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あ
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り
を
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つ
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昔
な
が
ら
の
伝
統
技
法
を
今
に
伝
え
る

　
約
２
０
０
年
前
の
島
原
大
変
で
被
害
を
受
け
た
島

原
藩
は
、
火
山
灰
に
強
い
櫨は

ぜ
を
奨
励
し
、
財
政
を
立
て
直
し

た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　
江
戸
時
代
か
ら
続
く
伝
統
技
法
で
木も

く
ろ
う蝋

を
製
造
し
て
い
る

「
本
多
木
蝋
工
業
所
」
の
３
代
目
と
し
て
、
島
原
半
島
の
伝
統

産
業
を
継
承
し
て
い
る
の
は
、
本
多
俊
一
さ
ん
で
す
。

　
本
多
さ
ん
は
、
昔
な
が
ら
の
製
法
に
こ
だ
わ
り
、
７
つ
の

製
造
工
程
を
経
て
、
日
本
で
唯
一
の
「
玉
締
め
式
圧
搾
機

（
昭
和
12
年
製
）」
を
使
っ
て
、
櫨
の
実
か
ら
蝋
分
を
絞
り
出

し
木
蝋
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
櫨
か
ら
作
ら
れ
る
蝋
は
、
和
ろ
う
そ
く
の
原
料
だ
け
で
な

く
、
鬢び

ん
つ付
け
油
や
化
粧
品
な
ど
に
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
国

内
で
生
産
で
き
る
環
境
に
優
し
い
原
料
と
し
て
大
変
貴
重
な

も
の
で
す
。

　
「
島
原
に
は
自
然
の
恵
み
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
自
然

の
贈
り
物
を
大
事
に
す
る
こ
と
で
恩
恵
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

蝋
を
島
原
半
島
の
豊
か
な
自
然
の
贈
り
物
の
一
つ
と
し
て
、

ま
ち
お
こ
し
の
起
爆
剤
と
な
り
、
地
元
の
産
業
の
活
性
化
に

つ
な
が
っ
て
い
け
ば
う
れ
し
い
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。先

人
た
ち
の
知
恵

　
「
癒
し
の
炎
に
拝
む
心
を
持
て
ば
感
謝
の
気
持
ち
が

沸
い
て
、『
生
命
（
い
の
ち
）、
き
ず
な
、
感
謝
の
心
』
を
育

む
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
語
る
本
多
さ
ん
。

　
蝋
か
ら
作
る
和
ろ
う
そ
く
は
、
芯
が
イ
グ
サ
や
和
紙
で
で

き
て
お
り
、
中
が
空
洞
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
気
流
で
炎

が
大
き
く
揺
ら
め
き
、
少
々
の
風
で
は
消
え
な
い
の
が
特
長

だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
洋
ろ
う
そ
く
に
は
な
い
、
先
人
の

知
恵
と
思
い
が
詰
ま
っ
た
日
本
の
文
化
だ
と
い
え
ま
す
。

櫨
の
文
化
の
道
を
楽
し
も
う

　
平
成
３
年
の
雲
仙
・
普
賢
岳
噴
火
災
害
後
、
絶
滅

の
危
機
に
あ
る
と
い
う
櫨
の
木
。「
も
う
一
度
、
災
害
に
強

い
櫨
の
木
を
広
め
よ
う
、
そ
し
て
櫨
の
木
の
素
晴
ら
し
さ
を

も
っ
と
多
く
の
人
に
伝
え
た
い
」
と
強
い
思
い
を
語
る
本
多

さ
ん
は
、
子
ど
も
や
地
域
の
人
が
気
軽
に
利
用
で
き
る
よ
う

に
と
、
敷
地
内
に
う
ご
く
資
料
館
「
櫨
の
道
資
料
館
」
や
、

学
社
融
合
支
援
施
設
「
余
暇
夢
道
場
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
６
月
か
ら
は
、
櫨
道
楽
会
（
櫨
の
文
化
の
道
を

楽
し
む
会
）
を
立
ち
上
げ
、「
自
然
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、

櫨
の
実
つ
み
体
験
な
ど
を
通
し
て
、
櫨
の
文
化
に
触
れ
て
も

ら
う
取
り
組
み
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
県
外
や
外
国
人
の
お
客
さ
ん
は
増
え
て
き
て
い
ま
す
が
、

地
元
の
人
に
は
ま
だ
多
く
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
ま

ず
は
、
和
ろ
う
そ
く
づ
く
り
や
絵
付
け
体
験
な
ど
を
通
し
て
、

櫨
の
文
化
に
触
れ
て
も
ら
い
、
将
来
的
に
は
、
３
世
代
交
流
が
で

き
る
地
域
に
根
差
し
た
生
涯
学
習
の
場
と
な
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
」

と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

地
域
で
伝
統
を
守
り
た
い

　

こ
れ
ま
で
継
続
で
き
た
の
も
家
族
や
親
族
、
ス
タ

ッ
フ
、
教
員
時
代
の
教
え
子
の
支
え
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と

感
謝
し
て
い
る
本
多
さ
ん
。
先
代
か
ら
『
木
蝋
は
ひ
と
り
で

咲
く
に
あ
ら
ず
、
多
く
の
光
浴
び
て
花
咲
く
』
と
教
え
ら
れ

た
通
り
、「
伝
統
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
維
持
管
理
面

や
原
料
の
確
保
な
ど
課
題
も
あ
り
ま
す
が
、
地
道
な
活
動
を

通
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
櫨
に
対
す
る
理
解
を
深
め

て
も
ら
い
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て
伝
統
産
業
を

守
っ
て
い
き
た
い
で
す
」
と
力
強
く
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　昭和 30 年、５人兄弟の４番目と
して有明町で生まれ、同町で育つ。
福岡教育大学卒業後、中学校の教諭
として 38 年間教壇に立つ。父の
正則氏が亡き後は、「本多木蝋工業所」
の３代目として、江戸時代から続く
伝統的な技法で、島原半島の伝統産
業である木蝋づくりを継承している。
有明町大三東在住。

本多 俊一さん（62）

「人生の達人」

THE SCENE　Vol.05 島原に生きる

①日本で唯一の「玉締め
式圧搾機（昭和12年製）」
②和ろうそくづくり体験
③島原の四季などが描か
れた絵ろうそく（10号）❶❷❸


