
　
べっ
甲
細
工
は
、赤
道
付
近
に
生
息

す
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
一
種
、タ
イ
マ
イ
の
甲

羅
を
巧
み
に
加
工
、細
工
し
て
作
ら
れ
、

そ
の
美
し
さ
か
ら「
海
の
宝
石
」と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
で
は
6
世
紀
末
頃
に
は
す
で
に

作
ら
れ
、8
世
紀
の
唐
の
時
代
に
な
る

と
盛
ん
に
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。日
本
に
は
奈
良
時
代
、隋
よ
り
小

野
妹
子
が
持
ち
帰
っ
た
皇
室
へ
の
献
上

品
の
中
に
べっ
甲
を
用
い
た
美
術
品
が

あ
り
、奈
良
県
の
正
倉
院
宝
庫
に
最
古

の
べっ
甲
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策

に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
と
中
国
人
に
よ

る
長
崎
一
港
で
の
貿
易
と
な
っ
た
た
め
、

べっ
甲
原
料
を
容
易
に
入
手
で
き
た
長

崎
で
べっ
甲
細
工
は
発
達
し
ま
し
た
。

長
崎
の
花
街
・
丸
山
の
女
性
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
べっ
甲

 

か
ん
ざ
し 

の
簪
を
髪
に
挿
し
て
飾

り
、ま
た
た
く
間
に
京
都
や
江
戸
へ
と

流
行
し
ま
し
た
。当
時
は
、簪
や

く
し櫛
、箸

な
ど
の
べっ
甲
細
工
が
大
名
に
愛
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、庶
民
に
は
高
嶺
の

花
で
し
た
。

　
明
治
時
代
は
外
国
人
向
け
の
み
や

げ
品
と
し
て
人
気
を
集
め
ま
し
た
。戦

後
は
貴
族
か
ら
庶
民
の
も
の
へ
と
変
化

し
、特
に
長
崎
の
観
光
ブ
ー
ム
で
需
要

を
大
幅
に
伸
ば
し
ま
し
た
。

　
現
在
、ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
原

料
で
あ
る
タ
イ
マ
イ
の
輸
入
が
規
制
さ

れ
て
い
る
た
め
、日
本
で
は
材
料
が
手

に
入
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

現
存
す
る
原
料
の
蓄
え
か
ら
の
制
作

と
な
り
、後
継
者
育
成
も
な
か
な
か
難

し
い
の
が
現
状
で
す
。

　「
長
崎
べっ
甲
」と
は
江
戸
時
代
以

降
、長
崎
市
や
諫
早
市
な
ど
を
中
心
に

生
産
さ
れ
て
い
る
工
芸
品
の
こ
と
で
す
。

昨
年
1
月
に
経
済
産
業
省
が
定
め
る

国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。長
崎
県
内
で
は「
波
佐
見
焼
」

「
三
川
内
焼
」が
1
9
7
8
年（
昭
和

53
年
）に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
以

来
、39
年
ぶ
り
3
品
目
と
な
り
ま
す
。

　
日
本
で
最
も
古
い
べっ
甲
店
と
し
て

3
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
長
崎

市
の「
江
崎
べっ
甲
店
」を
訪
ね
、9
代

目
・
江
崎
淑
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
我
が
社
は
1
7
0
9
年（
宝
永
6

年
）に
創
業
し
、世
襲
9
代
、3
0
0

年
以
上
の
伝
統
を
誇
り
、べっ
甲
の
歴

史
と
共
に
歩
み
続
け
て
い
ま
す
。

　
初
代
は
江
崎
清
蔵
と
い
い
、代
々
清

蔵
、清
造
、栄
造
、い
ず
れ
か
の
名
を
襲

名
し
て
い
ま
す
。5
代
目
・
栄
造
は
、

以
上
、こ
の
道
一
筋
に
打
ち
込
ん
で
い

ま
す
。べっ
甲
細
工
の
工
程
は
分
業
で
、

工
程
ご
と
に
熟
練
し
た
職
人
が
腕
を

振
る
い
ま
す
。　

　
工
程
は
、ま
ず
図
案
作
り
か
ら
始
ま

り
、つ
い
で
生
地
選
び
に
な
り
ま
す
。べっ

甲
の
甲
羅
は
、色
、厚
み
な
ど
千
差
万

別
で
す
の
で
、素
材
を
生
か
し
、図
案
に

合
う
も
の
を
こ
こ
で
決
め
ま
す
。こ
の

時
の
模
様
の
生
か
し
具
合
が
、出
来
上

が
り
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。そ
の
た

め
、手
作
り
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
次
に
、原
料
の
上
に
直
に
型
取
り
を

し
て
、の
こ
ぎ
り
で
切
り
抜
き
ま
す
。

「
か
ん
ぎ
り
」や「
き
さ
ぎ
」と
い
う
工

具
を
用
い
て
削
り
、こ
の
あ
と
接
着
を

し
ま
す
。べっ
甲
細
工
で
は
、接
着
す
る

際
に
、接
着
剤
は
一
切
用
い
ま
せ
ん
。

べっ
甲
細
工
が「
水
と
熱
の
芸
術
」と
い

わ
れ
る
所
以
で
す
。

　
接
着
に
は
そ
の
品
物
の
特
徴
に
よ
り

「
焼
き
ご
て
」「
火
ば
し（
ペ
ン
チ
を
大

き
く
し
た
よ
う
な
形
状
）」、「

ま
ん
り
き

万
力
」

の
3
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。い
ず

れ
も
べっ
甲
に
熱
を
加
え
て
接
着
す
る

た
め
の
方
法
で
す
。こ
の
時
の
熱
の
か

け
具
合
が
非
常
に
難
し
く
、熱
過
ぎ
る

と
生
地
を
焦
が
し
て
し
ま
い
、ぬ
る
過

ぎ
る
と
接
着
が
あ
ま
く
、は
が
れ
て
し

ま
い
ま
す
。こ
の
時
の
熱
加
減
は
す
べ

て
職
人
の
勘
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。こ
れ
は
教
え
ら
れ
た
だ
け
で
会
得

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、自
分
で
経
験

1
9
0
0
年（
明
治
33
年
）、宮
内
省

御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。5
代
目
が
当

主
の
時
代
、来
日
さ
れ
た
ロ
シ
ア
皇
帝

ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
が
店
を
訪
れ
、べっ
甲

を
土
産
に
購
入
し〝
親
愛
な
る
江
崎

よ
！
ニ
コ
ラ
イ
！
〞と
直
筆
の
サ
イ
ン
を

残
し
て
い
ま
す
。ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
は

べっ
甲
細
工
を
大
変
気
に
入
ら
れ
、5

代
目
は
ロ
シ
ア
に
招
待
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、日
本
中
か
ら
集
め
た
特
産

品
、美
術
品
を
持
っ
て
日
露
貿
易
視
察

農
商
務
省
嘱
託
と
し
て
ロ
シ
ア
へ
渡

り
、レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
最
初
の
日
本

見
本
市
を
開
き
ま
し
た
。

　
私
の
祖
父
で
あ
る
6
代
目
・
栄
造

は
、1
9
1
3
年（
大
正
2
年
）、新
た

に
宮
内
省
御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。6

代
目
は
画
才
の
あ
る
人
だ
っ
た
よ
う

で
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
江
崎
家
伝
統

の
技
術
の
上
に
不
断
の
研
鑽
を
加
え
、

数
々
の
美
術
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

1
9
1
5
年（
大
正
4
年
）の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
、1
9
3
7
年

（
昭
和
12
年
）の
パ
リ
万
国
博
で
は
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
。そ
の
功
績
が
認
め
ら

れ
、1
9
5
7
年（
昭
和
32
年
）、べっ

甲
業
界
で
唯
一
、無
形
文
化
財
保
持
者

と
な
り
黄
綬
褒
章
も
受
け
ま
し
た
。翌

年
に
は
、長
崎
特
産
べっ
甲
細
工
の
隆

盛
に
努
め
、長
崎
市
の
文
化
と
産
業
の

発
達
に
貢
献
し
た
業
績
で
、市
政
功
労

者
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
細
工
は
、タ
イ
マ
イ
と
い
う
海

亀
の 

せ 

こ
う

背
甲
、は
ら
こ
う

腹
甲
、ツ
メ
と
よ
ば
れ
る
体

の
縁
の
部
分
の
3
カ
所
を
用
い
て
作
ら

れ
ま
す
。背
甲
は
黄
、茶
、黒
色
の
斑
点

模
様
が
特
徴
で
す
が
、黄
色
部
分
が
多

い
も
の
ほ
ど
上
物
と
さ
れ
、特
に
腹
側

の
黄
色（
あ
め
色
）一
色
の
甲
羅
か
ら

作
ら
れ
る
製
品
は
そ
の
希
少
価
値
の
た

め
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
我
が
社
で
は
、現
在
8
名
の
べっ
甲

職
人
が
お
り
、最
も
長
い
者
で
50
年

1937年（昭和12年）、パリ万国博にてグランプリを受賞した作品「鯉」。
6代目・江崎栄造氏作

　
昨
年
、国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定

さ
れ
た「
長
崎
べっ
甲
」。あ
め
色
に
輝
く

べっ
甲
は
、そ
の
美
し
さ
と
希
少
性
か
ら
、

多
く
の
人
を
魅
了
し
て
き
ま
し
た
。今
回

は
、日
本
で
最
も
古
い
べっ
甲
店
と
し
て

3
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
長
崎
市
の

「
江
崎
べっ
甲
店
」9
代
目・江
崎
淑
夫
氏

に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。
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3
0
0
年
以
上
の

伝
統
を
継
ぐ
江
崎
家

長
崎
べっ
甲

を
積
み
、体
得
す
る
よ
り
方
法
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
べっ
甲
細
工
の
魅
力
は
、天
然
素
材

が
持
つ
や
わ
ら
か
な
風
合
い
と
世
界
に

一
つ
だ
け
し
か
な
い
模
様
の
希
少
性
に

あ
り
ま
す
。我
が
社
で
は
、女
性
用
と
し

て
ペ
ン
ダ
ン
ト
、ブ
ロ
ー
チ
、ピ
ア
ス
、髪

止
め
な
ど
、男
性
用
と
し
て
は
タ
イ
止

め
、カ
フ
ス
、ル
ー
プ
タ
イ
、ベ
ル
ト
な
ど

多
彩
な
べっ
甲
商
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
の
素
材
で
あ
る
亀
は
、鶴
と

と
も
に
幸
運
を
呼
ぶ
吉
兆
の
シ
ン
ボ
ル

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
べっ
甲
」も
ま

た
、災
い
か
ら
身
を
守
り
幸
運
を
招
く

「
お
守
り
」と
し
て
昔
か
ら
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。ど
う
ぞ
、世
界
で
一
つ

し
か
な
い
べっ
甲
を
皆
様
の
ご
家
庭
で

も
代
々
受
け
継
い
で
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。我
が
社
で
は
、こ
れ
か
ら
も

伝
統
の
技
術
を
継
承
し
つ
つ
、職
人
と

共
に
今
の
時
代
に
あ
っ
た
新
し
い
商
品

を
作
り
出
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
店
内
に
は
べっ
甲
資
料
館
を
併
設
し

て
お
り
、ガ
ラ
ス
越
し
に
職
人
の
仕
事

風
景
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。長
崎
に

お
越
し
の
際
は
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。

べっ
甲
の
歴
史
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べっ
甲
細
工
は
、赤
道
付
近
に
生
息

す
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
一
種
、タ
イ
マ
イ
の
甲

羅
を
巧
み
に
加
工
、細
工
し
て
作
ら
れ
、

そ
の
美
し
さ
か
ら「
海
の
宝
石
」と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
で
は
6
世
紀
末
頃
に
は
す
で
に

作
ら
れ
、8
世
紀
の
唐
の
時
代
に
な
る

と
盛
ん
に
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。日
本
に
は
奈
良
時
代
、隋
よ
り
小

野
妹
子
が
持
ち
帰
っ
た
皇
室
へ
の
献
上

品
の
中
に
べっ
甲
を
用
い
た
美
術
品
が

あ
り
、奈
良
県
の
正
倉
院
宝
庫
に
最
古

の
べっ
甲
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策

に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
と
中
国
人
に
よ

る
長
崎
一
港
で
の
貿
易
と
な
っ
た
た
め
、

べっ
甲
原
料
を
容
易
に
入
手
で
き
た
長

崎
で
べっ
甲
細
工
は
発
達
し
ま
し
た
。

長
崎
の
花
街
・
丸
山
の
女
性
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
べっ
甲

 

か
ん
ざ
し 

の
簪
を
髪
に
挿
し
て
飾

り
、ま
た
た
く
間
に
京
都
や
江
戸
へ
と

流
行
し
ま
し
た
。当
時
は
、簪
や

く
し櫛
、箸

な
ど
の
べっ
甲
細
工
が
大
名
に
愛
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、庶
民
に
は
高
嶺
の

花
で
し
た
。

　
明
治
時
代
は
外
国
人
向
け
の
み
や

げ
品
と
し
て
人
気
を
集
め
ま
し
た
。戦

後
は
貴
族
か
ら
庶
民
の
も
の
へ
と
変
化

し
、特
に
長
崎
の
観
光
ブ
ー
ム
で
需
要

を
大
幅
に
伸
ば
し
ま
し
た
。

　
現
在
、ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
原

料
で
あ
る
タ
イ
マ
イ
の
輸
入
が
規
制
さ

れ
て
い
る
た
め
、日
本
で
は
材
料
が
手

に
入
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

現
存
す
る
原
料
の
蓄
え
か
ら
の
制
作

と
な
り
、後
継
者
育
成
も
な
か
な
か
難

し
い
の
が
現
状
で
す
。

　「
長
崎
べっ
甲
」と
は
江
戸
時
代
以

降
、長
崎
市
や
諫
早
市
な
ど
を
中
心
に

生
産
さ
れ
て
い
る
工
芸
品
の
こ
と
で
す
。

昨
年
1
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に
経
済
産
業
省
が
定
め
る

国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
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れ
ま

し
た
。長
崎
県
内
で
は「
波
佐
見
焼
」

「
三
川
内
焼
」が
1
9
7
8
年（
昭
和

53
年
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そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
以

来
、39
年
ぶ
り
3
品
目
と
な
り
ま
す
。

　
日
本
で
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も
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甲
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と
し
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3
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
持
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長
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の「
江
崎
べっ
甲
店
」を
訪
ね
、9
代

目
・
江
崎
淑
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
我
が
社
は
1
7
0
9
年（
宝
永
6

年
）に
創
業
し
、世
襲
9
代
、3
0
0

年
以
上
の
伝
統
を
誇
り
、べっ
甲
の
歴

史
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共
に
歩
み
続
け
て
い
ま
す
。

　
初
代
は
江
崎
清
蔵
と
い
い
、代
々
清

蔵
、清
造
、栄
造
、い
ず
れ
か
の
名
を
襲

名
し
て
い
ま
す
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代
目
・
栄
造
は
、

以
上
、こ
の
道
一
筋
に
打
ち
込
ん
で
い

ま
す
。べっ
甲
細
工
の
工
程
は
分
業
で
、

工
程
ご
と
に
熟
練
し
た
職
人
が
腕
を

振
る
い
ま
す
。　

　
工
程
は
、ま
ず
図
案
作
り
か
ら
始
ま

り
、つ
い
で
生
地
選
び
に
な
り
ま
す
。べっ

甲
の
甲
羅
は
、色
、厚
み
な
ど
千
差
万

別
で
す
の
で
、素
材
を
生
か
し
、図
案
に

合
う
も
の
を
こ
こ
で
決
め
ま
す
。こ
の

時
の
模
様
の
生
か
し
具
合
が
、出
来
上

が
り
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。そ
の
た

め
、手
作
り
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
次
に
、原
料
の
上
に
直
に
型
取
り
を

し
て
、の
こ
ぎ
り
で
切
り
抜
き
ま
す
。

「
か
ん
ぎ
り
」や「
き
さ
ぎ
」と
い
う
工

具
を
用
い
て
削
り
、こ
の
あ
と
接
着
を

し
ま
す
。べっ
甲
細
工
で
は
、接
着
す
る

際
に
、接
着
剤
は
一
切
用
い
ま
せ
ん
。

べっ
甲
細
工
が「
水
と
熱
の
芸
術
」と
い

わ
れ
る
所
以
で
す
。

　
接
着
に
は
そ
の
品
物
の
特
徴
に
よ
り

「
焼
き
ご
て
」「
火
ば
し（
ペ
ン
チ
を
大

き
く
し
た
よ
う
な
形
状
）」、「

ま
ん
り
き

万
力
」

の
3
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。い
ず

れ
も
べっ
甲
に
熱
を
加
え
て
接
着
す
る

た
め
の
方
法
で
す
。こ
の
時
の
熱
の
か

け
具
合
が
非
常
に
難
し
く
、熱
過
ぎ
る

と
生
地
を
焦
が
し
て
し
ま
い
、ぬ
る
過

ぎ
る
と
接
着
が
あ
ま
く
、は
が
れ
て
し

ま
い
ま
す
。こ
の
時
の
熱
加
減
は
す
べ

て
職
人
の
勘
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。こ
れ
は
教
え
ら
れ
た
だ
け
で
会
得

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、自
分
で
経
験

1
9
0
0
年（
明
治
33
年
）、宮
内
省

御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。5
代
目
が
当

主
の
時
代
、来
日
さ
れ
た
ロ
シ
ア
皇
帝

ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
が
店
を
訪
れ
、べっ
甲

を
土
産
に
購
入
し〝
親
愛
な
る
江
崎

よ
！
ニ
コ
ラ
イ
！
〞と
直
筆
の
サ
イ
ン
を

残
し
て
い
ま
す
。ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
は

べっ
甲
細
工
を
大
変
気
に
入
ら
れ
、5

代
目
は
ロ
シ
ア
に
招
待
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、日
本
中
か
ら
集
め
た
特
産

品
、美
術
品
を
持
っ
て
日
露
貿
易
視
察

農
商
務
省
嘱
託
と
し
て
ロ
シ
ア
へ
渡

り
、レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
最
初
の
日
本

見
本
市
を
開
き
ま
し
た
。

　
私
の
祖
父
で
あ
る
6
代
目
・
栄
造

は
、1
9
1
3
年（
大
正
2
年
）、新
た

に
宮
内
省
御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。6

代
目
は
画
才
の
あ
る
人
だ
っ
た
よ
う

で
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
江
崎
家
伝
統

の
技
術
の
上
に
不
断
の
研
鑽
を
加
え
、

数
々
の
美
術
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

1
9
1
5
年（
大
正
4
年
）の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
、1
9
3
7
年

（
昭
和
12
年
）の
パ
リ
万
国
博
で
は
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
。そ
の
功
績
が
認
め
ら

れ
、1
9
5
7
年（
昭
和
32
年
）、べっ

甲
業
界
で
唯
一
、無
形
文
化
財
保
持
者

と
な
り
黄
綬
褒
章
も
受
け
ま
し
た
。翌

年
に
は
、長
崎
特
産
べっ
甲
細
工
の
隆

盛
に
努
め
、長
崎
市
の
文
化
と
産
業
の

発
達
に
貢
献
し
た
業
績
で
、市
政
功
労

者
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
細
工
は
、タ
イ
マ
イ
と
い
う
海

亀
の 

せ 

こ
う

背
甲
、は
ら
こ
う

腹
甲
、ツ
メ
と
よ
ば
れ
る
体

の
縁
の
部
分
の
3
カ
所
を
用
い
て
作
ら

れ
ま
す
。背
甲
は
黄
、茶
、黒
色
の
斑
点

模
様
が
特
徴
で
す
が
、黄
色
部
分
が
多

い
も
の
ほ
ど
上
物
と
さ
れ
、特
に
腹
側

の
黄
色（
あ
め
色
）一
色
の
甲
羅
か
ら

作
ら
れ
る
製
品
は
そ
の
希
少
価
値
の
た

め
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
我
が
社
で
は
、現
在
8
名
の
べっ
甲

職
人
が
お
り
、最
も
長
い
者
で
50
年

1937年（昭和12年）、パリ万国博にてグランプリを受賞した作品「鯉」。
6代目・江崎栄造氏作

　
昨
年
、国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定

さ
れ
た「
長
崎
べっ
甲
」。あ
め
色
に
輝
く

べっ
甲
は
、そ
の
美
し
さ
と
希
少
性
か
ら
、

多
く
の
人
を
魅
了
し
て
き
ま
し
た
。今
回

は
、日
本
で
最
も
古
い
べっ
甲
店
と
し
て

3
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
長
崎
市
の

「
江
崎
べっ
甲
店
」9
代
目・江
崎
淑
夫
氏

に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

九州の「地域ブランド」を
ご紹介致します。

FILE No.49
KYUSYU NO IPPIN

長 

崎
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な
が  

さ
き
　
　
　  

こ
う

長
崎
べっ
甲

「江崎べっ甲店」9代目・江崎淑夫氏。
右側は昭和天皇の即位式で使われた御冠台の試作品として作った茶棚

3
0
0
年
以
上
の

伝
統
を
継
ぐ
江
崎
家

長
崎
べっ
甲

を
積
み
、体
得
す
る
よ
り
方
法
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
べっ
甲
細
工
の
魅
力
は
、天
然
素
材

が
持
つ
や
わ
ら
か
な
風
合
い
と
世
界
に

一
つ
だ
け
し
か
な
い
模
様
の
希
少
性
に

あ
り
ま
す
。我
が
社
で
は
、女
性
用
と
し

て
ペ
ン
ダ
ン
ト
、ブ
ロ
ー
チ
、ピ
ア
ス
、髪

止
め
な
ど
、男
性
用
と
し
て
は
タ
イ
止

め
、カ
フ
ス
、ル
ー
プ
タ
イ
、ベ
ル
ト
な
ど

多
彩
な
べっ
甲
商
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
の
素
材
で
あ
る
亀
は
、鶴
と

と
も
に
幸
運
を
呼
ぶ
吉
兆
の
シ
ン
ボ
ル

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
べっ
甲
」も
ま

た
、災
い
か
ら
身
を
守
り
幸
運
を
招
く

「
お
守
り
」と
し
て
昔
か
ら
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。ど
う
ぞ
、世
界
で
一
つ

し
か
な
い
べっ
甲
を
皆
様
の
ご
家
庭
で

も
代
々
受
け
継
い
で
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。我
が
社
で
は
、こ
れ
か
ら
も

伝
統
の
技
術
を
継
承
し
つ
つ
、職
人
と

共
に
今
の
時
代
に
あ
っ
た
新
し
い
商
品

を
作
り
出
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
店
内
に
は
べっ
甲
資
料
館
を
併
設
し

て
お
り
、ガ
ラ
ス
越
し
に
職
人
の
仕
事

風
景
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。長
崎
に

お
越
し
の
際
は
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。

べっ
甲
の
歴
史
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べっ
甲
細
工
は
、赤
道
付
近
に
生
息

す
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
一
種
、タ
イ
マ
イ
の
甲

羅
を
巧
み
に
加
工
、細
工
し
て
作
ら
れ
、

そ
の
美
し
さ
か
ら「
海
の
宝
石
」と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
で
は
6
世
紀
末
頃
に
は
す
で
に

作
ら
れ
、8
世
紀
の
唐
の
時
代
に
な
る

と
盛
ん
に
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。日
本
に
は
奈
良
時
代
、隋
よ
り
小

野
妹
子
が
持
ち
帰
っ
た
皇
室
へ
の
献
上

品
の
中
に
べっ
甲
を
用
い
た
美
術
品
が

あ
り
、奈
良
県
の
正
倉
院
宝
庫
に
最
古

の
べっ
甲
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策

に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
と
中
国
人
に
よ

る
長
崎
一
港
で
の
貿
易
と
な
っ
た
た
め
、

べっ
甲
原
料
を
容
易
に
入
手
で
き
た
長

崎
で
べっ
甲
細
工
は
発
達
し
ま
し
た
。

長
崎
の
花
街
・
丸
山
の
女
性
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
べっ
甲

 

か
ん
ざ
し 

の
簪
を
髪
に
挿
し
て
飾

り
、ま
た
た
く
間
に
京
都
や
江
戸
へ
と

流
行
し
ま
し
た
。当
時
は
、簪
や

く
し櫛
、箸

な
ど
の
べっ
甲
細
工
が
大
名
に
愛
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、庶
民
に
は
高
嶺
の

花
で
し
た
。

　
明
治
時
代
は
外
国
人
向
け
の
み
や

げ
品
と
し
て
人
気
を
集
め
ま
し
た
。戦

後
は
貴
族
か
ら
庶
民
の
も
の
へ
と
変
化

し
、特
に
長
崎
の
観
光
ブ
ー
ム
で
需
要

を
大
幅
に
伸
ば
し
ま
し
た
。

　
現
在
、ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
原

料
で
あ
る
タ
イ
マ
イ
の
輸
入
が
規
制
さ

れ
て
い
る
た
め
、日
本
で
は
材
料
が
手

に
入
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

現
存
す
る
原
料
の
蓄
え
か
ら
の
制
作

と
な
り
、後
継
者
育
成
も
な
か
な
か
難

し
い
の
が
現
状
で
す
。

　「
長
崎
べっ
甲
」と
は
江
戸
時
代
以

降
、長
崎
市
や
諫
早
市
な
ど
を
中
心
に

生
産
さ
れ
て
い
る
工
芸
品
の
こ
と
で
す
。

昨
年
1
月
に
経
済
産
業
省
が
定
め
る

国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。長
崎
県
内
で
は「
波
佐
見
焼
」

「
三
川
内
焼
」が
1
9
7
8
年（
昭
和

53
年
）に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
以

来
、39
年
ぶ
り
3
品
目
と
な
り
ま
す
。

　
日
本
で
最
も
古
い
べっ
甲
店
と
し
て

3
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
長
崎

市
の「
江
崎
べっ
甲
店
」を
訪
ね
、9
代

目
・
江
崎
淑
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
我
が
社
は
1
7
0
9
年（
宝
永
6

年
）に
創
業
し
、世
襲
9
代
、3
0
0

年
以
上
の
伝
統
を
誇
り
、べっ
甲
の
歴

史
と
共
に
歩
み
続
け
て
い
ま
す
。

　
初
代
は
江
崎
清
蔵
と
い
い
、代
々
清

蔵
、清
造
、栄
造
、い
ず
れ
か
の
名
を
襲

名
し
て
い
ま
す
。5
代
目
・
栄
造
は
、

以
上
、こ
の
道
一
筋
に
打
ち
込
ん
で
い

ま
す
。べっ
甲
細
工
の
工
程
は
分
業
で
、

工
程
ご
と
に
熟
練
し
た
職
人
が
腕
を

振
る
い
ま
す
。　

　
工
程
は
、ま
ず
図
案
作
り
か
ら
始
ま

り
、つ
い
で
生
地
選
び
に
な
り
ま
す
。べっ

甲
の
甲
羅
は
、色
、厚
み
な
ど
千
差
万

別
で
す
の
で
、素
材
を
生
か
し
、図
案
に

合
う
も
の
を
こ
こ
で
決
め
ま
す
。こ
の

時
の
模
様
の
生
か
し
具
合
が
、出
来
上

が
り
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。そ
の
た

め
、手
作
り
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
次
に
、原
料
の
上
に
直
に
型
取
り
を

し
て
、の
こ
ぎ
り
で
切
り
抜
き
ま
す
。

「
か
ん
ぎ
り
」や「
き
さ
ぎ
」と
い
う
工

具
を
用
い
て
削
り
、こ
の
あ
と
接
着
を

し
ま
す
。べっ
甲
細
工
で
は
、接
着
す
る

際
に
、接
着
剤
は
一
切
用
い
ま
せ
ん
。

べっ
甲
細
工
が「
水
と
熱
の
芸
術
」と
い

わ
れ
る
所
以
で
す
。

　
接
着
に
は
そ
の
品
物
の
特
徴
に
よ
り

「
焼
き
ご
て
」「
火
ば
し（
ペ
ン
チ
を
大

き
く
し
た
よ
う
な
形
状
）」、「

ま
ん
り
き

万
力
」

の
3
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。い
ず

れ
も
べっ
甲
に
熱
を
加
え
て
接
着
す
る

た
め
の
方
法
で
す
。こ
の
時
の
熱
の
か

け
具
合
が
非
常
に
難
し
く
、熱
過
ぎ
る

と
生
地
を
焦
が
し
て
し
ま
い
、ぬ
る
過

ぎ
る
と
接
着
が
あ
ま
く
、は
が
れ
て
し

ま
い
ま
す
。こ
の
時
の
熱
加
減
は
す
べ

て
職
人
の
勘
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。こ
れ
は
教
え
ら
れ
た
だ
け
で
会
得

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、自
分
で
経
験

1
9
0
0
年（
明
治
33
年
）、宮
内
省

御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。5
代
目
が
当

主
の
時
代
、来
日
さ
れ
た
ロ
シ
ア
皇
帝

ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
が
店
を
訪
れ
、べっ
甲

を
土
産
に
購
入
し〝
親
愛
な
る
江
崎

よ
！
ニ
コ
ラ
イ
！
〞と
直
筆
の
サ
イ
ン
を

残
し
て
い
ま
す
。ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
は

べっ
甲
細
工
を
大
変
気
に
入
ら
れ
、5

代
目
は
ロ
シ
ア
に
招
待
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、日
本
中
か
ら
集
め
た
特
産

品
、美
術
品
を
持
っ
て
日
露
貿
易
視
察

農
商
務
省
嘱
託
と
し
て
ロ
シ
ア
へ
渡

り
、レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
最
初
の
日
本

見
本
市
を
開
き
ま
し
た
。

　
私
の
祖
父
で
あ
る
6
代
目
・
栄
造

は
、1
9
1
3
年（
大
正
2
年
）、新
た

に
宮
内
省
御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。6

代
目
は
画
才
の
あ
る
人
だ
っ
た
よ
う

で
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
江
崎
家
伝
統

の
技
術
の
上
に
不
断
の
研
鑽
を
加
え
、

数
々
の
美
術
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

1
9
1
5
年（
大
正
4
年
）の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
、1
9
3
7
年

（
昭
和
12
年
）の
パ
リ
万
国
博
で
は
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
。そ
の
功
績
が
認
め
ら

れ
、1
9
5
7
年（
昭
和
32
年
）、べっ

甲
業
界
で
唯
一
、無
形
文
化
財
保
持
者

と
な
り
黄
綬
褒
章
も
受
け
ま
し
た
。翌

年
に
は
、長
崎
特
産
べっ
甲
細
工
の
隆

盛
に
努
め
、長
崎
市
の
文
化
と
産
業
の

発
達
に
貢
献
し
た
業
績
で
、市
政
功
労

者
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
細
工
は
、タ
イ
マ
イ
と
い
う
海

亀
の 

せ 

こ
う

背
甲
、は
ら
こ
う

腹
甲
、ツ
メ
と
よ
ば
れ
る
体

の
縁
の
部
分
の
3
カ
所
を
用
い
て
作
ら

れ
ま
す
。背
甲
は
黄
、茶
、黒
色
の
斑
点

模
様
が
特
徴
で
す
が
、黄
色
部
分
が
多

い
も
の
ほ
ど
上
物
と
さ
れ
、特
に
腹
側

の
黄
色（
あ
め
色
）一
色
の
甲
羅
か
ら

作
ら
れ
る
製
品
は
そ
の
希
少
価
値
の
た

め
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
我
が
社
で
は
、現
在
8
名
の
べっ
甲

職
人
が
お
り
、最
も
長
い
者
で
50
年

9代目・江崎淑夫氏

を
積
み
、体
得
す
る
よ
り
方
法
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
べっ
甲
細
工
の
魅
力
は
、天
然
素
材

が
持
つ
や
わ
ら
か
な
風
合
い
と
世
界
に

一
つ
だ
け
し
か
な
い
模
様
の
希
少
性
に

あ
り
ま
す
。我
が
社
で
は
、女
性
用
と
し

て
ペ
ン
ダ
ン
ト
、ブ
ロ
ー
チ
、ピ
ア
ス
、髪

止
め
な
ど
、男
性
用
と
し
て
は
タ
イ
止

め
、カ
フ
ス
、ル
ー
プ
タ
イ
、ベ
ル
ト
な
ど

多
彩
な
べっ
甲
商
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
の
素
材
で
あ
る
亀
は
、鶴
と

と
も
に
幸
運
を
呼
ぶ
吉
兆
の
シ
ン
ボ
ル

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
べっ
甲
」も
ま

た
、災
い
か
ら
身
を
守
り
幸
運
を
招
く

「
お
守
り
」と
し
て
昔
か
ら
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。ど
う
ぞ
、世
界
で
一
つ

し
か
な
い
べっ
甲
を
皆
様
の
ご
家
庭
で

も
代
々
受
け
継
い
で
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。我
が
社
で
は
、こ
れ
か
ら
も

伝
統
の
技
術
を
継
承
し
つ
つ
、職
人
と

共
に
今
の
時
代
に
あ
っ
た
新
し
い
商
品

を
作
り
出
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
店
内
に
は
べっ
甲
資
料
館
を
併
設
し

て
お
り
、ガ
ラ
ス
越
し
に
職
人
の
仕
事

風
景
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。長
崎
に

お
越
し
の
際
は
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。
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べっ
甲
細
工
の
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程

1.加工した甲羅を熱したこてで木型に貼る「押しごて」の作業。打出の小槌や宝船など、
立体的で曲線のある置き物を作る場合に使われる手法（工場長：岳野忠司氏）／2.表面
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べっ
甲
細
工
は
、赤
道
付
近
に
生
息

す
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
一
種
、タ
イ
マ
イ
の
甲

羅
を
巧
み
に
加
工
、細
工
し
て
作
ら
れ
、

そ
の
美
し
さ
か
ら「
海
の
宝
石
」と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
で
は
6
世
紀
末
頃
に
は
す
で
に

作
ら
れ
、8
世
紀
の
唐
の
時
代
に
な
る

と
盛
ん
に
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。日
本
に
は
奈
良
時
代
、隋
よ
り
小

野
妹
子
が
持
ち
帰
っ
た
皇
室
へ
の
献
上

品
の
中
に
べっ
甲
を
用
い
た
美
術
品
が

あ
り
、奈
良
県
の
正
倉
院
宝
庫
に
最
古

の
べっ
甲
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策

に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
と
中
国
人
に
よ

る
長
崎
一
港
で
の
貿
易
と
な
っ
た
た
め
、

べっ
甲
原
料
を
容
易
に
入
手
で
き
た
長

崎
で
べっ
甲
細
工
は
発
達
し
ま
し
た
。

長
崎
の
花
街
・
丸
山
の
女
性
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
べっ
甲

 

か
ん
ざ
し 

の
簪
を
髪
に
挿
し
て
飾

り
、ま
た
た
く
間
に
京
都
や
江
戸
へ
と

流
行
し
ま
し
た
。当
時
は
、簪
や

く
し櫛
、箸

な
ど
の
べっ
甲
細
工
が
大
名
に
愛
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、庶
民
に
は
高
嶺
の

花
で
し
た
。

　
明
治
時
代
は
外
国
人
向
け
の
み
や

げ
品
と
し
て
人
気
を
集
め
ま
し
た
。戦

後
は
貴
族
か
ら
庶
民
の
も
の
へ
と
変
化

し
、特
に
長
崎
の
観
光
ブ
ー
ム
で
需
要

を
大
幅
に
伸
ば
し
ま
し
た
。

　
現
在
、ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
原

料
で
あ
る
タ
イ
マ
イ
の
輸
入
が
規
制
さ

れ
て
い
る
た
め
、日
本
で
は
材
料
が
手

に
入
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

現
存
す
る
原
料
の
蓄
え
か
ら
の
制
作

と
な
り
、後
継
者
育
成
も
な
か
な
か
難

し
い
の
が
現
状
で
す
。

　「
長
崎
べっ
甲
」と
は
江
戸
時
代
以

降
、長
崎
市
や
諫
早
市
な
ど
を
中
心
に

生
産
さ
れ
て
い
る
工
芸
品
の
こ
と
で
す
。

昨
年
1
月
に
経
済
産
業
省
が
定
め
る

国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。長
崎
県
内
で
は「
波
佐
見
焼
」

「
三
川
内
焼
」が
1
9
7
8
年（
昭
和

53
年
）に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
以

来
、39
年
ぶ
り
3
品
目
と
な
り
ま
す
。

　
日
本
で
最
も
古
い
べっ
甲
店
と
し
て

3
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
長
崎

市
の「
江
崎
べっ
甲
店
」を
訪
ね
、9
代

目
・
江
崎
淑
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
我
が
社
は
1
7
0
9
年（
宝
永
6

年
）に
創
業
し
、世
襲
9
代
、3
0
0

年
以
上
の
伝
統
を
誇
り
、べっ
甲
の
歴

史
と
共
に
歩
み
続
け
て
い
ま
す
。

　
初
代
は
江
崎
清
蔵
と
い
い
、代
々
清

蔵
、清
造
、栄
造
、い
ず
れ
か
の
名
を
襲

名
し
て
い
ま
す
。5
代
目
・
栄
造
は
、

以
上
、こ
の
道
一
筋
に
打
ち
込
ん
で
い

ま
す
。べっ
甲
細
工
の
工
程
は
分
業
で
、

工
程
ご
と
に
熟
練
し
た
職
人
が
腕
を

振
る
い
ま
す
。　

　
工
程
は
、ま
ず
図
案
作
り
か
ら
始
ま

り
、つ
い
で
生
地
選
び
に
な
り
ま
す
。べっ

甲
の
甲
羅
は
、色
、厚
み
な
ど
千
差
万

別
で
す
の
で
、素
材
を
生
か
し
、図
案
に

合
う
も
の
を
こ
こ
で
決
め
ま
す
。こ
の

時
の
模
様
の
生
か
し
具
合
が
、出
来
上

が
り
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。そ
の
た

め
、手
作
り
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
次
に
、原
料
の
上
に
直
に
型
取
り
を

し
て
、の
こ
ぎ
り
で
切
り
抜
き
ま
す
。

「
か
ん
ぎ
り
」や「
き
さ
ぎ
」と
い
う
工

具
を
用
い
て
削
り
、こ
の
あ
と
接
着
を

し
ま
す
。べっ
甲
細
工
で
は
、接
着
す
る

際
に
、接
着
剤
は
一
切
用
い
ま
せ
ん
。

べっ
甲
細
工
が「
水
と
熱
の
芸
術
」と
い

わ
れ
る
所
以
で
す
。

　
接
着
に
は
そ
の
品
物
の
特
徴
に
よ
り

「
焼
き
ご
て
」「
火
ば
し（
ペ
ン
チ
を
大

き
く
し
た
よ
う
な
形
状
）」、「

ま
ん
り
き

万
力
」

の
3
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。い
ず

れ
も
べっ
甲
に
熱
を
加
え
て
接
着
す
る

た
め
の
方
法
で
す
。こ
の
時
の
熱
の
か

け
具
合
が
非
常
に
難
し
く
、熱
過
ぎ
る

と
生
地
を
焦
が
し
て
し
ま
い
、ぬ
る
過

ぎ
る
と
接
着
が
あ
ま
く
、は
が
れ
て
し

ま
い
ま
す
。こ
の
時
の
熱
加
減
は
す
べ

て
職
人
の
勘
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。こ
れ
は
教
え
ら
れ
た
だ
け
で
会
得

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、自
分
で
経
験

1
9
0
0
年（
明
治
33
年
）、宮
内
省

御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。5
代
目
が
当

主
の
時
代
、来
日
さ
れ
た
ロ
シ
ア
皇
帝

ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
が
店
を
訪
れ
、べっ
甲

を
土
産
に
購
入
し〝
親
愛
な
る
江
崎

よ
！
ニ
コ
ラ
イ
！
〞と
直
筆
の
サ
イ
ン
を

残
し
て
い
ま
す
。ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
は

べっ
甲
細
工
を
大
変
気
に
入
ら
れ
、5

代
目
は
ロ
シ
ア
に
招
待
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、日
本
中
か
ら
集
め
た
特
産

品
、美
術
品
を
持
っ
て
日
露
貿
易
視
察

農
商
務
省
嘱
託
と
し
て
ロ
シ
ア
へ
渡

り
、レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
最
初
の
日
本

見
本
市
を
開
き
ま
し
た
。

　
私
の
祖
父
で
あ
る
6
代
目
・
栄
造

は
、1
9
1
3
年（
大
正
2
年
）、新
た

に
宮
内
省
御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。6

代
目
は
画
才
の
あ
る
人
だ
っ
た
よ
う

で
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
江
崎
家
伝
統

の
技
術
の
上
に
不
断
の
研
鑽
を
加
え
、

数
々
の
美
術
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

1
9
1
5
年（
大
正
4
年
）の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
、1
9
3
7
年

（
昭
和
12
年
）の
パ
リ
万
国
博
で
は
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
。そ
の
功
績
が
認
め
ら

れ
、1
9
5
7
年（
昭
和
32
年
）、べっ

甲
業
界
で
唯
一
、無
形
文
化
財
保
持
者

と
な
り
黄
綬
褒
章
も
受
け
ま
し
た
。翌

年
に
は
、長
崎
特
産
べっ
甲
細
工
の
隆

盛
に
努
め
、長
崎
市
の
文
化
と
産
業
の

発
達
に
貢
献
し
た
業
績
で
、市
政
功
労

者
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
細
工
は
、タ
イ
マ
イ
と
い
う
海

亀
の 

せ 

こ
う

背
甲
、は
ら
こ
う

腹
甲
、ツ
メ
と
よ
ば
れ
る
体

の
縁
の
部
分
の
3
カ
所
を
用
い
て
作
ら

れ
ま
す
。背
甲
は
黄
、茶
、黒
色
の
斑
点

模
様
が
特
徴
で
す
が
、黄
色
部
分
が
多

い
も
の
ほ
ど
上
物
と
さ
れ
、特
に
腹
側

の
黄
色（
あ
め
色
）一
色
の
甲
羅
か
ら

作
ら
れ
る
製
品
は
そ
の
希
少
価
値
の
た

め
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
我
が
社
で
は
、現
在
8
名
の
べっ
甲

職
人
が
お
り
、最
も
長
い
者
で
50
年

9代目・江崎淑夫氏

を
積
み
、体
得
す
る
よ
り
方
法
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
べっ
甲
細
工
の
魅
力
は
、天
然
素
材

が
持
つ
や
わ
ら
か
な
風
合
い
と
世
界
に

一
つ
だ
け
し
か
な
い
模
様
の
希
少
性
に

あ
り
ま
す
。我
が
社
で
は
、女
性
用
と
し

て
ペ
ン
ダ
ン
ト
、ブ
ロ
ー
チ
、ピ
ア
ス
、髪

止
め
な
ど
、男
性
用
と
し
て
は
タ
イ
止

め
、カ
フ
ス
、ル
ー
プ
タ
イ
、ベ
ル
ト
な
ど

多
彩
な
べっ
甲
商
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
の
素
材
で
あ
る
亀
は
、鶴
と

と
も
に
幸
運
を
呼
ぶ
吉
兆
の
シ
ン
ボ
ル

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
べっ
甲
」も
ま

た
、災
い
か
ら
身
を
守
り
幸
運
を
招
く

「
お
守
り
」と
し
て
昔
か
ら
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。ど
う
ぞ
、世
界
で
一
つ

し
か
な
い
べっ
甲
を
皆
様
の
ご
家
庭
で

も
代
々
受
け
継
い
で
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。我
が
社
で
は
、こ
れ
か
ら
も

伝
統
の
技
術
を
継
承
し
つ
つ
、職
人
と

共
に
今
の
時
代
に
あ
っ
た
新
し
い
商
品

を
作
り
出
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
店
内
に
は
べっ
甲
資
料
館
を
併
設
し

て
お
り
、ガ
ラ
ス
越
し
に
職
人
の
仕
事

風
景
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。長
崎
に

お
越
し
の
際
は
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。
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べっ
甲
細
工
は
、赤
道
付
近
に
生
息

す
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
一
種
、タ
イ
マ
イ
の
甲

羅
を
巧
み
に
加
工
、細
工
し
て
作
ら
れ
、

そ
の
美
し
さ
か
ら「
海
の
宝
石
」と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
で
は
6
世
紀
末
頃
に
は
す
で
に

作
ら
れ
、8
世
紀
の
唐
の
時
代
に
な
る

と
盛
ん
に
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。日
本
に
は
奈
良
時
代
、隋
よ
り
小

野
妹
子
が
持
ち
帰
っ
た
皇
室
へ
の
献
上

品
の
中
に
べっ
甲
を
用
い
た
美
術
品
が

あ
り
、奈
良
県
の
正
倉
院
宝
庫
に
最
古

の
べっ
甲
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策

に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
と
中
国
人
に
よ

る
長
崎
一
港
で
の
貿
易
と
な
っ
た
た
め
、

べっ
甲
原
料
を
容
易
に
入
手
で
き
た
長

崎
で
べっ
甲
細
工
は
発
達
し
ま
し
た
。

長
崎
の
花
街
・
丸
山
の
女
性
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
べっ
甲

 

か
ん
ざ
し 

の
簪
を
髪
に
挿
し
て
飾

り
、ま
た
た
く
間
に
京
都
や
江
戸
へ
と

流
行
し
ま
し
た
。当
時
は
、簪
や

く
し櫛
、箸

な
ど
の
べっ
甲
細
工
が
大
名
に
愛
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、庶
民
に
は
高
嶺
の

花
で
し
た
。

　
明
治
時
代
は
外
国
人
向
け
の
み
や

げ
品
と
し
て
人
気
を
集
め
ま
し
た
。戦

後
は
貴
族
か
ら
庶
民
の
も
の
へ
と
変
化

し
、特
に
長
崎
の
観
光
ブ
ー
ム
で
需
要

を
大
幅
に
伸
ば
し
ま
し
た
。

　
現
在
、ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
原

料
で
あ
る
タ
イ
マ
イ
の
輸
入
が
規
制
さ

れ
て
い
る
た
め
、日
本
で
は
材
料
が
手

に
入
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

現
存
す
る
原
料
の
蓄
え
か
ら
の
制
作

と
な
り
、後
継
者
育
成
も
な
か
な
か
難

し
い
の
が
現
状
で
す
。

　「
長
崎
べっ
甲
」と
は
江
戸
時
代
以

降
、長
崎
市
や
諫
早
市
な
ど
を
中
心
に

生
産
さ
れ
て
い
る
工
芸
品
の
こ
と
で
す
。

昨
年
1
月
に
経
済
産
業
省
が
定
め
る

国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。長
崎
県
内
で
は「
波
佐
見
焼
」

「
三
川
内
焼
」が
1
9
7
8
年（
昭
和

53
年
）に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
以

来
、39
年
ぶ
り
3
品
目
と
な
り
ま
す
。

　
日
本
で
最
も
古
い
べっ
甲
店
と
し
て

3
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
長
崎

市
の「
江
崎
べっ
甲
店
」を
訪
ね
、9
代

目
・
江
崎
淑
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
我
が
社
は
1
7
0
9
年（
宝
永
6

年
）に
創
業
し
、世
襲
9
代
、3
0
0

年
以
上
の
伝
統
を
誇
り
、べっ
甲
の
歴

史
と
共
に
歩
み
続
け
て
い
ま
す
。

　
初
代
は
江
崎
清
蔵
と
い
い
、代
々
清

蔵
、清
造
、栄
造
、い
ず
れ
か
の
名
を
襲

名
し
て
い
ま
す
。5
代
目
・
栄
造
は
、

以
上
、こ
の
道
一
筋
に
打
ち
込
ん
で
い

ま
す
。べっ
甲
細
工
の
工
程
は
分
業
で
、

工
程
ご
と
に
熟
練
し
た
職
人
が
腕
を

振
る
い
ま
す
。　

　
工
程
は
、ま
ず
図
案
作
り
か
ら
始
ま

り
、つ
い
で
生
地
選
び
に
な
り
ま
す
。べっ

甲
の
甲
羅
は
、色
、厚
み
な
ど
千
差
万

別
で
す
の
で
、素
材
を
生
か
し
、図
案
に

合
う
も
の
を
こ
こ
で
決
め
ま
す
。こ
の

時
の
模
様
の
生
か
し
具
合
が
、出
来
上

が
り
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。そ
の
た

め
、手
作
り
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
次
に
、原
料
の
上
に
直
に
型
取
り
を

し
て
、の
こ
ぎ
り
で
切
り
抜
き
ま
す
。

「
か
ん
ぎ
り
」や「
き
さ
ぎ
」と
い
う
工

具
を
用
い
て
削
り
、こ
の
あ
と
接
着
を

し
ま
す
。べっ
甲
細
工
で
は
、接
着
す
る

際
に
、接
着
剤
は
一
切
用
い
ま
せ
ん
。

べっ
甲
細
工
が「
水
と
熱
の
芸
術
」と
い

わ
れ
る
所
以
で
す
。

　
接
着
に
は
そ
の
品
物
の
特
徴
に
よ
り

「
焼
き
ご
て
」「
火
ば
し（
ペ
ン
チ
を
大

き
く
し
た
よ
う
な
形
状
）」、「
ま
ん
り
き

万
力
」

の
3
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。い
ず

れ
も
べっ
甲
に
熱
を
加
え
て
接
着
す
る

た
め
の
方
法
で
す
。こ
の
時
の
熱
の
か

け
具
合
が
非
常
に
難
し
く
、熱
過
ぎ
る

と
生
地
を
焦
が
し
て
し
ま
い
、ぬ
る
過

ぎ
る
と
接
着
が
あ
ま
く
、は
が
れ
て
し

ま
い
ま
す
。こ
の
時
の
熱
加
減
は
す
べ

て
職
人
の
勘
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。こ
れ
は
教
え
ら
れ
た
だ
け
で
会
得

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、自
分
で
経
験

1
9
0
0
年（
明
治
33
年
）、宮
内
省

御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。5
代
目
が
当

主
の
時
代
、来
日
さ
れ
た
ロ
シ
ア
皇
帝

ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
が
店
を
訪
れ
、べっ
甲

を
土
産
に
購
入
し〝
親
愛
な
る
江
崎

よ
！
ニ
コ
ラ
イ
！
〞と
直
筆
の
サ
イ
ン
を

残
し
て
い
ま
す
。ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
は

べっ
甲
細
工
を
大
変
気
に
入
ら
れ
、5

代
目
は
ロ
シ
ア
に
招
待
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、日
本
中
か
ら
集
め
た
特
産

品
、美
術
品
を
持
っ
て
日
露
貿
易
視
察

農
商
務
省
嘱
託
と
し
て
ロ
シ
ア
へ
渡

り
、レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
最
初
の
日
本

見
本
市
を
開
き
ま
し
た
。

　
私
の
祖
父
で
あ
る
6
代
目
・
栄
造

は
、1
9
1
3
年（
大
正
2
年
）、新
た

に
宮
内
省
御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。6

代
目
は
画
才
の
あ
る
人
だ
っ
た
よ
う

で
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
江
崎
家
伝
統

の
技
術
の
上
に
不
断
の
研
鑽
を
加
え
、

数
々
の
美
術
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

1
9
1
5
年（
大
正
4
年
）の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
、1
9
3
7
年

（
昭
和
12
年
）の
パ
リ
万
国
博
で
は
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
。そ
の
功
績
が
認
め
ら

れ
、1
9
5
7
年（
昭
和
32
年
）、べっ

甲
業
界
で
唯
一
、無
形
文
化
財
保
持
者

と
な
り
黄
綬
褒
章
も
受
け
ま
し
た
。翌

年
に
は
、長
崎
特
産
べっ
甲
細
工
の
隆

盛
に
努
め
、長
崎
市
の
文
化
と
産
業
の

発
達
に
貢
献
し
た
業
績
で
、市
政
功
労

者
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
細
工
は
、タ
イ
マ
イ
と
い
う
海

亀
の 

せ 

こ
う

背
甲
、は
ら
こ
う

腹
甲
、ツ
メ
と
よ
ば
れ
る
体

の
縁
の
部
分
の
3
カ
所
を
用
い
て
作
ら

れ
ま
す
。背
甲
は
黄
、茶
、黒
色
の
斑
点

模
様
が
特
徴
で
す
が
、黄
色
部
分
が
多

い
も
の
ほ
ど
上
物
と
さ
れ
、特
に
腹
側

の
黄
色（
あ
め
色
）一
色
の
甲
羅
か
ら

作
ら
れ
る
製
品
は
そ
の
希
少
価
値
の
た

め
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
我
が
社
で
は
、現
在
8
名
の
べっ
甲

職
人
が
お
り
、最
も
長
い
者
で
50
年

を
積
み
、体
得
す
る
よ
り
方
法
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
べっ
甲
細
工
の
魅
力
は
、天
然
素
材

が
持
つ
や
わ
ら
か
な
風
合
い
と
世
界
に

一
つ
だ
け
し
か
な
い
模
様
の
希
少
性
に

あ
り
ま
す
。我
が
社
で
は
、女
性
用
と
し

て
ペ
ン
ダ
ン
ト
、ブ
ロ
ー
チ
、ピ
ア
ス
、髪

止
め
な
ど
、男
性
用
と
し
て
は
タ
イ
止

め
、カ
フ
ス
、ル
ー
プ
タ
イ
、ベ
ル
ト
な
ど

多
彩
な
べっ
甲
商
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
の
素
材
で
あ
る
亀
は
、鶴
と

と
も
に
幸
運
を
呼
ぶ
吉
兆
の
シ
ン
ボ
ル

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
べっ
甲
」も
ま

た
、災
い
か
ら
身
を
守
り
幸
運
を
招
く

「
お
守
り
」と
し
て
昔
か
ら
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。ど
う
ぞ
、世
界
で
一
つ

し
か
な
い
べっ
甲
を
皆
様
の
ご
家
庭
で

も
代
々
受
け
継
い
で
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。我
が
社
で
は
、こ
れ
か
ら
も

伝
統
の
技
術
を
継
承
し
つ
つ
、職
人
と

共
に
今
の
時
代
に
あ
っ
た
新
し
い
商
品

を
作
り
出
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
店
内
に
は
べっ
甲
資
料
館
を
併
設
し

て
お
り
、ガ
ラ
ス
越
し
に
職
人
の
仕
事

風
景
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。長
崎
に

お
越
し
の
際
は
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。

伝
統
を
継
承
し
つ
つ

今
の
時
代
に
あ
っ
た

べっ
甲
細
工
を
提
案

江崎べっ甲店

：長崎市魚の町7-13
：095-821-0328
： 「長崎駅」より車で約5分

「市民会館」電停より徒歩2分
長崎自動車道「長崎IC」より「ながさき出島道路」経由、約15分
長崎自動車道「長崎芒塚IC」より約10分

住 所
電 話
交 通

■

■

■ J  R

長崎電気軌道

車

：9：00～17：00
：なし

営業時間
定 休 日

■

■

1.背甲の上バラフと呼ばれる部分を用いたブローチ。天然素材ならではの美しい模様が特徴／2.あめ色で羽の透明感を出し、胴体の部分に蒔絵を施したブローチ／
3.右から、繊細な透かし彫りに匠の技が光るペンダント、色合いの違ったべっ甲を組み合わせたモザイク調のペンダント／4.和装用品ながら現代的な雰囲気を持つ簪

上.べっ甲の様々な商品が並ぶ店内
下.和洋折衷の建物は国の登録有形文化財に指定。明治時代の建物で、看板は日本語、英語、ロシア語の3カ国表記

1

3

2

4

http://www.ezaki-bekko-ten.co.jp/
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べっ
甲
細
工
は
、赤
道
付
近
に
生
息

す
る
ウ
ミ
ガ
メ
の
一
種
、タ
イ
マ
イ
の
甲

羅
を
巧
み
に
加
工
、細
工
し
て
作
ら
れ
、

そ
の
美
し
さ
か
ら「
海
の
宝
石
」と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
で
は
6
世
紀
末
頃
に
は
す
で
に

作
ら
れ
、8
世
紀
の
唐
の
時
代
に
な
る

と
盛
ん
に
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま

す
。日
本
に
は
奈
良
時
代
、隋
よ
り
小

野
妹
子
が
持
ち
帰
っ
た
皇
室
へ
の
献
上

品
の
中
に
べっ
甲
を
用
い
た
美
術
品
が

あ
り
、奈
良
県
の
正
倉
院
宝
庫
に
最
古

の
べっ
甲
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
、徳
川
幕
府
の
鎖
国
政
策

に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
と
中
国
人
に
よ

る
長
崎
一
港
で
の
貿
易
と
な
っ
た
た
め
、

べっ
甲
原
料
を
容
易
に
入
手
で
き
た
長

崎
で
べっ
甲
細
工
は
発
達
し
ま
し
た
。

長
崎
の
花
街
・
丸
山
の
女
性
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
べっ
甲

 

か
ん
ざ
し 

の
簪
を
髪
に
挿
し
て
飾

り
、ま
た
た
く
間
に
京
都
や
江
戸
へ
と

流
行
し
ま
し
た
。当
時
は
、簪
や

く
し櫛
、箸

な
ど
の
べっ
甲
細
工
が
大
名
に
愛
用
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、庶
民
に
は
高
嶺
の

花
で
し
た
。

　
明
治
時
代
は
外
国
人
向
け
の
み
や

げ
品
と
し
て
人
気
を
集
め
ま
し
た
。戦

後
は
貴
族
か
ら
庶
民
の
も
の
へ
と
変
化

し
、特
に
長
崎
の
観
光
ブ
ー
ム
で
需
要

を
大
幅
に
伸
ば
し
ま
し
た
。

　
現
在
、ワ
シ
ン
ト
ン
条
約
に
よ
り
原

料
で
あ
る
タ
イ
マ
イ
の
輸
入
が
規
制
さ

れ
て
い
る
た
め
、日
本
で
は
材
料
が
手

に
入
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

現
存
す
る
原
料
の
蓄
え
か
ら
の
制
作

と
な
り
、後
継
者
育
成
も
な
か
な
か
難

し
い
の
が
現
状
で
す
。

　「
長
崎
べっ
甲
」と
は
江
戸
時
代
以

降
、長
崎
市
や
諫
早
市
な
ど
を
中
心
に

生
産
さ
れ
て
い
る
工
芸
品
の
こ
と
で
す
。

昨
年
1
月
に
経
済
産
業
省
が
定
め
る

国
の
伝
統
的
工
芸
品
に
指
定
さ
れ
ま

し
た
。長
崎
県
内
で
は「
波
佐
見
焼
」

「
三
川
内
焼
」が
1
9
7
8
年（
昭
和

53
年
）に
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
て
以

来
、39
年
ぶ
り
3
品
目
と
な
り
ま
す
。

　
日
本
で
最
も
古
い
べっ
甲
店
と
し
て

3
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
長
崎

市
の「
江
崎
べっ
甲
店
」を
訪
ね
、9
代

目
・
江
崎
淑
夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
我
が
社
は
1
7
0
9
年（
宝
永
6

年
）に
創
業
し
、世
襲
9
代
、3
0
0

年
以
上
の
伝
統
を
誇
り
、べっ
甲
の
歴

史
と
共
に
歩
み
続
け
て
い
ま
す
。

　
初
代
は
江
崎
清
蔵
と
い
い
、代
々
清

蔵
、清
造
、栄
造
、い
ず
れ
か
の
名
を
襲

名
し
て
い
ま
す
。5
代
目
・
栄
造
は
、

以
上
、こ
の
道
一
筋
に
打
ち
込
ん
で
い

ま
す
。べっ
甲
細
工
の
工
程
は
分
業
で
、

工
程
ご
と
に
熟
練
し
た
職
人
が
腕
を

振
る
い
ま
す
。　

　
工
程
は
、ま
ず
図
案
作
り
か
ら
始
ま

り
、つ
い
で
生
地
選
び
に
な
り
ま
す
。べっ

甲
の
甲
羅
は
、色
、厚
み
な
ど
千
差
万

別
で
す
の
で
、素
材
を
生
か
し
、図
案
に

合
う
も
の
を
こ
こ
で
決
め
ま
す
。こ
の

時
の
模
様
の
生
か
し
具
合
が
、出
来
上

が
り
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。そ
の
た

め
、手
作
り
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
次
に
、原
料
の
上
に
直
に
型
取
り
を

し
て
、の
こ
ぎ
り
で
切
り
抜
き
ま
す
。

「
か
ん
ぎ
り
」や「
き
さ
ぎ
」と
い
う
工

具
を
用
い
て
削
り
、こ
の
あ
と
接
着
を

し
ま
す
。べっ
甲
細
工
で
は
、接
着
す
る

際
に
、接
着
剤
は
一
切
用
い
ま
せ
ん
。

べっ
甲
細
工
が「
水
と
熱
の
芸
術
」と
い

わ
れ
る
所
以
で
す
。

　
接
着
に
は
そ
の
品
物
の
特
徴
に
よ
り

「
焼
き
ご
て
」「
火
ば
し（
ペ
ン
チ
を
大

き
く
し
た
よ
う
な
形
状
）」、「
ま
ん
り
き

万
力
」

の
3
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。い
ず

れ
も
べっ
甲
に
熱
を
加
え
て
接
着
す
る

た
め
の
方
法
で
す
。こ
の
時
の
熱
の
か

け
具
合
が
非
常
に
難
し
く
、熱
過
ぎ
る

と
生
地
を
焦
が
し
て
し
ま
い
、ぬ
る
過

ぎ
る
と
接
着
が
あ
ま
く
、は
が
れ
て
し

ま
い
ま
す
。こ
の
時
の
熱
加
減
は
す
べ

て
職
人
の
勘
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。こ
れ
は
教
え
ら
れ
た
だ
け
で
会
得

で
き
る
も
の
で
は
な
く
、自
分
で
経
験

1
9
0
0
年（
明
治
33
年
）、宮
内
省

御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。5
代
目
が
当

主
の
時
代
、来
日
さ
れ
た
ロ
シ
ア
皇
帝

ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
が
店
を
訪
れ
、べっ
甲

を
土
産
に
購
入
し〝
親
愛
な
る
江
崎

よ
！
ニ
コ
ラ
イ
！
〞と
直
筆
の
サ
イ
ン
を

残
し
て
い
ま
す
。ニ
コ
ラ
イ
皇
太
子
は

べっ
甲
細
工
を
大
変
気
に
入
ら
れ
、5

代
目
は
ロ
シ
ア
に
招
待
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、日
本
中
か
ら
集
め
た
特
産

品
、美
術
品
を
持
っ
て
日
露
貿
易
視
察

農
商
務
省
嘱
託
と
し
て
ロ
シ
ア
へ
渡

り
、レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
最
初
の
日
本

見
本
市
を
開
き
ま
し
た
。

　
私
の
祖
父
で
あ
る
6
代
目
・
栄
造

は
、1
9
1
3
年（
大
正
2
年
）、新
た

に
宮
内
省
御
用
達
と
な
り
ま
し
た
。6

代
目
は
画
才
の
あ
る
人
だ
っ
た
よ
う

で
、江
戸
時
代
か
ら
続
く
江
崎
家
伝
統

の
技
術
の
上
に
不
断
の
研
鑽
を
加
え
、

数
々
の
美
術
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

1
9
1
5
年（
大
正
4
年
）の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
、1
9
3
7
年

（
昭
和
12
年
）の
パ
リ
万
国
博
で
は
グ
ラ

ン
プ
リ
を
受
賞
。そ
の
功
績
が
認
め
ら

れ
、1
9
5
7
年（
昭
和
32
年
）、べっ

甲
業
界
で
唯
一
、無
形
文
化
財
保
持
者

と
な
り
黄
綬
褒
章
も
受
け
ま
し
た
。翌

年
に
は
、長
崎
特
産
べっ
甲
細
工
の
隆

盛
に
努
め
、長
崎
市
の
文
化
と
産
業
の

発
達
に
貢
献
し
た
業
績
で
、市
政
功
労

者
と
し
て
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
細
工
は
、タ
イ
マ
イ
と
い
う
海

亀
の 

せ 

こ
う

背
甲
、は
ら
こ
う

腹
甲
、ツ
メ
と
よ
ば
れ
る
体

の
縁
の
部
分
の
3
カ
所
を
用
い
て
作
ら

れ
ま
す
。背
甲
は
黄
、茶
、黒
色
の
斑
点

模
様
が
特
徴
で
す
が
、黄
色
部
分
が
多

い
も
の
ほ
ど
上
物
と
さ
れ
、特
に
腹
側

の
黄
色（
あ
め
色
）一
色
の
甲
羅
か
ら

作
ら
れ
る
製
品
は
そ
の
希
少
価
値
の
た

め
珍
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
我
が
社
で
は
、現
在
8
名
の
べっ
甲

職
人
が
お
り
、最
も
長
い
者
で
50
年

を
積
み
、体
得
す
る
よ
り
方
法
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
べっ
甲
細
工
の
魅
力
は
、天
然
素
材

が
持
つ
や
わ
ら
か
な
風
合
い
と
世
界
に

一
つ
だ
け
し
か
な
い
模
様
の
希
少
性
に

あ
り
ま
す
。我
が
社
で
は
、女
性
用
と
し

て
ペ
ン
ダ
ン
ト
、ブ
ロ
ー
チ
、ピ
ア
ス
、髪

止
め
な
ど
、男
性
用
と
し
て
は
タ
イ
止

め
、カ
フ
ス
、ル
ー
プ
タ
イ
、ベ
ル
ト
な
ど

多
彩
な
べっ
甲
商
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
べっ
甲
の
素
材
で
あ
る
亀
は
、鶴
と

と
も
に
幸
運
を
呼
ぶ
吉
兆
の
シ
ン
ボ
ル

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
べっ
甲
」も
ま

た
、災
い
か
ら
身
を
守
り
幸
運
を
招
く

「
お
守
り
」と
し
て
昔
か
ら
大
切
に
さ

れ
て
き
ま
し
た
。ど
う
ぞ
、世
界
で
一
つ

し
か
な
い
べっ
甲
を
皆
様
の
ご
家
庭
で

も
代
々
受
け
継
い
で
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。我
が
社
で
は
、こ
れ
か
ら
も

伝
統
の
技
術
を
継
承
し
つ
つ
、職
人
と

共
に
今
の
時
代
に
あ
っ
た
新
し
い
商
品

を
作
り
出
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
店
内
に
は
べっ
甲
資
料
館
を
併
設
し

て
お
り
、ガ
ラ
ス
越
し
に
職
人
の
仕
事

風
景
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。長
崎
に

お
越
し
の
際
は
、ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く

だ
さ
い
。

伝
統
を
継
承
し
つ
つ

今
の
時
代
に
あ
っ
た

べっ
甲
細
工
を
提
案

江崎べっ甲店

：長崎市魚の町7-13
：095-821-0328
： 「長崎駅」より車で約5分

「市民会館」電停より徒歩2分
長崎自動車道「長崎IC」より「ながさき出島道路」経由、約15分
長崎自動車道「長崎芒塚IC」より約10分

住 所
電 話
交 通

■

■

■ J  R

長崎電気軌道

車

：9：00～17：00
：なし

営業時間
定 休 日

■

■

1.背甲の上バラフと呼ばれる部分を用いたブローチ。天然素材ならではの美しい模様が特徴／2.あめ色で羽の透明感を出し、胴体の部分に蒔絵を施したブローチ／
3.右から、繊細な透かし彫りに匠の技が光るペンダント、色合いの違ったべっ甲を組み合わせたモザイク調のペンダント／4.和装用品ながら現代的な雰囲気を持つ簪

上.べっ甲の様々な商品が並ぶ店内
下.和洋折衷の建物は国の登録有形文化財に指定。明治時代の建物で、看板は日本語、英語、ロシア語の3カ国表記

1

3

2

4

http://www.ezaki-bekko-ten.co.jp/
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