
中
国
と
日
本
の
箸
の
起
源

箸
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
発
祥
年

を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
中
で
、

も
っ
と
も
古
い
箸
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
約

三
四
〇
〇
年
前
の
中
国
殷
朝
の
都
だ
っ
た
殷

墟
か
ら
発
掘
さ
れ
た
青
銅
製
の
二
本
の
箸
で

あ
る
。
こ
れ
は
日
常
の
食
生
活
に
使
用
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
祖
霊
に
供
え
物
を
す
る

と
き
の
礼
器
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

中
国
で
箸
が
生
ま
れ
た
背
景
は
、
衛
生
面

や
熱
い
料
理
を
取
る
道
具
と
し
て
の
ほ
か

に
、
儒
教
の
経
典
の
中
か
ら
も
探
る
こ
と
が

で
き
る
。
来
客
や
目
上
の
人
の
前
で
食
事
を

す
る
と
き
、
手
づ
か
み
で
ご
飯
を
丸
め
て
口

に
入
れ
る
が
、
ど
う
し
て
も
多
め
に
ご
飯
を

取
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
あ
い
つ
は
多
く

食
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
一
度
に
多
く
取
れ

な
い
食
具
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に

箸
の
起
源
を
記
し
た
内
容
が
、
儒
教
経
典

『
礼
記
（
ら
い
き
）』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
箸
は
、
そ
の
後
、
長

い
間
王
侯
貴
族
の
宴
席
で
使
わ
れ
た
よ
う

だ
。
そ
れ
が
大
衆
へ
と
広
ま
っ
た
の
は
、
紀

元
前
一
〇
〇
年
前
後
の
前
漢
の
時
代
で
あ

る
。『
礼
記
』
に
「
お
か
ず
は
箸
、
飯
は
匙

（
さ
じ
）
を
使
う
こ
と
。
具
の
な
い
吸
い
物

も
箸
は
使
わ
な
い
」
と
、
箸
使
い
の
マ
ナ
ー

が
記
さ
れ
て
い
る
。
箸
は
匙
の
添
え
物
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
唐
の
時
代
に
な

っ
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し

て
い
た
。

中
国
で
箸
が
必
須
の
食
具
と
な
る
の
は
、

麺
類
が
普
及
し
た
一
〇
世
紀
の
北
宗
以
降
で

あ
る
。
麺
類
は
匙
よ
り
も
箸
の
ほ
う
が
扱
い

や
す
い
こ
と
か
ら
、
麺
類
と
と
も
に
箸
が
庶

民
へ
と
広
が
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
、
江
南

を
拠
点
に
天
下
統
一
を
果
た
し
た
明
代
に
な

る
と
、
長
江
周
辺
で
食
べ
ら
れ
て
い
た
粘
り

の
あ
る
米
飯
に
箸
が
最
適
で
、
ジ
ャ
ポ
ニ
カ

米
の
普
及
と
並
行
し
て
箸
は
匙
の
添
え
物
で

は
な
く
、
独
立
し
た
食
具
と
し
て
中
国
全
土

に
普
及
し
た
。

当
時
、
中
国
は
横
向
き
に
箸
を
置
く
の
が

普
通
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
今
日
で
は
縦

向
き
に
置
く
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
い

つ
ご
ろ
置
き
方
が
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

唐
が
滅
び
混
乱
の
五
代
十
国
時
代
（
九
〇

七
〜
九
六
〇
年
）、
北
方
か
ら
遊
牧
騎
馬
民

族
や
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
か
ら
ほ
か
の
民
族
が
侵

入
し
、
漢
民
族
の
風
俗
習
慣
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。
食
事
の
面
で
は
、
羊
肉
を
は
じ

め
と
す
る
肉
食
を
中
心
と
し
た
料
理
と
な

り
、
ナ
イ
フ
を
必
要
と
し
た
。
そ
の
ナ
イ
フ

で
け
が
を
し
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
ナ
イ
フ

の
先
を
体
の
反
対
側
に
向
け
る
よ
う
に
置
く

日
本
の
「
食
」
は
、
中
国
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
食
文
化
を
受
容
し
、
融
合
し
合
い

な
が
ら
独
自
の
文
化
と
し
て
発
達
し
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。

そ
し
て
食
文
化
を
構
成
す
る
要
素
は
食
材
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
発
達
を
支
え
た
の
は
調

味
料
や
調
理
道
具
で
あ
り
、
食
具
や
什
器
類
に
い
た
る
脇
役
た
ち
の
存
在
を
疎

お
ろ
そ

か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

今
回
は
、「
箸
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
り
な
が
ら
日
本
の
食
文
化
を
探
っ

て
み
る
。

『礼記』（京都大学附属図書館所蔵）

放牧民の箸：紫檀、鮫皮、七宝、象牙、鼈甲などに細工を凝らしたゴビ砂漠の遊牧民のもの
（文化出版局刊『銀花第39号』より転載。写真提供：小林庸浩）

箸箸
（（
はは
しし
））

ー
ー

監
修：

宮
内
庁
御
用
達
（
株
）
箸
勝
本
店



よ
う
に
な
り
、
箸
も
縦
向
き
に
置
く
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
や
が

て
作
法
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

五
代
十
国
時
代
後
の
宋
の
時
代
（
九
六
〇
〜

一
二
七
九
年
）
に
な
る
と
、
箸
を
縦
向
き
に

置
く
の
が
一
般
的
に
な
り
、
今
日
ま
で
伝
わ

っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
中
国
や
韓
国
の
箸
の
先
が
細

く
な
っ
て
い
な
い
の
も
、
同
様
に
体
を
傷
つ

け
な
い
た
め
で
あ
り
、
凶
器
と
し
て
使
わ
せ

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ォ

ー
ク
と
ナ
イ
フ
を
使
う
西
洋
の
食
事
マ
ナ
ー

と
共
通
す
る
点
だ
。
ま
た
、
箸
と
、
中
国
で

は
チ
リ
レ
ン
ゲ
、
韓
国
で
は
匙
を
合
わ
せ
て

使
い
、
箸
は
お
か
ず
を
摘
む
補
助
的
な
食
具

と
し
て
の
役
割
が
大
き
い
。

そ
の
箸
が
日
本
に
伝
来
す
る
の
は
、
弥
生

時
代
末
期
の
三
世
紀
中
頃
に
伝
わ
っ
た
と
い

う
説
や
、
五
五
二
年
頃
の
欽
明
天
皇
の
代
に

百
済
の
聖
明
王
か
ら
仏
像
や
経
典
な
ど
と
共

に
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
、
日
本
に
お

け
る
箸
の
始
ま
り
も
定
か
で
は
な
い
。
そ
の

中
で
、
箸
食
を
朝
廷
の
饗
宴
儀
式
に
採
用
し

た
の
が
聖
徳
太
子
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は

推
古
天
皇
に
よ
っ
て
遣
隋
使
と
し
て
派
遣
さ

れ
た
小
野
妹
子
が
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
作

法
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

神
様
と
人
間
の
橋
渡
し
役
を
担
っ
た

ハ
レ
の
箸

日
本
に
お
け
る
箸
の
由
来
が
諸
説
あ
る
な

か
、
物
的
証
拠
と
し
て
今
に
伝
わ
る
の
が
平

城
京
の
大
内
裏
で
あ
る
平
城
宮
跡
か
ら
発
掘

さ
れ
た
数
百
膳
の
杉
・
檜
製
の
箸
と
、
正
倉

院
宝
物
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
銀
製
の
箸
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
品
か
ら
、
日
本
で
箸
が

使
わ
れ
始
め
た
の
は
七
世
紀
頃
か
ら
で
、
八

世
紀
頃
か
ら
は
平
城
宮
内
に
お
い
て
も
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
同
じ
く
正
倉
院
の
宝
物
の

中
か
ら
発
見
さ
れ
た
鉄
製
の
ピ
ン
セ
ッ
ト
状

の
挟
子
（
か
な
ば
さ
み
）
を
箸
の
起
源
と
し

て
い
る
説
も
あ
る
。
神
に
供
え
る
酒
や
食
物

で
あ
る
神
饌
と
共
に
神
様
に
供
え
る
祭
器
と

し
て
使
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。

神
に
捧
げ
る
御
箸
は
神
の
依よ

り
代し

ろ

と
な

り
、
人
間
と
共
に
食
事
を
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
神
箸

か
み
ば
し

の
形
状
は
、
古
代
か
ら

ピ
ン
セ
ッ
ト
状
の
竹
の
折
り
箸
、
も
し
く
は

白
木
の
中
太
両
細
の
両
口
箸
で
あ
る
。

竹
の
折
り
箸
は
、
弥
生
時
代
か
ら
奈
良
時

代
に
か
け
て
神
事
、
儀
式
に
用
い
ら
れ
た
よ

う
だ
。
白
木
の
中
太
両
細
の
両
口
箸
は
、
神

が
箸
に
宿
り
人
間
と
共
に
食
す
る
た
め
に
作

ら
れ
た
。
片
方
の
口
で
人
間
が
食
し
、
も
う

片
方
の
口
で
神
が
共
に
食
す
る
と
考
え
ら
れ

て
作
ら
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
箸
は
、
奈
良
時

代
か
ら
明
治
時
代
ま
で
主
流
だ
っ
た
。
な
か

で
も
両
口
の
柳
箸
は
、
王
朝
時
代
の
饗
宴
、

室
町
時
代
の
本
膳
料
理
、
江
戸
以
降
の
冠
婚

葬
祭
な
ど
で
正
式
の
箸
と
し
て
使
わ
れ
た
。

こ
の
ハ
レ
の
箸
は
、
割
り
箸
と
同
様
に
一
回

使
え
ば
捨
て
ら
れ
る
。

白
木
の
両
口
箸
に
使
わ
れ
る
柳
は
、
古
代

か
ら
邪
気
と
不
浄
を
祓
う
霊
木
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
立
春
後
に
い
ち
早
く
芽
を
出
す

「
め
で
た
い
（
芽
出
度
い
）」
縁
起
木
で
も
あ

る
こ
と
か
ら
重
用
さ
れ
、
今
日
で
も
結
婚
式

や
正
月
の
祝
い
膳
に
は
欠
か
せ
な
い
。

神
の
依よ

り
代し

ろ

と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
箸

に
対
す
る
日
本
人
の
独
特
な
概
念
は
、
そ
れ

を
使
う
神
や
人
の
霊
魂
と
生
命
力
が
箸
に
も

宿
る
、
と
さ
れ
る
古
代
信
仰
の
名
残
り
だ
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
今
日
の
食
生
活

に
も
、
そ
れ
と
な
く
息
づ
い
て
い
る
の
は
確

か
で
あ
る
。

中
太
両
細
の
両
口
箸
は
、
平
成
二
年
十
一

月
に
行
わ
れ
た
大
嘗
祭
で
使
わ
れ
た
神
饌
用

具
の
中
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

箸
と
共
に
発
達
し
た
日
本
の
料
理
文
化

平
安
時
代
に
な
る
と
、
箸
を
商
う
箸
商
人

が
現
れ
た
。
紀
長
谷
雄

き

の

は

せ

お

（
八
四
五
〜
九
一
二
）

が
著
し
た
『
白
箸
翁
序
（
し
ら
は
し
の
お
き

な
の
じ
ょ
）』
の
中
に
、「
白
箸
を
売
る
翁
は

（
中
略
）
市
の
門
に
住
み
て
常
に
白
箸
を
売

り
て
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
御
所
の
東
門

の
前
に
あ
っ
た
東
の
市
で
箸
屋
を
営
ん
で
い

た
と
い
う
。

こ
の
時
代
、
貴
族
階
級
の
間
で
行
わ
れ
た

饗
宴
で
出
さ
れ
た
の
は
大
饗
料
理
で
あ
る
。

も
っ
と
も
古
い
日
本
料
理
の
形
だ
と
い
わ

れ
、
皿
に
盛
ら
れ
た
生
物

な
ま
も
の

や
干
物
を
手
前
に

置
か
れ
た
四
種
器

し
し
ゅ
の
も
の

（
塩
・
酢
・
酒
・
醤ひ

し
お

）
で

好
み
に
味
付
け
し
て
食
べ
た
よ
う
だ
。
食
具

大嘗祭で使われた神饌用具一式。取り箸以外は柳の木で作られている。右から両口箸、楊枝、匙、
口細箸、杓子、飯杓子、竹の取り箸（〈株〉箸勝本店所蔵　写真：井口　匡）

古代の「折り箸」
（文化出版局刊『銀花第39号』
より転載）

白木で中太両細の「両口箸」
（文化出版局刊『銀花第39号』
より転載）



は
、
箸
と
匙
が
膳
の
手
前
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
頃
は
ま
だ
匙
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

調
理
法
は
複
雑
な
も
の
で
は
な
く
、
材
料

の
切
り
方
が
料
理
人
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
だ

っ
た
。『
今
昔
物
語
集
』
の
中
に
、
藤
原
家

成
と
い
う
貴
族
が
崇
徳
天
皇
（
在
位
一
一
二

三
〜
一
一
四
二
）
の
勧
め
に
よ
っ
て
鯉
料
理

を
披
露
し
、
そ
の
鮮
や
か
な
包
丁
さ
ば
き
に

一
同
が
見
入
っ
た
、
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
調
理
人
は
、
高
貴
な
人
が
召
し
上

が
る
素
材
に
触
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、

包
丁
と
真
魚
箸
（
ま
な
ば
し
）
で
さ
ば
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
真
魚
箸
は
平
安
時
代
に
登

場
し
、
包
丁
で
魚
や
鳥
を
割
い
た
り
切
っ
た

り
す
る
だ
け
で
な
く
、
盛
り
つ
け
る
た
め
に

使
わ
れ
た
。
当
時
は
、
主
人
が
竹
を
削
っ
て

真
魚
箸
を
作
り
、
客
の
前
で
包
丁
さ
ば
き
を

披
露
し
て
も
て
な
す
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う

だ
。

こ
の
習
慣
が
後
に
形
式
化
さ
れ
、
四
条
流
、

大
草
流
、
進
士
流
な
ど
の
流
派
を
生
み
、
切

る
・
見
せ
る
を
基
本
と
し
た
日
本
独
自
の
調

理
法
が
で
き
た
。
現
在
で
も
調
理
時
に
は
、

竹
や
金
属
製
の
真
魚
箸
が
使
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
食
材
自
体
の
香
り
が
移
ら
な
い
よ

う
に
、
野
菜
用
に
は
菜
箸
が
使
わ
れ
る
。

鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
入
る
と
、
中
国
か

ら
帰
国
し
た
学
僧
達
が
持
ち
込
ん
だ
肉
食
の

穢
れ
を
嫌
う
思
想
と
と
も
に
精
進
料
理
が
普

及
し
た
。
同
時
に
物
流
が
発
達
し
、
各
地
の

名
産
物
が
京
都
に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。
な
か
で
も
蝦え

夷ぞ

地ち

（
今
日
の
北
海
道
）

か
ら
入
っ
て
く
る
昆
布
と
、
堅
魚
（
現
在
の

鰹
節
の
意
）
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
、
出
汁
を
基
本
と
し
た
日
本
料
理
の
基

礎
が
作
ら
れ
始
め
た
。
そ
の
後
室
町
時
代
に

本
膳
料
理
と
し
て
完
成
す
る
。

安
土
桃
山
時
代
に
は
、
本
膳
料
理
の
形
式

と
料
理
法
を
受
け
継
ぎ
、
精
進
料
理
の
影
響

も
受
け
た
懐
石
料
理
が
登
場
し
た
。
懐
石
料

理
を
創
り
出
し
た
千
利
休
は
、
茶
会
の
日
に

は
赤
杉
の
四
角
い
箸
材
を
取
り
寄
せ
、
客
の

数
だ
け
小
刀
で
削
っ
て
箸
を
作
っ
た
と
い

う
。
そ
の
箸
は
、
両
端
を
細
く
丸
み
を
も
た

せ
、
中
心
部
は
平
た
く
持
ち
や
す
い
中
平
両

細
の
形
を
し
て
い
た
。
現
在
も
「
利
久
箸
」

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
利
休
」
で
は

な
く
「
利
久
」
と
書
く
の
は
、
商
い
を
す
る

人
間
が
「
利
を
休
む
」
こ
と
は
い
け
な
い
と

い
う
考
え
方
に
由
来
す
る
と
い
う
。

江
戸
で
開
花
し
た
日
本
の
食
と
箸
文
化

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
江
戸
に
集
っ
た
単

身
者
の
た
め
の
外
食
産
業
が
発
達
し
た
。
寺

社
の
門
前
や
名
所
、
祭
り
・
縁
日
、
盛
り
場

な
ど
、
人
が
集
る
と
こ
ろ
に
屋
台
や
店
が
出

て
天
ぷ
ら
、
蕎
麦
、
寿
司
、
鰻
の
蒲
焼
な
ど

を
売
っ
た
。
ま
た
、
江
戸
市
中
に
は
居
酒
屋

や
一
膳
飯
屋
が
並
び
、
庶
民
の
胃
袋
を
満
た

し
た
。
一
方
、
庶
民
に
は
縁
遠
い
高
級
料
理

店
も
軒
を
並
べ
、
会
席
料
理
を
売
り
物
に
し

た
。
前
の
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
た
本
膳
料

理
や
懐
石
料
理
も
、
確
実
に
根
を
下
ろ
し
、

今
日
の
日
本
料
理
の
礎
を
築
い
た
。

そ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
も
と
、
江
戸
初

期
に
は
、
塗
り
箸
が
考
案
さ
れ
た
。
若
狭
塗

が
も
っ
と
も
古
く
、
貝
殻
な
ど
を
埋
め
込
ん

で
塗
り
を
重
ね
た
高
級
品
と
し
て
、
大
名
や

武
家
の
間
で
使
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
輪
島
塗
、

津
軽
塗
、
秀
衡
塗
、
会
津
塗
、
飛
騨
春
慶
塗

な
ど
、
漆
器
の
産
地
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
高
級
品
の
塗
り
箸
が
一
般

に
普
及
す
る
の
は
、
明
治
中
期
以
降
の
こ
と

で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
江
戸
時
代
中
期
に
考
案
さ
れ

た
画
期
的
な
箸
が
あ
る
。
木
や
竹
の
割
裂
性

を
利
用
し
た
便
利
さ
と
清
潔
さ
を
併
せ
も

ち
、
自
然
の
木
目
の
美
し
さ
を
そ
な
え
て
い

る
割
り
箸
だ
。
こ
の
時
代
の
割
り
箸
は
「
割

り
か
け
箸
」
も
し
く
は
「
引
裂
（
ひ
き
さ
き
）

箸
」
と
呼
ば
れ
る
竹
製
の
も
の
で
、
と
く
に

江
戸
の
鰻
屋
で
珍
重
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
吉

野
杉
で
作
る
酒
樽
の
端
材
で
作
る
割
り
箸
が

考
案
さ
れ
た
。
塗
り
箸
と
違
い
、
こ
の
端
材

か
ら
生
ま
れ
た
割
り
箸
は
一
回
使
っ
た
だ
け

で
捨
て
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
リ
サ
イ
ク

ル
の
発
達
し
て
い
た
江
戸
社
会
で
は
そ
ん
な

も
っ
た
い
な
い
使
い
方
は
し
な
か
っ
た
よ
う

だ
。ま

ず
、
割
り
箸
以
外
の
上
等
な
箸
は
使
用

済
み
に
な
る
と
、「
箸
処
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
箸
屋
に
集
め
ら
れ
る
。
箸
屋
で
は
こ
れ
を

削
り
直
し
、
白
木
の
丸
い
箸
に
仕
立
て
て
蕎

麦
屋
な
ど
の
店
に
再
販
す
る
。
こ
の
使
用
済

み
か
ら
再
生
さ
れ
た
箸
は
、
蕎
麦
屋
な
ど
で

使
用
さ
れ
て
後
、
再
度
箸
処
に
集
め
ら
れ
る
。

最
後
は
漆
を
塗
ら
れ
並
品
の
塗
り
箸
と
し

て
、
一
膳
飯
屋
な
ど
に
売
ら
れ
る
運
命
を
た

江戸・浅草の蕎麦屋の様子（『金草鞋』より。三樹書房蔵）

　　割り箸の材料として再利用されているのは、江戸期と同じである

か
た
う
お



ど
る
。
庶
民
が
使
っ
た
で
あ
ろ
う
並
品
の
割

り
箸
は
、
三
度
の
命
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

日
本
の
箸
文
化
の
精
神
が
地
球
環
境
を
守
る

日
本
は
国
土
の
約
七
割
が
森
林
で
あ
る
。

こ
の
環
境
が
日
本
の
箸
文
化
を
、
竹
や
象
牙

か
ら
箸
を
作
っ
た
中
国
、
金
属
製
の
箸
を
作

っ
た
韓
国
と
違
う
方
向
へ
と
導
い
た
一
因
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
近
世
に
お
け
る

割
り
箸
の
登
場
は
画
期
的
だ
っ
た
と
い
え

る
。そ

の
割
り
箸
も
今
日
で
は
、
使
い
捨
て
に

さ
れ
る
点
、
国
産
よ
り
輸
入
製
品
が
占
め
る

割
合
が
高
い
点
に
お
い
て
、
環
境
保
護
運
動

を
展
開
す
る
団
体
や
有
識
者
か
ら
の
非
難
の

原
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
割
り
箸
は
中
国
の

砂
漠
化
を
進
め
、
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
の
森

林
を
破
壊
し
て
い
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、

現
在
使
わ
れ
て
い
る
割
り
箸
の
九
割
以
上
が

輸
入
で
あ
る
と
い
う
調
査
も
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、
国
産
の
割
り
箸
の
消
費
量
は
伸
び
悩

ん
で
い
る
。

日
本
の
割
り
箸
の
ほ
と
ん
ど
は
、
杉
、
檜
、

白
松
、
え
ぞ
松
、
し
な
の
き
、
竹
な
ど
で
作

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
杉
や
檜
は
、
間
伐
材
を

建
材
と
し
て
柱
や
板
な
ど
に
製
材
し
、
そ
こ

で
出
て
き
た
端
材
を
割
り
箸
の
材
料
と
し
て

使
う
。
こ
の
製
法
は
、
割
り
箸
が
考
案
さ
れ

た
江
戸
期
の
製
造
方
法
と
同
じ
で
あ
る
。
端

材
ま
で
も
生
か
し
て
新
た
な
命
を
そ
そ
ぐ
。

木
の
文
化
の
中
で
育
ま
れ
て
き
た
日
本
の
箸

文
化
の
精
神
が
受
け
継
が
れ
、
息
づ
い
て
い

る
と
い
う
訳
だ
。

ま
た
国
産
の
割
り
箸
を
使
う
こ
と
は
、
日

本
の
森
林
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
健

全
な
森
林
を
守
る
た
め
に
は
、
優
良
木
の
邪

魔
に
な
る
木
を
間
引
き
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
と
き
に
出
た
間
伐
材
を
利
用
し
て

作
る
割
り
箸
は
、
山
を
守
り
、
森
林
を
守
る

た
め
に
も
貢
献
し
て
い
る
。
吉
野
杉
を
使
っ

た
割
り
箸
を
考
案
し
、
割
り
箸
の
発
祥
の
地

と
し
て
有
名
な
奈
良
県
吉
野
郡
下
市
町
で

は
、
山
を
大
切
に
す
る
心
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
吉
野
の
山
々
の
美
し
さ
は
、
木
の
文

化
を
守
り
育
て
て
き
た
職
人
達
の
心
の
表
れ

で
も
あ
る
。

取
材
協
力

宮
内
庁
御
用
達
　
（
株
）
箸
勝
本
店

参
考
資
料

『
江
戸
の
料
理
と
食
生
活
』（
原
田
信
男
・
編
　
小
学
館
）

『
和
食
と
日
本
文
化
』（
原
田
信
男
著
　
小
学
館
）

『
箸
（
は
し
）』（
一
色
八
郎
著
　
保
育
社
）

『
世
界
地
図
か
ら
食
の
歴
史
を
読
む
方
法
』（
辻
原
康
夫
　
河
出
書
房
新
社
）

『
銀
花
』（
一
九
七
九
・
第
三
九
号
　
「
箸
の
は
な
し
」
本
田
総
一
郎
著
）

『
日
本
料
理
技
術
選
集
　
箸
の
本
』（
本
田
総
一
郎
著
　
柴
田
書
店
）

表
紙
の
解
説

『
文
月
西
陣
の
星
祭
り
』（

五
渡
亭
国
貞
〈
三
代
歌
川
豊
国
〉
画
）

七
夕
（
棚
機
）
は
、
陰
暦
七
月
七
日
の
夜
、
天
の
川
の
東

西
に
あ
る
織
女
星
と
牽
牛
星
が
年
に
一
度
会
う
と
い
う
中
国

の
伝
説
と
、
乞
巧
奠
（
き
っ
こ
う
て
ん
）
の
風
習
が
奈
良
時

代
に
伝
わ
り
、
そ
れ
に
日
本
独
自
の
棚
機
津
女
（
た
な
ば
た

つ
め
）
の
信
仰
が
合
体
し
て
始
ま
っ
た
も
の
で
、
女
子
の
手

芸
の
上
達
を
願
う
行
事
で
あ
る
。

江
戸
時
代
、
こ
の
七
夕
祝
い
（
星
祭
り
）
の
ご
馳
走
に
は

夏
の
果
物
や
も
ち
米
と
小
麦
粉
か
ら
作
る
索
餅
（
さ
く
べ
い
）

や
小
麦
粉
に
油
を
加
え
て
作
る
素
麺
（
そ
う
め
ん
）
が
用
意

さ
れ
た
。
江
戸
城
内
や
京
都
の
公
家
社
会
の
七
夕
の
膳
に
も

こ
の
素
麺
が
供
さ
れ
、
一
般
庶
民
に
も
広
く
食
べ
ら
れ
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

表
紙
の
画
（
部
分
使
用
）
は
三
代
豊
国
が
文
政
期
（
一
八

一
八
〜
三
〇
）
に
描
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
左
側
に
機
を
織
る

女
性
（
織
女
星
）
を
、
右
側
に
は
牛
を
つ
れ
た
男
性
（
彦
星
）

ら
し
き
姿
が
配
さ
れ
て
い
る
。

所
蔵：

た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館

奈良県吉野熊野山系の檜林：杉や檜の間伐材は建材として使用された後､その端材は　　　
（写真提供　〈株〉箸勝本店）

日本製・割り箸の作り方

桧､杉
間伐材

柱などの建築材

端材

割り箸

外国製・割り箸・塗り箸の作り方

白樺、アスペン、竹、エゾ松など原木

箸の長さ

ロータリーで剥く

箸の形に刻む




