』ふ
る
さ
と
館
」で
の
実

演
を
引
き
継
い
だ
の
も
、そ
ん
な
思
い

か
ら
だ
。全
国
各
地
か
ら
訪
れ
る
観
光

客
に
日
用
の
道
具
で
あ
る
こ
と
、丁
寧

に
使
え
ば
十
年
二
十
年
は
も
つ
こ
と
を

博
多
弁
で
語
っ
て
い
る
。

　
神
事
か
ら
庶
民
の
日
々
の
暮
ら
し
ま

で
、曲
物
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
使
わ
れ
て
き
た
。自
然
か
ら
も
ら
っ

た
ま
ま
の
色
は
目
に
や
さ
し
く
、な
め

ら
か
な
手
触
り
と
ほ
の
か
な
木
の
香

は
、ほ
っ
と
心
を
寛
が
せ
る
。古
式
ゆ
か

し
い
神
事
で
も
、こ
だ
わ
り
の
料
理
で

も
て
な
す
食
事
処
で
も
、す
ん
な
り
と

そ
の
場
に
溶
け
込
み
、用
の
具
と
し
て

役
割
を
果
た
す
そ
の
姿
に
は
流
行
り
の

モ
ノ
に
は
な
い
鮮
度
が
あ
る
。

　
風
土
に
根
差
し
た
モ
ノ
は
、時
代
を

超
え
る
。「
新
し
い
伝
統
」は
、多
分
、

そ
こ
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
。

　
木
を
薄
い
板
に
し
、熱
湯
で
煮
て
柔

ら
か
く
し
て
曲
げ
、乾
燥
さ
せ
て
桜
の

皮
で
綴
じ
合
わ
せ
る
。曲
物
の
工
程
は

至
っ
て
単
純
だ
。し
か
し
、押
さ
え
る
べ

き
と
こ
ろ
を
押
さ
え
な
い
と
、文
字
通

り
売
り
物
に
な
ら
な
い
。一
工
程
一
工

程
、手
も
気
も
抜
け
な
い
の
が
曲
物
づ

く
り
な
の
で
あ
る
。

　
博
多
曲
物
の
原
材
は
、目
が
詰
ま

り
、ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た「 

む  

ぶ
し
ま
さ 

め 

無
節
柾
目
」

が
約
束
事
。原
材
を
見
極
め
る
目
は
必

須
で
あ
る
。木
は
割
っ
て
見
れ
ば
育
っ
た

土
地
の
陽
当
た
り
の
よ
し
悪
し
や
、こ

ま
め
に
枝
打
ち
さ
れ
た
か
、手
を
掛
け

て
育
て
ら
れ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で

わ
か
る
と
い
う
。

　
昔
は
ど
ん
な
木
工
品
で
も
近
隣
の
原

材
を
使
っ
た
。博
多
曲
物
の
場
合
は
若

杉
山
の
杉
と
檜
だ
っ
た
が
、大
木
が
希
少

に
な
っ
た
現
在
で
は
国
内
産
の
も
の
を

吟
味
し
て
使
う
。取
り
寄
せ
た
原
材
は

す
ぐ
に
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、最
低

で
も
1
年
は
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。後
で

煮
る
か
ら
構
わ
な
い
だ
ろ
う
と
素
人
に

は
思
え
る
が
、一
度
き
ち
ん
と
乾
燥
さ

せ
な
い
と
出
来
上
が
り
の
寸
法
が
違
っ

て
く
る
と
い
う
。こ
こ
ま
で
の
時
間
を

経
て
、よ
う
や
く
手
の
仕
事
が
始
ま
る
。

　
お
お
ま
か
に
製
材
し
荒
削
り
し
て
か

ら
、つ
く
る
も
の
に
応
じ
た
厚
さ
に
す

る
。削
り
な
が
ら
色
や
木
目
の
流
れ
を

読
み
、そ
の
原
材
の
ど
こ
を
ど
う
使
う
か

を
決
め
て
い
く
。板
を
煮
る
と
き
湯
を
つ

ね
に
循
環
さ
せ
て
、原
材
か
ら
出
た
ア
ク

が
再
び
木
地
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

柔
ら
か
く
し
た
木
は
、い
ち
、に
の
、さ

ん
で
曲
げ
、巻
木
を
外
し
た
ら「
ふ
わ
っ

と
力
を
い
れ
て
」か
た
ち
を
整
え
る
。

流
れ
る
よ
う
に
続
く
一
連
の
作
業
は
、

ま
る
で
木
を
あ
や
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
父
が
元
気
な
と
き
、お

ひ
つ櫃
を
一
度
に

50
個
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
。丸
く
つ

く
っ
た
つ
も
り
の
そ
れ
は
、で
き
て
み
れ

ば
全
部
楕
円
だ
っ
た
。そ
れ
を
見
て
、

お
前
は
嫁
に
行
く
っ
ち
ゃ
ろ
う
が
」だ
っ

た
。25
歳
の
正
月
、集
ま
っ
た
親
戚
の
前

で「
後
ば
継
ご
う
か
ね
ぇ
」と
言
っ
た
と

き
に
も
、「
女
に
な
ん
ば
で
き
る
か
、っ
て

ぼ
ろ
く
そ
言
わ
れ
た
」の
だ
と
い
う
。し

か
し
、い
ず
れ
継
い
で
か
ら
、と
手
伝
い

の
中
で
あ
ま
り
教
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
長
男
は
別
の
道
を
選
ん
だ
。

　「
こ
こ
で

や止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
」。一
度
は
揺
ら
い
だ
決
意
を
固
め
さ

せ
た
の
は
、17
代
続
い
て
き
た
家
業
の

重
さ
と
、20
歳
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的
に

修
業
し
て
き
た
と
い
う
自
負
だ
っ
た
。

　
父
の
四
十
九
日
の
法
要
で
出
し
た

一
輪
差
し
が
、親
戚
の
目
を
変
え
る
。

「
こ
れ
だ
け
作
り
き
る
な
ら
よ
か
」。柴

田
家
の
18
代
と
し
て
認
め
ら
れ
た
瞬
間

だ
っ
た
。

　
福
岡
空
港
に
ほ
ど
近
い
志
免
町
に

工
房
を
移
し
、軒
に
筥
崎
宮
飾
職
を
示

す
注
連
縄
を
巡
ら
し
て
曲
物
と
向
か

い
あ
う
日
々
が
始
ま
る
。

　「
横
で
黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
。し
か

も
、何
も
教
え
て
く
れ
な
い
の
に
失
敗

す
れ
ば
怒
る
」父
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
の

は
、木
の
表
裏
の
見
分
け
方
だ
け
だ
っ

た
。「
私
に
継
が
せ
る
つ
も
り
が
な
か
っ

た
か
ら
、教
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
は

ず
」だ
か
ら
で
あ
る
。

　
木
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
だ
け
で
も
10
年
は
か
か
る
。一
日

一
日
、手
が
コ
ツ
を
覚
え
、自
然
に
動
く

よ
う
に
な
る
ま
で
ど
れ
く
ら
い
の
時
間

が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
。数
を
こ
な
す

こ
と
で
腕
を
磨
い
て
い
っ
た
の
は
、父
と

同
じ
だ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
14
年
。日
本
民
芸
展
へ
の

入
賞
や
、京
都
の
漆
絵
作
家
と
の
共
同

制
作
、展
示
会
な
ど
意
欲
的
な
活
動
を

続
け
、平
成
19
年（
2
0
0
7
年
）に

「
玉
樹
」を
襲
名
し
た
柴
田
家
18
代
の

周
囲
に
は
、「
女
だ
か
ら
」と
い
う
声
は

も
う
な
い
。

　
近
ご
ろ
、仕
事
中
の
姿
が
父
に
似
て

き
た
と
言
わ
れ
る
。「
や
っ
ぱ
り
親
子
や

け
ん
ね
ぇ
」と
笑
う
。

上.店先に積み上げられた博多曲物と15代・柴田庄吉。手元
の火鉢も曲物である／下.仕事中の父、17代・柴田玉樹

弁当箱だえん
杉の木目をいかした弁当箱。
炊きたてのご飯を入れてもベタつかず、
おいしいご飯が保てる

家
業
４
０
０
年

父
・
玉
樹
と
曾
祖
父
・
庄
吉

父
の
死

マ
イ
ナ
ス
か
ら
の
出
発

　
博
多
曲
物
と
は
、杉
や
ひ
の
き檜
の
薄
い

板
材
に
熱
を
加
え
て
曲
げ
、板
の
端

を
桜
の
皮
で
綴
じ
て
作
ら
れ
た
容
器

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
今
回
は
新
春
特
別
編
と
し
て
、博

多
曲
物
師
、   18
代
・
し
ば 

た 

た
ま 

き 

柴
田
玉
樹
氏
の

技
と
生
き
方
に
迫
り
ま
す
。

 

は
か
　 

た
　 

ま
げ
　
も
の

博
多
曲
物

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。
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曲
物
は
永
い
間
、庶
民
の
暮
ら
し
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
用
具
だ
っ
た
。昭

和
の
初
め
ま
で
の

ま 

い
だ
し

馬
出（
福
岡
市
東

区
）は
、古
い
街
道
の
両
側
に
町
家
が

連
な
り
、柴
田
、西
田
、東
郷
な
ど
二
十

数
軒
が
曲
物
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
。

な
か
で
も
柴
田
玉
樹
の
家
は
、当
代
で

18
代
を
重
ね
て
き
た
。

　
柴
田
家
は
初
代
・
吉
右
衛
門
以
来
、

代
々
長
男
が
後
を
継
ぎ
、吉
右
衛
門
、

 

い
　
　
え
　 

も
ん

伊
右
衛
門
の
名
前
を
順
に
名
乗
っ
て
き

た
。と
こ
ろ
が
17
代
を
継
ぐ
は
ず
だ
っ

た
伊
右
衛
門
が
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
た

め
、次
男
の
玉
樹（
17
代
）が
後
を
継
ぐ

こ
と
に
な
る
。昭
和
7
年（
1
9
3
2

年
）生
ま
れ
の
玉
樹
が
本
格
的
に
曲
物

づ
く
り
の
道
に
入
っ
た
の
は
20
代
の
半

ば
。16
代
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、

17
代
の
父
は
曲
物
づ
く
り
を
祖
父
の
15

代・庄
吉（
昭
和
31
年
没
）に
学
ん
で
い

る
。「
木
取
り
も
曲
げ
も
、そ
ば
で
見
て

覚
え
る
し
か
な
い
」ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　
つ
く
れ
ば
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
時

代
、父
は
数
を
こ
な
す
こ
と
で
腕
を
磨

き
、昭
和
56
年（
1
9
8
1
年
）、福
岡

市
の
無
形
文
化
財「
博
多
曲
物
」の
技

術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
る
。さ
ら
に
、

蓋
置
と
菓
子
器
が
一
級
の
茶
道
具
と

し
て
認
め
ら
れ
、工
芸
品
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
18
代
・
柴
田
玉
樹（
本
名
・
真
理
子
）

は
、そ
ん
な
曲
物
師
の
次
女
と
し
て
生

ま
れ
、杉
や
檜
の
香
り
の
す
る
作
業
場

で
遊
び
な
が
ら
育
っ
た
。小
学
生
の
と

き
か
ら
姉
の
妙
子
と
い
っ
し
ょ
に
仕
事

場
の
掃
除
や
簡
単
な
作
業
を
仕
込
ま

れ
、18
歳
で
母
を
亡
く
し
て
か
ら
は
、家

事
も
こ
な
し
な
が
ら
父
の
傍
ら
で
曲
物

を
つ
く
り
、絵
付
け
も
任
さ
れ
た
。結

婚
後
も
作
業
場
に
通
い
、会
社
を
切
り

盛
り
し
、体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
父
に
代

わ
っ
て
曲
物
づ
く
り
に
励
ん
だ
。

　
頑
固
で
わ
が
ま
ま
。絵
に
描
い
た
よ

う
な
職
人
だ
っ
た
父
は
、肺
が
ん
を
患

い
、平
成
7
年（
1
9
9
5
年
）、64
歳

で
急
逝
す
る
。知
人
の
保
証
人
に
な

り
、多
額
の
負
債
を
背
負
っ
て
会
社
が

倒
産
、家
も
仕
事
場
も
失
っ
た
心
労
が

た
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。規
模
を
縮
小
し

て
も
曲
物
づ
く
り
だ
け
は
続
け
よ
う
と

し
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
。

　
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、代
々
続
く

家
業
を
守
り
継
ご
う
と
決
意
す
る
。だ

が
そ
の
と
き
、倒
産
し
た
こ
と
で
社
会

的
な
信
用
を
失
っ
た
家
は
ど
ん
底
状

態
、自
身
は
長
男
を
産
ん
だ
ば
か
り
。

女
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、材
料
の

仕
入
れ
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。

　
じ
つ
は
一
度
、生
前
の
父
に「
私
が
や

ろ
う
か
」と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。返

事
は「
男（
長
男
）が
お
る
と
に
、男
ば

差
し
置
い
て
な
ん
ば
い
い
よ
う
と
か
。

父
は
ぼ
そ
り
と「
き
れ
い
に
な
ら
ん
め

え
が
」と
言
っ
た
と
い
う
。い
ま
同
じ
も

の
を
つ
く
っ
た
ら
合
格
点
を
も
ら
え
る

だ
ろ
う
か
。そ
れ
と
も
…
永
く
続
く

「
家
業
」と
は
そ
こ
に
い
て
も
い
な
く
て

も
、つ
ね
に
父
や
祖
父
の
背
中
を
見
な

が
ら
仕
事
を
す
る
こ
と
、な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
曲
物
の
最
盛
期
は
大
正
か
ら
昭
和

の
初
め
に
か
け
て
だ
っ
た
。戦
後
、そ
の

状
況
は
激
変
す
る
。プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
と
炊
飯
ジ
ャ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、曲

物
は
容
器
と
し
て
の
用
途
を
ほ
と
ん
ど

失
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。曲
物
を「
ま

げ
も
ん
」と
呼
ぶ
博
多
っ
子
も
減
り
、

茶
道
具
と
や
っ
ぱ
り
こ
れ
で
な
く
て
は

と
い
う
愛
着
に
支
え
ら
れ
て
、い
の
ち

を
つ
な
い
で
き
た
。

　
そ
の
空
気
が
少
し
ず
つ
変
わ
って
き
て

い
る
。例
え
ば
、最
近
、市
内
の
幼
稚
園

か
ら
園
児
用
の
弁
当
箱
の
注
文
を
受

け
た
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら「
本
物
」に
触

れ
さ
せ
た
い
か
ら
、と
い
う
。

　
塗
り
を
施
さ
な
い
博
多
曲
物
は
軽

く
て
通
気
性
が
よ
く
、ご
飯
が
傷
み
に

く
い
。杉
そ
の
も
の
に
も
殺
菌
効
果
が

あ
る
と
い
わ
れ
、優
れ
た
機
能
性
で
弁

当
箱
と
し
て
永
く
愛
さ
れ
て
き
た
。だ

が
そ
の
前
に
、「
小
さ
な
子
ど
も
た
ち

に
、素
木
の
木
肌
の
手
触
り
や
、ほ
の
か

な
木
の
香
り
の
心
地
よ
さ
を
知
っ
て
ほ

し
い
」と
思
う
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら
身

近
に
あ
っ
て
こ
そ
、曲
物
へ
の
愛
情
が
育

つ
と
思
う
か
ら
だ
。

　
長
く
作
り
継
が
れ
て
き
た
博
多
曲

物
の「
ポ
ッ
ポ
ー
お
膳
」も
そ
う
だ
。博

多
の
子
ど
も
は
、こ
の
お
膳
の
前
に
座

る
こ
と
で
、七
五
三
や
正
月
な
ど
の〝
特

別
な
日
〞の
喜
び
や
、自
分
が
大
切
な

存
在
で
あ
る
こ
と
を
、知
ら
ず
知
ら
ず

教
え
ら
れ
て
育
っ
た
も
の
だ
。

　
博
多
曲
物
の
魅
力
を
少
し
で
も
広
く

伝
え
ら
れ
た
ら
。父
が
任
さ
れ
て
い
た

「『
博
多
町
家
』ふ
る
さ
と
館
」で
の
実

演
を
引
き
継
い
だ
の
も
、そ
ん
な
思
い

か
ら
だ
。全
国
各
地
か
ら
訪
れ
る
観
光

客
に
日
用
の
道
具
で
あ
る
こ
と
、丁
寧

に
使
え
ば
十
年
二
十
年
は
も
つ
こ
と
を

博
多
弁
で
語
っ
て
い
る
。

　
神
事
か
ら
庶
民
の
日
々
の
暮
ら
し
ま

で
、曲
物
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
使
わ
れ
て
き
た
。自
然
か
ら
も
ら
っ

た
ま
ま
の
色
は
目
に
や
さ
し
く
、な
め

ら
か
な
手
触
り
と
ほ
の
か
な
木
の
香

は
、ほ
っ
と
心
を
寛
が
せ
る
。古
式
ゆ
か

し
い
神
事
で
も
、こ
だ
わ
り
の
料
理
で

も
て
な
す
食
事
処
で
も
、す
ん
な
り
と

そ
の
場
に
溶
け
込
み
、用
の
具
と
し
て

役
割
を
果
た
す
そ
の
姿
に
は
流
行
り
の

モ
ノ
に
は
な
い
鮮
度
が
あ
る
。

　
風
土
に
根
差
し
た
モ
ノ
は
、時
代
を

超
え
る
。「
新
し
い
伝
統
」は
、多
分
、

そ
こ
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
。

　
木
を
薄
い
板
に
し
、熱
湯
で
煮
て
柔

ら
か
く
し
て
曲
げ
、乾
燥
さ
せ
て
桜
の

皮
で
綴
じ
合
わ
せ
る
。曲
物
の
工
程
は

至
っ
て
単
純
だ
。し
か
し
、押
さ
え
る
べ

き
と
こ
ろ
を
押
さ
え
な
い
と
、文
字
通

り
売
り
物
に
な
ら
な
い
。一
工
程
一
工

程
、手
も
気
も
抜
け
な
い
の
が
曲
物
づ

く
り
な
の
で
あ
る
。

　
博
多
曲
物
の
原
材
は
、目
が
詰
ま

り
、ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た「 

む  

ぶ
し
ま
さ 

め 

無
節
柾
目
」

が
約
束
事
。原
材
を
見
極
め
る
目
は
必

須
で
あ
る
。木
は
割
っ
て
見
れ
ば
育
っ
た

土
地
の
陽
当
た
り
の
よ
し
悪
し
や
、こ

ま
め
に
枝
打
ち
さ
れ
た
か
、手
を
掛
け

て
育
て
ら
れ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で

わ
か
る
と
い
う
。

　
昔
は
ど
ん
な
木
工
品
で
も
近
隣
の
原

材
を
使
っ
た
。博
多
曲
物
の
場
合
は
若

杉
山
の
杉
と
檜
だ
っ
た
が
、大
木
が
希
少

に
な
っ
た
現
在
で
は
国
内
産
の
も
の
を

吟
味
し
て
使
う
。取
り
寄
せ
た
原
材
は

す
ぐ
に
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、最
低

で
も
1
年
は
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。後
で

煮
る
か
ら
構
わ
な
い
だ
ろ
う
と
素
人
に

は
思
え
る
が
、一
度
き
ち
ん
と
乾
燥
さ

せ
な
い
と
出
来
上
が
り
の
寸
法
が
違
っ

て
く
る
と
い
う
。こ
こ
ま
で
の
時
間
を

経
て
、よ
う
や
く
手
の
仕
事
が
始
ま
る
。

　
お
お
ま
か
に
製
材
し
荒
削
り
し
て
か

ら
、つ
く
る
も
の
に
応
じ
た
厚
さ
に
す

る
。削
り
な
が
ら
色
や
木
目
の
流
れ
を

読
み
、そ
の
原
材
の
ど
こ
を
ど
う
使
う
か

を
決
め
て
い
く
。板
を
煮
る
と
き
湯
を
つ

ね
に
循
環
さ
せ
て
、原
材
か
ら
出
た
ア
ク

が
再
び
木
地
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

柔
ら
か
く
し
た
木
は
、い
ち
、に
の
、さ

ん
で
曲
げ
、巻
木
を
外
し
た
ら「
ふ
わ
っ

と
力
を
い
れ
て
」か
た
ち
を
整
え
る
。

流
れ
る
よ
う
に
続
く
一
連
の
作
業
は
、

ま
る
で
木
を
あ
や
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
父
が
元
気
な
と
き
、お

ひ
つ櫃
を
一
度
に

50
個
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
。丸
く
つ

く
っ
た
つ
も
り
の
そ
れ
は
、で
き
て
み
れ

ば
全
部
楕
円
だ
っ
た
。そ
れ
を
見
て
、

お
前
は
嫁
に
行
く
っ
ち
ゃ
ろ
う
が
」だ
っ

た
。25
歳
の
正
月
、集
ま
っ
た
親
戚
の
前

で「
後
ば
継
ご
う
か
ね
ぇ
」と
言
っ
た
と

き
に
も
、「
女
に
な
ん
ば
で
き
る
か
、っ
て

ぼ
ろ
く
そ
言
わ
れ
た
」の
だ
と
い
う
。し

か
し
、い
ず
れ
継
い
で
か
ら
、と
手
伝
い

の
中
で
あ
ま
り
教
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
長
男
は
別
の
道
を
選
ん
だ
。

　「
こ
こ
で

や止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
」。一
度
は
揺
ら
い
だ
決
意
を
固
め
さ

せ
た
の
は
、17
代
続
い
て
き
た
家
業
の

重
さ
と
、20
歳
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的
に

修
業
し
て
き
た
と
い
う
自
負
だ
っ
た
。

　
父
の
四
十
九
日
の
法
要
で
出
し
た

一
輪
差
し
が
、親
戚
の
目
を
変
え
る
。

「
こ
れ
だ
け
作
り
き
る
な
ら
よ
か
」。柴

田
家
の
18
代
と
し
て
認
め
ら
れ
た
瞬
間

だ
っ
た
。

　
福
岡
空
港
に
ほ
ど
近
い
志
免
町
に

工
房
を
移
し
、軒
に
筥
崎
宮
飾
職
を
示

す
注
連
縄
を
巡
ら
し
て
曲
物
と
向
か

い
あ
う
日
々
が
始
ま
る
。

　「
横
で
黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
。し
か

も
、何
も
教
え
て
く
れ
な
い
の
に
失
敗

す
れ
ば
怒
る
」父
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
の

は
、木
の
表
裏
の
見
分
け
方
だ
け
だ
っ

た
。「
私
に
継
が
せ
る
つ
も
り
が
な
か
っ

た
か
ら
、教
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
は

ず
」だ
か
ら
で
あ
る
。

　
木
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
だ
け
で
も
10
年
は
か
か
る
。一
日

一
日
、手
が
コ
ツ
を
覚
え
、自
然
に
動
く

よ
う
に
な
る
ま
で
ど
れ
く
ら
い
の
時
間

が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
。数
を
こ
な
す

こ
と
で
腕
を
磨
い
て
い
っ
た
の
は
、父
と

同
じ
だ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
14
年
。日
本
民
芸
展
へ
の

入
賞
や
、京
都
の
漆
絵
作
家
と
の
共
同

制
作
、展
示
会
な
ど
意
欲
的
な
活
動
を

続
け
、平
成
19
年（
2
0
0
7
年
）に

「
玉
樹
」を
襲
名
し
た
柴
田
家
18
代
の

周
囲
に
は
、「
女
だ
か
ら
」と
い
う
声
は

も
う
な
い
。

　
近
ご
ろ
、仕
事
中
の
姿
が
父
に
似
て

き
た
と
言
わ
れ
る
。「
や
っ
ぱ
り
親
子
や

け
ん
ね
ぇ
」と
笑
う
。

上.店先に積み上げられた博多曲物と15代・柴田庄吉。手元
の火鉢も曲物である／下.仕事中の父、17代・柴田玉樹

弁当箱だえん
杉の木目をいかした弁当箱。
炊きたてのご飯を入れてもベタつかず、
おいしいご飯が保てる

家
業
４
０
０
年

父
・
玉
樹
と
曾
祖
父
・
庄
吉

父
の
死

マ
イ
ナ
ス
か
ら
の
出
発

　
博
多
曲
物
と
は
、杉
や
ひ
の
き檜
の
薄
い

板
材
に
熱
を
加
え
て
曲
げ
、板
の
端

を
桜
の
皮
で
綴
じ
て
作
ら
れ
た
容
器

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
今
回
は
新
春
特
別
編
と
し
て
、博

多
曲
物
師
、   18
代
・
し
ば 

た 

た
ま 

き 

柴
田
玉
樹
氏
の

技
と
生
き
方
に
迫
り
ま
す
。

 

は
か
　 

た
　 

ま
げ
　
も
の

博
多
曲
物

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。
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曲
物
は
永
い
間
、庶
民
の
暮
ら
し
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
用
具
だ
っ
た
。昭

和
の
初
め
ま
で
の

ま 

い
だ
し

馬
出（
福
岡
市
東

区
）は
、古
い
街
道
の
両
側
に
町
家
が

連
な
り
、柴
田
、西
田
、東
郷
な
ど
二
十

数
軒
が
曲
物
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
。

な
か
で
も
柴
田
玉
樹
の
家
は
、当
代
で

18
代
を
重
ね
て
き
た
。

　
柴
田
家
は
初
代
・
吉
右
衛
門
以
来
、

代
々
長
男
が
後
を
継
ぎ
、吉
右
衛
門
、

 

い
　
　
え
　 

も
ん

伊
右
衛
門
の
名
前
を
順
に
名
乗
っ
て
き

た
。と
こ
ろ
が
17
代
を
継
ぐ
は
ず
だ
っ

た
伊
右
衛
門
が
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
た

め
、次
男
の
玉
樹（
17
代
）が
後
を
継
ぐ

こ
と
に
な
る
。昭
和
7
年（
1
9
3
2

年
）生
ま
れ
の
玉
樹
が
本
格
的
に
曲
物

づ
く
り
の
道
に
入
っ
た
の
は
20
代
の
半

ば
。16
代
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、

17
代
の
父
は
曲
物
づ
く
り
を
祖
父
の
15

代・庄
吉（
昭
和
31
年
没
）に
学
ん
で
い

る
。「
木
取
り
も
曲
げ
も
、そ
ば
で
見
て

覚
え
る
し
か
な
い
」ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　
つ
く
れ
ば
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
時

代
、父
は
数
を
こ
な
す
こ
と
で
腕
を
磨

き
、昭
和
56
年（
1
9
8
1
年
）、福
岡

市
の
無
形
文
化
財「
博
多
曲
物
」の
技

術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
る
。さ
ら
に
、

蓋
置
と
菓
子
器
が
一
級
の
茶
道
具
と

し
て
認
め
ら
れ
、工
芸
品
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
18
代
・
柴
田
玉
樹（
本
名
・
真
理
子
）

は
、そ
ん
な
曲
物
師
の
次
女
と
し
て
生

ま
れ
、杉
や
檜
の
香
り
の
す
る
作
業
場

で
遊
び
な
が
ら
育
っ
た
。小
学
生
の
と

き
か
ら
姉
の
妙
子
と
い
っ
し
ょ
に
仕
事

場
の
掃
除
や
簡
単
な
作
業
を
仕
込
ま

れ
、18
歳
で
母
を
亡
く
し
て
か
ら
は
、家

事
も
こ
な
し
な
が
ら
父
の
傍
ら
で
曲
物

を
つ
く
り
、絵
付
け
も
任
さ
れ
た
。結

婚
後
も
作
業
場
に
通
い
、会
社
を
切
り

盛
り
し
、体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
父
に
代

わ
っ
て
曲
物
づ
く
り
に
励
ん
だ
。

　
頑
固
で
わ
が
ま
ま
。絵
に
描
い
た
よ

う
な
職
人
だ
っ
た
父
は
、肺
が
ん
を
患

い
、平
成
7
年（
1
9
9
5
年
）、64
歳

で
急
逝
す
る
。知
人
の
保
証
人
に
な

り
、多
額
の
負
債
を
背
負
っ
て
会
社
が

倒
産
、家
も
仕
事
場
も
失
っ
た
心
労
が

た
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。規
模
を
縮
小
し

て
も
曲
物
づ
く
り
だ
け
は
続
け
よ
う
と

し
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
。

　
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、代
々
続
く

家
業
を
守
り
継
ご
う
と
決
意
す
る
。だ

が
そ
の
と
き
、倒
産
し
た
こ
と
で
社
会

的
な
信
用
を
失
っ
た
家
は
ど
ん
底
状

態
、自
身
は
長
男
を
産
ん
だ
ば
か
り
。

女
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、材
料
の

仕
入
れ
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。

　
じ
つ
は
一
度
、生
前
の
父
に「
私
が
や

ろ
う
か
」と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。返

事
は「
男（
長
男
）が
お
る
と
に
、男
ば

差
し
置
い
て
な
ん
ば
い
い
よ
う
と
か
。

父
は
ぼ
そ
り
と「
き
れ
い
に
な
ら
ん
め

え
が
」と
言
っ
た
と
い
う
。い
ま
同
じ
も

の
を
つ
く
っ
た
ら
合
格
点
を
も
ら
え
る

だ
ろ
う
か
。そ
れ
と
も
…
永
く
続
く

「
家
業
」と
は
そ
こ
に
い
て
も
い
な
く
て

も
、つ
ね
に
父
や
祖
父
の
背
中
を
見
な

が
ら
仕
事
を
す
る
こ
と
、な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
曲
物
の
最
盛
期
は
大
正
か
ら
昭
和

の
初
め
に
か
け
て
だ
っ
た
。戦
後
、そ
の

状
況
は
激
変
す
る
。プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
と
炊
飯
ジ
ャ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、曲

物
は
容
器
と
し
て
の
用
途
を
ほ
と
ん
ど

失
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。曲
物
を「
ま

げ
も
ん
」と
呼
ぶ
博
多
っ
子
も
減
り
、

茶
道
具
と
や
っ
ぱ
り
こ
れ
で
な
く
て
は

と
い
う
愛
着
に
支
え
ら
れ
て
、い
の
ち

を
つ
な
い
で
き
た
。

　
そ
の
空
気
が
少
し
ず
つ
変
わ
って
き
て

い
る
。例
え
ば
、最
近
、市
内
の
幼
稚
園

か
ら
園
児
用
の
弁
当
箱
の
注
文
を
受

け
た
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら「
本
物
」に
触

れ
さ
せ
た
い
か
ら
、と
い
う
。

　
塗
り
を
施
さ
な
い
博
多
曲
物
は
軽

く
て
通
気
性
が
よ
く
、ご
飯
が
傷
み
に

く
い
。杉
そ
の
も
の
に
も
殺
菌
効
果
が

あ
る
と
い
わ
れ
、優
れ
た
機
能
性
で
弁

当
箱
と
し
て
永
く
愛
さ
れ
て
き
た
。だ

が
そ
の
前
に
、「
小
さ
な
子
ど
も
た
ち

に
、素
木
の
木
肌
の
手
触
り
や
、ほ
の
か

な
木
の
香
り
の
心
地
よ
さ
を
知
っ
て
ほ

し
い
」と
思
う
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら
身

近
に
あ
っ
て
こ
そ
、曲
物
へ
の
愛
情
が
育

つ
と
思
う
か
ら
だ
。

　
長
く
作
り
継
が
れ
て
き
た
博
多
曲

物
の「
ポ
ッ
ポ
ー
お
膳
」も
そ
う
だ
。博

多
の
子
ど
も
は
、こ
の
お
膳
の
前
に
座

る
こ
と
で
、七
五
三
や
正
月
な
ど
の〝
特

別
な
日
〞の
喜
び
や
、自
分
が
大
切
な

存
在
で
あ
る
こ
と
を
、知
ら
ず
知
ら
ず

教
え
ら
れ
て
育
っ
た
も
の
だ
。

　
博
多
曲
物
の
魅
力
を
少
し
で
も
広
く

伝
え
ら
れ
た
ら
。父
が
任
さ
れ
て
い
た

「『
博
多
町
家
』ふ
る
さ
と
館
」で
の
実

演
を
引
き
継
い
だ
の
も
、そ
ん
な
思
い

か
ら
だ
。全
国
各
地
か
ら
訪
れ
る
観
光

客
に
日
用
の
道
具
で
あ
る
こ
と
、丁
寧

に
使
え
ば
十
年
二
十
年
は
も
つ
こ
と
を

博
多
弁
で
語
っ
て
い
る
。

　
神
事
か
ら
庶
民
の
日
々
の
暮
ら
し
ま

で
、曲
物
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
使
わ
れ
て
き
た
。自
然
か
ら
も
ら
っ

た
ま
ま
の
色
は
目
に
や
さ
し
く
、な
め

ら
か
な
手
触
り
と
ほ
の
か
な
木
の
香

は
、ほ
っ
と
心
を
寛
が
せ
る
。古
式
ゆ
か

し
い
神
事
で
も
、こ
だ
わ
り
の
料
理
で

も
て
な
す
食
事
処
で
も
、す
ん
な
り
と

そ
の
場
に
溶
け
込
み
、用
の
具
と
し
て

役
割
を
果
た
す
そ
の
姿
に
は
流
行
り
の

モ
ノ
に
は
な
い
鮮
度
が
あ
る
。

　
風
土
に
根
差
し
た
モ
ノ
は
、時
代
を

超
え
る
。「
新
し
い
伝
統
」は
、多
分
、

そ
こ
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
。

　
木
を
薄
い
板
に
し
、熱
湯
で
煮
て
柔

ら
か
く
し
て
曲
げ
、乾
燥
さ
せ
て
桜
の

皮
で
綴
じ
合
わ
せ
る
。曲
物
の
工
程
は

至
っ
て
単
純
だ
。し
か
し
、押
さ
え
る
べ

き
と
こ
ろ
を
押
さ
え
な
い
と
、文
字
通

り
売
り
物
に
な
ら
な
い
。一
工
程
一
工

程
、手
も
気
も
抜
け
な
い
の
が
曲
物
づ

く
り
な
の
で
あ
る
。

　
博
多
曲
物
の
原
材
は
、目
が
詰
ま

り
、ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た「 

む  

ぶ
し
ま
さ 

め 

無
節
柾
目
」

が
約
束
事
。原
材
を
見
極
め
る
目
は
必

須
で
あ
る
。木
は
割
っ
て
見
れ
ば
育
っ
た

土
地
の
陽
当
た
り
の
よ
し
悪
し
や
、こ

ま
め
に
枝
打
ち
さ
れ
た
か
、手
を
掛
け

て
育
て
ら
れ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で

わ
か
る
と
い
う
。

　
昔
は
ど
ん
な
木
工
品
で
も
近
隣
の
原

材
を
使
っ
た
。博
多
曲
物
の
場
合
は
若

杉
山
の
杉
と
檜
だ
っ
た
が
、大
木
が
希
少

に
な
っ
た
現
在
で
は
国
内
産
の
も
の
を

吟
味
し
て
使
う
。取
り
寄
せ
た
原
材
は

す
ぐ
に
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、最
低

で
も
1
年
は
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。後
で

煮
る
か
ら
構
わ
な
い
だ
ろ
う
と
素
人
に

は
思
え
る
が
、一
度
き
ち
ん
と
乾
燥
さ

せ
な
い
と
出
来
上
が
り
の
寸
法
が
違
っ

て
く
る
と
い
う
。こ
こ
ま
で
の
時
間
を

経
て
、よ
う
や
く
手
の
仕
事
が
始
ま
る
。

　
お
お
ま
か
に
製
材
し
荒
削
り
し
て
か

ら
、つ
く
る
も
の
に
応
じ
た
厚
さ
に
す

る
。削
り
な
が
ら
色
や
木
目
の
流
れ
を

読
み
、そ
の
原
材
の
ど
こ
を
ど
う
使
う
か

を
決
め
て
い
く
。板
を
煮
る
と
き
湯
を
つ

ね
に
循
環
さ
せ
て
、原
材
か
ら
出
た
ア
ク

が
再
び
木
地
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

柔
ら
か
く
し
た
木
は
、い
ち
、に
の
、さ

ん
で
曲
げ
、巻
木
を
外
し
た
ら「
ふ
わ
っ

と
力
を
い
れ
て
」か
た
ち
を
整
え
る
。

流
れ
る
よ
う
に
続
く
一
連
の
作
業
は
、

ま
る
で
木
を
あ
や
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
父
が
元
気
な
と
き
、お

ひ
つ櫃
を
一
度
に

50
個
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
。丸
く
つ

く
っ
た
つ
も
り
の
そ
れ
は
、で
き
て
み
れ

ば
全
部
楕
円
だ
っ
た
。そ
れ
を
見
て
、

お
前
は
嫁
に
行
く
っ
ち
ゃ
ろ
う
が
」だ
っ

た
。25
歳
の
正
月
、集
ま
っ
た
親
戚
の
前

で「
後
ば
継
ご
う
か
ね
ぇ
」と
言
っ
た
と

き
に
も
、「
女
に
な
ん
ば
で
き
る
か
、っ
て

ぼ
ろ
く
そ
言
わ
れ
た
」の
だ
と
い
う
。し

か
し
、い
ず
れ
継
い
で
か
ら
、と
手
伝
い

の
中
で
あ
ま
り
教
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
長
男
は
別
の
道
を
選
ん
だ
。

　「
こ
こ
で

や止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
」。一
度
は
揺
ら
い
だ
決
意
を
固
め
さ

せ
た
の
は
、17
代
続
い
て
き
た
家
業
の

重
さ
と
、20
歳
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的
に

修
業
し
て
き
た
と
い
う
自
負
だ
っ
た
。

　
父
の
四
十
九
日
の
法
要
で
出
し
た

一
輪
差
し
が
、親
戚
の
目
を
変
え
る
。

「
こ
れ
だ
け
作
り
き
る
な
ら
よ
か
」。柴

田
家
の
18
代
と
し
て
認
め
ら
れ
た
瞬
間

だ
っ
た
。

　
福
岡
空
港
に
ほ
ど
近
い
志
免
町
に

工
房
を
移
し
、軒
に
筥
崎
宮
飾
職
を
示

す
注
連
縄
を
巡
ら
し
て
曲
物
と
向
か

い
あ
う
日
々
が
始
ま
る
。

　「
横
で
黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
。し
か

も
、何
も
教
え
て
く
れ
な
い
の
に
失
敗

す
れ
ば
怒
る
」父
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
の

は
、木
の
表
裏
の
見
分
け
方
だ
け
だ
っ

た
。「
私
に
継
が
せ
る
つ
も
り
が
な
か
っ

た
か
ら
、教
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
は

ず
」だ
か
ら
で
あ
る
。

　
木
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
だ
け
で
も
10
年
は
か
か
る
。一
日

一
日
、手
が
コ
ツ
を
覚
え
、自
然
に
動
く

よ
う
に
な
る
ま
で
ど
れ
く
ら
い
の
時
間

が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
。数
を
こ
な
す

こ
と
で
腕
を
磨
い
て
い
っ
た
の
は
、父
と

同
じ
だ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
14
年
。日
本
民
芸
展
へ
の

入
賞
や
、京
都
の
漆
絵
作
家
と
の
共
同

制
作
、展
示
会
な
ど
意
欲
的
な
活
動
を

続
け
、平
成
19
年（
2
0
0
7
年
）に

「
玉
樹
」を
襲
名
し
た
柴
田
家
18
代
の

周
囲
に
は
、「
女
だ
か
ら
」と
い
う
声
は

も
う
な
い
。

　
近
ご
ろ
、仕
事
中
の
姿
が
父
に
似
て

き
た
と
言
わ
れ
る
。「
や
っ
ぱ
り
親
子
や

け
ん
ね
ぇ
」と
笑
う
。

左.前菜やデザートの器としても使える博多曲物／右.ポッポーお膳。幼児のお食い初めや七五三などに健やかな成長を願って使う祝い膳 左.（手前）蓋置＆なつめ、（奥）煙草盆・角。小物入れなど多用途に使える／右.香合。本来は香木を入れるための器だが、アクセサリー入れなどにも好適

1.つくるものに応じて側板の長さを
決め、断裁する／2.表面を削る作
業を繰り返し、つくるものに応じた
薄さに仕上げる／3.煮立った湯に
側板を浸け、アクを抜きながら10～
30分ほど煮る／4.5.巻木に杉板
を素早く巻きつけて曲げ、端を重ね
合わせる／6.合わせ目を木挟では
さみ、かたちを整える／7.日陰で4
～5日間乾燥させる／8.重なる部
分に糊を塗り、乾いたら孔をあけて
桜の皮で綴じる

◀◀◀博多曲物のできるまで

急
が
ず
、逆
ら
わ
ず
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曲
物
は
永
い
間
、庶
民
の
暮
ら
し
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
用
具
だ
っ
た
。昭

和
の
初
め
ま
で
の

ま 

い
だ
し

馬
出（
福
岡
市
東

区
）は
、古
い
街
道
の
両
側
に
町
家
が

連
な
り
、柴
田
、西
田
、東
郷
な
ど
二
十

数
軒
が
曲
物
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
。

な
か
で
も
柴
田
玉
樹
の
家
は
、当
代
で

18
代
を
重
ね
て
き
た
。

　
柴
田
家
は
初
代
・
吉
右
衛
門
以
来
、

代
々
長
男
が
後
を
継
ぎ
、吉
右
衛
門
、

 

い
　
　
え
　 

も
ん

伊
右
衛
門
の
名
前
を
順
に
名
乗
っ
て
き

た
。と
こ
ろ
が
17
代
を
継
ぐ
は
ず
だ
っ

た
伊
右
衛
門
が
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
た

め
、次
男
の
玉
樹（
17
代
）が
後
を
継
ぐ

こ
と
に
な
る
。昭
和
7
年（
1
9
3
2

年
）生
ま
れ
の
玉
樹
が
本
格
的
に
曲
物

づ
く
り
の
道
に
入
っ
た
の
は
20
代
の
半

ば
。16
代
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、

17
代
の
父
は
曲
物
づ
く
り
を
祖
父
の
15

代・庄
吉（
昭
和
31
年
没
）に
学
ん
で
い

る
。「
木
取
り
も
曲
げ
も
、そ
ば
で
見
て

覚
え
る
し
か
な
い
」ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　
つ
く
れ
ば
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
時

代
、父
は
数
を
こ
な
す
こ
と
で
腕
を
磨

き
、昭
和
56
年（
1
9
8
1
年
）、福
岡

市
の
無
形
文
化
財「
博
多
曲
物
」の
技

術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
る
。さ
ら
に
、

蓋
置
と
菓
子
器
が
一
級
の
茶
道
具
と

し
て
認
め
ら
れ
、工
芸
品
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
18
代
・
柴
田
玉
樹（
本
名
・
真
理
子
）

は
、そ
ん
な
曲
物
師
の
次
女
と
し
て
生

ま
れ
、杉
や
檜
の
香
り
の
す
る
作
業
場

で
遊
び
な
が
ら
育
っ
た
。小
学
生
の
と

き
か
ら
姉
の
妙
子
と
い
っ
し
ょ
に
仕
事

場
の
掃
除
や
簡
単
な
作
業
を
仕
込
ま

れ
、18
歳
で
母
を
亡
く
し
て
か
ら
は
、家

事
も
こ
な
し
な
が
ら
父
の
傍
ら
で
曲
物

を
つ
く
り
、絵
付
け
も
任
さ
れ
た
。結

婚
後
も
作
業
場
に
通
い
、会
社
を
切
り

盛
り
し
、体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
父
に
代

わ
っ
て
曲
物
づ
く
り
に
励
ん
だ
。

　
頑
固
で
わ
が
ま
ま
。絵
に
描
い
た
よ

う
な
職
人
だ
っ
た
父
は
、肺
が
ん
を
患

い
、平
成
7
年（
1
9
9
5
年
）、64
歳

で
急
逝
す
る
。知
人
の
保
証
人
に
な

り
、多
額
の
負
債
を
背
負
っ
て
会
社
が

倒
産
、家
も
仕
事
場
も
失
っ
た
心
労
が

た
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。規
模
を
縮
小
し

て
も
曲
物
づ
く
り
だ
け
は
続
け
よ
う
と

し
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
。

　
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、代
々
続
く

家
業
を
守
り
継
ご
う
と
決
意
す
る
。だ

が
そ
の
と
き
、倒
産
し
た
こ
と
で
社
会

的
な
信
用
を
失
っ
た
家
は
ど
ん
底
状

態
、自
身
は
長
男
を
産
ん
だ
ば
か
り
。

女
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、材
料
の

仕
入
れ
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。

　
じ
つ
は
一
度
、生
前
の
父
に「
私
が
や

ろ
う
か
」と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。返

事
は「
男（
長
男
）が
お
る
と
に
、男
ば

差
し
置
い
て
な
ん
ば
い
い
よ
う
と
か
。

父
は
ぼ
そ
り
と「
き
れ
い
に
な
ら
ん
め

え
が
」と
言
っ
た
と
い
う
。い
ま
同
じ
も

の
を
つ
く
っ
た
ら
合
格
点
を
も
ら
え
る

だ
ろ
う
か
。そ
れ
と
も
…
永
く
続
く

「
家
業
」と
は
そ
こ
に
い
て
も
い
な
く
て

も
、つ
ね
に
父
や
祖
父
の
背
中
を
見
な

が
ら
仕
事
を
す
る
こ
と
、な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
曲
物
の
最
盛
期
は
大
正
か
ら
昭
和

の
初
め
に
か
け
て
だ
っ
た
。戦
後
、そ
の

状
況
は
激
変
す
る
。プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
と
炊
飯
ジ
ャ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、曲

物
は
容
器
と
し
て
の
用
途
を
ほ
と
ん
ど

失
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。曲
物
を「
ま

げ
も
ん
」と
呼
ぶ
博
多
っ
子
も
減
り
、

茶
道
具
と
や
っ
ぱ
り
こ
れ
で
な
く
て
は

と
い
う
愛
着
に
支
え
ら
れ
て
、い
の
ち

を
つ
な
い
で
き
た
。

　
そ
の
空
気
が
少
し
ず
つ
変
わ
って
き
て

い
る
。例
え
ば
、最
近
、市
内
の
幼
稚
園

か
ら
園
児
用
の
弁
当
箱
の
注
文
を
受

け
た
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら「
本
物
」に
触

れ
さ
せ
た
い
か
ら
、と
い
う
。

　
塗
り
を
施
さ
な
い
博
多
曲
物
は
軽

く
て
通
気
性
が
よ
く
、ご
飯
が
傷
み
に

く
い
。杉
そ
の
も
の
に
も
殺
菌
効
果
が

あ
る
と
い
わ
れ
、優
れ
た
機
能
性
で
弁

当
箱
と
し
て
永
く
愛
さ
れ
て
き
た
。だ

が
そ
の
前
に
、「
小
さ
な
子
ど
も
た
ち

に
、素
木
の
木
肌
の
手
触
り
や
、ほ
の
か

な
木
の
香
り
の
心
地
よ
さ
を
知
っ
て
ほ

し
い
」と
思
う
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら
身

近
に
あ
っ
て
こ
そ
、曲
物
へ
の
愛
情
が
育

つ
と
思
う
か
ら
だ
。

　
長
く
作
り
継
が
れ
て
き
た
博
多
曲

物
の「
ポ
ッ
ポ
ー
お
膳
」も
そ
う
だ
。博

多
の
子
ど
も
は
、こ
の
お
膳
の
前
に
座

る
こ
と
で
、七
五
三
や
正
月
な
ど
の〝
特

別
な
日
〞の
喜
び
や
、自
分
が
大
切
な

存
在
で
あ
る
こ
と
を
、知
ら
ず
知
ら
ず

教
え
ら
れ
て
育
っ
た
も
の
だ
。

　
博
多
曲
物
の
魅
力
を
少
し
で
も
広
く

伝
え
ら
れ
た
ら
。父
が
任
さ
れ
て
い
た

「『
博
多
町
家
』ふ
る
さ
と
館
」で
の
実

演
を
引
き
継
い
だ
の
も
、そ
ん
な
思
い

か
ら
だ
。全
国
各
地
か
ら
訪
れ
る
観
光

客
に
日
用
の
道
具
で
あ
る
こ
と
、丁
寧

に
使
え
ば
十
年
二
十
年
は
も
つ
こ
と
を

博
多
弁
で
語
っ
て
い
る
。

　
神
事
か
ら
庶
民
の
日
々
の
暮
ら
し
ま

で
、曲
物
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
使
わ
れ
て
き
た
。自
然
か
ら
も
ら
っ

た
ま
ま
の
色
は
目
に
や
さ
し
く
、な
め

ら
か
な
手
触
り
と
ほ
の
か
な
木
の
香

は
、ほ
っ
と
心
を
寛
が
せ
る
。古
式
ゆ
か

し
い
神
事
で
も
、こ
だ
わ
り
の
料
理
で

も
て
な
す
食
事
処
で
も
、す
ん
な
り
と

そ
の
場
に
溶
け
込
み
、用
の
具
と
し
て

役
割
を
果
た
す
そ
の
姿
に
は
流
行
り
の

モ
ノ
に
は
な
い
鮮
度
が
あ
る
。

　
風
土
に
根
差
し
た
モ
ノ
は
、時
代
を

超
え
る
。「
新
し
い
伝
統
」は
、多
分
、

そ
こ
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
。

　
木
を
薄
い
板
に
し
、熱
湯
で
煮
て
柔

ら
か
く
し
て
曲
げ
、乾
燥
さ
せ
て
桜
の

皮
で
綴
じ
合
わ
せ
る
。曲
物
の
工
程
は

至
っ
て
単
純
だ
。し
か
し
、押
さ
え
る
べ

き
と
こ
ろ
を
押
さ
え
な
い
と
、文
字
通

り
売
り
物
に
な
ら
な
い
。一
工
程
一
工

程
、手
も
気
も
抜
け
な
い
の
が
曲
物
づ

く
り
な
の
で
あ
る
。

　
博
多
曲
物
の
原
材
は
、目
が
詰
ま

り
、ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た「 

む  

ぶ
し
ま
さ 

め 

無
節
柾
目
」

が
約
束
事
。原
材
を
見
極
め
る
目
は
必

須
で
あ
る
。木
は
割
っ
て
見
れ
ば
育
っ
た

土
地
の
陽
当
た
り
の
よ
し
悪
し
や
、こ

ま
め
に
枝
打
ち
さ
れ
た
か
、手
を
掛
け

て
育
て
ら
れ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で

わ
か
る
と
い
う
。

　
昔
は
ど
ん
な
木
工
品
で
も
近
隣
の
原

材
を
使
っ
た
。博
多
曲
物
の
場
合
は
若

杉
山
の
杉
と
檜
だ
っ
た
が
、大
木
が
希
少

に
な
っ
た
現
在
で
は
国
内
産
の
も
の
を

吟
味
し
て
使
う
。取
り
寄
せ
た
原
材
は

す
ぐ
に
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、最
低

で
も
1
年
は
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。後
で

煮
る
か
ら
構
わ
な
い
だ
ろ
う
と
素
人
に

は
思
え
る
が
、一
度
き
ち
ん
と
乾
燥
さ

せ
な
い
と
出
来
上
が
り
の
寸
法
が
違
っ

て
く
る
と
い
う
。こ
こ
ま
で
の
時
間
を

経
て
、よ
う
や
く
手
の
仕
事
が
始
ま
る
。

　
お
お
ま
か
に
製
材
し
荒
削
り
し
て
か

ら
、つ
く
る
も
の
に
応
じ
た
厚
さ
に
す

る
。削
り
な
が
ら
色
や
木
目
の
流
れ
を

読
み
、そ
の
原
材
の
ど
こ
を
ど
う
使
う
か

を
決
め
て
い
く
。板
を
煮
る
と
き
湯
を
つ

ね
に
循
環
さ
せ
て
、原
材
か
ら
出
た
ア
ク

が
再
び
木
地
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

柔
ら
か
く
し
た
木
は
、い
ち
、に
の
、さ

ん
で
曲
げ
、巻
木
を
外
し
た
ら「
ふ
わ
っ

と
力
を
い
れ
て
」か
た
ち
を
整
え
る
。

流
れ
る
よ
う
に
続
く
一
連
の
作
業
は
、

ま
る
で
木
を
あ
や
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
父
が
元
気
な
と
き
、お

ひ
つ櫃
を
一
度
に

50
個
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
。丸
く
つ

く
っ
た
つ
も
り
の
そ
れ
は
、で
き
て
み
れ

ば
全
部
楕
円
だ
っ
た
。そ
れ
を
見
て
、

お
前
は
嫁
に
行
く
っ
ち
ゃ
ろ
う
が
」だ
っ

た
。25
歳
の
正
月
、集
ま
っ
た
親
戚
の
前

で「
後
ば
継
ご
う
か
ね
ぇ
」と
言
っ
た
と

き
に
も
、「
女
に
な
ん
ば
で
き
る
か
、っ
て

ぼ
ろ
く
そ
言
わ
れ
た
」の
だ
と
い
う
。し

か
し
、い
ず
れ
継
い
で
か
ら
、と
手
伝
い

の
中
で
あ
ま
り
教
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
長
男
は
別
の
道
を
選
ん
だ
。

　「
こ
こ
で

や止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
」。一
度
は
揺
ら
い
だ
決
意
を
固
め
さ

せ
た
の
は
、17
代
続
い
て
き
た
家
業
の

重
さ
と
、20
歳
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的
に

修
業
し
て
き
た
と
い
う
自
負
だ
っ
た
。

　
父
の
四
十
九
日
の
法
要
で
出
し
た

一
輪
差
し
が
、親
戚
の
目
を
変
え
る
。

「
こ
れ
だ
け
作
り
き
る
な
ら
よ
か
」。柴

田
家
の
18
代
と
し
て
認
め
ら
れ
た
瞬
間

だ
っ
た
。

　
福
岡
空
港
に
ほ
ど
近
い
志
免
町
に

工
房
を
移
し
、軒
に
筥
崎
宮
飾
職
を
示

す
注
連
縄
を
巡
ら
し
て
曲
物
と
向
か

い
あ
う
日
々
が
始
ま
る
。

　「
横
で
黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
。し
か

も
、何
も
教
え
て
く
れ
な
い
の
に
失
敗

す
れ
ば
怒
る
」父
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
の

は
、木
の
表
裏
の
見
分
け
方
だ
け
だ
っ

た
。「
私
に
継
が
せ
る
つ
も
り
が
な
か
っ

た
か
ら
、教
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
は

ず
」だ
か
ら
で
あ
る
。

　
木
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
だ
け
で
も
10
年
は
か
か
る
。一
日

一
日
、手
が
コ
ツ
を
覚
え
、自
然
に
動
く

よ
う
に
な
る
ま
で
ど
れ
く
ら
い
の
時
間

が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
。数
を
こ
な
す

こ
と
で
腕
を
磨
い
て
い
っ
た
の
は
、父
と

同
じ
だ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
14
年
。日
本
民
芸
展
へ
の

入
賞
や
、京
都
の
漆
絵
作
家
と
の
共
同

制
作
、展
示
会
な
ど
意
欲
的
な
活
動
を

続
け
、平
成
19
年（
2
0
0
7
年
）に

「
玉
樹
」を
襲
名
し
た
柴
田
家
18
代
の

周
囲
に
は
、「
女
だ
か
ら
」と
い
う
声
は

も
う
な
い
。

　
近
ご
ろ
、仕
事
中
の
姿
が
父
に
似
て

き
た
と
言
わ
れ
る
。「
や
っ
ぱ
り
親
子
や

け
ん
ね
ぇ
」と
笑
う
。

左.前菜やデザートの器としても使える博多曲物／右.ポッポーお膳。幼児のお食い初めや七五三などに健やかな成長を願って使う祝い膳 左.（手前）蓋置＆なつめ、（奥）煙草盆・角。小物入れなど多用途に使える／右.香合。本来は香木を入れるための器だが、アクセサリー入れなどにも好適

1.つくるものに応じて側板の長さを
決め、断裁する／2.表面を削る作
業を繰り返し、つくるものに応じた
薄さに仕上げる／3.煮立った湯に
側板を浸け、アクを抜きながら10～
30分ほど煮る／4.5.巻木に杉板
を素早く巻きつけて曲げ、端を重ね
合わせる／6.合わせ目を木挟では
さみ、かたちを整える／7.日陰で4
～5日間乾燥させる／8.重なる部
分に糊を塗り、乾いたら孔をあけて
桜の皮で綴じる

◀◀◀博多曲物のできるまで

急
が
ず
、逆
ら
わ
ず
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曲
物
は
永
い
間
、庶
民
の
暮
ら
し
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
用
具
だ
っ
た
。昭

和
の
初
め
ま
で
の

ま 

い
だ
し

馬
出（
福
岡
市
東

区
）は
、古
い
街
道
の
両
側
に
町
家
が

連
な
り
、柴
田
、西
田
、東
郷
な
ど
二
十

数
軒
が
曲
物
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
。

な
か
で
も
柴
田
玉
樹
の
家
は
、当
代
で

18
代
を
重
ね
て
き
た
。

　
柴
田
家
は
初
代
・
吉
右
衛
門
以
来
、

代
々
長
男
が
後
を
継
ぎ
、吉
右
衛
門
、

 

い
　
　
え
　 

も
ん

伊
右
衛
門
の
名
前
を
順
に
名
乗
っ
て
き

た
。と
こ
ろ
が
17
代
を
継
ぐ
は
ず
だ
っ

た
伊
右
衛
門
が
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
た

め
、次
男
の
玉
樹（
17
代
）が
後
を
継
ぐ

こ
と
に
な
る
。昭
和
7
年（
1
9
3
2

年
）生
ま
れ
の
玉
樹
が
本
格
的
に
曲
物

づ
く
り
の
道
に
入
っ
た
の
は
20
代
の
半

ば
。16
代
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、

17
代
の
父
は
曲
物
づ
く
り
を
祖
父
の
15

代・庄
吉（
昭
和
31
年
没
）に
学
ん
で
い

る
。「
木
取
り
も
曲
げ
も
、そ
ば
で
見
て

覚
え
る
し
か
な
い
」ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　
つ
く
れ
ば
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
時

代
、父
は
数
を
こ
な
す
こ
と
で
腕
を
磨

き
、昭
和
56
年（
1
9
8
1
年
）、福
岡

市
の
無
形
文
化
財「
博
多
曲
物
」の
技

術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
る
。さ
ら
に
、

蓋
置
と
菓
子
器
が
一
級
の
茶
道
具
と

し
て
認
め
ら
れ
、工
芸
品
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
18
代
・
柴
田
玉
樹（
本
名
・
真
理
子
）

は
、そ
ん
な
曲
物
師
の
次
女
と
し
て
生

ま
れ
、杉
や
檜
の
香
り
の
す
る
作
業
場

で
遊
び
な
が
ら
育
っ
た
。小
学
生
の
と

き
か
ら
姉
の
妙
子
と
い
っ
し
ょ
に
仕
事

場
の
掃
除
や
簡
単
な
作
業
を
仕
込
ま

れ
、18
歳
で
母
を
亡
く
し
て
か
ら
は
、家

事
も
こ
な
し
な
が
ら
父
の
傍
ら
で
曲
物

を
つ
く
り
、絵
付
け
も
任
さ
れ
た
。結

婚
後
も
作
業
場
に
通
い
、会
社
を
切
り

盛
り
し
、体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
父
に
代

わ
っ
て
曲
物
づ
く
り
に
励
ん
だ
。

　
頑
固
で
わ
が
ま
ま
。絵
に
描
い
た
よ

う
な
職
人
だ
っ
た
父
は
、肺
が
ん
を
患

い
、平
成
7
年（
1
9
9
5
年
）、64
歳

で
急
逝
す
る
。知
人
の
保
証
人
に
な

り
、多
額
の
負
債
を
背
負
っ
て
会
社
が

倒
産
、家
も
仕
事
場
も
失
っ
た
心
労
が

た
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。規
模
を
縮
小
し

て
も
曲
物
づ
く
り
だ
け
は
続
け
よ
う
と

し
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
。

　
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、代
々
続
く

家
業
を
守
り
継
ご
う
と
決
意
す
る
。だ

が
そ
の
と
き
、倒
産
し
た
こ
と
で
社
会

的
な
信
用
を
失
っ
た
家
は
ど
ん
底
状

態
、自
身
は
長
男
を
産
ん
だ
ば
か
り
。

女
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、材
料
の

仕
入
れ
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。

　
じ
つ
は
一
度
、生
前
の
父
に「
私
が
や

ろ
う
か
」と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。返

事
は「
男（
長
男
）が
お
る
と
に
、男
ば

差
し
置
い
て
な
ん
ば
い
い
よ
う
と
か
。

父
は
ぼ
そ
り
と「
き
れ
い
に
な
ら
ん
め

え
が
」と
言
っ
た
と
い
う
。い
ま
同
じ
も

の
を
つ
く
っ
た
ら
合
格
点
を
も
ら
え
る

だ
ろ
う
か
。そ
れ
と
も
…
永
く
続
く

「
家
業
」と
は
そ
こ
に
い
て
も
い
な
く
て

も
、つ
ね
に
父
や
祖
父
の
背
中
を
見
な

が
ら
仕
事
を
す
る
こ
と
、な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
曲
物
の
最
盛
期
は
大
正
か
ら
昭
和

の
初
め
に
か
け
て
だ
っ
た
。戦
後
、そ
の

状
況
は
激
変
す
る
。プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
と
炊
飯
ジ
ャ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、曲

物
は
容
器
と
し
て
の
用
途
を
ほ
と
ん
ど

失
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。曲
物
を「
ま

げ
も
ん
」と
呼
ぶ
博
多
っ
子
も
減
り
、

茶
道
具
と
や
っ
ぱ
り
こ
れ
で
な
く
て
は

と
い
う
愛
着
に
支
え
ら
れ
て
、い
の
ち

を
つ
な
い
で
き
た
。

　
そ
の
空
気
が
少
し
ず
つ
変
わ
って
き
て

い
る
。例
え
ば
、最
近
、市
内
の
幼
稚
園

か
ら
園
児
用
の
弁
当
箱
の
注
文
を
受

け
た
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら「
本
物
」に
触

れ
さ
せ
た
い
か
ら
、と
い
う
。

　
塗
り
を
施
さ
な
い
博
多
曲
物
は
軽

く
て
通
気
性
が
よ
く
、ご
飯
が
傷
み
に

く
い
。杉
そ
の
も
の
に
も
殺
菌
効
果
が

あ
る
と
い
わ
れ
、優
れ
た
機
能
性
で
弁

当
箱
と
し
て
永
く
愛
さ
れ
て
き
た
。だ

が
そ
の
前
に
、「
小
さ
な
子
ど
も
た
ち

に
、素
木
の
木
肌
の
手
触
り
や
、ほ
の
か

な
木
の
香
り
の
心
地
よ
さ
を
知
っ
て
ほ

し
い
」と
思
う
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら
身

近
に
あ
っ
て
こ
そ
、曲
物
へ
の
愛
情
が
育

つ
と
思
う
か
ら
だ
。

　
長
く
作
り
継
が
れ
て
き
た
博
多
曲

物
の「
ポ
ッ
ポ
ー
お
膳
」も
そ
う
だ
。博

多
の
子
ど
も
は
、こ
の
お
膳
の
前
に
座

る
こ
と
で
、七
五
三
や
正
月
な
ど
の〝
特

別
な
日
〞の
喜
び
や
、自
分
が
大
切
な

存
在
で
あ
る
こ
と
を
、知
ら
ず
知
ら
ず

教
え
ら
れ
て
育
っ
た
も
の
だ
。

　
博
多
曲
物
の
魅
力
を
少
し
で
も
広
く

伝
え
ら
れ
た
ら
。父
が
任
さ
れ
て
い
た

「『
博
多
町
家
』ふ
る
さ
と
館
」で
の
実

演
を
引
き
継
い
だ
の
も
、そ
ん
な
思
い

か
ら
だ
。全
国
各
地
か
ら
訪
れ
る
観
光

客
に
日
用
の
道
具
で
あ
る
こ
と
、丁
寧

に
使
え
ば
十
年
二
十
年
は
も
つ
こ
と
を

博
多
弁
で
語
っ
て
い
る
。

　
神
事
か
ら
庶
民
の
日
々
の
暮
ら
し
ま

で
、曲
物
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
使
わ
れ
て
き
た
。自
然
か
ら
も
ら
っ

た
ま
ま
の
色
は
目
に
や
さ
し
く
、な
め

ら
か
な
手
触
り
と
ほ
の
か
な
木
の
香

は
、ほ
っ
と
心
を
寛
が
せ
る
。古
式
ゆ
か

し
い
神
事
で
も
、こ
だ
わ
り
の
料
理
で

も
て
な
す
食
事
処
で
も
、す
ん
な
り
と

そ
の
場
に
溶
け
込
み
、用
の
具
と
し
て

役
割
を
果
た
す
そ
の
姿
に
は
流
行
り
の

モ
ノ
に
は
な
い
鮮
度
が
あ
る
。

　
風
土
に
根
差
し
た
モ
ノ
は
、時
代
を

超
え
る
。「
新
し
い
伝
統
」は
、多
分
、

そ
こ
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
。

　
木
を
薄
い
板
に
し
、熱
湯
で
煮
て
柔

ら
か
く
し
て
曲
げ
、乾
燥
さ
せ
て
桜
の

皮
で
綴
じ
合
わ
せ
る
。曲
物
の
工
程
は

至
っ
て
単
純
だ
。し
か
し
、押
さ
え
る
べ

き
と
こ
ろ
を
押
さ
え
な
い
と
、文
字
通

り
売
り
物
に
な
ら
な
い
。一
工
程
一
工

程
、手
も
気
も
抜
け
な
い
の
が
曲
物
づ

く
り
な
の
で
あ
る
。

　
博
多
曲
物
の
原
材
は
、目
が
詰
ま

り
、ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た「 

む  

ぶ
し
ま
さ 

め 

無
節
柾
目
」

が
約
束
事
。原
材
を
見
極
め
る
目
は
必

須
で
あ
る
。木
は
割
っ
て
見
れ
ば
育
っ
た

土
地
の
陽
当
た
り
の
よ
し
悪
し
や
、こ

ま
め
に
枝
打
ち
さ
れ
た
か
、手
を
掛
け

て
育
て
ら
れ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で

わ
か
る
と
い
う
。

　
昔
は
ど
ん
な
木
工
品
で
も
近
隣
の
原

材
を
使
っ
た
。博
多
曲
物
の
場
合
は
若

杉
山
の
杉
と
檜
だ
っ
た
が
、大
木
が
希
少

に
な
っ
た
現
在
で
は
国
内
産
の
も
の
を

吟
味
し
て
使
う
。取
り
寄
せ
た
原
材
は

す
ぐ
に
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、最
低

で
も
1
年
は
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。後
で

煮
る
か
ら
構
わ
な
い
だ
ろ
う
と
素
人
に

は
思
え
る
が
、一
度
き
ち
ん
と
乾
燥
さ

せ
な
い
と
出
来
上
が
り
の
寸
法
が
違
っ

て
く
る
と
い
う
。こ
こ
ま
で
の
時
間
を

経
て
、よ
う
や
く
手
の
仕
事
が
始
ま
る
。

　
お
お
ま
か
に
製
材
し
荒
削
り
し
て
か

ら
、つ
く
る
も
の
に
応
じ
た
厚
さ
に
す

る
。削
り
な
が
ら
色
や
木
目
の
流
れ
を

読
み
、そ
の
原
材
の
ど
こ
を
ど
う
使
う
か

を
決
め
て
い
く
。板
を
煮
る
と
き
湯
を
つ

ね
に
循
環
さ
せ
て
、原
材
か
ら
出
た
ア
ク

が
再
び
木
地
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

柔
ら
か
く
し
た
木
は
、い
ち
、に
の
、さ

ん
で
曲
げ
、巻
木
を
外
し
た
ら「
ふ
わ
っ

と
力
を
い
れ
て
」か
た
ち
を
整
え
る
。

流
れ
る
よ
う
に
続
く
一
連
の
作
業
は
、

ま
る
で
木
を
あ
や
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
父
が
元
気
な
と
き
、お

ひ
つ櫃
を
一
度
に

50
個
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
。丸
く
つ

く
っ
た
つ
も
り
の
そ
れ
は
、で
き
て
み
れ

ば
全
部
楕
円
だ
っ
た
。そ
れ
を
見
て
、

お
前
は
嫁
に
行
く
っ
ち
ゃ
ろ
う
が
」だ
っ

た
。25
歳
の
正
月
、集
ま
っ
た
親
戚
の
前

で「
後
ば
継
ご
う
か
ね
ぇ
」と
言
っ
た
と

き
に
も
、「
女
に
な
ん
ば
で
き
る
か
、っ
て

ぼ
ろ
く
そ
言
わ
れ
た
」の
だ
と
い
う
。し

か
し
、い
ず
れ
継
い
で
か
ら
、と
手
伝
い

の
中
で
あ
ま
り
教
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
長
男
は
別
の
道
を
選
ん
だ
。

　「
こ
こ
で

や止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
」。一
度
は
揺
ら
い
だ
決
意
を
固
め
さ

せ
た
の
は
、17
代
続
い
て
き
た
家
業
の

重
さ
と
、20
歳
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的
に

修
業
し
て
き
た
と
い
う
自
負
だ
っ
た
。

　
父
の
四
十
九
日
の
法
要
で
出
し
た

一
輪
差
し
が
、親
戚
の
目
を
変
え
る
。

「
こ
れ
だ
け
作
り
き
る
な
ら
よ
か
」。柴

田
家
の
18
代
と
し
て
認
め
ら
れ
た
瞬
間

だ
っ
た
。

　
福
岡
空
港
に
ほ
ど
近
い
志
免
町
に

工
房
を
移
し
、軒
に
筥
崎
宮
飾
職
を
示

す
注
連
縄
を
巡
ら
し
て
曲
物
と
向
か

い
あ
う
日
々
が
始
ま
る
。

　「
横
で
黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
。し
か

も
、何
も
教
え
て
く
れ
な
い
の
に
失
敗

す
れ
ば
怒
る
」父
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
の

は
、木
の
表
裏
の
見
分
け
方
だ
け
だ
っ

た
。「
私
に
継
が
せ
る
つ
も
り
が
な
か
っ

た
か
ら
、教
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
は

ず
」だ
か
ら
で
あ
る
。

　
木
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
だ
け
で
も
10
年
は
か
か
る
。一
日

一
日
、手
が
コ
ツ
を
覚
え
、自
然
に
動
く

よ
う
に
な
る
ま
で
ど
れ
く
ら
い
の
時
間

が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
。数
を
こ
な
す

こ
と
で
腕
を
磨
い
て
い
っ
た
の
は
、父
と

同
じ
だ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
14
年
。日
本
民
芸
展
へ
の

入
賞
や
、京
都
の
漆
絵
作
家
と
の
共
同

制
作
、展
示
会
な
ど
意
欲
的
な
活
動
を

続
け
、平
成
19
年（
2
0
0
7
年
）に

「
玉
樹
」を
襲
名
し
た
柴
田
家
18
代
の

周
囲
に
は
、「
女
だ
か
ら
」と
い
う
声
は

も
う
な
い
。

　
近
ご
ろ
、仕
事
中
の
姿
が
父
に
似
て

き
た
と
言
わ
れ
る
。「
や
っ
ぱ
り
親
子
や

け
ん
ね
ぇ
」と
笑
う
。

博多曲物 玉樹

住所：福岡県粕屋郡志免町別府西2-2-16
　　  市営地下鉄・福岡空港駅から徒歩15分
電話番号：092-935-5056
営業時間：平日 10：00～17：30
※土日祝日は基本的にお休みですが、営業している
場合もあります。お越しの際には事前にお電話いた
だけますと幸いです。 
https://magemono.com

左.博多曲物のワインクーラー／右.博多
曲物のDVDケース。会社の創立・周年
記念のDVDケースで注文が多い

※本稿の写真・文章は「かたりべ文庫 職人の手仕事Vol.2 博多曲物」（ゼネラルアサヒ）より引用

二
百
年
か
け
て
育
っ
た
木
か
ら

い
の
ち
を
も
ら
い
、

四
百
年
の
技
で

か
た
ち
を
与
え
る
。

「
使
っ
て
喜
ば
れ
る
も
の
を
」

職
人
の
思
い
は

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
。

伝
統
を
継
ぐ
者
と
し
て

風
土
に
根
差
し
、伝
統
を
創
る
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曲
物
は
永
い
間
、庶
民
の
暮
ら
し
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
用
具
だ
っ
た
。昭

和
の
初
め
ま
で
の

ま 

い
だ
し

馬
出（
福
岡
市
東

区
）は
、古
い
街
道
の
両
側
に
町
家
が

連
な
り
、柴
田
、西
田
、東
郷
な
ど
二
十

数
軒
が
曲
物
を
つ
く
っ
て
い
た
と
い
う
。

な
か
で
も
柴
田
玉
樹
の
家
は
、当
代
で

18
代
を
重
ね
て
き
た
。

　
柴
田
家
は
初
代
・
吉
右
衛
門
以
来
、

代
々
長
男
が
後
を
継
ぎ
、吉
右
衛
門
、

 

い
　
　
え
　 

も
ん

伊
右
衛
門
の
名
前
を
順
に
名
乗
っ
て
き

た
。と
こ
ろ
が
17
代
を
継
ぐ
は
ず
だ
っ

た
伊
右
衛
門
が
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
た

め
、次
男
の
玉
樹（
17
代
）が
後
を
継
ぐ

こ
と
に
な
る
。昭
和
7
年（
1
9
3
2

年
）生
ま
れ
の
玉
樹
が
本
格
的
に
曲
物

づ
く
り
の
道
に
入
っ
た
の
は
20
代
の
半

ば
。16
代
も
早
く
に
亡
く
な
っ
た
た
め
、

17
代
の
父
は
曲
物
づ
く
り
を
祖
父
の
15

代・庄
吉（
昭
和
31
年
没
）に
学
ん
で
い

る
。「
木
取
り
も
曲
げ
も
、そ
ば
で
見
て

覚
え
る
し
か
な
い
」ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

　
つ
く
れ
ば
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
時

代
、父
は
数
を
こ
な
す
こ
と
で
腕
を
磨

き
、昭
和
56
年（
1
9
8
1
年
）、福
岡

市
の
無
形
文
化
財「
博
多
曲
物
」の
技

術
保
持
者
に
認
定
さ
れ
る
。さ
ら
に
、

蓋
置
と
菓
子
器
が
一
級
の
茶
道
具
と

し
て
認
め
ら
れ
、工
芸
品
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
18
代
・
柴
田
玉
樹（
本
名
・
真
理
子
）

は
、そ
ん
な
曲
物
師
の
次
女
と
し
て
生

ま
れ
、杉
や
檜
の
香
り
の
す
る
作
業
場

で
遊
び
な
が
ら
育
っ
た
。小
学
生
の
と

き
か
ら
姉
の
妙
子
と
い
っ
し
ょ
に
仕
事

場
の
掃
除
や
簡
単
な
作
業
を
仕
込
ま

れ
、18
歳
で
母
を
亡
く
し
て
か
ら
は
、家

事
も
こ
な
し
な
が
ら
父
の
傍
ら
で
曲
物

を
つ
く
り
、絵
付
け
も
任
さ
れ
た
。結

婚
後
も
作
業
場
に
通
い
、会
社
を
切
り

盛
り
し
、体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
父
に
代

わ
っ
て
曲
物
づ
く
り
に
励
ん
だ
。

　
頑
固
で
わ
が
ま
ま
。絵
に
描
い
た
よ

う
な
職
人
だ
っ
た
父
は
、肺
が
ん
を
患

い
、平
成
7
年（
1
9
9
5
年
）、64
歳

で
急
逝
す
る
。知
人
の
保
証
人
に
な

り
、多
額
の
負
債
を
背
負
っ
て
会
社
が

倒
産
、家
も
仕
事
場
も
失
っ
た
心
労
が

た
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。規
模
を
縮
小
し

て
も
曲
物
づ
く
り
だ
け
は
続
け
よ
う
と

し
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
。

　
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、代
々
続
く

家
業
を
守
り
継
ご
う
と
決
意
す
る
。だ

が
そ
の
と
き
、倒
産
し
た
こ
と
で
社
会

的
な
信
用
を
失
っ
た
家
は
ど
ん
底
状

態
、自
身
は
長
男
を
産
ん
だ
ば
か
り
。

女
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、材
料
の

仕
入
れ
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。

　
じ
つ
は
一
度
、生
前
の
父
に「
私
が
や

ろ
う
か
」と
言
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。返

事
は「
男（
長
男
）が
お
る
と
に
、男
ば

差
し
置
い
て
な
ん
ば
い
い
よ
う
と
か
。

父
は
ぼ
そ
り
と「
き
れ
い
に
な
ら
ん
め

え
が
」と
言
っ
た
と
い
う
。い
ま
同
じ
も

の
を
つ
く
っ
た
ら
合
格
点
を
も
ら
え
る

だ
ろ
う
か
。そ
れ
と
も
…
永
く
続
く

「
家
業
」と
は
そ
こ
に
い
て
も
い
な
く
て

も
、つ
ね
に
父
や
祖
父
の
背
中
を
見
な

が
ら
仕
事
を
す
る
こ
と
、な
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
曲
物
の
最
盛
期
は
大
正
か
ら
昭
和

の
初
め
に
か
け
て
だ
っ
た
。戦
後
、そ
の

状
況
は
激
変
す
る
。プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

品
と
炊
飯
ジ
ャ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、曲

物
は
容
器
と
し
て
の
用
途
を
ほ
と
ん
ど

失
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
。曲
物
を「
ま

げ
も
ん
」と
呼
ぶ
博
多
っ
子
も
減
り
、

茶
道
具
と
や
っ
ぱ
り
こ
れ
で
な
く
て
は

と
い
う
愛
着
に
支
え
ら
れ
て
、い
の
ち

を
つ
な
い
で
き
た
。

　
そ
の
空
気
が
少
し
ず
つ
変
わ
って
き
て

い
る
。例
え
ば
、最
近
、市
内
の
幼
稚
園

か
ら
園
児
用
の
弁
当
箱
の
注
文
を
受

け
た
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら「
本
物
」に
触

れ
さ
せ
た
い
か
ら
、と
い
う
。

　
塗
り
を
施
さ
な
い
博
多
曲
物
は
軽

く
て
通
気
性
が
よ
く
、ご
飯
が
傷
み
に

く
い
。杉
そ
の
も
の
に
も
殺
菌
効
果
が

あ
る
と
い
わ
れ
、優
れ
た
機
能
性
で
弁

当
箱
と
し
て
永
く
愛
さ
れ
て
き
た
。だ

が
そ
の
前
に
、「
小
さ
な
子
ど
も
た
ち

に
、素
木
の
木
肌
の
手
触
り
や
、ほ
の
か

な
木
の
香
り
の
心
地
よ
さ
を
知
っ
て
ほ

し
い
」と
思
う
。小
さ
な
こ
ろ
か
ら
身

近
に
あ
っ
て
こ
そ
、曲
物
へ
の
愛
情
が
育

つ
と
思
う
か
ら
だ
。

　
長
く
作
り
継
が
れ
て
き
た
博
多
曲

物
の「
ポ
ッ
ポ
ー
お
膳
」も
そ
う
だ
。博

多
の
子
ど
も
は
、こ
の
お
膳
の
前
に
座

る
こ
と
で
、七
五
三
や
正
月
な
ど
の〝
特

別
な
日
〞の
喜
び
や
、自
分
が
大
切
な

存
在
で
あ
る
こ
と
を
、知
ら
ず
知
ら
ず

教
え
ら
れ
て
育
っ
た
も
の
だ
。

　
博
多
曲
物
の
魅
力
を
少
し
で
も
広
く

伝
え
ら
れ
た
ら
。父
が
任
さ
れ
て
い
た

「『
博
多
町
家
』ふ
る
さ
と
館
」で
の
実

演
を
引
き
継
い
だ
の
も
、そ
ん
な
思
い

か
ら
だ
。全
国
各
地
か
ら
訪
れ
る
観
光

客
に
日
用
の
道
具
で
あ
る
こ
と
、丁
寧

に
使
え
ば
十
年
二
十
年
は
も
つ
こ
と
を

博
多
弁
で
語
っ
て
い
る
。

　
神
事
か
ら
庶
民
の
日
々
の
暮
ら
し
ま

で
、曲
物
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
使
わ
れ
て
き
た
。自
然
か
ら
も
ら
っ

た
ま
ま
の
色
は
目
に
や
さ
し
く
、な
め

ら
か
な
手
触
り
と
ほ
の
か
な
木
の
香

は
、ほ
っ
と
心
を
寛
が
せ
る
。古
式
ゆ
か

し
い
神
事
で
も
、こ
だ
わ
り
の
料
理
で

も
て
な
す
食
事
処
で
も
、す
ん
な
り
と

そ
の
場
に
溶
け
込
み
、用
の
具
と
し
て

役
割
を
果
た
す
そ
の
姿
に
は
流
行
り
の

モ
ノ
に
は
な
い
鮮
度
が
あ
る
。

　
風
土
に
根
差
し
た
モ
ノ
は
、時
代
を

超
え
る
。「
新
し
い
伝
統
」は
、多
分
、

そ
こ
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
。

　
木
を
薄
い
板
に
し
、熱
湯
で
煮
て
柔

ら
か
く
し
て
曲
げ
、乾
燥
さ
せ
て
桜
の

皮
で
綴
じ
合
わ
せ
る
。曲
物
の
工
程
は

至
っ
て
単
純
だ
。し
か
し
、押
さ
え
る
べ

き
と
こ
ろ
を
押
さ
え
な
い
と
、文
字
通

り
売
り
物
に
な
ら
な
い
。一
工
程
一
工

程
、手
も
気
も
抜
け
な
い
の
が
曲
物
づ

く
り
な
の
で
あ
る
。

　
博
多
曲
物
の
原
材
は
、目
が
詰
ま

り
、ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
た「 

む  

ぶ
し
ま
さ 

め 

無
節
柾
目
」

が
約
束
事
。原
材
を
見
極
め
る
目
は
必

須
で
あ
る
。木
は
割
っ
て
見
れ
ば
育
っ
た

土
地
の
陽
当
た
り
の
よ
し
悪
し
や
、こ

ま
め
に
枝
打
ち
さ
れ
た
か
、手
を
掛
け

て
育
て
ら
れ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で

わ
か
る
と
い
う
。

　
昔
は
ど
ん
な
木
工
品
で
も
近
隣
の
原

材
を
使
っ
た
。博
多
曲
物
の
場
合
は
若

杉
山
の
杉
と
檜
だ
っ
た
が
、大
木
が
希
少

に
な
っ
た
現
在
で
は
国
内
産
の
も
の
を

吟
味
し
て
使
う
。取
り
寄
せ
た
原
材
は

す
ぐ
に
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、最
低

で
も
1
年
は
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。後
で

煮
る
か
ら
構
わ
な
い
だ
ろ
う
と
素
人
に

は
思
え
る
が
、一
度
き
ち
ん
と
乾
燥
さ

せ
な
い
と
出
来
上
が
り
の
寸
法
が
違
っ

て
く
る
と
い
う
。こ
こ
ま
で
の
時
間
を

経
て
、よ
う
や
く
手
の
仕
事
が
始
ま
る
。

　
お
お
ま
か
に
製
材
し
荒
削
り
し
て
か

ら
、つ
く
る
も
の
に
応
じ
た
厚
さ
に
す

る
。削
り
な
が
ら
色
や
木
目
の
流
れ
を

読
み
、そ
の
原
材
の
ど
こ
を
ど
う
使
う
か

を
決
め
て
い
く
。板
を
煮
る
と
き
湯
を
つ

ね
に
循
環
さ
せ
て
、原
材
か
ら
出
た
ア
ク

が
再
び
木
地
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

柔
ら
か
く
し
た
木
は
、い
ち
、に
の
、さ

ん
で
曲
げ
、巻
木
を
外
し
た
ら「
ふ
わ
っ

と
力
を
い
れ
て
」か
た
ち
を
整
え
る
。

流
れ
る
よ
う
に
続
く
一
連
の
作
業
は
、

ま
る
で
木
を
あ
や
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　
父
が
元
気
な
と
き
、お

ひ
つ櫃
を
一
度
に

50
個
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
る
。丸
く
つ

く
っ
た
つ
も
り
の
そ
れ
は
、で
き
て
み
れ

ば
全
部
楕
円
だ
っ
た
。そ
れ
を
見
て
、

お
前
は
嫁
に
行
く
っ
ち
ゃ
ろ
う
が
」だ
っ

た
。25
歳
の
正
月
、集
ま
っ
た
親
戚
の
前

で「
後
ば
継
ご
う
か
ね
ぇ
」と
言
っ
た
と

き
に
も
、「
女
に
な
ん
ば
で
き
る
か
、っ
て

ぼ
ろ
く
そ
言
わ
れ
た
」の
だ
と
い
う
。し

か
し
、い
ず
れ
継
い
で
か
ら
、と
手
伝
い

の
中
で
あ
ま
り
教
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
長
男
は
別
の
道
を
選
ん
だ
。

　「
こ
こ
で

や止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
」。一
度
は
揺
ら
い
だ
決
意
を
固
め
さ

せ
た
の
は
、17
代
続
い
て
き
た
家
業
の

重
さ
と
、20
歳
の
こ
ろ
か
ら
本
格
的
に

修
業
し
て
き
た
と
い
う
自
負
だ
っ
た
。

　
父
の
四
十
九
日
の
法
要
で
出
し
た

一
輪
差
し
が
、親
戚
の
目
を
変
え
る
。

「
こ
れ
だ
け
作
り
き
る
な
ら
よ
か
」。柴

田
家
の
18
代
と
し
て
認
め
ら
れ
た
瞬
間

だ
っ
た
。

　
福
岡
空
港
に
ほ
ど
近
い
志
免
町
に

工
房
を
移
し
、軒
に
筥
崎
宮
飾
職
を
示

す
注
連
縄
を
巡
ら
し
て
曲
物
と
向
か

い
あ
う
日
々
が
始
ま
る
。

　「
横
で
黙
っ
て
見
て
い
る
だ
け
。し
か

も
、何
も
教
え
て
く
れ
な
い
の
に
失
敗

す
れ
ば
怒
る
」父
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
の

は
、木
の
表
裏
の
見
分
け
方
だ
け
だ
っ

た
。「
私
に
継
が
せ
る
つ
も
り
が
な
か
っ

た
か
ら
、教
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
は

ず
」だ
か
ら
で
あ
る
。

　
木
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
だ
け
で
も
10
年
は
か
か
る
。一
日

一
日
、手
が
コ
ツ
を
覚
え
、自
然
に
動
く

よ
う
に
な
る
ま
で
ど
れ
く
ら
い
の
時
間

が
必
要
だ
っ
た
だ
ろ
う
。数
を
こ
な
す

こ
と
で
腕
を
磨
い
て
い
っ
た
の
は
、父
と

同
じ
だ
っ
た
。

　
そ
れ
か
ら
14
年
。日
本
民
芸
展
へ
の

入
賞
や
、京
都
の
漆
絵
作
家
と
の
共
同

制
作
、展
示
会
な
ど
意
欲
的
な
活
動
を

続
け
、平
成
19
年（
2
0
0
7
年
）に

「
玉
樹
」を
襲
名
し
た
柴
田
家
18
代
の

周
囲
に
は
、「
女
だ
か
ら
」と
い
う
声
は

も
う
な
い
。

　
近
ご
ろ
、仕
事
中
の
姿
が
父
に
似
て

き
た
と
言
わ
れ
る
。「
や
っ
ぱ
り
親
子
や

け
ん
ね
ぇ
」と
笑
う
。

博多曲物 玉樹

住所：福岡県粕屋郡志免町別府西2-2-16
　　  市営地下鉄・福岡空港駅から徒歩15分
電話番号：092-935-5056
営業時間：平日 10：00～17：30
※土日祝日は基本的にお休みですが、営業している
場合もあります。お越しの際には事前にお電話いた
だけますと幸いです。 
https://magemono.com

左.博多曲物のワインクーラー／右.博多
曲物のDVDケース。会社の創立・周年
記念のDVDケースで注文が多い

※本稿の写真・文章は「かたりべ文庫 職人の手仕事Vol.2 博多曲物」（ゼネラルアサヒ）より引用

二
百
年
か
け
て
育
っ
た
木
か
ら

い
の
ち
を
も
ら
い
、

四
百
年
の
技
で

か
た
ち
を
与
え
る
。

「
使
っ
て
喜
ば
れ
る
も
の
を
」

職
人
の
思
い
は

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
。

伝
統
を
継
ぐ
者
と
し
て

風
土
に
根
差
し
、伝
統
を
創
る
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