
第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

求
に
ま
い
し
ん
す
る
と
い
う
点
で
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
近
代
的
な
資
本
主
義
的
経
営
と
の
共
通
性
を
持
つ
。
こ
の
点
か
ら
 
 

も
そ
れ
が
工
場
制
手
工
業
と
い
わ
れ
て
い
る
理
由
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
特
徴
は
、
自
由
な
手
工
業
者
の
労
働
が
個
々
ば
ら
ば
ら
に
分
散
的
に
行
な
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
一
定
 
 

の
指
揮
の
下
で
、
集
団
的
に
一
斉
に
多
方
面
か
ら
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
分
業
に
も
と
づ
く
協
業
」
と
い
う
 
 

従
来
に
は
ま
っ
た
く
み
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
生
産
力
の
あ
た
ら
し
い
形
態
が
生
み
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
、
個
々
の
労
働
者
が
 
 

終
始
単
独
で
あ
る
労
働
過
程
の
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
た
の
が
、
今
度
は
、
そ
の
過
程
が
い
く
つ
か
の
部
分
に
分
割
さ
れ
る
（
分
業
）
。
 
 

そ
の
分
割
さ
れ
た
部
分
の
み
を
分
担
す
る
労
働
者
（
部
分
労
働
者
）
が
、
一
定
の
指
揮
の
も
と
で
相
互
に
協
同
し
て
作
業
す
る
（
協
業
）
。
 
 

分
業
に
む
と
づ
く
協
業
と
い
う
こ
の
労
働
様
式
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
経
営
に
お
い
て
は
じ
め
て
全
面
的
に
開
花
す
る
。
各
労
 
 

働
者
の
専
門
化
が
進
み
、
作
業
の
ス
ピ
ー
ト
が
格
段
に
ア
ッ
プ
し
、
全
体
と
し
て
生
産
の
効
率
が
飛
躍
的
に
進
歩
す
る
。
ま
た
、
同
 
 

時
に
、
部
分
労
働
者
の
専
門
化
が
進
み
、
彼
の
使
用
す
る
道
具
類
は
ま
す
ま
す
精
緻
（
ち
）
と
な
り
複
雑
化
す
る
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
 
 

ュ
ア
ほ
、
多
数
の
専
門
化
し
た
部
分
労
働
者
を
工
場
組
織
の
中
に
合
理
的
比
率
で
配
置
し
、
全
体
労
働
の
効
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
の
で
、
一
度
に
大
量
の
生
産
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
地
理
上
の
世
界
的
大
発
見
（
た
と
え
ば
、
コ
ロ
ソ
ブ
 
 

ス
の
南
米
大
陸
発
見
、
一
四
九
八
年
）
に
よ
っ
て
世
界
の
市
場
が
開
け
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
一
五
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
ュ
フ
 
 

ァ
ク
チ
ュ
ア
の
時
代
が
英
国
に
み
ら
れ
る
よ
う
軋
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
意
味
し
て
い
る
。
 
 
 

マ
ニ
エ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
は
、
し
か
し
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。
そ
の
技
術
的
基
盤
が
い
ぜ
ん
と
し
て
せ
ま
い
手
工
業
に
あ
 
 

っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
複
雑
な
道
具
と
高
度
の
熱
線
工
を
不
可
欠
と
す
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
そ
れ
以
上
の
生
産
力
の
向
 
 

上
に
と
っ
て
は
大
き
な
制
約
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
、
そ
の
時
代
の
社
会
的
生
産
の
主
要
な
分
野
を
掌
 
 

握
し
っ
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、
社
会
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、
広
範
な
小
生
産
者
や
問
屋
制
家
内
工
業
の
存
在
を
許
す
こ
と
に
な
る
。
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衷7－2－2 経営形態の類型  

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
存
在
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
マ
ニ
ュ
フ
 
 

ァ
ク
チ
ュ
ア
の
存
立
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

近
代
的
な
機
械
制
大
工
業
が
出
現
し
、
社
会
的
生
産
の
主
要
な
分
野
を
一
 
 

気
に
飲
み
こ
む
よ
う
に
な
る
と
た
ち
ま
ち
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
一
掃
 
 

さ
れ
る
運
命
の
も
と
に
あ
る
。
以
上
の
関
係
を
蓑
7
－
2
－
2
に
示
し
て
お
 
 
 

．
＼
 
 
 

問
屋
制
や
製
造
卸
問
屋
に
よ
る
生
産
の
支
配
の
根
本
的
要
田
は
、
す
で
に
 
 

述
べ
た
よ
う
に
、
商
人
資
本
に
よ
る
原
材
料
等
の
生
産
手
段
と
流
通
市
場
の
 
 

「
前
期
的
独
占
」
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
営
形
態
は
、
歴
史
的
に
ほ
、
繊
 
 

維
・
雑
貨
を
中
心
に
し
て
わ
が
国
に
お
い
て
も
広
範
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
 
 

は
、
直
接
的
生
産
者
が
多
数
の
小
生
産
老
と
し
て
孤
立
分
散
し
た
形
で
、
問
 
 

屋
の
商
品
企
画
や
販
売
力
に
強
く
依
存
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
特
徴
が
み
ら
 
 

れ
る
。
後
に
み
る
熊
野
筆
に
お
け
る
経
営
形
態
に
も
、
こ
の
形
が
多
く
存
在
 
 

し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
具
体
的
分
析
に
進
む
前
に
、
家
内
工
業
に
つ
い
て
 
 

若
干
の
説
明
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

家
内
工
業
と
は
、
家
内
労
働
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
手
工
 
 

ば
、
小
数
の
手
工
業
者
や
農
民
お
よ
び
そ
の
家
族
が
、
自
己
の
住
宅
や
小
さ
 
 

家
内
工
業
と
は
 
 

業
の
経
常
形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
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第
七
草
 
絹
野
の
筆
 
 

な
作
業
場
に
お
い
て
、
自
分
が
調
達
し
た
（
な
い
し
は
雇
主
か
ら
供
給
さ
れ
た
）
原
料
や
道
具
を
用
い
て
行
う
工
業
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
 
 

が
、
家
内
工
業
は
、
歴
史
的
に
は
、
大
別
し
て
三
つ
の
炉
型
が
あ
る
。
初
期
の
家
内
工
業
（
旧
式
の
家
内
工
業
）
、
間
置
制
家
内
工
業
、
 
 

近
代
的
家
内
工
業
で
あ
る
。
 
 
 

初
期
の
家
内
工
業
（
旧
式
の
家
内
工
業
）
は
、
歴
史
的
に
は
も
っ
と
も
早
い
形
の
家
内
工
業
で
、
独
立
の
農
民
経
営
や
都
市
の
独
立
 
 

手
工
業
が
自
分
の
住
宅
を
仕
事
場
と
し
て
行
う
、
独
立
し
た
経
営
形
態
を
も
つ
。
農
村
家
内
工
業
は
、
封
建
社
会
の
当
初
か
ら
農
村
 
 

家
内
工
業
と
し
て
存
在
し
、
農
具
な
ど
の
生
産
手
段
を
所
有
す
る
独
立
自
営
農
民
の
副
業
と
し
て
営
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
種
の
独
立
 
 

し
た
家
内
工
業
は
、
そ
の
後
の
封
建
社
会
の
解
体
に
と
も
な
い
、
自
由
な
小
商
品
生
産
の
形
態
に
移
行
し
て
存
続
す
る
。
 
 
 

問
屋
制
家
内
工
業
お
よ
び
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
家
内
工
業
は
、
資
本
主
義
的
生
産
と
く
に
機
械
御
大
工
業
に
先
だ
つ
歴
史
的
 
 

段
階
に
お
い
て
、
広
範
に
存
在
す
る
。
こ
の
種
の
家
内
工
業
は
、
旧
い
形
の
商
業
資
本
や
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
資
本
の
全
面
的
支
 
 

配
下
に
お
か
れ
て
お
り
、
生
産
に
必
要
な
原
材
料
や
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
道
具
頼
が
商
人
や
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
経
営
者
か
ら
前
 
 

貸
さ
れ
、
後
で
そ
の
製
品
が
一
括
買
い
上
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
家
内
工
業
老
は
、
単
な
る
加
工
賃
だ
け
を
受
け
と
っ
て
労
働
す
る
 
 

「
事
実
上
の
賃
労
働
者
」
に
転
化
し
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
時
代
に
は
、
そ
の
経
営
を
さ
さ
え
る
広
範
な
基
 
 

礎
と
な
り
、
そ
の
「
外
業
部
」
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
。
 
 
 

機
械
佃
大
工
業
に
も
と
づ
く
資
本
主
義
的
経
常
の
時
代
に
は
、
新
し
い
形
態
の
近
代
的
家
内
工
業
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
も
 
 

の
と
は
質
的
に
違
っ
て
お
り
、
そ
の
加
工
に
必
要
と
さ
れ
る
大
量
の
原
材
料
や
半
製
品
は
、
大
工
業
か
ら
供
給
さ
れ
る
。
こ
の
家
内
 
 

工
業
で
働
く
労
働
力
は
低
賃
金
で
使
用
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
た
え
ず
大
工
業
や
大
農
業
か
ら
遊
離
さ
れ
た
労
働
力
に
よ
っ
て
補
給
さ
れ
 
 

る
。
 
 

大
工
業
の
時
代
で
も
、
社
会
の
下
層
部
分
に
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
経
常
の
存
在
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
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大
工
業
の
資
本
家
は
、
社
会
的
生
産
の
主
導
権
を
に
ぎ
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
社
会
的
な
景
気
の
変
動
に
対
し
て
は
無
力
で
あ
る
。
 
 

産
業
界
の
浮
沈
に
と
も
な
う
需
要
の
変
化
に
機
敏
に
対
応
し
、
必
要
に
応
じ
て
た
だ
ち
に
出
動
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
労
働
力
と
そ
 
 

の
た
め
の
諸
条
件
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
、
個
々
の
大
工
業
に
と
っ
て
も
要
求
さ
れ
る
と
き
が
あ
る
。
そ
の
最
良
の
手
段
が
、
マ
 
 

ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
小
経
営
で
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
無
数
に
広
が
る
家
内
工
業
で
あ
る
。
近
代
的
家
内
工
業
は
、
英
国
の
レ
ー
 
 

ス
、
釘
、
靴
、
帽
子
、
手
袋
な
ど
の
製
造
部
門
で
典
型
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
大
量
の
婦
人
や
児
童
の
労
働
 
 

力
が
乱
用
さ
れ
、
大
き
な
社
会
問
題
に
も
な
っ
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
労
働
条
件
は
一
般
に
最
低
で
あ
る
。
近
代
的
家
内
工
業
 
 

ほ
、
大
工
業
の
主
導
す
る
社
会
的
生
産
過
程
の
中
で
、
大
工
業
の
み
な
ら
ず
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
や
問
屋
側
の
、
ま
っ
た
く
の
 
 

「
外
業
邪
」
と
し
て
完
全
に
組
み
込
ま
れ
、
社
会
の
最
下
層
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
 
 
 

熊
野
町
に
お
け
る
筆
づ
く
り
も
、
い
ろ
い
ろ
な
経
営
形
態
を
も
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
多
く
の
家
内
工
業
が
重
要
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

図7－2¶39 ごE筆菓者の作業風景（1）  

図7－2¶40 毛筆莞苫の作業机ぷ（2）  

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
ほ
、
後
 
 

に
具
体
的
な
資
料
に
も
と
づ
い
て
説
明
さ
れ
 
 

る
。
こ
こ
で
は
、
家
内
工
業
に
も
、
種
々
の
異
 
 

っ
た
種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
 
 

く
に
と
ど
め
た
い
。
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で
あ
り
、
そ
の
他
に
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
と
独
立
し
た
小
商
品
生
産
の
形
態
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
、
こ
 
 

れ
ら
が
相
互
に
入
り
ま
じ
っ
た
形
で
、
区
別
が
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
。
 
 
 

熊
野
に
お
け
る
筆
づ
く
り
の
主
導
的
な
役
割
は
、
製
造
問
屋
と
呼
ば
れ
る
製
造
卸
業
者
や
製
造
業
老
に
よ
っ
て
、
に
な
わ
れ
て
い
 
 

る
。
筆
づ
く
り
の
製
作
・
調
整
・
販
売
等
の
全
過
程
か
ら
み
れ
ば
、
製
菓
業
者
は
こ
の
問
屋
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
問
屋
は
、
筆
 
 

づ
く
り
の
直
接
的
生
産
者
で
あ
る
さ
ま
ぎ
ま
な
種
類
の
職
人
に
、
原
材
料
や
半
製
品
を
手
渡
し
、
製
筆
工
程
の
各
段
階
を
つ
ぎ
つ
ぎ
 
 

と
進
め
、
完
成
し
た
製
品
を
市
場
に
送
り
だ
す
。
職
人
は
、
問
屋
か
ら
仕
事
を
も
ら
い
、
た
い
て
い
は
各
自
の
家
庭
内
の
仕
事
場
 
 

で
、
問
屋
の
示
す
見
本
や
仕
様
ど
お
り
の
製
品
（
多
く
は
部
分
製
品
）
を
完
成
し
、
出
来
高
払
い
や
請
負
制
の
形
で
加
工
賃
を
受
け
と
 
 

る
。
職
人
は
、
一
応
表
面
的
に
は
独
立
し
た
姿
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
の
も
の
ほ
、
一
定
の
問
屋
（
一
軒
だ
け
と
は
限
ら
な
い
）
 
 

に
従
属
し
、
間
置
の
資
本
と
計
算
の
も
と
で
、
筆
づ
く
り
の
作
業
に
従
事
す
る
。
 
 
 

問
屋
は
、
そ
の
他
の
別
の
面
で
も
筆
づ
く
り
の
中
軸
と
な
り
、
た
と
え
ば
、
下
請
業
者
や
内
職
者
に
た
い
し
て
材
料
の
供
給
、
金
 
 

融
、
技
術
提
供
な
ど
広
範
な
業
務
を
提
供
す
る
。
熊
野
町
内
に
お
け
る
有
力
な
撃
製
造
業
老
は
す
べ
て
製
造
卸
問
屋
で
あ
る
。
み
ず
 
 

か
ら
も
一
定
の
職
人
や
従
業
者
を
か
か
え
て
直
接
筆
づ
く
り
に
も
た
ず
さ
わ
る
一
方
で
、
同
時
に
、
そ
の
「
外
業
部
」
と
し
て
の
職
 
 

人
や
内
職
者
の
家
内
工
業
を
広
範
に
活
用
す
る
。
純
粋
に
卸
の
み
を
行
な
っ
て
い
る
業
者
は
、
熊
野
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
零
細
な
 
 

規
模
の
業
者
で
あ
る
七
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

製
造
業
者
 
 

第
七
草
 
‖
熊
野
の
筆
 
 

熊
野
に
お
け
る
撃
づ
く
り
の
経
常
は
、
大
別
す
れ
ば
三
つ
の
形
態
が
あ
る
。
問
尿
制
家
内
工
業
が
も
っ
と
も
典
型
的
 
 

2
 
経
営
形
態
と
筆
司
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製
造
業
老
ほ
、
こ
う
し
て
、
み
ず
か
ら
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
経
常
を
行
な
い
な
が
ら
、
同
時
に
問
屋
と
し
て
そ
の
周
辺
に
 
 

多
く
の
家
内
工
業
老
な
ど
を
結
集
し
な
が
ら
、
筆
づ
く
り
の
中
枢
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
製
造
卸
問
屋
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
 
 

従
業
員
と
職
人
を
か
か
え
て
い
る
。
従
業
員
ほ
、
家
族
や
身
内
の
も
の
が
多
く
、
筆
づ
く
り
の
作
業
に
は
直
接
関
与
せ
ず
、
経
営
や
 
 

営
業
の
部
門
を
担
当
す
る
。
筆
づ
く
り
の
実
際
的
作
業
は
職
人
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
る
。
職
人
ほ
、
現
地
で
は
筆
司
と
呼
ば
れ
る
こ
 
 

と
が
多
い
。
熊
野
以
外
の
生
産
地
で
は
、
筆
師
、
筆
匠
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
ま
た
、
古
く
は
筆
士
、
筆
工
、
筆
職
な
ど
の
用
法
も
 
 

残
さ
れ
て
い
る
。
 
 

筆
司
と
ほ
、
現
地
で
ほ
、
一
応
筆
づ
く
り
の
全
工
程
に
習
熟
し
て
い
る
筆
職
人
の
こ
と
を
さ
す
。
こ
の
筆
司
に
は
、
パ
ー
 
 
 

筆
司
 
 ト

・
タ
イ
マ
ー
は
含
ま
れ
る
が
、
内
職
者
ほ
除
外
さ
れ
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。
内
職
者
と
は
、
主
に
、
家
庭
の
主
 
 

婦
や
老
人
な
ど
が
、
家
事
や
育
児
の
合
い
間
、
商
売
や
農
業
の
ひ
ま
な
と
き
、
高
齢
者
の
体
調
に
あ
わ
せ
て
、
自
宅
の
一
部
を
仕
事
 
 

場
と
し
な
が
ら
、
筆
づ
く
り
の
工
程
の
一
部
分
に
従
事
し
て
い
る
も
の
の
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
パ
ー
ト
・
タ
イ
マ
1
 
 

は
、
製
造
業
者
や
筆
司
の
仕
事
場
に
み
ず
か
ら
出
か
け
て
ゆ
き
、
限
ら
れ
た
時
間
の
間
そ
こ
で
筆
づ
く
り
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
 
 

の
こ
と
を
さ
す
ば
あ
い
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
内
職
者
と
パ
ー
ト
・
タ
イ
マ
ー
の
区
別
は
、
直
接
作
業
す
る
場
所
が
自
宅
で
あ
る
 
 

か
、
自
宅
外
の
他
人
の
作
業
場
で
あ
る
か
に
、
主
要
な
ボ
イ
ン
ー
が
あ
る
。
舘
野
町
に
お
け
る
筆
づ
く
り
の
実
際
に
は
、
内
職
者
 
 

の
、
と
く
に
主
婦
の
女
性
労
働
の
し
め
る
役
割
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

本
来
の
筆
司
は
、
筆
職
人
（
撃
工
）
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
年
歴
と
技
法
が
求
め
ら
れ
る
。
一
人
前
と
な
る
た
め
に
は
三
～
五
年
、
 
 

伝
統
工
芸
士
の
ク
ラ
ス
で
は
一
〇
年
以
上
の
地
道
な
経
験
が
必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
指
先
の
微
妙
な
感
触
と
経
験
が
な
に
 
 

よ
り
も
重
要
な
要
素
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
筆
組
合
の
推
計
に
よ
る
と
、
現
在
、
同
町
内
に
は
、
筆
、
つ
く
り
関
係
の
従
業
員
が
約
五
〇
〇
人
、
筆
司
約
二
〇
〇
〇
人
（
下
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
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の
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j（家内副業・農家副業）  

＿．」  

子宮 盲 加 工  

－－・◆原料・半製品  

封直は昭和53年当時の僅紋  

図7－2－41熊野筆の生産組織  

熊野筆組合等の資料をもとに作成したもの  
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第
二
節
 
 

㈲
－
3
 
津
（
さ
ら
え
）
。
指
先
の
感
触
に
よ
り
、
逆
毛
と
摩
れ
毛
（
先
の
切
れ
た
毛
）
を
探
し
出
し
、
半
差
し
 
 
 

で
丹
念
に
取
り
除
く
。
こ
れ
に
は
、
永
年
の
経
験
に
よ
る
技
術
の
錬
磨
が
必
要
と
さ
れ
る
。
 
 

㈲
－
4
～
囚
1
6
 
折
り
返
し
混
ぜ
と
さ
ら
え
を
く
り
か
え
す
ほ
ど
よ
い
。
 
 

熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

図7－2－25 荘  毛＜繰り混ぜ製法＞  

に
は
、
練
り
混
ぜ
と
盆
混
ぜ
の
二
種
難
が
あ
る
。
他
産
地
の
ば
あ
い
に
 
 

は
、
後
に
述
べ
る
盆
混
ぜ
の
製
法
は
な
く
、
熊
野
筆
独
特
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

＜
繰
り
混
ぜ
製
法
＞
 
寸
切
り
し
た
毛
を
、
水
に
湿
ら
せ
、
作
業
台
の
上
の
ガ
ラ
ス
台
の
上
で
混
ぜ
合
わ
 
 

せ
る
。
各
部
の
長
さ
の
毛
が
、
全
体
的
に
、
よ
く
漏
り
合
う
よ
う
に
す
る
た
め
、
何
度
も
繰
り
返
し
な
が
ら
 
 

延
ば
し
て
は
折
り
返
す
。
そ
の
間
に
、
毛
先
の
切
れ
た
も
の
、
逆
毛
を
指
先
の
感
触
に
よ
っ
て
、
取
り
除
く
。
 
 
 

㈲
1
 
平
目
造
り
。
水
に
つ
け
た
塊
を
半
差
し
（
小
刀
）
で
適
当
に
分
割
し
て
平
ら
に
拡
げ
、
二
二
、
 
 

三
、
四
、
五
の
毛
を
順
次
に
重
ね
、
金
櫛
を
通
し
て
平
た
く
し
た
も
の
を
平
目
と
い
う
。
 
 
 

㈲
1
2
 
折
り
返
し
混
ぜ
。
平
目
に
し
た
も
の
を
半
差
し
の
裏
で
押
え
込
み
、
拡
げ
て
折
り
重
ね
る
。
何
 
 

度
も
繰
り
返
し
、
ふ
た
た
び
平
目
に
す
る
。
こ
の
工
程
が
何
度
（
八
～
一
〇
回
）
も
重
ね
ら
れ
る
と
良
質
の
筆
 
 

が
産
出
さ
れ
る
。
 
 

何
1
6
 
寸
切
り
（
腰
の
毛
」
五
の
毛
）
。
主
に
鹿
毛
、
馬
毛
（
プ
リ
）
を
使
用
し
、
一
の
毛
に
準
じ
て
約
 
 

二
二
～
二
・
四
セ
ン
チ
（
七
～
八
分
）
下
げ
の
寸
木
を
当
て
て
切
る
。
 
 
 

囲
1
7
 
塊
（
く
れ
）
。
寸
切
り
を
し
た
毛
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
束
ね
た
も
の
を
い
う
。
塊
の
太
さ
は
、
片
手
 
 

で
扱
え
る
程
度
の
も
の
が
適
当
で
あ
る
。
で
き
あ
が
っ
た
塊
は
、
紙
を
巻
い
て
置
く
。
 
 

混
毛
－
練
り
混
ぜ
と
盆
混
ぜ
 
 

何
 
混
毛
。
寸
切
り
し
た
毛
を
満
遍
な
く
混
ぜ
あ
わ
せ
る
工
程
。
熊
野
筆
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熊
野
の
筆
 
 

㈹
－
7
 
恰
好
付
け
。
平
目
の
端
を
必
要
量
取
り
筆
の
姿
に
し
て
形
を
た
し
か
め
、
恰
好
の
良
否
を
み
き
 
 

図7－226 混   毛＜盆混ぜ製法＞  

わ
め
る
。
 
 
 

何
－
8
 
平
目
。
恰
好
の
悪
い
と
き
に
は
、
適
当
に
毛
を
増
減
し
て
修
正
し
、
こ
う
し
て
恰
好
付
け
が
終
 
 

わ
る
と
、
ふ
た
た
び
平
目
を
つ
く
る
。
 
 
 

∧
盆
混
ぜ
製
法
＞
 
盆
混
は
、
寸
切
り
し
た
毛
を
、
毛
揉
み
箱
（
盆
）
の
中
で
混
ぜ
合
わ
せ
る
。
こ
の
製
法
 
 

の
特
徴
は
、
ま
ず
第
一
に
、
多
量
の
混
毛
が
一
度
に
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
毛
が
湿
ら
な
い
状
態
 
 

で
混
ぜ
合
わ
せ
る
た
め
に
、
混
じ
り
具
合
が
よ
い
。
学
童
用
の
筆
や
普
及
品
の
筆
な
ど
の
製
法
と
し
て
は
、
 
 

好
都
合
な
方
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
盆
混
ぜ
が
終
り
し
だ
い
、
毛
を
寄
せ
集
め
、
束
ね
て
塊
（
く
れ
）
を
造
 
 

り
、
水
に
湿
ら
せ
て
練
り
混
ぜ
を
行
う
。
 
 
 

何
－
9
 
盆
混
ぜ
。
縦
一
メ
ー
ト
ル
、
横
五
〇
セ
ソ
チ
程
度
の
板
に
、
高
さ
一
〇
セ
ソ
チ
ほ
ど
の
木
枠
の
 
 

付
い
た
盆
の
上
に
、
一
、
二
、
三
、
四
、
五
の
毛
を
置
き
、
混
ぜ
合
わ
せ
る
。
 
 
 

㈲
1
1
0
 
櫛
抜
。
混
毛
し
た
毛
に
櫛
を
か
け
、
そ
の
櫛
の
目
よ
り
毛
を
引
き
抜
き
、
盆
の
上
に
並
べ
る
。
 
 

そ
れ
を
次
つ
ぎ
と
重
ね
て
ゆ
き
、
適
当
な
高
さ
に
な
れ
ば
寄
せ
集
め
る
。
同
じ
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
す
。
 
 
 

㈲
1
1
1
 
根
も
ど
し
。
寄
せ
集
め
ら
れ
た
毛
は
、
根
元
を
そ
ろ
え
る
た
め
に
、
も
ど
し
板
（
手
板
）
の
上
で
 
 

根
元
を
突
く
よ
う
に
し
て
そ
ろ
え
る
。
 
 
 

囚
－
1
2
 
恰
好
付
け
。
限
も
ど
し
が
で
き
た
な
ら
ば
、
毛
の
一
部
を
取
り
出
し
、
水
に
湿
ら
せ
て
筆
の
形
 
 

を
つ
く
り
、
恰
好
の
良
し
悪
し
を
み
き
わ
め
る
。
恰
好
の
悪
い
と
き
に
は
、
毛
を
適
当
に
増
減
し
て
修
正
 
 

し
、
形
が
良
く
な
れ
ば
、
盆
に
あ
る
毛
を
塊
（
く
れ
）
に
す
る
。
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囲
1
3
 
塊
（
く
れ
）
造
り
。
板
も
ど
し
さ
れ
た
毛
を
、
手
に
持
て
る
程
度
の
束
に
し
、
紙
テ
ー
プ
を
ま
い
て
塊
を
つ
く
る
。
 
 
 

㈲
－
1
4
 
平
目
。
塊
を
水
に
湿
し
、
そ
れ
を
適
当
な
量
に
分
割
し
て
、
平
目
を
つ
く
る
。
 
 
 

㈲
－
1
5
 
渡
（
さ
ら
え
）
。
練
り
混
ぜ
の
津
の
工
程
と
同
じ
よ
う
な
手
順
で
、
逆
毛
や
摩
れ
毛
を
、
手
の
感
触
を
た
よ
り
に
、
金
櫛
 
 

や
半
差
し
を
使
っ
て
取
り
除
く
。
こ
の
工
程
に
は
、
と
く
に
高
度
な
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
。
 
 
 

㈲
－
1
6
 
折
り
返
し
混
ぜ
。
金
櫛
を
通
し
た
平
め
を
半
差
し
の
裏
で
拡
げ
な
が
ら
、
折
り
返
す
。
既
に
盆
混
ぜ
の
工
程
で
混
毛
が
 
 

行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
練
り
混
ぜ
の
場
合
ほ
ど
に
丹
念
に
繰
り
返
さ
な
く
て
も
よ
い
。
こ
の
点
に
、
盆
混
ぜ
製
法
の
一
番
の
眼
目
が
 
 

あ
り
、
熊
野
筆
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

図7－2－27 芯 立 て  

か
ら
、
そ
の
適
量
を
分
割
し
、
芯
立
駒
（
筒
）
を
通
し
て
、
一
本
ず
つ
 
 

の
芯
の
太
さ
を
規
格
に
合
わ
せ
る
。
こ
の
工
程
で
は
、
逆
毛
や
摩
れ
毛
を
特
に
丹
念
に
取
り
除
 
 

い
て
、
最
終
の
汝
（
さ
ら
え
）
を
行
う
。
そ
の
後
乾
燥
さ
せ
れ
ば
、
箕
の
芯
が
で
き
あ
が
る
。
 
 
 

㈲
－
1
 
平
目
割
り
。
太
櫛
と
半
差
し
を
用
い
て
、
平
目
を
定
め
ら
れ
た
駒
（
筒
）
の
太
さ
に
 
 

割
り
、
駒
立
て
の
準
備
を
す
る
。
 
 
 

㈹
－
2
 
芯
立
て
。
芯
の
太
さ
を
一
定
の
規
格
に
そ
ろ
え
る
た
め
に
、
平
目
か
ら
分
割
し
た
 
 

芯
を
駒
に
通
す
。
太
さ
の
バ
ラ
ツ
キ
を
な
く
す
る
た
め
に
、
一
定
量
の
毛
を
通
す
こ
と
に
注
意
 
 

が
そ
そ
が
れ
る
。
 
 
 

伺
1
3
 
芯
渡
（
さ
ら
え
）
。
駒
通
し
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
、
逆
毛
と
摩
れ
毛
の
最
終
的
な
 
 

芯
立
て
と
衣
毛
巻
き
 
 

㈲
－
1
7
 
平
目
。
以
上
の
工
程
が
完
了
す
る
と
、
平
目
に
し
て
お
く
。
 
 
 

㈲
 
芯
立
て
。
練
り
混
ぜ
を
終
え
た
平
目
を
蒋
糊
に
ひ
た
し
た
も
の
 
 

75J  



（7）－1（7）－2（7）一3  
∽
－
4
 
折
り
返
し
混
ぜ
。
衣
毛
は
、
と
く
に
美
し
さ
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
、
て
い
ね
い
に
折
返
し
て
、
よ
く
混
ぜ
合
わ
せ
る
 
 

必
要
が
あ
る
。
 
 
 

の
－
5
 
平
目
る
。
混
ぜ
終
わ
っ
た
ら
薄
の
り
を
つ
け
て
、
平
目
に
し
て
お
く
。
 
 
 

の
1
6
 
衣
毛
巻
き
。
平
目
ら
れ
た
衣
毛
は
、
ご
く
蒔
く
延
ば
し
て
、
筆
の
芯
に
満
遍
な
く
巻
き
つ
け
ら
れ
る
。
 
 
 

の
－
7
 
乾
燥
。
衣
毛
が
巻
か
れ
た
も
の
を
、
ふ
た
た
び
金
網
の
上
で
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。
 
 
 

混
 
 
 
ぜ
 
 

折
り
返
し
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

図7－2－28 衣毛巻き  

さ
ら
え
を
行
う
。
芯
の
中
に
混
じ
っ
て
い
る
先
の
な
い
毛
を
、
親
指
の
感
触
に
た
よ
り
な
が
ら
、
半
差
し
で
 
 

丹
念
に
取
り
除
く
。
 
 
 

㈲
1
4
 
乾
燥
。
出
来
上
っ
た
芯
は
、
絢
か
ら
抜
き
取
り
、
金
網
の
上
で
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。
 
 
 

囲
 
衣
毛
（
上
毛
）
巻
き
。
衣
毛
は
、
芯
の
原
毛
よ
り
普
通
細
か
く
光
沢
の
あ
る
上
質
の
毛
を
用
い
て
、
芯
 
 

の
締
り
混
ぜ
と
ほ
ぼ
同
じ
工
程
を
た
ど
っ
て
、
つ
く
ら
れ
る
。
衣
毛
の
適
量
を
薄
く
の
ば
し
て
、
乾
い
た
芯
 
 

に
満
遍
な
く
巻
き
つ
け
て
、
さ
ら
に
乾
燥
さ
せ
る
。
衣
毛
は
、
芯
に
入
れ
て
あ
る
剛
毛
が
外
に
飛
び
出
さ
な
 
 

い
よ
う
に
芯
を
包
む
と
と
も
に
、
外
観
を
美
し
く
す
る
役
目
を
も
っ
て
い
る
。
 
 
 

用
1
1
 
選
毛
。
衣
毛
と
な
る
毛
を
、
用
途
に
応
じ
て
遠
ぷ
。
色
、
種
類
等
さ
ま
ぎ
ま
で
あ
る
が
、
普
 
 

通
、
細
か
く
光
沢
の
あ
る
も
の
が
選
ば
れ
る
。
 
 
 

∽
－
2
 
毛
揉
み
。
芯
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
櫛
抜
、
火
の
し
、
毛
揉
み
、
榔
か
け
等
を
行
う
。
 
 
の
 

－
3
 
寸
切
り
。
毛
揉
み
が
終
わ
り
し
だ
い
、
手
金
で
毛
先
を
そ
ろ
え
る
。
芯
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
 
 

一
の
毛
、
二
の
毛
、
三
の
毛
と
い
う
よ
う
な
切
り
方
は
こ
の
ば
あ
い
は
し
な
い
。
普
通
一
の
毛
よ
り
約
三
～
 
 

七
ミ
リ
下
げ
て
切
り
立
て
る
が
、
そ
の
長
さ
は
注
文
に
よ
っ
て
違
う
。
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佃
 
く
り
込
み
（
管
込
み
）
。
出
東
上
っ
た
穂
首
を
軸
（
普
通
は
竹
軸
）
に
す
げ
込
む
工
程
。
 
 
 

㈲
1
 
穴
繰
り
。
く
り
込
み
台
の
上
で
、
軸
を
回
転
さ
せ
た
が
ら
、
繰
り
刀
で
く
り
（
「
面
と
り
」
）
、
穂
首
が
入
り
や
す
い
よ
う
 
 

に
す
る
。
軸
の
内
径
を
一
定
の
厚
さ
で
蒔
く
く
る
こ
と
に
も
、
高
度
な
技
術
が
求
め
ら
れ
る
。
 
 
 

佃
1
2
 
穂
首
合
わ
せ
。
く
っ
た
筆
軸
に
、
穂
 首
を
合
わ
せ
る
（
仮
差
し
）
。
 
 
 

㈹
3
 
接
着
剤
つ
け
。
く
っ
た
軸
の
突
に
接
着
剤
 
を
つ
け
、
筆
の
寸
法
を
合
わ
せ
て
、
固
定
さ
せ
る
。
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

図7－2－29 糸 締 め  

て
穂
首
ほ
完
成
す
る
。
 
 
 

こ
の
工
程
も
、
一
見
簡
単
そ
う
に
み
え
る
が
、
高
度
の
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
。
 
 

図7¶21301勺榔の態廷う貴  

㈲
 
糸
締
め
。
乾
燥
し
た
 
 
 

糸
締
め
と
く
り
込
み
 
 

穂
首
の
根
元
を
麻
糸
で
く
 
 

く
り
、
焼
き
ご
て
で
焼
き
、
速
や
か
に
締
め
る
。
獣
 
 

毛
は
、
こ
の
と
き
、
縮
ま
る
習
性
と
膠
着
性
の
た
め
 
 

に
、
強
く
密
着
す
る
。
 
 
 

㈲
1
2
 
糸
締
め
。
穂
首
の
根
元
を
麻
糸
で
く
く
 
 

る
。
 
 

㈲
－
3
 
棍
部
焼
き
。
穂
首
の
根
元
に
焼
ご
て
を
 
 

当
て
て
、
接
着
す
る
。
 
 
 

㈲
－
4
 
括
（
く
く
）
り
。
ワ
サ
締
め
と
い
う
方
法
 
 

に
よ
っ
て
、
穂
首
を
麻
糸
で
締
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
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整
え
る
。
 
 
 

こ
の
工
程
も
、
年
季
を
要
す
る
エ
程
で
、
穂
首
全
体
に
布
糊
が
入
っ
て
い
る
こ
と
、
穂
首
が
ま
っ
す
ぐ
に
込
っ
て
い
る
こ
と
、
毛
 
 

筋
が
祖
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
に
、
注
意
が
そ
そ
が
れ
る
。
 
 
 

鋤
1
5
 
報
償
。
最
後
に
、
筆
立
て
筒
に
立
て
て
、
よ
く
自
然
乾
燥
さ
せ
る
。
 
 
 

㈹
 
キ
ャ
ッ
プ
か
け
。
穂
首
の
部
分
の
保
護
と
虫
よ
け
の
た
め
に
、
軸
の
直
径
の
太
さ
に
合
わ
せ
て
、
筆
キ
ャ
ッ
プ
を
か
け
る
。
 
 
 

姻
 
銘
彫
刻
。
手
彫
り
は
、
三
角
刀
に
よ
っ
て
、
筆
軸
を
廻
し
な
が
ら
、
筆
順
を
逝
に
た
ど
る
形
で
行
わ
れ
る
。
軸
廻
し
三
年
と
 
 

い
わ
れ
る
ほ
ど
の
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
学
童
用
の
名
人
れ
は
、
主
と
し
て
、
刻
印
機
で
行
わ
れ
る
。
 
 
 

4
 
 

3
 
 

ト
 
 

2
 
 

穂
首
合
わ
せ
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 
 

図7－2－31管 込 み  

3
 
 

山
川
u
ノ
 
 

2
 
 

糊
入
れ
確
認
 
 

図7－2－32   糊
 
㈹
1
 
糊
入
れ
。
穂
首
に
充
分
布
糊
を
し
み
込
ま
せ
る
。
 
 

固 め   

㈹
1
2
 
糊
入
れ
確
認
。
布
糊
を
充
分
に
入
れ
な
い
と
固
ま
り
が
悪
い
の
で
、
筆
 
 

軸
を
持
っ
て
穂
首
を
机
に
た
た
く
よ
う
に
し
て
も
み
込
む
。
 
 
 

㈹
1
3
 
糊
を
取
り
除
く
。
充
分
に
入
っ
た
糊
を
竹
へ
ラ
や
手
を
使
っ
て
絞
り
取
 
 

る
。
そ
の
後
で
、
金
脚
を
か
け
て
毛
す
じ
を
伸
ば
し
、
半
差
し
で
無
駄
毛
を
と
る
。
 
 
 

㈹
－
4
 
糸
か
け
。
一
方
を
柱
に
固
定
し
た
糸
を
、
穂
首
の
部
分
に
巻
き
つ
け
、
 
 

筆
軸
を
廻
し
な
が
ら
、
余
分
の
布
糊
を
絞
り
取
る
。
さ
ら
に
、
指
先
で
穂
首
の
形
を
 
 

弼
1
4
 
乾
燥
。
軸
と
穂
首
と
が
は
な
れ
な
い
よ
う
に
、
接
着
剤
を
充
分
乾
燥
さ
 
 

せ
る
。
 
 

㈹
 
糊
固
め
。
全
体
の
形
を
と
と
の
え
る
た
め
に
、
布
糊
を
 
 
糊
固
め
と
銘
彫
刻
 
 

し
み
込
ま
せ
て
、
穂
首
の
最
終
的
な
仕
上
を
行
う
工
程
。
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輩
を
作
る
お
じ
い
さ
ん
の
請
 
 
 

わ
た
し
の
家
で
は
、
わ
た
し
と
お
は
あ
さ
ん
の
二
人
で
筆
作
り
 
 

を
し
て
い
ま
す
。
筆
作
り
を
始
め
て
五
〇
年
に
な
り
ま
す
が
、
筆
 
 

作
り
は
、
見
た
目
よ
り
む
ず
か
し
く
、
い
つ
も
苦
心
し
て
い
ま
 
 

す
。
 
 
 

筆
作
り
で
、
⊥
番
大
切
で
む
つ
か
し
い
と
こ
ろ
は
、
毛
組
み
で
 
 

す
。
注
文
さ
れ
た
筆
を
頭
に
え
が
き
な
が
ら
、
毛
を
え
ら
び
組
合
 
 

わ
せ
ま
す
。
こ
れ
が
、
筆
の
で
き
ぐ
あ
い
を
決
め
る
の
で
、
た
い
 
 

へ
ん
気
を
使
い
ま
す
。
 
 
 

毛
も
み
を
す
る
と
き
は
、
ほ
い
が
ま
い
上
る
の
で
、
マ
ス
ク
を
 
 

し
た
り
、
手
ぬ
ぐ
い
を
か
ぶ
っ
た
り
し
て
、
し
ご
と
を
し
ま
す
。
 
 

ま
た
、
か
ん
気
せ
ん
を
つ
け
る
な
ど
、
空
気
の
入
れ
か
え
に
気
を
 
 

っ
け
て
小
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
し
ご
と
の
終
わ
る
こ
ろ
に
な
る
 
 

と
、
し
ご
と
ぎ
は
、
ほ
い
で
宅
」
丸
、
手
ほ
油
を
取
ら
れ
、
ガ
サ
 
 

ガ
サ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
 
 
 

ほ
を
作
る
と
き
は
、
反
対
に
な
っ
て
い
る
毛
や
す
り
切
れ
て
い
 
 

る
毛
を
、
は
ん
さ
し
と
い
う
道
具
を
使
い
、
指
先
に
ふ
れ
た
感
じ
 
 

を
た
よ
り
に
ぬ
き
取
っ
て
い
き
ま
す
。
手
先
の
こ
ま
か
い
作
業
な
 
 

の
で
、
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
筆
作
り
は
、
ぜ
ん
ぷ
手
作
業
な
の
で
、
長
い
け
 
 

い
け
ん
が
ひ
つ
よ
う
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
み
ん
な
に
よ
ろ
こ
ば
 
 

れ
る
、
よ
い
筆
を
作
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

『
わ
た
し
た
ち
の
熊
野
町
』
 
 

熊
野
実
の
生
産
額
の
歴
史
的
推
移
や
 
 
生
産
額
と
生
産
内
訳
 
 

フ
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
 
 

み
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
ほ
、
熊
野
町
に
お
い
て
生
産
さ
 
 

れ
て
い
る
筆
の
数
量
や
金
額
を
、
筆
の
種
類
な
ど
に
関
連
さ
せ
 
 

て
、
検
討
を
加
え
、
熊
野
筆
の
生
産
の
乳
況
に
つ
い
て
の
お
よ
 
 

そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
。
 
 
 

熊
野
町
で
生
産
さ
れ
て
い
る
筆
は
、
毛
筆
と
画
筆
お
よ
び
刷
 
 

彩
色
は
、
ガ
ン
料
で
、
手
彫
り
さ
れ
た
部
分
に
、
指
で
塗
り
 
 

込
む
。
彩
色
も
も
ち
ろ
ん
筆
の
種
類
に
応
じ
て
い
ろ
い
ろ
に
行
 
 

わ
れ
る
。
 
 
 

個
 
包
装
。
ラ
ベ
ル
を
は
り
、
一
本
一
本
袋
に
入
れ
、
箱
に
 
 

入
れ
て
包
装
す
る
。
製
品
と
し
て
の
筆
の
包
装
は
、
非
常
に
大
 
 

切
な
工
程
で
も
あ
る
の
で
、
て
い
ね
い
に
な
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
多
く
の
工
程
を
へ
て
、
丁
本
一
本
の
筆
は
完
成
 
 

さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 
 

生
産
内
訳
と
製
造
系
統
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画
用
筆
、
紅
筆
、
工
業
用
筆
な
ど
に
分
頬
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
一
般
に
〝
熊
野
筆
〃
と
称
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
全
体
を
 
 

さ
す
ば
あ
い
と
、
こ
れ
ら
の
う
ち
書
道
用
の
毛
筆
を
さ
し
て
い
う
ば
あ
い
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

昭
和
五
十
六
年
度
に
お
け
る
生
産
の
内
訳
を
み
る
と
、
生
産
量
が
、
毛
筆
の
ば
あ
い
三
四
四
〇
万
本
、
五
二
億
一
九
四
〇
万
円
で
 
 

あ
る
。
こ
れ
に
、
画
筆
、
刷
毛
を
含
め
る
と
一
億
二
四
一
〇
万
本
、
八
二
億
二
〇
五
〇
万
円
に
の
ぽ
る
。
平
均
単
価
に
つ
い
て
は
、
 
 

毛
筆
全
体
で
は
一
五
丁
七
円
で
、
一
般
書
逆
用
筆
が
も
っ
と
も
高
く
、
五
三
四
円
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
平
均
的
に
み
る
と
 
 

筆
の
単
価
は
き
わ
め
て
安
い
と
い
う
印
象
は
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
 
 
 

毛
（
ブ
ラ
シ
）
の
三
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
毛
筆
ほ
、
さ
ら
に
、
 
 

囲72－33 毛   筆  

－
・
・
J
■
・
 
－
 
 
∴
■
 
 

・
・
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1
1
■
l
■
l
l
l
 
 

■
■
■
 
 
 
 
 
 
 
√
「
＝
ユ
■
 
 

い
仁
】
書
捜
嬢
ふ
 
 

息
 
 

一
般
書
適
用
繋
、
学
童
用
大
筆
、
学
童
用
小
筆
、
細
字
用
筆
、
日
本
 
 

図7－2－34 画   筆  

」
 
 
．
 
∫
／
／
．
 
 

）
症
畑
長
川
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折
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l
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針
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t
“
、
－
 
 

’
‥
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q
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囲7－2－35 化 粧 筆  
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蓑7－2－1 熊野筆の生産内訳  
（昭和56年度）  

主要製品名   生産数量 （万本）  金 額 （万円）  平均単価 （円）  備  

一般書道用筆   

21．6  比較的安定業種   
7     7  ン／  

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

［〕＝輸出  熊野筆事業協同組合調より作成  
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3440万本（昭和56年度）  

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

（0．6〉  

図7－2－37 熊野筆生産額の内訳（％）図7－2－36 熊野畢生度数量の内訳（％）   

れ
ぞ
れ
の
専
門
業
老
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
 
 

る
。
製
造
業
老
が
中
心
と
な
り
、
そ
れ
に
筆
司
と
呼
ば
れ
る
職
人
が
 
 

直
接
的
作
業
を
分
担
し
て
、
製
品
が
完
成
さ
れ
る
。
毛
筆
、
画
筆
、
 
 

化
粧
刷
毛
の
製
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
図
と
関
連
業
者
、
従
業
員
等
 
 

が
図
7
1
2
－
3
8
に
示
し
て
あ
る
。
製
造
業
老
は
、
毛
筆
関
係
一
〇
 
 

〇
社
、
画
筆
関
係
二
二
社
、
化
粧
刷
毛
関
係
が
一
五
社
、
合
わ
せ
て
 
 

一
三
七
業
者
、
従
業
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
〇
名
、
二
〇
〇
名
、
一
 
 

〇
〇
名
で
合
計
六
〇
〇
名
で
あ
る
。
筆
司
と
呼
ば
れ
る
職
人
は
、
毛
 
 

筆
関
係
二
〇
〇
〇
名
、
画
筆
関
係
一
五
〇
〇
名
、
化
粧
刷
毛
関
係
五
 
 

〇
〇
名
、
合
わ
せ
て
四
〇
〇
〇
名
に
の
ぼ
る
。
毛
筆
関
係
の
筆
司
の
 
 

ば
あ
い
は
、
大
部
分
は
家
内
工
業
的
自
営
業
者
で
あ
る
。
 
 
 

全
体
的
な
市
況
の
状
況
や
中
国
筆
と
の
競
合
が
激
し
い
学
童
用
の
 
 

筆
の
将
来
に
つ
い
て
の
見
通
し
は
、
必
ず
し
も
楽
観
を
許
さ
な
い
き
 
 

び
し
さ
が
う
か
が
え
る
。
熊
野
筆
の
ば
あ
い
、
学
童
用
の
筆
を
中
心
 
 

と
し
た
「
普
及
品
」
の
し
め
る
割
合
が
、
他
産
地
に
比
較
し
て
か
な
 
 

り
高
い
だ
け
に
、
中
国
撃
と
の
競
合
関
係
は
と
く
に
影
響
す
る
と
こ
 
 

ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 

製
造
系
統
図
 
 

熊
野
町
に
お
け
る
筆
関
係
の
各
種
の
製
品
は
、
そ
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問
屋
制
と
は
 
 
 

ま
ず
∵
間
星
制
と
は
何
か
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
封
建
的
な
生
産
様
式
か
ら
近
代
的
な
資
本
主
義
的
生
産
様
式
へ
の
移
行
期
に
は
、
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

（
毛
 
筆
）
 
 

1
 
問
屋
制
生
産
と
家
内
工
業
 
 
 

熊
野
に
お
け
る
筆
づ
く
り
の
経
営
形
態
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
問
屋
制
生
産
と
家
内
工
業
に
つ
い
て
の
一
応
の
 
 

理
解
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

二
 
熊
野
筆
の
経
営
の
し
く
み
 
 

図7－2－38 熊野筆の製造系統図（数値ほ昭  

和55年12月末現在）  

熊野筆組合の資料による  
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第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

中
世
的
な
手
工
業
が
お
そ
か
れ
は
や
か
れ
近
代
的
な
工
場
工
業
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
過
度
翔
に
は
、
多
く
の
独
立
小
 
 

商
品
生
雇
や
問
屋
制
生
産
が
存
在
す
る
。
独
立
小
南
晶
生
産
は
、
自
由
な
小
商
品
生
産
の
形
態
を
も
っ
て
お
り
、
簡
単
な
道
具
狩
を
 
 

は
じ
め
原
料
等
の
基
本
的
な
生
産
手
段
を
み
ず
か
ら
所
有
し
、
自
己
労
働
を
基
本
と
す
る
独
立
し
た
手
工
業
者
や
農
民
の
副
業
と
し
 
 

て
、
展
開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ば
あ
い
に
、
零
細
規
模
の
家
内
工
業
で
あ
り
、
最
小
単
位
の
経
営
体
と
し
て
、
そ
 
 

の
力
は
き
わ
め
て
脆
弱
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
な
生
産
条
件
を
み
ず
か
ら
保
有
し
て
い
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
は
、
問
屋
な
ど
の
 
 

外
部
か
ら
の
支
配
に
対
し
て
は
、
比
較
的
自
由
な
立
場
に
立
ち
う
る
。
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
問
屋
制
生
産
は
、
そ
の
技
術
的
基
盤
を
い
ぜ
ん
と
し
て
旧
い
手
工
業
に
お
き
な
が
ら
、
社
会
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
 
 

に
孤
立
分
散
し
て
生
産
に
た
づ
さ
わ
っ
て
い
る
手
工
業
老
（
直
接
的
生
産
者
）
を
、
外
か
ら
支
配
し
て
ゆ
く
。
そ
の
中
核
に
あ
っ
て
、
 
 

手
工
業
者
た
ち
を
流
通
部
面
か
ら
結
び
つ
け
る
梯
能
を
は
た
す
の
が
、
商
人
資
本
で
あ
る
。
商
人
は
、
問
屋
と
し
て
、
流
通
の
過
程
 
 

を
広
く
社
会
的
に
掌
接
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
生
産
者
の
労
働
を
支
配
統
括
す
る
。
こ
れ
が
、
典
型
的
な
卸
問
屋
と
し
て
の
商
 
 

人
資
本
の
支
配
の
あ
り
方
で
あ
る
。
 
 
 

商
人
は
、
み
ず
か
ら
の
資
力
と
流
通
の
支
配
に
よ
っ
て
社
会
的
な
生
産
の
全
体
を
支
配
す
る
。
原
料
や
と
き
に
は
道
具
、
代
金
等
 
 

を
手
工
業
者
に
前
貸
し
、
生
産
者
に
生
産
を
お
こ
な
ぁ
せ
る
。
一
定
期
間
の
後
に
、
で
き
あ
が
っ
た
製
品
は
ふ
た
た
び
同
じ
商
人
に
 
 

ょ
っ
て
買
い
占
め
ら
れ
る
。
個
々
の
生
産
者
は
、
問
屋
（
商
人
）
を
経
由
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
社
会
的
流
通
と
接
触
す
る
こ
と
は
で
 
 

き
な
い
。
加
工
賃
は
、
多
く
の
ば
あ
い
出
来
高
払
い
で
、
製
品
検
査
等
が
厳
し
く
わ
ず
か
の
落
度
も
見
の
が
さ
れ
ず
、
低
く
た
た
か
 
 

れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
 
 
 

問
屋
制
生
産
の
少
し
進
ん
だ
形
の
も
の
で
、
問
屋
み
ず
か
ら
も
生
産
者
と
し
て
直
接
製
造
に
た
ず
さ
わ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
れ
 
 

が
、
い
わ
ゆ
る
製
造
卸
間
置
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
製
造
卸
問
屋
ほ
、
み
ず
か
ら
も
生
産
を
直
接
行
な
う
の
で
純
粋
な
商
品
資
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ぅ
か
。
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
、
資
本
主
義
的
経
営
の
一
形
態
で
あ
り
、
製
造
卸
問
屋
と
は
脛
 
 

史
的
に
一
歩
進
ん
だ
形
態
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
資
本
主
義
的
な
経
営
形
態
と
し
て
は
、
典
型
的
な
機
械
制
大
工
業
に
先
だ
 
 

つ
、
過
渡
的
な
一
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
 
 
 

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
基
本
的
条
件
は
、
ま
ず
第
一
に
、
技
術
的
に
は
い
ぜ
ん
と
し
て
道
具
を
使
用
す
る
手
作
業
に
と
ど
ま
っ
 
 

た
ま
ま
で
あ
る
が
、
第
一
一
に
、
同
一
の
経
営
者
（
マ
ニ
ー
フ
ァ
ク
チ
ュ
7
経
営
者
＝
産
業
資
本
家
）
の
指
揮
の
も
と
で
、
同
時
に
多
く
の
労
 
 

働
者
が
、
同
一
の
場
所
（
工
場
）
で
使
役
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
産
の
規
模
ほ
や
や
大
き
く
な
る
。
辛
労
働
に
立
脚
す
る
と
い
う
 
 

か
ぎ
り
で
は
旧
い
手
工
業
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
み
ら
れ
な
い
が
、
工
賃
労
働
者
（
賃
金
労
働
者
）
を
一
度
に
大
量
に
使
役
し
て
利
潤
迫
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

本
と
は
い
え
ず
、
若
干
産
業
資
本
と
し
て
の
要
素
を
お
び
て
い
る
。
し
か
し
、
産
業
資
本
と
し
て
は
、
商
人
資
本
か
ら
ま
だ
未
分
離
 
 

な
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ほ
、
近
代
的
な
工
場
制
度
と
し
て
脱
皮
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
製
造
 
 

卸
問
屋
は
、
か
く
し
て
、
卸
間
屁
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
や
や
進
ん
だ
形
態
で
は
あ
る
が
、
近
代
的
な
工
場
経
営
に
は
ま
だ
距
離
 
 

が
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
工
場
制
手
工
業
（
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
）
の
域
に
近
づ
き
う
る
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

製
造
卸
間
置
の
支
配
下
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
る
個
々
の
手
工
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
の
場
を
い
ぜ
ん
と
し
て
も
と
の
ま
ま
の
 
 

分
散
し
た
状
態
で
た
も
ち
な
が
ら
、
社
会
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
点
在
す
る
。
し
か
し
こ
の
ば
あ
い
に
は
、
個
々
の
生
産
者
は
、
商
人
 
 

資
本
的
支
配
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
な
が
ら
も
同
時
に
、
し
ば
し
ば
製
造
業
老
と
し
て
の
製
造
卸
問
屋
の
生
産
の
過
程
に
結
び
つ
け
ら
 
 

れ
、
そ
の
一
部
と
し
て
機
能
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
製
造
卸
問
屋
は
、
み
ず
か
ら
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
経
営
を
 
 

行
い
な
が
ら
同
時
に
商
人
資
本
と
し
て
広
く
社
会
的
に
手
工
業
者
を
支
配
下
に
く
み
こ
ん
で
生
産
の
主
導
的
立
場
に
た
つ
、
い
わ
ば
 
 

マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
的
商
人
資
本
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

マ
〓
ユ
フ
ァ
ク
チ
ェ
ア
と
は
 
 

で
は
、
そ
れ
ほ
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
7
経
営
と
の
対
比
で
は
ど
う
い
う
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
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