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雨
を
楽
し
む
傘
文
化
を
提
供
し
た
い

―
―
福
井
洋
傘
の
「
ま
ね
さ
れ
な
い
も
の
づ
く
り
」

か
つ
て
洋
傘
の
メ
ー
カ
ー
が
ひ
し
め
い
て
い
た
福
井
県
。
洋
傘
の
生
産
拠
点
が
海
外

へ
と
移
る
な
か
、「
日
本
か
ら
洋
傘
づ
く
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
廃
業
を
踏
み

止
ま
っ
た
企
業
が
あ
る
。
株
式
会
社
福
井
洋
傘
だ
。
採
算
を
度
外
視
し
て
顧
客
の
ニ

ー
ズ
に
こ
た
え
る
も
の
づ
く
り
が
評
価
さ
れ
、
今
は
高
級
洋
傘
メ
ー
カ
ー
と
し
て
名

を
馳
せ
る
。「
五
感
で
傘
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う
橋
本
肇
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

雨に寄り添う傘　傘人 1
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フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム

と
し
て
愛
用
で
き
る
傘

　

1
本
の
平
均
単
価
が
3
万
7 

0 

0 

0
円
。

消
耗
品
で
は
な
く
、
長
く
使
い
つ
づ
け
た

い
愛
用
品
と
し
て
傘
を
楽
し
む
人
た
ち
に

強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
洋
傘
メ
ー
カ
ー
が

福
井
市
に
あ
る
。
代
表
取
締
役
社
長
の
橋

本
肇
さ
ん
が
「
雨
除
け
の
道
具
は
売
ら
な

い
。
売
る
の
は
文
化
と
し
て
の
傘
」
と
強

調
す
る
株
式
会
社
福
井
洋
傘
だ
。

　

伝
統
を
現
代
に
甦
ら
せ
た
、
曹
洞
宗
総

本
山
永
平
寺
ご
用
達
の
蛇
の
目
洋
傘
、
大

島
紬
や
友
禅
な
ど
希
少
な
職
人
技
と
手
を

携
え
た
最
高
級
傘
、
華
や
か
で
繊
細
な
浮

き
織
や
刺
繍
を
あ
し
ら
っ
た
雨
傘
、
日
傘
。

　

そ
れ
は
デ
ザ
イ
ン
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

強
さ
と
軽
さ
を
同
時
に
実
現
す
る
た
め
、

ふ
つ
う
は
傘
骨
に
ス
テ
ン
レ
ス
を
使
う
と

こ
ろ
、
カ
ー
ボ
ン
や
炭
素
繊
維
を
用
い
る
。

ジ
ョ
イ
ン
ト
部
に
チ
タ
ン
を
使
っ
た
傘
も

あ
る
。
持
ち
手
と
な
る
手
元
は
、
身
体
が

不
自
由
な
人
も
使
い
や
す
い
形
状
を
工
夫

し
、
手
首
に
通
せ
ば
置
き
忘
れ
防
止
に
も

な
る
革
製
の
輪
が
付
く
。

　

多
様
な
形
状
の
木
製
手
元
や
石い

し
づ突

き

（
洋
傘
の
頭
部
）
を
小
ロ
ッ
ト
で
も
製
造
可

能
な
特
許
技
術
の
3 

D
切
削
加
工
マ
シ
ン

を
保
有
し
、
ロ
ケ
ッ
ト
や
旅
客
機
の
素
材

と
な
る
炭
素
繊
維
ま
で
自
社
製
造
す
る
傘

メ
ー
カ
ー
な
ど
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
海
外
に
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
も
応
じ
る
「
一
生
も

の
の
傘
」
な
の
で
、
服
や
靴
と
同
じ
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
ア
イ
テ
ム
と
考
え
れ
ば
、
傘
1

本
に
4
〜
5
万
円
か
け
る
の
も
特
段
に
意

外
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
る
。
顧
客
の

9
割
が
女
性
で
数
本
併
用
す
る
人
が
多
い

と
い
う
。
優
美
な
フ
ォ
ル
ム
を
支
え
る
精

緻
で
頑
丈
な
仕
上
が
り
。
福
井
洋
傘
の
製

品
を
手
に
す
る
と
、
た
し
か
に
豊
か
な
文

化
を
実
感
で
き
る
。

顧
客
の
要
望
を
取
り
入
れ
た

結
果
と
し
て
の
高
い
品
質

　

福
井
洋
傘
の
創
業
は
1 

9 

7 

2
年
（
昭

和
47
）。
県
の
農
業
委
員
を
務
め
て
い
た
橋

本
平
吉
会
長
が
、
農
閑
期
の
事
業
と
し
て

大
阪
の
洋
傘
メ
ー
カ
ー
を
誘
致
し
、
そ
の

下
請
け
か
ら
出
発
し
た
。
業
績
は
順
調
に

推
移
し
た
が
、
や
が
て
安
価
な
品
が
市
場

を
席
巻
し
、
洋
傘
業
界
の
生
産
は
海
外
へ

シ
フ
ト
。
高
品
質
の
傘
に
特
化
し
て
い
た

同
社
は
最
後
ま
で
生
き
残
っ
た
も
の
の
、

借
金
し
て
工
場
を
建
て
た
直
後
に
頼
み
の

綱
の
取
引
先
が
海
外
生
産
に
踏
み
切
り
、

に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
い
か
な
く
な
っ
た
。

　

音
響
工
学
を
学
び
地
元
の
放
送
局
系
列

の
会
社
で
働
い
て
い
た
橋
本
肇
さ
ん
は
1 

9 

8 

9
年
（
平
成
元
）、
あ
る
使
命
感
を
抱

い
て
家
業
に
戻
る
。

「
お
や
じ
は
廃
業
す
る
つ
も
り
で
し
た
。

で
も
ち
ょ
っ
と
待
て
、
と
。
ウ
チ
が
消
え

右：奄美大島の特産品「大島紬」を傘生地に用いた最高
級品。光が射しこむことによって、さらに表情が豊かになる。
大島紬以外の織物、染め物も扱っているのは、日本の文化
を支える職人の技を次代につなぎたいとの思いから

（独特な手元の説明をする橋本さん）ループ状になった革製の手元は手首
に引っかけて使う。手に障がいがある人や筋力が衰えた人のことを考えて
考案した

ロケットや旅客機の素材となる炭素繊維を用いた傘骨。軽いうえに抜群の
強度を誇る。自社の専用工場で製造する

橋本 肇 さん
はしもと はじめ

株式会社 福井洋傘　代表取締役社長

音響工学を学び、地元・福井の放送局系列の会社に勤務したのち家業を
継ぐ。ハイセンスな高級洋傘を製造・販売。売れ筋のオリジナル高級傘
は1本 3万円から5万円するが、全工程を手作業で丁寧に仕上げるもの
づくりが評価され、販路は順調に拡大している。
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る
と
実
質
、
日
本
か
ら
洋
傘
づ
く
り
が
な

く
な
る
。
と
ど
め
を
さ
し
た
く
は
な
い
。

幸
い
先
祖
か
ら
頂
い
た
土
地
と
家
、
田
畑

も
井
戸
水
も
あ
る
。
最
低
限
、
生
き
て
は

い
け
る
。
こ
こ
は
背
水
の
陣
を
敷
こ
う
、

と
」

　

選
ん
だ
道
は
、
定
評
あ
る
自
社
の
高
い

技
術
力
と
、
繊
維
や
眼
鏡
フ
レ
ー
ム
な
ど

福
井
の
地
場
産
業
の
特
長
を
活
か
し
、
愚

直
な
ま
で
国
産
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
だ
。
橋

本
さ
ん
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
儲
か
ら
な
い

か
ら
誰
も
ま
ね
し
な
い
シ
ス
テ
ム
」
を
め

ざ
し
、
効
率
と
利
益
を
求
め
て
海
外
へ
出

る
洋
傘
業
界
の
趨
勢
の
真
逆
を
行
っ
た
。

　

だ
が
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
受
け
入
れ
ら

れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
百
貨
店
の
特
産
品

フ
ェ
ア
な
ど
へ
出
品
し
て
も
「
縫
製
が
違

う
と
い
う
け
れ
ど
、
他
の
安
い
傘
で
も
べ

つ
に
雨
漏
り
し
な
い
で
し
ょ
。
な
ん
で
高

い
の
？
」
と
質た

だ

さ
れ
言
葉
に
窮
し
た
。

　

そ
こ
で
「
ど
ん
な
傘
な
ら
買
っ
て
頂
け

る
の
で
す
か
？
」
と
顧
客
に
聞
く
こ
と
か

ら
仕
切
り
直
し
た
。
こ
れ
が
今
の
福
井
洋

傘
の
原
点
だ
。「
も
っ
と
強
く
、
軽
く
、
使

い
や
す
く
、
と
い
っ
た
お
客
さ
ま
の
要
望

を
反
映
し
て
い
く
う
ち
、
結
果
的
に
材
質

や
手
間
が
ど
ん
ど
ん
高
度
化
し
て
い
き
、

お
の
ず
と
当
初
の
平
均
単
価
1
万
円
レ
ベ

ル
を
超
え
て
い
ま
し
た
」
と
橋
本
さ
ん
。

　

採
算
を
度
外
視
し
て
ま
で
要
望
に
こ
た

え
る
徹
底
し
た
顧
客
志
向
が
、
傘
に
文
化

を
求
め
る
潜
在
需
要
を
掘
り
起
こ
し
た
。

高
級
車
に
ふ
さ
わ
し
い
傘
、

鼓
の
よ
う
な
雨
音
を
楽
し
む
傘

　

内
装
の
本
革
シ
ー
ト
が
水
気
を
嫌
う
高

級
車
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
群
に
採
用
さ
れ
た

傘
「
ヌ
レ
ン
ザ
」
も
顧
客
志
向
の
産
物
だ
。

2 

0 

0 

4
年
に
福
井
商
工
会
議
所
が
消
費

者
の
要
望
を
起
点
に
地
場
産
業
を
振
興
し

よ
う
と
「
苦
情
・
ク
レ
ー
ム
博
覧
会
」
を

開
催
。
そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
「
電
車
内
で

傘
の
水
滴
に
濡
れ
る
の
が
イ
ヤ
」
と
の
声

に
こ
た
え
た
。
生
地
に
塗
布
す
る
撥
水
剤

の
開
発
に
は
巨
額
の
投
資
が
必
要
と
わ
か

り
、
撥
水
性
の
あ
る
生
地
を
地
元
の
繊
維

メ
ー
カ
ー
と
開
発
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

だ
が
、
布
地
の
撥
水
性
と
耐
水
圧
（
水

の
染
み
込
み
を
防
ぐ
能
力
）
を
両
方
高
め
る
の

は
、
技
術
的
に
難
し
い
。
1
年
ほ
ど
試
行

錯
誤
を
繰
り
返
し
、
極
細
の
糸
で
織
っ
た

超
高
密
度
の
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
生
地
を
使
う

こ
と
で
克
服
。
そ
れ
を
使
っ
て
実
現
し
た

の
が
ヌ
レ
ン
ザ
（
福
井
弁
で
「
濡
れ
な
い
よ
」

の
意
味
）
な
の
だ
。

　

福
井
洋
傘
の
製
品
に
は
、
音
響
の
プ
ロ

だ
っ
た
橋
本
さ
ん
な
ら
で
は
の
こ
だ
わ
り

も
活
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
雨
音
を

楽
し
め
る
傘
。
鼓
の
響
き
の
よ
う
な
ポ
ン
、

ポ
ン
と
い
う
音
色
が
耳
に
心
地
よ
い
。

「
ス
ピ
ー
カ
ー
と
同
じ
で
、
生
地
が
張
っ

て
い
て
構
造
に
ひ
ず
み
が
な
け
れ
ば
、
確

実
に
そ
の
傘
は
き
れ
い
な
音
を
出
し
ま
す
。

左ページ：水を受ける「蛇の目洋傘」。傘の下にい
ると、鼓のような快い音が聞こえた

傘生地を指ではじき、張り具合を確かめる橋本さん。雨が降ったときにき
れいな音が出るかどうかは、傘生地とその張り具合で決まる

若い従業員に上ろくろの縫い方を指導する橋本さんの母親（左）。橋本
さんが「魔法の手」と呼ぶほどの技術が、仕事を通じて次の世代に受け
継がれている

反物を傘の小間（こま）の形に合わせて「裁ち型（たちがた）」で裁断。
裁ち型はすべて手づくりで、驚くほどたくさんの種類があった

傘用のミシンで傘生地を縫う従業員たち。縫いのピッチや強度など技術と
細かな調整が必要
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張
り
す
ぎ
て
も
た
る
み
す
ぎ
て
も
ダ
メ
。

針
の
塩あ

ん
ば
い梅

一
つ
で
音
の
高
低
が
変
わ
り
ま

す
」

　

水
琴
窟
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
水
音

は
人
に
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
。
た
ま
に
は

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
雨
音
に
耳
を
傾
け
て
み
る

の
も
い
い
。
さ
ら
に
、
傘
を
使
う
と
き
に

は
音
だ
け
で
な
く
、
五
感
を
総
動
員
し
て

味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
橋
本
さ
ん
は
願
う
。

「
傘
を
持
っ
た
と
き
の
手
元
の
触
感
、
光

が
射
し
た
と
き
に
変
わ
る
生
地
の
色
彩
、

そ
し
て
雨
の
匂
い
。
音
を
含
め
て
こ
う
い

う
も
の
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
た
と
き
『
雨
っ

て
楽
し
い
』
と
思
っ
て
も
ら
え
る
は
ず
で

す
か
ら
」

日
本
で
熟
成
し
た
傘
文
化
を

伝
道
し
世
界
に
発
信
し
た
い

　

4
年
前
か
ら
、
百
貨
店
の
バ
イ
ヤ
ー
と

顧
客
の
投
票
に
よ
る
審
査
で
傘
デ
ザ
イ
ン

コ
ン
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
い
る
。
デ
ザ
イ

ン
科
の
学
生
な
ど
応
募
者
は
毎
年
5 

0 

0

人
近
い
。
受
賞
作
品
は
1
年
間
か
け
て
製

品
化
。「
実
現
が
難
し
い
も
の
ほ
ど
受
賞
す

る
の
で
原
価
割
れ
し
て
、
つ
く
れ
ば
つ
く

る
ほ
ど
赤
字
に
」
と
橋
本
さ
ん
は
苦
笑
す

る
が
、
こ
れ
も
ま
た
間
接
的
に
顧
客
の
要

望
に
こ
た
え
る
挑
戦
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

コ
ン
テ
ス
ト
で
福
井
洋
傘
を
知
り
入
社
し

た
若
者
も
。「
儲
か
ら
な
い
傘
づ
く
り
」
は

人
材
と
い
う
宝
物
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

　

露
払
い
と
厄
払
い
で
物
事
が
丸
く
お
さ

ま
る
縁
起
物
ゆ
え
、
か
つ
て
嫁
入
り
道
具

と
し
て
の
「
傘
渡
し
」
の
儀
式
が
日
本
各

地
に
あ
っ
た
（
詳
細
は
p 

29
）。
傘
文
化
の
伝

道
者
を
自
任
す
る
橋
本
さ
ん
は
、
傘
に
ま

つ
わ
る
こ
う
し
た
逸
話
を
機
会
あ
る
ご
と

に
披
露
し
て
お
り
、
文
化
と
し
て
の
傘
を

売
る
理
念
は
若
手
社
員
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
る
。

　

蛇
の
目
洋
傘
は
外
国
人
に
も
人
気
が
高

い
。「
西
洋
の
傘
は
日
本
で
磨
か
れ
、
こ
れ

だ
け
熟
成
し
た
ん
で
す
よ
、
と
世
界
に
知

ら
し
め
た
い
」
と
橋
本
さ
ん
は
輸
出
に
も

意
欲
を
燃
や
す
。
福
井
県
か
ら
石
川
県
に

か
け
全
盛
期
に
は
約
8
6
0
社
の
傘
関
連

会
社
が
あ
っ
た
が
、
今
は
福
井
洋
傘
1
社

だ
け
と
な
っ
た
。
古
来
の
織
物
や
工
芸
品

を
見
て
も
、
い
っ
た
ん
途
絶
え
て
し
ま
っ

た
ら
元
に
戻
す
の
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

し
か
し
、
た
と
え
単
独
で
も
踏
み
止
ま
っ

て
い
れ
ば
、
い
つ
か
盛
り
返
す
こ
と
も
で

き
る
。

「
途
方
も
な
い
夢
で
す
が
」
と
前
置
き
し

つ
つ
「
傘
を
つ
く
り
た
い
と
思
う
外
国
人

が
『
日
本
で
修
行
し
て
き
た
』
と
自
慢
で

き
る
〈
傘
村
〉
を
こ
こ
に
築
き
た
い
」
と

橋
本
さ
ん
は
力
を
込
め
た
。

　
（
2 

0 

1 

5
年
5
月
2
日
取
材
）

傘人 1　雨に寄り添う傘


