
　
今
年
、製
法
伝
来
か
ら
7
7
7
年
と

い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
博
多

織
。先
染
め
の
糸
を
使
っ
て
細
い

た
て
い
と

経
糸

を
多
く
用
い
、太
い
よ
こ
い
と

緯
糸
を
お
さ筬
で
強
く

打
ち
込
み
、主
に
経
糸
を
浮
か
せ
て
柄

を
織
り
出
す
の
が
特
徴
で
す
。

　
生
地
に
厚
み
や
張
り
が
あ
り
、締
め

た
ら
緩
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
、古
く

は
重
い
刀
を
腰
に
差
す
武
士
の
帯
と
し

て
重
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
博
多
織
を
代
表
す
る
紋
様
で
あ
る

献
上
柄
は
、江
戸
時
代
に
黒
田
長
政
が

幕
府
に
博
多
織
を
献
上
し
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。

　
仏
具
の「
ど
っ 

こ
独
鈷
」と「
は
な
ざ
ら

華
皿
」と
の
結

合
と
中
間
に
縞
を
配
し
た
紋
様
は
、博

多
織
の
始
祖・み

つ  

だ
　
や   

ざ
　   

え    

も
ん

満
田
彌
三
右
衛
門
が
考

案
し
た
と
言
わ
れ
、現
在
で
も
博
多
織

製
品
に
多
く
織
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た「
博
多
」を
象
徴
す
る
柄
と
し
て
、

福
岡
市
営
地
下
鉄
の
博
多
駅
の
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
、福
岡
市
内
の
あ
ち

こ
ち
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
博
多
織
の
歴
史
は
、鎌
倉
時
代
の

1
2
3
5
年（
嘉
禎
元
年
）、博
多
商

人
の
満
田
彌
三
右
衛
門
が
、え
ん 

に 

べ
ん
え
ん

圓
爾
弁
圓

（
後
に
聖
一
国
師
）と
共
に

そ
う宋
へ
向
け

博
多
を
出
発
し
た
こ
と
に
端
を
発
し

ま
す
。宋
に
6
年
間
滞
在
し
た
彌
三

右
衛
門
は
、織
物
、朱
、箔
、素
麺
、

じ
ゃ
こ
う
が
ん

麝
香
丸
の
5
つ
の
製
法
を
修
得
し
、

1
2
4
1
年（
仁
治
2
年
）に
博
多
に

帰
り
ま
す
。

　
彌
三
右
衛
門
は
、こ
れ
ら
の
製
法
を

人
々
に
伝
え
ま
し
た
が
、織
物
の
技
法

だ
け
は
家
伝
と
し
、独
自
の
技
術
を
加

え
、広
東
織
と
称
し
て
い
ま
し
た
。さ
ら

に
2
5
0
年
ほ
ど
後
、満
田
彌
三
右
衛

門
の
子
孫
、み
つ  

だ  

ひ
こ
さ
ぶ
ろ
う

満
田
彦
三
郎
が
み
ん明
に
渡
り
、

織
物
の
技
法
を
研
究
。た

け
わ
か 

と
う 

べ  

え 

竹
若
藤
兵
衛
と

工
法
の
改
良
を
重
ね
、琥
珀
織
の
よ
う
に

生
地
が
厚
く
、模
様
の
浮
き
で
た
厚
地

の
織
物
を
作
り
出
し
ま
し
た
。

　
竹
若
藤
兵
衛
が
織
り
出
し
た
織
物

は
広
東
織
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

で
、地
質
が
非
常
に
硬
い
の
で
、反
物
と

し
て
よ
り
、帯
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

の
方
が
多
く
、寸
法
や
規
格
を
創
製
し

ま
し
た
。

　
こ
れ
が
博
多
帯
の
始
ま
り
で
あ
り
、

そ
の
織
物
は
博
多
の
地
名
を
と
っ
て
、

「  

は  

か  

た  

お
り

覇
家
台
織
」と
名
付
け
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
か
ら
4
8
0
年

ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

　
私
が
社
長
を
継
い
だ
の
は
、

2
0
0
9
年（
平
成
21
年
）、リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
の
後
で
軒
並
み
日
本
経
済
が

落
ち
込
ん
で
い
た
頃
で
し
た
。我
が
社

も
そ
の
影
響
を
受
け
、売
り
上
げ
が
か

な
り
落
ち
ま
し
た
。

　
業
績
が
低
迷
す
る
中
で
、徹
底
的
に

業
務
の
無
駄
を
省
い
た
と
こ
ろ
、同
じ

人
員
と
業
務
で
業
績
は
V
字
回
復
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
社
長
に
就
い
て
か
ら「
福
岡
の
伝
統

工
芸
品
で
あ
る
博
多
織
を
、地
元
福
岡

で
目
に
す
る
機
会
を
増
や
し
た
い
」と

博
多
織
の
施
設「
博
多
織
工
芸
館
」を

開
設
し
ま
し
た
。博
多
織
の
貴
重
な
資

料
を
展
示
し
た
ス
ペ
ー
ス
や
、製
造
工

程
を
見
学
で
き
る
工
房
、直
売
所
な
ど

を
併
設
し
て
い
ま
す
。博
多
織
を
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
施
設
に
な
っ
て
お
り
、お

客
様
か
ら
も
好
評
で
す
。

　
我
が
社
で
は
、博
多
織
の
財
布
や
名

刺
入
れ
、ネ
ク
タ
イ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な

博
多
織
商
品
を
開
発
し
て
い
ま
す
。日

常
的
に
着
物
を
着
る
機
会
が
減
っ
て
い

く
中
で
、伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
博
多

織
の
良
さ
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
博
多
織
は
今
年
で
7
7
7
周
年
を

迎
え
ま
す
。私
は
、伝
統
と
は
革
新
の

連
続
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。先
人
た
ち
は
常
に
新
し

い
考
え
や
技
術
を
取
り
入
れ
、開
発
、

工
夫
や
改
良
、発
明
を
繰
り
返
し
、最

高
峰
と
呼
ば
れ
る
織
物
を
生
み
出
し

て
き
ま
し
た
。革
新
の
積
み
重
ね
こ
そ

が
伝
統
を
つ
く
る
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、

新
し
い
博
多
織
を
創
造
し
て
ま
い
り

ま
す
。

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、最
近
で
は

ネ
ク
タ
イ
や
財
布
な
ど
様
々
な
商
品
が

開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
、博
多

織
の
小
物
や
ギ
フ
ト
製
品
に
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、福
岡
市
西
区
小
戸
に
博

多
織
の
工
房
を
構
え
る「
株
式
会
社 

サ
ヌ
イ
織
物
」で
す
。今
回
は
、3
代
目

社
長
・
讃
井
勝
彦
氏
に
お
話
を
お
伺
い

し
ま
し
た
。

　
我
が
社
の
創
業
は
、1
9
4
9
年

（
昭
和
24
年
）で
す
。同
業
他
社
と
違

う
の
は「
博
多
帯
や
着
物
を
一
切
つ
く

ら
な
い
」と
い
う
点
で
す
。創
業
者
で
あ

る
祖
父
・
勝
雄
の
代
ま
で
は
問
屋
さ
ん

か
ら
の
注
文
で
帯
や
着
物
を
織
っ
て
い

ま
し
た
が
、1
9
6
4
年（
昭
和
39
年
）

に
父・勝
美
が
2
代
目
社
長
を
引
き
継

い
だ
の
を
き
っ
か
け
に
、帯
の
生
産
を
や

め
、小
物
と
い
わ
れ
る
ギ
フ
ト
製
品
に

力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当

時
は
和
装
ブ
ー
ム
で
し
た
の
で
、問
屋

さ
ん
か
ら
の
注
文
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
、

そ
れ
を
織
る
だ
け
で
食
べ
て
い
け
た
の

で
す
が
、父
は「
問
屋
か
ら
言
わ
れ
た

も
の
を
織
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
」

「
自
分
の
織
り
た
い
も
の
を
織
る
」と

い
っ
て
下
請
け
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し

た
。受
注
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、売

り
上
げ
の
大
半
を
占
め
る
帯
の
生
産

を
や
め
て
し
ま
う
の
は
大
変
な
決
断
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
幸
い
に
も
当
時
は
山
陽
新
幹
線
が

博
多
に
開
通
し
た
時
代
で
し
た
の
で
、

お
み
や
げ
に
博
多
織
の
小
物
を
買
い
求

め
る
お
客
様
が
多
く
、お
店
か
ら「
商

品
は
あ
る
だ
け
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い
」と
言
わ
れ
る
程
に
仕
事
は
順
調

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
1
6
0
0
年（
慶
長
5
年
）、黒
田

長
政
が
筑
前
を
領
す
る
よ
う
に
な
り
、

徳
川
幕
府
へ
博
多
織
を
献
上
し
ま

す
。こ
の
品
々
を
総
称
し
て「
定
格
献

上
」と
名
付
け
、博
多
織
元
に「
織
屋

株
」と
称
す
る
特
権
を
与
え
、保
護
と

い
う
名
の
統
制
の
も
と
で
、藩
か
ら
の

需
要
の
み
を
生
産
さ
せ
、献
上
の
風
格

と
希
少
価
値
を
厳
重
に
保
護
し
て
い

き
ま
す
。

　
博
多
織
は
高
級
織
物
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、需
要
に

応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、西
陣
や
桐

生
、米
沢
な
ど
で「
模
造
博
多
織
」が

か
な
り
出
回
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
江
戸
幕
府
の
崩
壊
後
、藩
に
保
護
さ

れ
て
い
た
博
多
織
も
自
由
に
生
産
さ

れ
、1
8
8
5
年（
明
治
18
年
）に
は

ジ
ャ
カ
ー
ド
機
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
年
、松
居
織
工
場
が
袋
帯
を
発

明
。1
8
9
7
年（
明
治
30
年
）に
は

2
4
0
軒
の
博
多
織
屋
が
存
在
し
て

い
ま
し
た
。

　
1
9
0
4
年（
明
治
37
年
）以
降
は

日
露
戦
争
を
境
に
経
済
は
活
気
を
失

い
、さ
ら
に
1
9
4
2
年（
昭
和
17
年
）

企
業
整
備
令
に
よ
り
残
存
し
た
業
者
は

31
名
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。戦
後（
昭

和
30
年
頃
か
ら
）、経
済
復
興
の
中
で

徐
々
に
着
物
が
ブ
ー
ム
と
な
り
業
者
数
、

生
産
数
も
増
加
。1
9
7
5
年（
昭
和

50
年
）の
ピ
ー
ク
時
に
は
1
6
8
軒
、帯

で
約
2
0
0
万
本
の
生
産
数
を
誇
り
、

1
9
7
6
年（
昭
和
51
年
）に
は
国
の
伝

統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、ほ
と
ん
ど
の
博
多
織
製
品

は
機
械
織
で
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
電
子
機
器
も
発

達
し
、ス
ピ
ー
ド
や
繊
細
さ
も
一
昔
前

で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
織
物

が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
博
多
織
」と
い
う
と
帯
や
着
物
の

上.博多織の始祖・満田彌三右衛門／下.筑前福岡藩初代藩主・黒田
長政

　
今
年
、博
多
織
は
製
法
伝
来

7
7
7
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。今
回

は
、博
多
織
の
歴
史
や
特
徴
に
つ
い

て
紹
介
す
る
と
共
に
、博
多
織
の
ネ

ク
タ
イ
、財
布
な
ど
様
々
な
商
品
開

発
を
し
て
い
る「
株
式
会
社 

サ
ヌ
イ

織
物
」の
3
代
目
社
長
・
讃
井
勝
彦

氏
に
お
話
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。

 

は
か
　 

た
　 

お
り

博
多
織
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今
年
、製
法
伝
来
か
ら
7
7
7
年
と

い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
博
多

織
。先
染
め
の
糸
を
使
っ
て
細
い

た
て
い
と

経
糸

を
多
く
用
い
、太
い
よ
こ
い
と

緯
糸
を
お
さ筬
で
強
く

打
ち
込
み
、主
に
経
糸
を
浮
か
せ
て
柄

を
織
り
出
す
の
が
特
徴
で
す
。

　
生
地
に
厚
み
や
張
り
が
あ
り
、締
め

た
ら
緩
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
、古
く

は
重
い
刀
を
腰
に
差
す
武
士
の
帯
と
し

て
重
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
博
多
織
を
代
表
す
る
紋
様
で
あ
る

献
上
柄
は
、江
戸
時
代
に
黒
田
長
政
が

幕
府
に
博
多
織
を
献
上
し
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。

　
仏
具
の「
ど
っ 

こ
独
鈷
」と「
は
な
ざ
ら

華
皿
」と
の
結

合
と
中
間
に
縞
を
配
し
た
紋
様
は
、博

多
織
の
始
祖・み

つ  

だ
　
や   

ざ
　   

え    

も
ん

満
田
彌
三
右
衛
門
が
考

案
し
た
と
言
わ
れ
、現
在
で
も
博
多
織

製
品
に
多
く
織
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た「
博
多
」を
象
徴
す
る
柄
と
し
て
、

福
岡
市
営
地
下
鉄
の
博
多
駅
の
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
、福
岡
市
内
の
あ
ち

こ
ち
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
博
多
織
の
歴
史
は
、鎌
倉
時
代
の

1
2
3
5
年（
嘉
禎
元
年
）、博
多
商

人
の
満
田
彌
三
右
衛
門
が
、え
ん 

に 
べ
ん
え
ん

圓
爾
弁
圓

（
後
に
聖
一
国
師
）と
共
に

そ
う宋
へ
向
け

博
多
を
出
発
し
た
こ
と
に
端
を
発
し

ま
す
。宋
に
6
年
間
滞
在
し
た
彌
三

右
衛
門
は
、織
物
、朱
、箔
、素
麺
、

じ
ゃ
こ
う
が
ん

麝
香
丸
の
5
つ
の
製
法
を
修
得
し
、

1
2
4
1
年（
仁
治
2
年
）に
博
多
に

帰
り
ま
す
。

　
彌
三
右
衛
門
は
、こ
れ
ら
の
製
法
を

人
々
に
伝
え
ま
し
た
が
、織
物
の
技
法

だ
け
は
家
伝
と
し
、独
自
の
技
術
を
加

え
、広
東
織
と
称
し
て
い
ま
し
た
。さ
ら

に
2
5
0
年
ほ
ど
後
、満
田
彌
三
右
衛

門
の
子
孫
、み
つ  

だ  

ひ
こ
さ
ぶ
ろ
う

満
田
彦
三
郎
が
み
ん明
に
渡
り
、

織
物
の
技
法
を
研
究
。た

け
わ
か 

と
う 

べ  

え 

竹
若
藤
兵
衛
と

工
法
の
改
良
を
重
ね
、琥
珀
織
の
よ
う
に

生
地
が
厚
く
、模
様
の
浮
き
で
た
厚
地

の
織
物
を
作
り
出
し
ま
し
た
。

　
竹
若
藤
兵
衛
が
織
り
出
し
た
織
物

は
広
東
織
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

で
、地
質
が
非
常
に
硬
い
の
で
、反
物
と

し
て
よ
り
、帯
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

の
方
が
多
く
、寸
法
や
規
格
を
創
製
し

ま
し
た
。

　
こ
れ
が
博
多
帯
の
始
ま
り
で
あ
り
、

そ
の
織
物
は
博
多
の
地
名
を
と
っ
て
、

「  

は  

か  

た  

お
り

覇
家
台
織
」と
名
付
け
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
か
ら
4
8
0
年

ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

　
私
が
社
長
を
継
い
だ
の
は
、

2
0
0
9
年（
平
成
21
年
）、リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
の
後
で
軒
並
み
日
本
経
済
が

落
ち
込
ん
で
い
た
頃
で
し
た
。我
が
社

も
そ
の
影
響
を
受
け
、売
り
上
げ
が
か

な
り
落
ち
ま
し
た
。

　
業
績
が
低
迷
す
る
中
で
、徹
底
的
に

業
務
の
無
駄
を
省
い
た
と
こ
ろ
、同
じ

人
員
と
業
務
で
業
績
は
V
字
回
復
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
社
長
に
就
い
て
か
ら「
福
岡
の
伝
統

工
芸
品
で
あ
る
博
多
織
を
、地
元
福
岡

で
目
に
す
る
機
会
を
増
や
し
た
い
」と

博
多
織
の
施
設「
博
多
織
工
芸
館
」を

開
設
し
ま
し
た
。博
多
織
の
貴
重
な
資

料
を
展
示
し
た
ス
ペ
ー
ス
や
、製
造
工

程
を
見
学
で
き
る
工
房
、直
売
所
な
ど

を
併
設
し
て
い
ま
す
。博
多
織
を
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
施
設
に
な
っ
て
お
り
、お

客
様
か
ら
も
好
評
で
す
。

　
我
が
社
で
は
、博
多
織
の
財
布
や
名

刺
入
れ
、ネ
ク
タ
イ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な

博
多
織
商
品
を
開
発
し
て
い
ま
す
。日

常
的
に
着
物
を
着
る
機
会
が
減
っ
て
い

く
中
で
、伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
博
多

織
の
良
さ
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
博
多
織
は
今
年
で
7
7
7
周
年
を

迎
え
ま
す
。私
は
、伝
統
と
は
革
新
の

連
続
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。先
人
た
ち
は
常
に
新
し

い
考
え
や
技
術
を
取
り
入
れ
、開
発
、

工
夫
や
改
良
、発
明
を
繰
り
返
し
、最

高
峰
と
呼
ば
れ
る
織
物
を
生
み
出
し

て
き
ま
し
た
。革
新
の
積
み
重
ね
こ
そ

が
伝
統
を
つ
く
る
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、

新
し
い
博
多
織
を
創
造
し
て
ま
い
り

ま
す
。

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、最
近
で
は

ネ
ク
タ
イ
や
財
布
な
ど
様
々
な
商
品
が

開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
、博
多

織
の
小
物
や
ギ
フ
ト
製
品
に
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、福
岡
市
西
区
小
戸
に
博

多
織
の
工
房
を
構
え
る「
株
式
会
社 

サ
ヌ
イ
織
物
」で
す
。今
回
は
、3
代
目

社
長
・
讃
井
勝
彦
氏
に
お
話
を
お
伺
い

し
ま
し
た
。

　
我
が
社
の
創
業
は
、1
9
4
9
年

（
昭
和
24
年
）で
す
。同
業
他
社
と
違

う
の
は「
博
多
帯
や
着
物
を
一
切
つ
く

ら
な
い
」と
い
う
点
で
す
。創
業
者
で
あ

る
祖
父
・
勝
雄
の
代
ま
で
は
問
屋
さ
ん

か
ら
の
注
文
で
帯
や
着
物
を
織
っ
て
い

ま
し
た
が
、1
9
6
4
年（
昭
和
39
年
）

に
父・勝
美
が
2
代
目
社
長
を
引
き
継

い
だ
の
を
き
っ
か
け
に
、帯
の
生
産
を
や

め
、小
物
と
い
わ
れ
る
ギ
フ
ト
製
品
に

力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当

時
は
和
装
ブ
ー
ム
で
し
た
の
で
、問
屋

さ
ん
か
ら
の
注
文
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
、

そ
れ
を
織
る
だ
け
で
食
べ
て
い
け
た
の

で
す
が
、父
は「
問
屋
か
ら
言
わ
れ
た

も
の
を
織
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
」

「
自
分
の
織
り
た
い
も
の
を
織
る
」と

い
っ
て
下
請
け
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し

た
。受
注
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、売

り
上
げ
の
大
半
を
占
め
る
帯
の
生
産

を
や
め
て
し
ま
う
の
は
大
変
な
決
断
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
幸
い
に
も
当
時
は
山
陽
新
幹
線
が

博
多
に
開
通
し
た
時
代
で
し
た
の
で
、

お
み
や
げ
に
博
多
織
の
小
物
を
買
い
求

め
る
お
客
様
が
多
く
、お
店
か
ら「
商

品
は
あ
る
だ
け
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い
」と
言
わ
れ
る
程
に
仕
事
は
順
調

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
1
6
0
0
年（
慶
長
5
年
）、黒
田

長
政
が
筑
前
を
領
す
る
よ
う
に
な
り
、

徳
川
幕
府
へ
博
多
織
を
献
上
し
ま

す
。こ
の
品
々
を
総
称
し
て「
定
格
献

上
」と
名
付
け
、博
多
織
元
に「
織
屋

株
」と
称
す
る
特
権
を
与
え
、保
護
と

い
う
名
の
統
制
の
も
と
で
、藩
か
ら
の

需
要
の
み
を
生
産
さ
せ
、献
上
の
風
格

と
希
少
価
値
を
厳
重
に
保
護
し
て
い

き
ま
す
。

　
博
多
織
は
高
級
織
物
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、需
要
に

応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、西
陣
や
桐

生
、米
沢
な
ど
で「
模
造
博
多
織
」が

か
な
り
出
回
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
江
戸
幕
府
の
崩
壊
後
、藩
に
保
護
さ

れ
て
い
た
博
多
織
も
自
由
に
生
産
さ

れ
、1
8
8
5
年（
明
治
18
年
）に
は

ジ
ャ
カ
ー
ド
機
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
年
、松
居
織
工
場
が
袋
帯
を
発

明
。1
8
9
7
年（
明
治
30
年
）に
は

2
4
0
軒
の
博
多
織
屋
が
存
在
し
て

い
ま
し
た
。

　
1
9
0
4
年（
明
治
37
年
）以
降
は

日
露
戦
争
を
境
に
経
済
は
活
気
を
失

い
、さ
ら
に
1
9
4
2
年（
昭
和
17
年
）

企
業
整
備
令
に
よ
り
残
存
し
た
業
者
は

31
名
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。戦
後（
昭

和
30
年
頃
か
ら
）、経
済
復
興
の
中
で

徐
々
に
着
物
が
ブ
ー
ム
と
な
り
業
者
数
、

生
産
数
も
増
加
。1
9
7
5
年（
昭
和

50
年
）の
ピ
ー
ク
時
に
は
1
6
8
軒
、帯

で
約
2
0
0
万
本
の
生
産
数
を
誇
り
、

1
9
7
6
年（
昭
和
51
年
）に
は
国
の
伝

統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、ほ
と
ん
ど
の
博
多
織
製
品

は
機
械
織
で
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
電
子
機
器
も
発

達
し
、ス
ピ
ー
ド
や
繊
細
さ
も
一
昔
前

で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
織
物

が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
博
多
織
」と
い
う
と
帯
や
着
物
の

上.博多織の始祖・満田彌三右衛門／下.筑前福岡藩初代藩主・黒田
長政

　
今
年
、博
多
織
は
製
法
伝
来

7
7
7
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。今
回

は
、博
多
織
の
歴
史
や
特
徴
に
つ
い

て
紹
介
す
る
と
共
に
、博
多
織
の
ネ

ク
タ
イ
、財
布
な
ど
様
々
な
商
品
開

発
を
し
て
い
る「
株
式
会
社 

サ
ヌ
イ

織
物
」の
3
代
目
社
長
・
讃
井
勝
彦

氏
に
お
話
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。

 

は
か
　 

た
　 

お
り

博
多
織

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。
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今
年
、製
法
伝
来
か
ら
7
7
7
年
と

い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
博
多

織
。先
染
め
の
糸
を
使
っ
て
細
い

た
て
い
と

経
糸

を
多
く
用
い
、太
い
よ
こ
い
と

緯
糸
を
お
さ筬
で
強
く

打
ち
込
み
、主
に
経
糸
を
浮
か
せ
て
柄

を
織
り
出
す
の
が
特
徴
で
す
。

　
生
地
に
厚
み
や
張
り
が
あ
り
、締
め

た
ら
緩
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
、古
く

は
重
い
刀
を
腰
に
差
す
武
士
の
帯
と
し

て
重
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
博
多
織
を
代
表
す
る
紋
様
で
あ
る

献
上
柄
は
、江
戸
時
代
に
黒
田
長
政
が

幕
府
に
博
多
織
を
献
上
し
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。

　
仏
具
の「
ど
っ 

こ
独
鈷
」と「
は
な
ざ
ら

華
皿
」と
の
結

合
と
中
間
に
縞
を
配
し
た
紋
様
は
、博

多
織
の
始
祖・み

つ  

だ
　
や   

ざ
　   

え    

も
ん

満
田
彌
三
右
衛
門
が
考

案
し
た
と
言
わ
れ
、現
在
で
も
博
多
織

製
品
に
多
く
織
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た「
博
多
」を
象
徴
す
る
柄
と
し
て
、

福
岡
市
営
地
下
鉄
の
博
多
駅
の
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
、福
岡
市
内
の
あ
ち

こ
ち
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
博
多
織
の
歴
史
は
、鎌
倉
時
代
の

1
2
3
5
年（
嘉
禎
元
年
）、博
多
商

人
の
満
田
彌
三
右
衛
門
が
、え
ん 

に 

べ
ん
え
ん

圓
爾
弁
圓

（
後
に
聖
一
国
師
）と
共
に

そ
う宋
へ
向
け

博
多
を
出
発
し
た
こ
と
に
端
を
発
し

ま
す
。宋
に
6
年
間
滞
在
し
た
彌
三

右
衛
門
は
、織
物
、朱
、箔
、素
麺
、

じ
ゃ
こ
う
が
ん

麝
香
丸
の
5
つ
の
製
法
を
修
得
し
、

1
2
4
1
年（
仁
治
2
年
）に
博
多
に

帰
り
ま
す
。

　
彌
三
右
衛
門
は
、こ
れ
ら
の
製
法
を

人
々
に
伝
え
ま
し
た
が
、織
物
の
技
法

だ
け
は
家
伝
と
し
、独
自
の
技
術
を
加

え
、広
東
織
と
称
し
て
い
ま
し
た
。さ
ら

に
2
5
0
年
ほ
ど
後
、満
田
彌
三
右
衛

門
の
子
孫
、み
つ  

だ  

ひ
こ
さ
ぶ
ろ
う

満
田
彦
三
郎
が
み
ん明
に
渡
り
、

織
物
の
技
法
を
研
究
。た

け
わ
か 

と
う 

べ  

え 

竹
若
藤
兵
衛
と

工
法
の
改
良
を
重
ね
、琥
珀
織
の
よ
う
に

生
地
が
厚
く
、模
様
の
浮
き
で
た
厚
地

の
織
物
を
作
り
出
し
ま
し
た
。

　
竹
若
藤
兵
衛
が
織
り
出
し
た
織
物

は
広
東
織
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

で
、地
質
が
非
常
に
硬
い
の
で
、反
物
と

し
て
よ
り
、帯
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

の
方
が
多
く
、寸
法
や
規
格
を
創
製
し

ま
し
た
。

　
こ
れ
が
博
多
帯
の
始
ま
り
で
あ
り
、

そ
の
織
物
は
博
多
の
地
名
を
と
っ
て
、

「  

は  

か  

た  

お
り

覇
家
台
織
」と
名
付
け
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
か
ら
4
8
0
年

ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

　
私
が
社
長
を
継
い
だ
の
は
、

2
0
0
9
年（
平
成
21
年
）、リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
の
後
で
軒
並
み
日
本
経
済
が

落
ち
込
ん
で
い
た
頃
で
し
た
。我
が
社

も
そ
の
影
響
を
受
け
、売
り
上
げ
が
か

な
り
落
ち
ま
し
た
。

　
業
績
が
低
迷
す
る
中
で
、徹
底
的
に

業
務
の
無
駄
を
省
い
た
と
こ
ろ
、同
じ

人
員
と
業
務
で
業
績
は
V
字
回
復
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
社
長
に
就
い
て
か
ら「
福
岡
の
伝
統

工
芸
品
で
あ
る
博
多
織
を
、地
元
福
岡

で
目
に
す
る
機
会
を
増
や
し
た
い
」と

博
多
織
の
施
設「
博
多
織
工
芸
館
」を

開
設
し
ま
し
た
。博
多
織
の
貴
重
な
資

料
を
展
示
し
た
ス
ペ
ー
ス
や
、製
造
工

程
を
見
学
で
き
る
工
房
、直
売
所
な
ど

を
併
設
し
て
い
ま
す
。博
多
織
を
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
施
設
に
な
っ
て
お
り
、お

客
様
か
ら
も
好
評
で
す
。

　
我
が
社
で
は
、博
多
織
の
財
布
や
名

刺
入
れ
、ネ
ク
タ
イ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な

博
多
織
商
品
を
開
発
し
て
い
ま
す
。日

常
的
に
着
物
を
着
る
機
会
が
減
っ
て
い

く
中
で
、伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
博
多

織
の
良
さ
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
博
多
織
は
今
年
で
7
7
7
周
年
を

迎
え
ま
す
。私
は
、伝
統
と
は
革
新
の

連
続
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。先
人
た
ち
は
常
に
新
し

い
考
え
や
技
術
を
取
り
入
れ
、開
発
、

工
夫
や
改
良
、発
明
を
繰
り
返
し
、最

高
峰
と
呼
ば
れ
る
織
物
を
生
み
出
し

て
き
ま
し
た
。革
新
の
積
み
重
ね
こ
そ

が
伝
統
を
つ
く
る
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、

新
し
い
博
多
織
を
創
造
し
て
ま
い
り

ま
す
。

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、最
近
で
は

ネ
ク
タ
イ
や
財
布
な
ど
様
々
な
商
品
が

開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
、博
多

織
の
小
物
や
ギ
フ
ト
製
品
に
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、福
岡
市
西
区
小
戸
に
博

多
織
の
工
房
を
構
え
る「
株
式
会
社 

サ
ヌ
イ
織
物
」で
す
。今
回
は
、3
代
目

社
長
・
讃
井
勝
彦
氏
に
お
話
を
お
伺
い

し
ま
し
た
。

　
我
が
社
の
創
業
は
、1
9
4
9
年

（
昭
和
24
年
）で
す
。同
業
他
社
と
違

う
の
は「
博
多
帯
や
着
物
を
一
切
つ
く

ら
な
い
」と
い
う
点
で
す
。創
業
者
で
あ

る
祖
父
・
勝
雄
の
代
ま
で
は
問
屋
さ
ん

か
ら
の
注
文
で
帯
や
着
物
を
織
っ
て
い

ま
し
た
が
、1
9
6
4
年（
昭
和
39
年
）

に
父・勝
美
が
2
代
目
社
長
を
引
き
継

い
だ
の
を
き
っ
か
け
に
、帯
の
生
産
を
や

め
、小
物
と
い
わ
れ
る
ギ
フ
ト
製
品
に

力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当

時
は
和
装
ブ
ー
ム
で
し
た
の
で
、問
屋

さ
ん
か
ら
の
注
文
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
、

そ
れ
を
織
る
だ
け
で
食
べ
て
い
け
た
の

で
す
が
、父
は「
問
屋
か
ら
言
わ
れ
た

も
の
を
織
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
」

「
自
分
の
織
り
た
い
も
の
を
織
る
」と

い
っ
て
下
請
け
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し

た
。受
注
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、売

り
上
げ
の
大
半
を
占
め
る
帯
の
生
産

を
や
め
て
し
ま
う
の
は
大
変
な
決
断
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
幸
い
に
も
当
時
は
山
陽
新
幹
線
が

博
多
に
開
通
し
た
時
代
で
し
た
の
で
、

お
み
や
げ
に
博
多
織
の
小
物
を
買
い
求

め
る
お
客
様
が
多
く
、お
店
か
ら「
商

品
は
あ
る
だ
け
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い
」と
言
わ
れ
る
程
に
仕
事
は
順
調

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
1
6
0
0
年（
慶
長
5
年
）、黒
田

長
政
が
筑
前
を
領
す
る
よ
う
に
な
り
、

徳
川
幕
府
へ
博
多
織
を
献
上
し
ま

す
。こ
の
品
々
を
総
称
し
て「
定
格
献

上
」と
名
付
け
、博
多
織
元
に「
織
屋

株
」と
称
す
る
特
権
を
与
え
、保
護
と

い
う
名
の
統
制
の
も
と
で
、藩
か
ら
の

需
要
の
み
を
生
産
さ
せ
、献
上
の
風
格

と
希
少
価
値
を
厳
重
に
保
護
し
て
い

き
ま
す
。

　
博
多
織
は
高
級
織
物
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、需
要
に

応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、西
陣
や
桐

生
、米
沢
な
ど
で「
模
造
博
多
織
」が

か
な
り
出
回
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
江
戸
幕
府
の
崩
壊
後
、藩
に
保
護
さ

れ
て
い
た
博
多
織
も
自
由
に
生
産
さ

れ
、1
8
8
5
年（
明
治
18
年
）に
は

ジ
ャ
カ
ー
ド
機
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
年
、松
居
織
工
場
が
袋
帯
を
発

明
。1
8
9
7
年（
明
治
30
年
）に
は

2
4
0
軒
の
博
多
織
屋
が
存
在
し
て

い
ま
し
た
。

　
1
9
0
4
年（
明
治
37
年
）以
降
は

日
露
戦
争
を
境
に
経
済
は
活
気
を
失

い
、さ
ら
に
1
9
4
2
年（
昭
和
17
年
）

企
業
整
備
令
に
よ
り
残
存
し
た
業
者
は

31
名
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。戦
後（
昭

和
30
年
頃
か
ら
）、経
済
復
興
の
中
で

徐
々
に
着
物
が
ブ
ー
ム
と
な
り
業
者
数
、

生
産
数
も
増
加
。1
9
7
5
年（
昭
和

50
年
）の
ピ
ー
ク
時
に
は
1
6
8
軒
、帯

で
約
2
0
0
万
本
の
生
産
数
を
誇
り
、

1
9
7
6
年（
昭
和
51
年
）に
は
国
の
伝

統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、ほ
と
ん
ど
の
博
多
織
製
品

は
機
械
織
で
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
電
子
機
器
も
発

達
し
、ス
ピ
ー
ド
や
繊
細
さ
も
一
昔
前

で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
織
物

が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
博
多
織
」と
い
う
と
帯
や
着
物
の

左.献上柄長財布。収納力があり、使いやすいと好評／右.斜献上ネクタイ。献上柄を斜めに配し、地模様の入ったデザイン 左.にわかシリーズ（写真はポーチ）。他にもパスケースや名刺入れ、小銭入れなどを展開／右.「サヌイ織物」の豊富な商品ラインナップ

1.福岡国際会議場の緞帳／2.トヨ
タ自動車九州 レクサスCT200ｈ 
オリジナルカスタマイズカー「輝
匠」シート及び内装／3.ミスアース
福岡の博多織サッシュ（タスキ）／
4.ユーモデザインの印鑑ケース／
5.福岡県新庁舎展望室「福岡五
大祭り」タペストリー／6.VANS
（ABCマート）特別企画の博多織
×VANSシューズ／7.フィギュアス
ケートグランプリファイナル2013
福岡のメダルリボン

124

3

567

◀◀◀「サヌイ織物」の製作実績

戦
前
か
ら
現
代
ま
で
の

博
多
織

「
サ
ヌ
イ
織
物
」の

社
長
が
語
る
博
多
織

献
上
品
と
し
て
の
博
多
織

異
色
の
博
多
織
メ
ー
カ
ー

讃井社長
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今
年
、製
法
伝
来
か
ら
7
7
7
年
と

い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
博
多

織
。先
染
め
の
糸
を
使
っ
て
細
い

た
て
い
と

経
糸

を
多
く
用
い
、太
い
よ
こ
い
と

緯
糸
を
お
さ筬
で
強
く

打
ち
込
み
、主
に
経
糸
を
浮
か
せ
て
柄

を
織
り
出
す
の
が
特
徴
で
す
。

　
生
地
に
厚
み
や
張
り
が
あ
り
、締
め

た
ら
緩
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
、古
く

は
重
い
刀
を
腰
に
差
す
武
士
の
帯
と
し

て
重
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
博
多
織
を
代
表
す
る
紋
様
で
あ
る

献
上
柄
は
、江
戸
時
代
に
黒
田
長
政
が

幕
府
に
博
多
織
を
献
上
し
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。

　
仏
具
の「
ど
っ 

こ
独
鈷
」と「
は
な
ざ
ら

華
皿
」と
の
結

合
と
中
間
に
縞
を
配
し
た
紋
様
は
、博

多
織
の
始
祖・み

つ  

だ
　
や   

ざ
　   

え    

も
ん

満
田
彌
三
右
衛
門
が
考

案
し
た
と
言
わ
れ
、現
在
で
も
博
多
織

製
品
に
多
く
織
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た「
博
多
」を
象
徴
す
る
柄
と
し
て
、

福
岡
市
営
地
下
鉄
の
博
多
駅
の
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
、福
岡
市
内
の
あ
ち

こ
ち
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
博
多
織
の
歴
史
は
、鎌
倉
時
代
の

1
2
3
5
年（
嘉
禎
元
年
）、博
多
商

人
の
満
田
彌
三
右
衛
門
が
、え
ん 

に 

べ
ん
え
ん

圓
爾
弁
圓

（
後
に
聖
一
国
師
）と
共
に

そ
う宋
へ
向
け

博
多
を
出
発
し
た
こ
と
に
端
を
発
し

ま
す
。宋
に
6
年
間
滞
在
し
た
彌
三

右
衛
門
は
、織
物
、朱
、箔
、素
麺
、

じ
ゃ
こ
う
が
ん

麝
香
丸
の
5
つ
の
製
法
を
修
得
し
、

1
2
4
1
年（
仁
治
2
年
）に
博
多
に

帰
り
ま
す
。

　
彌
三
右
衛
門
は
、こ
れ
ら
の
製
法
を

人
々
に
伝
え
ま
し
た
が
、織
物
の
技
法

だ
け
は
家
伝
と
し
、独
自
の
技
術
を
加

え
、広
東
織
と
称
し
て
い
ま
し
た
。さ
ら

に
2
5
0
年
ほ
ど
後
、満
田
彌
三
右
衛

門
の
子
孫
、み
つ  

だ  

ひ
こ
さ
ぶ
ろ
う

満
田
彦
三
郎
が
み
ん明
に
渡
り
、

織
物
の
技
法
を
研
究
。た

け
わ
か 

と
う 

べ  

え 

竹
若
藤
兵
衛
と

工
法
の
改
良
を
重
ね
、琥
珀
織
の
よ
う
に

生
地
が
厚
く
、模
様
の
浮
き
で
た
厚
地

の
織
物
を
作
り
出
し
ま
し
た
。

　
竹
若
藤
兵
衛
が
織
り
出
し
た
織
物

は
広
東
織
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

で
、地
質
が
非
常
に
硬
い
の
で
、反
物
と

し
て
よ
り
、帯
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

の
方
が
多
く
、寸
法
や
規
格
を
創
製
し

ま
し
た
。

　
こ
れ
が
博
多
帯
の
始
ま
り
で
あ
り
、

そ
の
織
物
は
博
多
の
地
名
を
と
っ
て
、

「  

は  

か  

た  

お
り

覇
家
台
織
」と
名
付
け
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
か
ら
4
8
0
年

ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

　
私
が
社
長
を
継
い
だ
の
は
、

2
0
0
9
年（
平
成
21
年
）、リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
の
後
で
軒
並
み
日
本
経
済
が

落
ち
込
ん
で
い
た
頃
で
し
た
。我
が
社

も
そ
の
影
響
を
受
け
、売
り
上
げ
が
か

な
り
落
ち
ま
し
た
。

　
業
績
が
低
迷
す
る
中
で
、徹
底
的
に

業
務
の
無
駄
を
省
い
た
と
こ
ろ
、同
じ

人
員
と
業
務
で
業
績
は
V
字
回
復
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
社
長
に
就
い
て
か
ら「
福
岡
の
伝
統

工
芸
品
で
あ
る
博
多
織
を
、地
元
福
岡

で
目
に
す
る
機
会
を
増
や
し
た
い
」と

博
多
織
の
施
設「
博
多
織
工
芸
館
」を

開
設
し
ま
し
た
。博
多
織
の
貴
重
な
資

料
を
展
示
し
た
ス
ペ
ー
ス
や
、製
造
工

程
を
見
学
で
き
る
工
房
、直
売
所
な
ど

を
併
設
し
て
い
ま
す
。博
多
織
を
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
施
設
に
な
っ
て
お
り
、お

客
様
か
ら
も
好
評
で
す
。

　
我
が
社
で
は
、博
多
織
の
財
布
や
名

刺
入
れ
、ネ
ク
タ
イ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な

博
多
織
商
品
を
開
発
し
て
い
ま
す
。日

常
的
に
着
物
を
着
る
機
会
が
減
っ
て
い

く
中
で
、伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
博
多

織
の
良
さ
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
博
多
織
は
今
年
で
7
7
7
周
年
を

迎
え
ま
す
。私
は
、伝
統
と
は
革
新
の

連
続
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。先
人
た
ち
は
常
に
新
し

い
考
え
や
技
術
を
取
り
入
れ
、開
発
、

工
夫
や
改
良
、発
明
を
繰
り
返
し
、最

高
峰
と
呼
ば
れ
る
織
物
を
生
み
出
し

て
き
ま
し
た
。革
新
の
積
み
重
ね
こ
そ

が
伝
統
を
つ
く
る
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、

新
し
い
博
多
織
を
創
造
し
て
ま
い
り

ま
す
。

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、最
近
で
は

ネ
ク
タ
イ
や
財
布
な
ど
様
々
な
商
品
が

開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
、博
多

織
の
小
物
や
ギ
フ
ト
製
品
に
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、福
岡
市
西
区
小
戸
に
博

多
織
の
工
房
を
構
え
る「
株
式
会
社 

サ
ヌ
イ
織
物
」で
す
。今
回
は
、3
代
目

社
長
・
讃
井
勝
彦
氏
に
お
話
を
お
伺
い

し
ま
し
た
。

　
我
が
社
の
創
業
は
、1
9
4
9
年

（
昭
和
24
年
）で
す
。同
業
他
社
と
違

う
の
は「
博
多
帯
や
着
物
を
一
切
つ
く

ら
な
い
」と
い
う
点
で
す
。創
業
者
で
あ

る
祖
父
・
勝
雄
の
代
ま
で
は
問
屋
さ
ん

か
ら
の
注
文
で
帯
や
着
物
を
織
っ
て
い

ま
し
た
が
、1
9
6
4
年（
昭
和
39
年
）

に
父・勝
美
が
2
代
目
社
長
を
引
き
継

い
だ
の
を
き
っ
か
け
に
、帯
の
生
産
を
や

め
、小
物
と
い
わ
れ
る
ギ
フ
ト
製
品
に

力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当

時
は
和
装
ブ
ー
ム
で
し
た
の
で
、問
屋

さ
ん
か
ら
の
注
文
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
、

そ
れ
を
織
る
だ
け
で
食
べ
て
い
け
た
の

で
す
が
、父
は「
問
屋
か
ら
言
わ
れ
た

も
の
を
織
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
」

「
自
分
の
織
り
た
い
も
の
を
織
る
」と

い
っ
て
下
請
け
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し

た
。受
注
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、売

り
上
げ
の
大
半
を
占
め
る
帯
の
生
産

を
や
め
て
し
ま
う
の
は
大
変
な
決
断
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
幸
い
に
も
当
時
は
山
陽
新
幹
線
が

博
多
に
開
通
し
た
時
代
で
し
た
の
で
、

お
み
や
げ
に
博
多
織
の
小
物
を
買
い
求

め
る
お
客
様
が
多
く
、お
店
か
ら「
商

品
は
あ
る
だ
け
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い
」と
言
わ
れ
る
程
に
仕
事
は
順
調

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
1
6
0
0
年（
慶
長
5
年
）、黒
田

長
政
が
筑
前
を
領
す
る
よ
う
に
な
り
、

徳
川
幕
府
へ
博
多
織
を
献
上
し
ま

す
。こ
の
品
々
を
総
称
し
て「
定
格
献

上
」と
名
付
け
、博
多
織
元
に「
織
屋

株
」と
称
す
る
特
権
を
与
え
、保
護
と

い
う
名
の
統
制
の
も
と
で
、藩
か
ら
の

需
要
の
み
を
生
産
さ
せ
、献
上
の
風
格

と
希
少
価
値
を
厳
重
に
保
護
し
て
い

き
ま
す
。

　
博
多
織
は
高
級
織
物
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、需
要
に

応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、西
陣
や
桐

生
、米
沢
な
ど
で「
模
造
博
多
織
」が

か
な
り
出
回
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
江
戸
幕
府
の
崩
壊
後
、藩
に
保
護
さ

れ
て
い
た
博
多
織
も
自
由
に
生
産
さ

れ
、1
8
8
5
年（
明
治
18
年
）に
は

ジ
ャ
カ
ー
ド
機
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
年
、松
居
織
工
場
が
袋
帯
を
発

明
。1
8
9
7
年（
明
治
30
年
）に
は

2
4
0
軒
の
博
多
織
屋
が
存
在
し
て

い
ま
し
た
。

　
1
9
0
4
年（
明
治
37
年
）以
降
は

日
露
戦
争
を
境
に
経
済
は
活
気
を
失

い
、さ
ら
に
1
9
4
2
年（
昭
和
17
年
）

企
業
整
備
令
に
よ
り
残
存
し
た
業
者
は

31
名
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。戦
後（
昭

和
30
年
頃
か
ら
）、経
済
復
興
の
中
で

徐
々
に
着
物
が
ブ
ー
ム
と
な
り
業
者
数
、

生
産
数
も
増
加
。1
9
7
5
年（
昭
和

50
年
）の
ピ
ー
ク
時
に
は
1
6
8
軒
、帯

で
約
2
0
0
万
本
の
生
産
数
を
誇
り
、

1
9
7
6
年（
昭
和
51
年
）に
は
国
の
伝

統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、ほ
と
ん
ど
の
博
多
織
製
品

は
機
械
織
で
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
電
子
機
器
も
発

達
し
、ス
ピ
ー
ド
や
繊
細
さ
も
一
昔
前

で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
織
物

が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
博
多
織
」と
い
う
と
帯
や
着
物
の

左.献上柄長財布。収納力があり、使いやすいと好評／右.斜献上ネクタイ。献上柄を斜めに配し、地模様の入ったデザイン 左.にわかシリーズ（写真はポーチ）。他にもパスケースや名刺入れ、小銭入れなどを展開／右.「サヌイ織物」の豊富な商品ラインナップ

1.福岡国際会議場の緞帳／2.トヨ
タ自動車九州 レクサスCT200ｈ 
オリジナルカスタマイズカー「輝
匠」シート及び内装／3.ミスアース
福岡の博多織サッシュ（タスキ）／
4.ユーモデザインの印鑑ケース／
5.福岡県新庁舎展望室「福岡五
大祭り」タペストリー／6.VANS
（ABCマート）特別企画の博多織
×VANSシューズ／7.フィギュアス
ケートグランプリファイナル2013
福岡のメダルリボン

124

3

567

◀◀◀「サヌイ織物」の製作実績

戦
前
か
ら
現
代
ま
で
の

博
多
織

「
サ
ヌ
イ
織
物
」の

社
長
が
語
る
博
多
織

献
上
品
と
し
て
の
博
多
織

異
色
の
博
多
織
メ
ー
カ
ー

讃井社長
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今
年
、製
法
伝
来
か
ら
7
7
7
年
と

い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
博
多

織
。先
染
め
の
糸
を
使
っ
て
細
い

た
て
い
と

経
糸

を
多
く
用
い
、太
い
よ
こ
い
と

緯
糸
を
お
さ筬
で
強
く

打
ち
込
み
、主
に
経
糸
を
浮
か
せ
て
柄

を
織
り
出
す
の
が
特
徴
で
す
。

　
生
地
に
厚
み
や
張
り
が
あ
り
、締
め

た
ら
緩
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
、古
く

は
重
い
刀
を
腰
に
差
す
武
士
の
帯
と
し

て
重
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
博
多
織
を
代
表
す
る
紋
様
で
あ
る

献
上
柄
は
、江
戸
時
代
に
黒
田
長
政
が

幕
府
に
博
多
織
を
献
上
し
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。

　
仏
具
の「
ど
っ 

こ
独
鈷
」と「
は
な
ざ
ら

華
皿
」と
の
結

合
と
中
間
に
縞
を
配
し
た
紋
様
は
、博

多
織
の
始
祖・み

つ  

だ
　
や   

ざ
　   

え    

も
ん

満
田
彌
三
右
衛
門
が
考

案
し
た
と
言
わ
れ
、現
在
で
も
博
多
織

製
品
に
多
く
織
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た「
博
多
」を
象
徴
す
る
柄
と
し
て
、

福
岡
市
営
地
下
鉄
の
博
多
駅
の
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
、福
岡
市
内
の
あ
ち

こ
ち
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
博
多
織
の
歴
史
は
、鎌
倉
時
代
の

1
2
3
5
年（
嘉
禎
元
年
）、博
多
商

人
の
満
田
彌
三
右
衛
門
が
、え
ん 

に 

べ
ん
え
ん

圓
爾
弁
圓

（
後
に
聖
一
国
師
）と
共
に

そ
う宋
へ
向
け

博
多
を
出
発
し
た
こ
と
に
端
を
発
し

ま
す
。宋
に
6
年
間
滞
在
し
た
彌
三

右
衛
門
は
、織
物
、朱
、箔
、素
麺
、

じ
ゃ
こ
う
が
ん

麝
香
丸
の
5
つ
の
製
法
を
修
得
し
、

1
2
4
1
年（
仁
治
2
年
）に
博
多
に

帰
り
ま
す
。

　
彌
三
右
衛
門
は
、こ
れ
ら
の
製
法
を

人
々
に
伝
え
ま
し
た
が
、織
物
の
技
法

だ
け
は
家
伝
と
し
、独
自
の
技
術
を
加

え
、広
東
織
と
称
し
て
い
ま
し
た
。さ
ら

に
2
5
0
年
ほ
ど
後
、満
田
彌
三
右
衛

門
の
子
孫
、み
つ  

だ  

ひ
こ
さ
ぶ
ろ
う

満
田
彦
三
郎
が
み
ん明
に
渡
り
、

織
物
の
技
法
を
研
究
。た

け
わ
か 

と
う 

べ  

え 

竹
若
藤
兵
衛
と

工
法
の
改
良
を
重
ね
、琥
珀
織
の
よ
う
に

生
地
が
厚
く
、模
様
の
浮
き
で
た
厚
地

の
織
物
を
作
り
出
し
ま
し
た
。

　
竹
若
藤
兵
衛
が
織
り
出
し
た
織
物

は
広
東
織
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

で
、地
質
が
非
常
に
硬
い
の
で
、反
物
と

し
て
よ
り
、帯
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

の
方
が
多
く
、寸
法
や
規
格
を
創
製
し

ま
し
た
。

　
こ
れ
が
博
多
帯
の
始
ま
り
で
あ
り
、

そ
の
織
物
は
博
多
の
地
名
を
と
っ
て
、

「  

は  

か  

た  

お
り

覇
家
台
織
」と
名
付
け
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
か
ら
4
8
0
年

ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

　
私
が
社
長
を
継
い
だ
の
は
、

2
0
0
9
年（
平
成
21
年
）、リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
の
後
で
軒
並
み
日
本
経
済
が

落
ち
込
ん
で
い
た
頃
で
し
た
。我
が
社

も
そ
の
影
響
を
受
け
、売
り
上
げ
が
か

な
り
落
ち
ま
し
た
。

　
業
績
が
低
迷
す
る
中
で
、徹
底
的
に

業
務
の
無
駄
を
省
い
た
と
こ
ろ
、同
じ

人
員
と
業
務
で
業
績
は
V
字
回
復
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
社
長
に
就
い
て
か
ら「
福
岡
の
伝
統

工
芸
品
で
あ
る
博
多
織
を
、地
元
福
岡

で
目
に
す
る
機
会
を
増
や
し
た
い
」と

博
多
織
の
施
設「
博
多
織
工
芸
館
」を

開
設
し
ま
し
た
。博
多
織
の
貴
重
な
資

料
を
展
示
し
た
ス
ペ
ー
ス
や
、製
造
工

程
を
見
学
で
き
る
工
房
、直
売
所
な
ど

を
併
設
し
て
い
ま
す
。博
多
織
を
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
施
設
に
な
っ
て
お
り
、お

客
様
か
ら
も
好
評
で
す
。

　
我
が
社
で
は
、博
多
織
の
財
布
や
名

刺
入
れ
、ネ
ク
タ
イ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な

博
多
織
商
品
を
開
発
し
て
い
ま
す
。日

常
的
に
着
物
を
着
る
機
会
が
減
っ
て
い

く
中
で
、伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
博
多

織
の
良
さ
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
博
多
織
は
今
年
で
7
7
7
周
年
を

迎
え
ま
す
。私
は
、伝
統
と
は
革
新
の

連
続
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。先
人
た
ち
は
常
に
新
し

い
考
え
や
技
術
を
取
り
入
れ
、開
発
、

工
夫
や
改
良
、発
明
を
繰
り
返
し
、最

高
峰
と
呼
ば
れ
る
織
物
を
生
み
出
し

て
き
ま
し
た
。革
新
の
積
み
重
ね
こ
そ

が
伝
統
を
つ
く
る
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、

新
し
い
博
多
織
を
創
造
し
て
ま
い
り

ま
す
。

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、最
近
で
は

ネ
ク
タ
イ
や
財
布
な
ど
様
々
な
商
品
が

開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
、博
多

織
の
小
物
や
ギ
フ
ト
製
品
に
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、福
岡
市
西
区
小
戸
に
博

多
織
の
工
房
を
構
え
る「
株
式
会
社 

サ
ヌ
イ
織
物
」で
す
。今
回
は
、3
代
目

社
長
・
讃
井
勝
彦
氏
に
お
話
を
お
伺
い

し
ま
し
た
。

　
我
が
社
の
創
業
は
、1
9
4
9
年

（
昭
和
24
年
）で
す
。同
業
他
社
と
違

う
の
は「
博
多
帯
や
着
物
を
一
切
つ
く

ら
な
い
」と
い
う
点
で
す
。創
業
者
で
あ

る
祖
父
・
勝
雄
の
代
ま
で
は
問
屋
さ
ん

か
ら
の
注
文
で
帯
や
着
物
を
織
っ
て
い

ま
し
た
が
、1
9
6
4
年（
昭
和
39
年
）

に
父・勝
美
が
2
代
目
社
長
を
引
き
継

い
だ
の
を
き
っ
か
け
に
、帯
の
生
産
を
や

め
、小
物
と
い
わ
れ
る
ギ
フ
ト
製
品
に

力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当

時
は
和
装
ブ
ー
ム
で
し
た
の
で
、問
屋

さ
ん
か
ら
の
注
文
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
、

そ
れ
を
織
る
だ
け
で
食
べ
て
い
け
た
の

で
す
が
、父
は「
問
屋
か
ら
言
わ
れ
た

も
の
を
織
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
」

「
自
分
の
織
り
た
い
も
の
を
織
る
」と

い
っ
て
下
請
け
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し

た
。受
注
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、売

り
上
げ
の
大
半
を
占
め
る
帯
の
生
産

を
や
め
て
し
ま
う
の
は
大
変
な
決
断
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
幸
い
に
も
当
時
は
山
陽
新
幹
線
が

博
多
に
開
通
し
た
時
代
で
し
た
の
で
、

お
み
や
げ
に
博
多
織
の
小
物
を
買
い
求

め
る
お
客
様
が
多
く
、お
店
か
ら「
商

品
は
あ
る
だ
け
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い
」と
言
わ
れ
る
程
に
仕
事
は
順
調

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
1
6
0
0
年（
慶
長
5
年
）、黒
田

長
政
が
筑
前
を
領
す
る
よ
う
に
な
り
、

徳
川
幕
府
へ
博
多
織
を
献
上
し
ま

す
。こ
の
品
々
を
総
称
し
て「
定
格
献

上
」と
名
付
け
、博
多
織
元
に「
織
屋

株
」と
称
す
る
特
権
を
与
え
、保
護
と

い
う
名
の
統
制
の
も
と
で
、藩
か
ら
の

需
要
の
み
を
生
産
さ
せ
、献
上
の
風
格

と
希
少
価
値
を
厳
重
に
保
護
し
て
い

き
ま
す
。

　
博
多
織
は
高
級
織
物
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、需
要
に

応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、西
陣
や
桐

生
、米
沢
な
ど
で「
模
造
博
多
織
」が

か
な
り
出
回
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
江
戸
幕
府
の
崩
壊
後
、藩
に
保
護
さ

れ
て
い
た
博
多
織
も
自
由
に
生
産
さ

れ
、1
8
8
5
年（
明
治
18
年
）に
は

ジ
ャ
カ
ー
ド
機
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
年
、松
居
織
工
場
が
袋
帯
を
発

明
。1
8
9
7
年（
明
治
30
年
）に
は

2
4
0
軒
の
博
多
織
屋
が
存
在
し
て

い
ま
し
た
。

　
1
9
0
4
年（
明
治
37
年
）以
降
は

日
露
戦
争
を
境
に
経
済
は
活
気
を
失

い
、さ
ら
に
1
9
4
2
年（
昭
和
17
年
）

企
業
整
備
令
に
よ
り
残
存
し
た
業
者
は

31
名
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。戦
後（
昭

和
30
年
頃
か
ら
）、経
済
復
興
の
中
で

徐
々
に
着
物
が
ブ
ー
ム
と
な
り
業
者
数
、

生
産
数
も
増
加
。1
9
7
5
年（
昭
和

50
年
）の
ピ
ー
ク
時
に
は
1
6
8
軒
、帯

で
約
2
0
0
万
本
の
生
産
数
を
誇
り
、

1
9
7
6
年（
昭
和
51
年
）に
は
国
の
伝

統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、ほ
と
ん
ど
の
博
多
織
製
品

は
機
械
織
で
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
電
子
機
器
も
発

達
し
、ス
ピ
ー
ド
や
繊
細
さ
も
一
昔
前

で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
織
物

が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
博
多
織
」と
い
う
と
帯
や
着
物
の

左上.材料となる絹糸／右上.職人が機械の前に立ち、仕上がりに目を光らせる／下.機械織の工房

博多織工芸館 （株式会社 サヌイ織物）

資料展示資料展示 直売所直売所

：福岡市西区小戸3-51-22
：092-883-7077
：10：00～17：00
：なし（年末年始・お盆除く）
：見学無料
：
福岡都市高速姪浜ランプより約5分（駐車場あり）

姪浜駅よりタクシーで約5分／徒歩約20分
西鉄バス507番で「車両基地前」下車 徒歩約5分

下山門駅よりタクシーで約3分／徒歩約15分
：http://sanui-orimono.co.jp/

住 所
電 話
営業時間
定 休 日
入 館 料
交 通

公式サイト

■

■

■

■

■

■

■

車

地下鉄

J R

福岡都市高速

地下鉄空港線

車両基地前バス停

博多湾

生の松原

小戸公園

至博多
小戸西交差点

博多織工芸館

壱岐橋交差点

旧国道202号至今宿

下山門 姪 浜

姪浜ランプ

十
郎
川

マリノアシティ

姪浜車両基地

福岡市立ヨットハーバー

マリン病院

JR筑肥線

革
新
の
積
み
重
ね
が

伝
統
を
つ
く
る

3
代
目
社
長
に
就
任
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今
年
、製
法
伝
来
か
ら
7
7
7
年
と

い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
た
博
多

織
。先
染
め
の
糸
を
使
っ
て
細
い

た
て
い
と

経
糸

を
多
く
用
い
、太
い
よ
こ
い
と

緯
糸
を
お
さ筬
で
強
く

打
ち
込
み
、主
に
経
糸
を
浮
か
せ
て
柄

を
織
り
出
す
の
が
特
徴
で
す
。

　
生
地
に
厚
み
や
張
り
が
あ
り
、締
め

た
ら
緩
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
、古
く

は
重
い
刀
を
腰
に
差
す
武
士
の
帯
と
し

て
重
用
さ
れ
ま
し
た
。

　
博
多
織
を
代
表
す
る
紋
様
で
あ
る

献
上
柄
は
、江
戸
時
代
に
黒
田
長
政
が

幕
府
に
博
多
織
を
献
上
し
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。

　
仏
具
の「
ど
っ 

こ
独
鈷
」と「
は
な
ざ
ら

華
皿
」と
の
結

合
と
中
間
に
縞
を
配
し
た
紋
様
は
、博

多
織
の
始
祖・み

つ  

だ
　
や   

ざ
　   

え    

も
ん

満
田
彌
三
右
衛
門
が
考

案
し
た
と
言
わ
れ
、現
在
で
も
博
多
織

製
品
に
多
く
織
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た「
博
多
」を
象
徴
す
る
柄
と
し
て
、

福
岡
市
営
地
下
鉄
の
博
多
駅
の
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
な
ど
、福
岡
市
内
の
あ
ち

こ
ち
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
博
多
織
の
歴
史
は
、鎌
倉
時
代
の

1
2
3
5
年（
嘉
禎
元
年
）、博
多
商

人
の
満
田
彌
三
右
衛
門
が
、え
ん 

に 

べ
ん
え
ん

圓
爾
弁
圓

（
後
に
聖
一
国
師
）と
共
に

そ
う宋
へ
向
け

博
多
を
出
発
し
た
こ
と
に
端
を
発
し

ま
す
。宋
に
6
年
間
滞
在
し
た
彌
三

右
衛
門
は
、織
物
、朱
、箔
、素
麺
、

じ
ゃ
こ
う
が
ん

麝
香
丸
の
5
つ
の
製
法
を
修
得
し
、

1
2
4
1
年（
仁
治
2
年
）に
博
多
に

帰
り
ま
す
。

　
彌
三
右
衛
門
は
、こ
れ
ら
の
製
法
を

人
々
に
伝
え
ま
し
た
が
、織
物
の
技
法

だ
け
は
家
伝
と
し
、独
自
の
技
術
を
加

え
、広
東
織
と
称
し
て
い
ま
し
た
。さ
ら

に
2
5
0
年
ほ
ど
後
、満
田
彌
三
右
衛

門
の
子
孫
、み
つ  

だ  

ひ
こ
さ
ぶ
ろ
う

満
田
彦
三
郎
が
み
ん明
に
渡
り
、

織
物
の
技
法
を
研
究
。た

け
わ
か 

と
う 

べ  

え 

竹
若
藤
兵
衛
と

工
法
の
改
良
を
重
ね
、琥
珀
織
の
よ
う
に

生
地
が
厚
く
、模
様
の
浮
き
で
た
厚
地

の
織
物
を
作
り
出
し
ま
し
た
。

　
竹
若
藤
兵
衛
が
織
り
出
し
た
織
物

は
広
東
織
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

で
、地
質
が
非
常
に
硬
い
の
で
、反
物
と

し
て
よ
り
、帯
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

の
方
が
多
く
、寸
法
や
規
格
を
創
製
し

ま
し
た
。

　
こ
れ
が
博
多
帯
の
始
ま
り
で
あ
り
、

そ
の
織
物
は
博
多
の
地
名
を
と
っ
て
、

「  

は  

か  

た  

お
り

覇
家
台
織
」と
名
付
け
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。今
か
ら
4
8
0
年

ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
。

　
私
が
社
長
を
継
い
だ
の
は
、

2
0
0
9
年（
平
成
21
年
）、リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
の
後
で
軒
並
み
日
本
経
済
が

落
ち
込
ん
で
い
た
頃
で
し
た
。我
が
社

も
そ
の
影
響
を
受
け
、売
り
上
げ
が
か

な
り
落
ち
ま
し
た
。

　
業
績
が
低
迷
す
る
中
で
、徹
底
的
に

業
務
の
無
駄
を
省
い
た
と
こ
ろ
、同
じ

人
員
と
業
務
で
業
績
は
V
字
回
復
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
社
長
に
就
い
て
か
ら「
福
岡
の
伝
統

工
芸
品
で
あ
る
博
多
織
を
、地
元
福
岡

で
目
に
す
る
機
会
を
増
や
し
た
い
」と

博
多
織
の
施
設「
博
多
織
工
芸
館
」を

開
設
し
ま
し
た
。博
多
織
の
貴
重
な
資

料
を
展
示
し
た
ス
ペ
ー
ス
や
、製
造
工

程
を
見
学
で
き
る
工
房
、直
売
所
な
ど

を
併
設
し
て
い
ま
す
。博
多
織
を
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
施
設
に
な
っ
て
お
り
、お

客
様
か
ら
も
好
評
で
す
。

　
我
が
社
で
は
、博
多
織
の
財
布
や
名

刺
入
れ
、ネ
ク
タ
イ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な

博
多
織
商
品
を
開
発
し
て
い
ま
す
。日

常
的
に
着
物
を
着
る
機
会
が
減
っ
て
い

く
中
で
、伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
博
多

織
の
良
さ
を
よ
り
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
博
多
織
は
今
年
で
7
7
7
周
年
を

迎
え
ま
す
。私
は
、伝
統
と
は
革
新
の

連
続
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。先
人
た
ち
は
常
に
新
し

い
考
え
や
技
術
を
取
り
入
れ
、開
発
、

工
夫
や
改
良
、発
明
を
繰
り
返
し
、最

高
峰
と
呼
ば
れ
る
織
物
を
生
み
出
し

て
き
ま
し
た
。革
新
の
積
み
重
ね
こ
そ

が
伝
統
を
つ
く
る
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、

新
し
い
博
多
織
を
創
造
し
て
ま
い
り

ま
す
。

イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
す
が
、最
近
で
は

ネ
ク
タ
イ
や
財
布
な
ど
様
々
な
商
品
が

開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。中
で
も
、博
多

織
の
小
物
や
ギ
フ
ト
製
品
に
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、福
岡
市
西
区
小
戸
に
博

多
織
の
工
房
を
構
え
る「
株
式
会
社 

サ
ヌ
イ
織
物
」で
す
。今
回
は
、3
代
目

社
長
・
讃
井
勝
彦
氏
に
お
話
を
お
伺
い

し
ま
し
た
。

　
我
が
社
の
創
業
は
、1
9
4
9
年

（
昭
和
24
年
）で
す
。同
業
他
社
と
違

う
の
は「
博
多
帯
や
着
物
を
一
切
つ
く

ら
な
い
」と
い
う
点
で
す
。創
業
者
で
あ

る
祖
父
・
勝
雄
の
代
ま
で
は
問
屋
さ
ん

か
ら
の
注
文
で
帯
や
着
物
を
織
っ
て
い

ま
し
た
が
、1
9
6
4
年（
昭
和
39
年
）

に
父・勝
美
が
2
代
目
社
長
を
引
き
継

い
だ
の
を
き
っ
か
け
に
、帯
の
生
産
を
や

め
、小
物
と
い
わ
れ
る
ギ
フ
ト
製
品
に

力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当

時
は
和
装
ブ
ー
ム
で
し
た
の
で
、問
屋

さ
ん
か
ら
の
注
文
が
ひ
っ
き
り
な
し
で
、

そ
れ
を
織
る
だ
け
で
食
べ
て
い
け
た
の

で
す
が
、父
は「
問
屋
か
ら
言
わ
れ
た

も
の
を
織
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
」

「
自
分
の
織
り
た
い
も
の
を
織
る
」と

い
っ
て
下
請
け
を
や
め
て
し
ま
い
ま
し

た
。受
注
が
た
く
さ
ん
あ
る
中
で
、売

り
上
げ
の
大
半
を
占
め
る
帯
の
生
産

を
や
め
て
し
ま
う
の
は
大
変
な
決
断
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
幸
い
に
も
当
時
は
山
陽
新
幹
線
が

博
多
に
開
通
し
た
時
代
で
し
た
の
で
、

お
み
や
げ
に
博
多
織
の
小
物
を
買
い
求

め
る
お
客
様
が
多
く
、お
店
か
ら「
商

品
は
あ
る
だ
け
持
っ
て
来
て
く
だ
さ

い
」と
言
わ
れ
る
程
に
仕
事
は
順
調

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　
1
6
0
0
年（
慶
長
5
年
）、黒
田

長
政
が
筑
前
を
領
す
る
よ
う
に
な
り
、

徳
川
幕
府
へ
博
多
織
を
献
上
し
ま

す
。こ
の
品
々
を
総
称
し
て「
定
格
献

上
」と
名
付
け
、博
多
織
元
に「
織
屋

株
」と
称
す
る
特
権
を
与
え
、保
護
と

い
う
名
の
統
制
の
も
と
で
、藩
か
ら
の

需
要
の
み
を
生
産
さ
せ
、献
上
の
風
格

と
希
少
価
値
を
厳
重
に
保
護
し
て
い

き
ま
す
。

　
博
多
織
は
高
級
織
物
と
し
て
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、需
要
に

応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、西
陣
や
桐

生
、米
沢
な
ど
で「
模
造
博
多
織
」が

か
な
り
出
回
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
江
戸
幕
府
の
崩
壊
後
、藩
に
保
護
さ

れ
て
い
た
博
多
織
も
自
由
に
生
産
さ

れ
、1
8
8
5
年（
明
治
18
年
）に
は

ジ
ャ
カ
ー
ド
機
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
同
年
、松
居
織
工
場
が
袋
帯
を
発

明
。1
8
9
7
年（
明
治
30
年
）に
は

2
4
0
軒
の
博
多
織
屋
が
存
在
し
て

い
ま
し
た
。

　
1
9
0
4
年（
明
治
37
年
）以
降
は

日
露
戦
争
を
境
に
経
済
は
活
気
を
失

い
、さ
ら
に
1
9
4
2
年（
昭
和
17
年
）

企
業
整
備
令
に
よ
り
残
存
し
た
業
者
は

31
名
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。戦
後（
昭

和
30
年
頃
か
ら
）、経
済
復
興
の
中
で

徐
々
に
着
物
が
ブ
ー
ム
と
な
り
業
者
数
、

生
産
数
も
増
加
。1
9
7
5
年（
昭
和

50
年
）の
ピ
ー
ク
時
に
は
1
6
8
軒
、帯

で
約
2
0
0
万
本
の
生
産
数
を
誇
り
、

1
9
7
6
年（
昭
和
51
年
）に
は
国
の
伝

統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
現
在
は
、ほ
と
ん
ど
の
博
多
織
製
品

は
機
械
織
で
製
造
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
の
電
子
機
器
も
発

達
し
、ス
ピ
ー
ド
や
繊
細
さ
も
一
昔
前

で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
織
物

が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
博
多
織
」と
い
う
と
帯
や
着
物
の

左上.材料となる絹糸／右上.職人が機械の前に立ち、仕上がりに目を光らせる／下.機械織の工房

博多織工芸館 （株式会社 サヌイ織物）

資料展示資料展示 直売所直売所

：福岡市西区小戸3-51-22
：092-883-7077
：10：00～17：00
：なし（年末年始・お盆除く）
：見学無料
：
福岡都市高速姪浜ランプより約5分（駐車場あり）

姪浜駅よりタクシーで約5分／徒歩約20分
西鉄バス507番で「車両基地前」下車 徒歩約5分

下山門駅よりタクシーで約3分／徒歩約15分
：http://sanui-orimono.co.jp/

住 所
電 話
営業時間
定 休 日
入 館 料
交 通

公式サイト
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車

地下鉄

J R

福岡都市高速

地下鉄空港線

車両基地前バス停

博多湾

生の松原

小戸公園

至博多
小戸西交差点

博多織工芸館

壱岐橋交差点

旧国道202号至今宿

下山門 姪 浜

姪浜ランプ

十
郎
川

マリノアシティ

姪浜車両基地

福岡市立ヨットハーバー

マリン病院

JR筑肥線

革
新
の
積
み
重
ね
が

伝
統
を
つ
く
る

3
代
目
社
長
に
就
任
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