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技
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は

道
具
を
残
す
こ
と

又
吉
健
次
郎
さ
ん
が
金
細
工

の
道
に
飛
び
込
ん
だ
の
は
40
歳

の
頃 。
高
齢
に
な
っ
た
誠
睦
さ
ん

の
様
子
に「
せ
っ
か
く
復
元
し
た

技
術
を
途
絶
え
さ
せ
て
い
い
も

th e dreams 

■ 10·10空襲の焼失を逃れ、金細工の伝統をつむいだ
金床と金づち

遂
げ
ま
し
た 。

「
親
父
は
戦
後
し
ば
ら
く
の
間 、

壺
屋
の一
角
に
エ
房
を
構
え
て 、

真
鍮
や
鉄
で
H
用
品
な
ど
を
つ

く
り
生
計
を
立
て
て
い
ま
し
た 。

そ
れ
が
あ
る
と
き 、
壺
屋
を
訪
れ

た
濱
田
先
生
の”
耳”
に
留
ま
り 、

金
づ
ち
の
音
を
聞
い
た
だ
け
で

素
性
と
腕
を
見
抜
か
れ
た
ん
で

す 。
そ
し
て
後
日
か
け
て
下
さ
っ

た
言
菓
が 、
金
細
工
職
人
と
し
て

再
起
を
期
す
き
っ
か
け
に
な
り

ま
し
た 。“
誠
睦
さ
ん 、

あ
な
た

は
こ
こ
に
い
る
人
じ
ゃ
な
い
よ 。

も
う一
度
琉
球
人
に
返
っ
て
く

れ”」 。

の
か
」

と
考
え
る
よ
う
に
な
り 、

跡
継
ぎ
に
な
る
こ
と
を
決
意
し

ま
し
た 。

と
は
い
え
特
に
こ
れ
と
い
っ

て
指
導
を
受
け
る
こ
と
な
く 、
技

の
習
得
は
見
よ
う
見
ま
ね 。
道
具

も
誠
睦
さ
ん
か
ら
引
き
継
ぎ
ま

し
た 。
木
の
切
り
株
に
鋼
鉄
を
差

し
込
み 、
銀
な
ど
の
材
料
を
叩
く

と
き
の
台
に
し
た
金
床（
か
な
ど

こ） 、

サ
イ
ズ
・

形
状
違
い
の
金

づ
ち 、
天
秤
の
原
理
で
材
料
の
重

さ
を
量
る
匁
秤
（
も
ん
め
ば
か

り） 。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
戦
前
か

ら
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り 、

「
10
.

10
空
襲
に
見
舞
わ
れ
た
と

き 、
親
父
は
真
っ
先
に
こ
の
道
具

を
担
い
で
避
難
し
た
そ
う
で
す 。

だ
か
ら
こ
そ 、
琉
球
王
朝
時
代
の

資
料
は
ほ
と
ん
ど
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず 、
戦
後
も

仕
事
を
継
続
で
き 、
後
の
金
細
工

の
再
建
に
も
つ
な
が
り
ま
し

た」 。復
在
し
た
道
具
も
あ
り
ま
す 。

銀
な
ど
の
金
属
の
精
錬・
加
工

は
高
温
下
で
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
が 、
そ
の
た
め
の
火
を
お
こ

す
送
風
器「
ふ
い
ご
」

は 、
誠
睦
さ

ん
自
ら
設
計
図
を
描
き 、
鹿
児
島

県
の
業
者
に
依
頼
し
て
製
作
し

て
も
ら
い
ま
し
た 。
蓋
の
内
側
に

は
誠
睦
さ
ん
が
詠
ん
だ
琉
歌
が

記
さ
れ
て
お
り 、
「
ふ
う
ち
吹
ち

火
ば
な

顔
に
吹
ち
と
ば
ち

芸
ぬ
奥
ふ
か
さ

道
や
あ
ぐ

で」 。
ふ
い
ご
を
使
う
と
火
の
粉
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■
「金細工またよし」7代目の又吉健次郎さんと、入門12年目の弟子の宮城奈津子さん。 「伝統工芸だからデザイン性・創作性は必要なく、
常に一定のものをつくり続ける根気の要る仕事ですが、購入いただいた方の喜ぶ顔を見るとやりがいが高まりますね」と宮城さん

■
「ふいこ」の蓋の内部には誠睦さんが詠んだ琉歌と
製作記録を刻印

琉
球
王
朝
時
代
に
開
花
し
た
4
0
0
年
の
歴
史
を
持
つ
装
飾
品

「
金
細
工」
職
人
と
し
て、
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
法
を
守
り
続
け
る

琉
球
王
朝
時
代
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
で
I
府
御
用
達
の
職

人
が
活
躍
し 、
文
化
の
礎
を
築
い

て
き
ま
し
た 。
今
月
ご
紹
介
す
る

金
細
工
も
そ
の一
っ 。
那
覇
市
首

里
崎
山
町
に
あ
る
「
金
細
工
（
＜

が
に
ぜ
ー
く）
ま
た
よ
し」
で
は 、

7
代
目
の
又
吉
健
次
郎
(
88)
さ

ん
が
現
役
で
工
房
を
営
み 、
5
0

0
年
以
上
に
渡
っ
て
受
け
継
が

れ
て
き
た
技
を
現
在
に
伝
え
て

い
ま
す 。

王
府
の
抱
え
職
人
と
し
て

金•
銀
の
澗
工
品
を
襲
作

「
金
細
工」
の
一
般
的
な
ウ
チ

ナ
ー

読
み
は「
か
ん
ぜ
ー
く
」。
万

国
共
通
の
用
語
で
あ
る「
き
ん
ざ

い
く
」

と
は
若
干
意
味
合
い
が
異

な
り 、
金
属・
金
物
全
般
を
使
っ

た
装
飾
品•
B
用
品
と
そ
の
加

工
技
術
を
指
し
ま
す 。
沖
縄
が
琉

球
だ
っ
た
時
代
に
は 、
首
里
城
の

守
礼
門
近
く
に
多
く
の
金
細
工

の
工
房
が
集
ま
り 、
王
府
の
注
文

を
受
け
て
金
・

銀
そ
の
他
の
貴

金
属
の
装
飾
品
を
製
作
し
て
い

ま
し
た 。
「
金
細
工
ま
た
よ
し
」

が

誕
生
し
た
の
は
16
世
紀
初
め 。
公

式
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
で
は 、
そ
の
歴

が
顔
に
飛
ん
で
く
る 、
金
細
工
の

技
は
奥
が
深
く
て
極
め
に
く
い 、

と
い
う
意
味
で
す 。

「
金
細
工
の
製
品
を
見
て
ほ
し
い

の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が 、
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
道
具
の
こ
と
も

知
っ
て
ほ
し
い」
と
繰
り
返
す
健

次
郎
さ
ん 。
「
私
が
新
し
く
生
み

出
し
た
道
具
は
何―
つ
あ
り
ま

せ
ん 。
技
術
を
継
承
す
る
こ
と
は

道
具
を
残
す
こ
と
だ
と
思
う
か

ら」
と
話
し
て
い
ま
す 。

ジ
ー

フ
ァ
ー 、

霧
指
輯 、
結
び
鑽
輯

3
糧
頸
の
饂
のr
く
が
に
む
ん』

「
金
細
I
ま
た
よ
し」
で
は
琉
球

I
朝
時
代
同
様
に 、
銀
細
工
を
中

心
に
製
作
し
て
い
ま
す 。
数
年
前

に
工
房
名
の
読
み
方
を
「
か
ん

ぜ
ー
く」
か
ら「
く
が
に
ぜ
ー
く
」

に
変
え
た
の
は 、
芥
川
賞
作
家
の

大
城
立
裕
さ
ん
か
ら「
作
っ
て
い

る
の
は
銀
細
工
が
主
だ
け
ど 、
こ

れ
ら
は
紛
れ
も
な
く”
く
が
に
む

ん”
（
黄
金
の
よ
う
に
価
値
あ
る

も
の）
だ
ね
」

と
称
賛
さ
れ
た一

言
が
き
っ
か
け
で
し
た 。

代
表
的
な
作
品
は 、
ジ
ー

フ
ァ
ー 、

房
指
輪 、
結
び
指
輪
の

3
種
類 。
琉
髪
を
留
め
る
た
め
の

か
ん
ざ
し
で
あ
る
ジ
ー

フ
ァ
ー

は 、
形
状
が
シ
ン
プ
ル
な
だ
け
に

一
切
の
妥
協
が
許
さ
れ
ず 、
「
作

れ
ば
作
る
ほ
ど
難
し
さ
を
感
じ

る」
と
健
次
郎
さ
ん
に
言
わ
し
め

る
ほ
ど 。
ま
た
健
次
郎
さ
ん
が
作

る
伝
統
的
な
ジ
ー

フ
ァ
ー
と
現

在
広
く
普
及
し
て
い
る
も
の
で

は
特
に
大
き
さ
に
違
い
が
あ
る

と
い
い 、
「
琉
球
舞
踊
に
『
金
細

工』
と
い
う
演
目
が
あ
る
よ
う

に 、
せ
め
て
古
典
芸
能
の
舞
台
で

は
昔
な
が
ら
の
ジ
ー

フ
ァ
ー

を

使
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な

い
か」
と
考
え
て
い
る
そ
う
で

す 。琉
球
王
朝
時
代
に
婚
礼
指
輪

と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
房
指
輪

と 、
2
本
の
銀
線
を
結
ん
で
つ
く

ら
れ
る
結
び
指
輪
は 、
戦
後
の
民

藝
運
動
に
携
わ
っ
て
い
た
濱
田

庄
司
氏
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も

と
に
先
代
が
復
在
し
た
も
の 。
一

昨
年
に
引
退
し
た
安
室
奈
美
恵

さ
ん
に
県
民
栄
誉
賞
が
贈
ら
れ

た
際
に
は 、
こ
の
房
指
輪
と
ジ
ー

フ
ァ
ー

が一
緒
に
贈
呈
さ
れ
ま

し
た 。記

念
品・
贈
答
品
と
し
て
の

引
き
合
い
も
多
く 、
「
く
が
に
む

ん
の
銀
細
I
」

と
は
ま
さ
に
的
を ■6代目の誠睦さんから受け継いだ道具の数々。 ■又吉さんと宮城さんは横並びで作業します。 ■ 「私個人ではなく、幾多の金・銀細工を

正面の木製の箱が 「ふいこ」 正座ではなく 「あぐら」が金細工の正しい姿勢生み出す道具を見てほしい」と又吉さん

一乏ご/�/’冨
■工房内のソヨ ーケースに並んだ房指輪（左）とジ—ファ ー（中）。

はるか戦前に作られたような有志からの寄贈品も展示されています

史
が
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す 。

「
ま
た
よ
し
の
初
代
は
首
里
王
府

の
命
に
よ
り
現
在
の
中
国
に
留

学
し 、
金
細
工
の
技
術
を
修
得
し

ま
し
た 。
そ
の
た
め
『
唐
行
き
又

吉・
ト
ー

チ
ま
た
よ
し』
と
呼
ば

れ
て
い
た
記
録
が
あ
り
ま
す 。

代
々
又
吉
家
は
王
府
の
抱
え
職

人
と
し
て
筑
登
之
親
雲
上（
ち
く

ど
ぅ

ん
ペ
ー

ち
ん）
の
位
を
も
ら

い
守
礼
の
門
近
く
で
勤
め
て
い

ま
し
た 。
王
家 、
士
族
の
注
文
控

え
帳
は
厚
さ
10
c
m
ほ
ど
の
分

厚
い
も
の
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す」 。

7
代
目
の
当
主
・

又
吉
健
次

郎
さ
ん
の
話
に
よ
る
と 、
「
金（
き

ん）
を
使
う
の
は
王
族
用
の
装
飾

品
に
限
ら
れ 、
他
の
上
級
士
族
に

納
め
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
が
銀

細
工
で
し
た」
と
の
こ
と 。
鉄
や

銅
を
用
い
た
庶
民
向
け
の
日
用

品
な
ど
は 、
主
に
町
の
鍛
冶
屋
が

担
っ
て
い
ま
し
た 。

そ
ん
な
由
緒
あ
る
金
細
工
も 、

明
治
時
代
に
入
る
と
社
会
構
造

の
変
化
に
よ
り
徐
々
に
衰
退
し 、

先
の
大
戦
で
は
多
く
の
貴
重
な

道
具
や
資
料
が
焼
失 。
戦
後
の
動

乱
と
相
ま
っ
て 、
伝
統
の
道
は
完

全
に
途
絶
え
そ
う
に
な
り
ま
し

た
が 、
人
間
国
宝
の
陶
芸
家・
濱

田
庄
司
氏
ら
の
力
添
え
も
あ
り 、

健
次
郎
さ
ん
の
父
親
で
6
代
目

の
先
代・
誠
睦
（
せ
い
ぼ
く）
さ

ん
が
1
9
6
0
年
代
に
復
元
を

射
た
表
現
で
す
が 、
「
こ
こ
に
は

又
吉
健
次
郎
の
作
品
は
あ
り
ま

せ
ん 。
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た

技
法
を
忠
実
に
再
現
す
る
の
が

私
の
使
命
で
す
か
ら」
と
話
す
健

次
郎
さ
ん 。
カ
ン
カ
カ
ー
ン
と
リ

ズ
ミ
カ
ル
な
音
を
響
か
せ
な
が

ら 、
「
こ
う
し
て
金
づ
ち
を
叩
い

て
い
る
と 、
親
父
と
対
話
し
て
い

る
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す 。
ま
だ

ま
だ
だ 、

も
っ
と
技
術
を
磨
け 、

と
い
っ
た
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

な
気
が
し
て 。
い
つ
の
日
か 、

よ

し 、
一
人
前
に
な
っ
た
な 、
と
言

わ
れ
た
ら 、
そ
の
と
き
に
初
め
て

7
代
目
を
名
乗
れ
る
と
思
っ
て

い
ま
す」 。

ト
ー

カ
チ
の
年
齢
を
過
ぎ
て

な
お 、
「
正
座
だ
と
力
が
入
ら
な

い
か
ら」
と
工
房
の
作
業
場
に
あ

ぐ
ら
を
か
き 、
今
日
も
製
作
に
勤

し
ん
で
い
ま
す 。
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