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筆
 
 

安
定
性
な
ど
の
条
件
が
あ
り
、
わ
が
国
の
書
道
関
係
者
の
間
に
も
根
強
い
人
気
が
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
や
や
品
質
に
む
ら
が
多
 
 

い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
将
来
わ
が
国
の
筆
産
業
に
与
え
る
輸
入
中
国
筆
の
影
響
は
、
は
か
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
も
の
と
な
り
つ
 
 

つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

中
国
筆
が
、
今
の
段
階
で
、
直
接
わ
が
国
の
筆
と
小
売
り
段
階
で
競
合
関
係
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
表
面
化
し
 
 

て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
国
筆
が
半
製
品
な
い
し
ほ
無
銘
筆
と
し
て
輸
入
さ
れ
、
有
力
な
消
費
地
の
筆
問
屋
が
そ
れ
を
自
社
プ
ラ
ソ
 
 

ド
と
し
て
販
売
す
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
否
定
で
き
ず
、
そ
の
ば
あ
い
に
は
、
中
国
筆
と
熊
野
筆
と
の
競
合
関
係
は
、
き
わ
め
て
 
 

厳
し
い
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
熊
野
筆
に
は
、
大
衆
向
け
商
品
の
し
め
て
い
る
ウ
エ
イ
ト
が
全
 
 

国
的
に
高
く
、
筆
問
匿
の
レ
ベ
ル
で
の
輸
入
中
国
撃
を
口
実
と
し
た
、
熊
野
撃
の
厳
し
い
選
別
や
買
い
た
た
き
の
可
能
性
が
強
ま
る
 
 

か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

筆
の
筆
記
用
具
と
し
て
の
実
用
性
は
、
筆
ペ
ソ
等
の
代
背
品
の
手
軽
さ
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
乏
し
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
 
 

た
。
国
民
の
毛
筆
習
字
ば
な
れ
現
象
も
著
し
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
の
、
熊
野
筆
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
 
 

上
の
営
々
と
し
た
模
索
の
旅
が
続
け
ら
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

最
後
に
、
熊
野
筆
の
販
売
代
金
の
決
済
の
方
法
に
つ
い
て
、
述
べ
て
お
く
。
飯
塚
ゼ
ミ
調
査
に
よ
る
と
、
代
金
の
決
済
方
法
は
、
 
 

毛
筆
関
係
で
は
、
現
金
二
四
・
七
％
、
小
切
手
」
ハ
・
一
％
、
手
形
六
七
二
一
％
、
そ
の
他
二
・
〇
％
で
あ
る
。
手
形
が
圧
倒
的
に
多
 
 

く
、
次
い
で
現
金
決
済
が
こ
れ
に
つ
づ
い
て
い
る
。
化
粧
刷
毛
・
工
業
用
刷
毛
、
画
筆
等
で
は
、
現
金
一
五
・
七
〝
ぺ
小
切
手
二
・
 
 

八
％
、
手
形
八
一
・
五
％
で
あ
っ
た
。
毛
筆
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
後
者
で
は
手
形
の
し
め
る
割
合
が
や
や
高
く
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

手
形
決
済
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
二
〇
日
の
も
の
五
四
・
四
％
、
一
八
〇
日
の
も
の
一
五
二
ハ
％
、
九
〇
日
の
も
の
一
六
・
七
 
 

％
、
と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
四
か
月
手
形
の
占
め
る
割
合
が
も
っ
と
も
高
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
手
形
決
済
の
期
間
が
長
く
 
 

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
生
産
業
者
の
資
金
繰
り
は
厳
し
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
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蓑7－2－24 熊野筆の主要原材料の仕入先   

過去 現在＼＼   昭和30年代後半の仕入先    産間 地 内 の屋  産間 地 外 の屋  産メ 地l 内カ のl  産メ 地l 外力 のl  産 地 組 A  孟l計   

産地内 の 問 屋  37  1   38  

硯（  9  

礪  2  1   3   

の四  1  3  4  

仕   4  4   

入管  の   他  

先皇   計   39  9  3  414  59   

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

広島通産モデル調査   

部
分
を
除
い
て
、
す
べ
て
海
外
か
ら
輔
入
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
 
 

輸
入
は
、
筆
毛
の
種
籾
に
よ
っ
て
若
干
相
違
す
る
が
、
中
国
、
韓
国
を
中
心
 
 

に
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
か
ら
も
な
さ
れ
て
い
る
。
馬
毛
は
北
、
南
米
か
ら
の
 
 

も
の
も
あ
る
。
筆
軸
は
、
国
内
で
調
達
さ
れ
て
い
る
が
、
岡
山
、
島
根
方
面
 
 

や
豊
柄
方
面
か
ら
の
も
の
が
多
い
。
 
 
 

葦
毛
の
輸
入
先
が
体
制
の
異
な
る
社
会
主
義
国
（
中
国
）
で
あ
る
と
い
う
こ
 
 

と
、
そ
こ
で
は
原
毛
だ
け
で
な
く
付
加
価
値
を
加
え
た
製
品
の
輸
出
に
力
を
 
 

入
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
の
た
め
に
、
現
地
鮨
野
町
で
は
、
原
毛
 
 

熊
野
筆
の
お
よ
そ
四
割
は
、
プ
ラ
ソ
ド
品
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
と
い
 
 

わ
れ
る
。
筆
事
業
協
同
組
合
の
資
料
に
よ
れ
ば
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
は
、
 
 

久
保
田
号
、
一
休
園
、
尚
美
堂
、
立
道
文
魁
覚
、
長
栄
党
、
彷
古
堂
、
ひ
ら
 
 

や
筆
本
舗
、
五
大
州
老
舗
、
ま
つ
や
筆
本
舗
、
古
城
園
、
古
孟
堂
、
文
末
堂
 
 

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
 
 

原
材
料
の
輸
入
 
 

筆
づ
く
り
の
主
要
な
原
材
料
は
、
筆
毛
と
筆
軸
で
あ
 
 

る
。
筆
毛
用
の
原
毛
は
、
ご
く
一
部
、
鹿
な
ど
の
一
定
 
 

原
材
料
の
仕
入
れ
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表7－2－25 熊野筆の販売、取引状況  

＼過去  昭和30年代後半の取引先  
＼㌧ 

＼、  産  産  
地   型  の  

間  
間   小  

他  接  の  
屋   ′」、  

輸  
商  屋  l カ  ロ カ  祖  売  売  

現在  他   
現  産地問屋・商 社  12  1  13   

在 の  23  

取  
引 黄  4  1  6  

昭  産地組合  
和  2  2  

四   十  9  9  

九  
年   当  1  1  

時   計   
13  2414l     3  10    1】55   

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

広島通産モデル調査  

の
安
定
的
確
保
に
た
い
す
る
不
安
感
が
強
い
。
原
毛
 
 

に
替
わ
る
原
材
料
が
ま
だ
開
発
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
 
 

の
た
め
に
、
現
地
の
業
者
は
、
何
年
分
か
の
原
材
料
 
 

を
在
挿
し
よ
う
と
す
る
老
も
多
く
、
先
行
投
資
資
金
 
 

の
大
き
な
負
担
材
料
と
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
原
 
 

毛
も
、
良
質
な
も
の
の
輸
入
が
し
だ
い
に
困
難
化
し
 
 

つ
つ
あ
り
、
輸
入
の
際
に
高
級
な
原
毛
と
そ
う
で
な
 
 

い
も
の
と
の
〃
だ
き
合
せ
〃
を
要
求
さ
れ
る
ケ
ー
ス
 
 

も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

熊
野
筆
の
生
産
業
着
た
ち
が
、
そ
の
主
要
な
原
材
 
 

料
を
ど
こ
か
ら
仕
入
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
広
島
 
 

通
産
モ
デ
ル
調
査
に
よ
れ
は
、
産
地
内
の
問
屋
か
ら
 
 

と
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
 
（
表
7
2
－
2
4
）
。
 
 

こ
れ
に
、
産
地
外
の
問
屋
か
ら
と
す
る
も
の
が
続
い
 
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
産
地
内
外
の
問
屋
か
ら
の
 
 

原
材
料
の
供
給
の
割
合
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
 
 

地
の
生
産
者
た
ち
が
、
こ
の
面
か
ら
も
、
内
外
の
筆
 
 

問
屍
へ
の
依
存
の
体
制
を
ひ
き
つ
づ
き
強
め
ぎ
る
を
 
 

え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

図7－2－66   

現
地
の
関
係
者
の
原
毛
価
格
に
つ
い
て
の
感
想
は
、
飯
塚
ゼ
ミ
調
 
 

査
に
よ
れ
ば
、
悪
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
六
五
・
四
％
、
良
い
方
 
 

向
に
あ
る
一
二
二
％
と
、
暗
い
見
通
し
を
も
つ
も
の
が
圧
倒
的
に
多
 
 

最
後
に
、
原
材
料
の
仕
入
先
を
 
 
 

筆
製
造
業
者
の
直
接
的
取
引
先
 
 

含
む
熊
野
筆
製
造
業
者
の
直
接
 
 

的
な
販
売
、
取
引
先
の
状
況
を
紹
介
し
て
お
く
（
表
7
－
2
1
仰
望
。
 
 

産
地
内
外
の
問
屋
・
商
社
と
の
関
係
が
強
い
。
現
地
の
零
細
な
筆
づ
 
 

く
り
業
者
が
、
単
に
原
材
料
の
入
手
の
み
な
ら
ず
彼
ら
の
製
品
販
売
 
 

の
面
に
お
い
て
も
、
流
通
面
で
広
く
問
屋
や
商
社
に
依
存
せ
ざ
る
を
 
 

え
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
、
こ
の
業
界
で
の
間
尿
制
 
 

的
支
配
の
根
疎
い
体
質
が
温
存
さ
れ
て
い
る
大
き
な
理
由
が
あ
る
よ
 
 

う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

筆
と
住
生
活
 
 

四
 
熊
野
筆
の
職
場
 
 
 

図
（
7
－
2
－
6
6
）
は
熊
野
地
方
の
農
家
の
平
均
的
 
 

な
間
取
り
で
あ
る
。
玄
関
を
入
っ
て
左
の
方
へ
行
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よ
ば
れ
る
）
は
灰
を
寄
せ
た
り
、
先
を
そ
ろ
え
る
の
竺
二
日
間
、
寸
木
に
合
わ
せ
て
格
好
を
つ
け
、
束
に
す
る
の
が
三
日
間
か
か
る
。
 
 

す
く
も
（
も
み
が
ら
）
灰
を
使
い
、
鹿
皮
で
も
む
。
風
転
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
の
で
窓
は
開
放
で
き
な
い
。
し
か
し
仕
事
が
す
む
と
換
気
 
 

を
す
る
。
今
は
換
気
扇
を
と
り
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
き
れ
い
に
掃
除
を
し
て
次
の
台
仕
事
（
穂
句
つ
く
り
な
ど
）
に
か
か
る
。
こ
れ
 
 
 

第
七
章
 
熊
野
の
筆
 
 図7－2－67 筆司の家（玄関の右が作  

業をする部屋）  

図7－2－68 作業部紀  く
ほ
ど
「
上
」
に
な
る
。
下
の
間
、
上
の
間
、
居
間
な
ど
は
ふ
す
ま
を
は
ず
す
と
ひ
と
つ
 
 

の
大
き
な
部
屋
と
な
る
。
玄
関
右
手
の
三
の
間
の
下
か
ら
前
に
か
け
て
、
こ
え
だ
め
 
（
汚
 
 

水
だ
ま
り
）
が
あ
る
が
、
今
で
ほ
利
用
せ
ザ
、
ふ
た
を
し
て
い
る
。
納
屋
（
半
屋
）
ほ
、
物
置
 
 

き
（
兵
機
具
や
藁
等
の
く
ら
）
や
牛
あ
る
い
は
馬
の
厩
舎
に
、
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
下
の
一
 
 

部
ほ
半
畳
お
と
し
と
い
っ
て
牛
馬
の
糞
尿
や
救
わ
ら
が
落
と
せ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
 
 

る
。
し
か
し
、
牛
や
馬
が
飼
わ
れ
て
い
な
い
今
日
、
こ
れ
ら
ほ
居
住
用
や
物
置
き
に
使
わ
 
 
 

れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
間
取
り
で
あ
れ
ば
、
筆
の
仕
事
を
す
る
場
合
、
三
の
間
を
作
業
場
に
す
る
 
 

こ
と
が
多
い
。
広
さ
は
三
盈
あ
る
い
は
四
・
五
畳
で
あ
る
。
部
屋
は
南
向
き
で
、
自
然
光
 
 

が
手
も
と
に
く
る
よ
う
に
台
机
（
作
業
机
）
の
高
さ
か
ら
八
〇
～
九
〇
セ
ソ
テ
メ
ー
ト
 
 

ル
の
高
さ
の
恋
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
毛
も
み
箱
や
台
机
も
南
側
に
寄
せ
ら
れ
て
い
 
 

る
。
窓
に
直
角
に
接
し
て
置
か
れ
た
台
机
に
ひ
と
り
で
あ
る
い
は
向
か
い
合
っ
て
坐
 
 

り
、
昔
は
電
球
が
今
は
蛍
光
灯
が
、
手
も
と
を
充
分
照
ら
せ
る
よ
う
に
低
く
ぷ
ら
さ
 
 

げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

上
物
の
年
生
と
い
う
筆
の
穂
首
を
四
～
五
〇
〇
作
る
場
合
、
毛
も
み
（
下
の
仕
事
と
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が
八
日
か
ら
九
日
か
か
り
、
穂
首
だ
け
で
も
合
わ
せ
て
一
四
、
五
日
か
か
る
の
で
あ
る
。
風
呂
場
は
作
業
場
の
う
し
ろ
に
あ
り
、
汚
 
 

れ
た
体
を
き
れ
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

穂
首
を
自
然
乾
燥
さ
せ
る
場
所
は
、
庭
や
縁
側
が
使
わ
れ
る
。
し
か
し
毛
の
種
類
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
馬
の
尾
や
狸
な
ど
は
日
陰
 
 

を
求
め
て
陰
干
し
さ
れ
る
。
三
の
間
を
作
業
場
に
す
る
こ
と
を
避
け
て
、
納
屋
の
南
側
に
す
る
家
も
あ
る
。
ま
た
、
毛
も
み
を
す
る
 
 

作
業
場
を
納
屋
の
北
側
あ
る
い
は
土
蔵
、
母
屋
の
北
側
に
建
て
増
し
す
る
こ
と
も
あ
る
。
毛
も
み
ほ
汚
れ
が
ひ
ど
い
の
で
、
上
の
間
 
 

や
玄
関
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
で
あ
る
。
 
 

筆
職
人
の
な
か
に
は
自
分
で
毛
を
買
っ
て
筆
づ
く
り
を
始
め
る
者
も
多
い
。
毛
の
代
金
や
穂
首
の
代
金
の
受
取
り
期
 
 

た
り
、
「
一
番
あ
と
に
釆
な
さ
ら
ん
か
あ
ー
」
と
い
っ
て
よ
そ
に
回
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
高
額
紙
幣
を
見
せ
て
「
釣
銭
が
で
き
た
ら
 
 

釆
ん
さ
い
」
と
い
っ
た
り
、
そ
の
間
に
除
夜
の
鐘
が
鳴
り
、
次
の
盆
ま
で
延
ば
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
支
払
 
 

い
期
日
が
盆
、
節
季
で
あ
る
と
、
生
活
用
品
の
支
払
い
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
。
一
万
、
百
貨
店
（
雑
費
屋
）
な
ど
で
は
、
夜
 
 

明
か
し
で
金
棒
を
守
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
金
嘩
を
背
に
し
て
酒
を
汲
み
な
が
ら
、
掛
取
り
が
集
め
て
く
る
金
を
待
っ
て
い
 
 

た
の
で
あ
る
。
戦
後
は
四
月
三
日
の
節
句
、
五
月
の
春
祭
り
（
お
と
九
日
）
、
盆
、
十
月
の
秋
祭
り
（
お
と
九
日
）
そ
し
て
節
季
の
五
回
に
 
 

な
っ
た
。
 
 
 

昭
和
三
十
五
、
六
年
ご
ろ
か
ら
偶
数
月
の
月
末
（
年
六
回
）
が
支
払
い
期
日
と
、
毛
筆
事
業
協
同
組
合
の
席
で
申
し
合
わ
さ
れ
て
い
 
 

る
。
約
束
手
形
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
社
会
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
毎
月
請
求
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ
 
 

る
。
原
料
を
買
っ
て
作
っ
た
穂
首
の
代
金
や
手
間
だ
け
の
工
賃
は
出
来
あ
が
っ
た
そ
の
都
度
の
決
済
で
あ
る
。
銀
行
や
郵
便
局
で
の
 
 

預
貯
金
の
活
用
が
少
な
か
っ
た
時
代
は
、
盆
や
節
季
ま
で
工
賃
を
預
け
て
お
く
人
も
い
た
。
そ
れ
は
、
問
屋
を
信
用
し
て
の
こ
と
で
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

経
済
生
活
 
 

日
は
、
か
つ
て
は
盆
と
節
季
で
、
一
年
竺
一
回
で
あ
っ
た
。
節
季
に
支
払
い
が
で
き
な
い
と
き
は
、
居
留
守
を
使
っ
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（
需
要
）
が
落
ち
こ
む
こ
と
で
あ
る
。
麦
の
穂
が
出
る
と
い
え
ば
も
う
す
ぐ
農
繁
期
で
あ
る
。
そ
し
て
梅
雨
ど
き
忙
な
 
 

る
。
梅
雨
ど
き
は
筆
に
使
う
7
ノ
リ
も
乾
燥
し
に
く
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
は
、
「
学
童
も
の
」
が
完
了
し
て
筆
の
需
要
が
最
も
 
 

少
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。
 
 
 

田
植
え
が
終
ゎ
っ
た
あ
と
は
「
牛
が
逃
げ
た
ら
捕
ま
え
の
手
が
お
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
農
家
の
男
手
の
中
に
撃
の
行
 
 

商
や
そ
の
他
の
出
稼
ぎ
に
出
る
人
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
牛
は
麦
や
青
草
を
食
べ
て
元
気
が
よ
い
。
牛
舎
の
か
ん
ぬ
き
を
か
っ
て
に
 
 

は
ず
し
て
自
由
を
楽
し
む
の
も
い
た
。
残
る
の
は
女
子
供
や
年
寄
り
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
迫
（
地
区
）
で
は
四
〇
軒
中
二
〇
軒
が
行
商
 
 

に
出
て
い
た
と
い
う
。
 
 
 

「
オ
オ
コ
（
天
び
ん
）
が
折
れ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
。
オ
オ
コ
で
行
商
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
筆
を
売
り
歩
い
て
稼
い
だ
 
 

金
を
使
い
果
た
す
こ
と
を
い
う
。
簡
単
に
は
も
う
か
ら
な
い
、
無
駄
使
い
を
す
る
と
こ
う
な
る
と
い
う
い
ま
し
め
の
こ
と
ば
で
あ
 
 

る
。
行
商
も
オ
オ
コ
の
時
代
か
ら
大
八
車
を
経
て
自
転
車
の
時
代
（
鉄
道
で
行
き
、
駅
に
置
い
て
い
た
自
転
車
で
回
る
）
、
そ
し
て
今
日
で
 
 

は
自
動
車
で
あ
る
。
 
 
 

問
屋
の
間
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
「
盆
ま
で
に
し
っ
か
り
筆
を
入
れ
さ
せ
て
お
け
」
が
あ
る
。
資
金
力
や
販
売
力
の
あ
る
問
屋
 
 

に
と
っ
て
、
仕
事
の
な
い
こ
の
時
期
は
、
工
賃
を
た
た
い
て
職
人
に
仕
事
を
さ
せ
る
の
に
好
都
合
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

夏
に
な
る
と
画
筆
の
生
産
が
増
え
、
十
月
ご
ろ
に
な
る
と
さ
ら
に
多
忙
に
な
る
。
秋
の
展
覧
会
、
正
月
の
書
初
め
に
備
え
て
の
出
 
 

荷
が
増
え
る
か
ら
で
あ
る
。
冬
も
ま
た
忙
し
い
シ
ー
ズ
ン
で
あ
る
。
春
の
新
学
期
の
た
め
の
需
要
が
あ
る
。
今
で
は
少
な
く
な
っ
た
 
 

が
、
か
つ
て
は
一
時
、
二
暗
ま
で
の
夜
な
べ
の
作
業
も
多
か
っ
た
。
冬
は
小
さ
な
火
鉢
を
ま
た
に
は
さ
ん
で
、
「
ど
う
ぷ
く
」
と
い
 
 
 

第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

あ
る
。
問
屋
が
倒
産
し
た
と
き
に
は
工
賃
が
も
ら
え
ず
、
泣
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
 
 

董
と
四
季
 
 

「
麦
の
穂
が
出
れ
ば
筆
の
穂
が
引
っ
こ
む
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
筆
の
穂
が
引
っ
込
む
と
は
、
筆
の
生
産
 
 



得
さ
れ
た
。
簡
単
な
仕
事
も
多
く
、
み
ょ
う
み
ま
ね
で
習
い
覚
え
て
い
っ
た
。
 
 
 

大
正
十
年
前
後
に
生
ま
れ
、
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
た
男
子
生
徒
の
な
か
に
、
大
阪
、
京
都
、
名
古
屋
方
面
に
筆
作
り
の
修
業
に
 
 

行
っ
た
老
が
い
た
。
そ
こ
で
ほ
三
、
四
年
の
年
季
が
あ
り
、
給
金
は
小
遣
い
程
度
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
年
の
お
礼
奉
公
の
あ
っ
 
 

た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
当
時
の
熊
野
は
筆
の
生
産
も
増
え
つ
つ
あ
り
、
修
業
し
て
帰
り
上
物
司
に
な
れ
ば
工
賃
も
多
か
っ
た
。
熊
野
に
 
 

は
他
の
仕
事
も
少
な
い
こ
と
か
ら
若
者
た
ち
は
筆
作
り
に
入
っ
て
い
っ
た
が
、
一
方
に
は
郡
会
へ
の
あ
こ
が
れ
も
あ
っ
た
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

熊
野
に
残
っ
て
お
り
、
親
や
兄
姉
に
教
え
ら
れ
た
と
ほ
い
え
、
も
う
一
歩
先
の
技
術
を
習
得
し
た
い
と
い
う
と
き
に
は
、
上
物
司
 
 

と
し
て
名
を
は
せ
て
い
る
筆
司
の
と
こ
ろ
に
弟
子
入
り
を
し
た
。
ほ
か
に
、
初
め
か
ら
弟
子
入
り
し
た
子
飼
い
も
い
る
。
弟
子
た
ち
 
 

に
と
っ
て
師
匠
ほ
い
つ
ま
で
も
先
生
で
あ
り
、
先
生
の
家
族
も
お
兄
さ
ん
、
お
姉
さ
ん
な
ど
と
呼
ん
で
親
類
に
近
い
緑
を
結
び
、
独
 
 

立
後
も
出
入
り
す
る
。
有
名
な
上
物
司
の
と
こ
ろ
に
は
自
然
に
一
〇
人
か
ら
二
〇
人
の
弟
子
が
集
ま
っ
て
い
た
。
 
 
 

筆
司
は
そ
の
仕
事
に
自
信
と
誇
り
を
も
っ
て
お
り
自
分
の
作
っ
た
筆
を
売
り
歩
い
た
り
、
筆
司
か
ら
問
屋
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は
 
 

い
な
か
っ
た
と
い
う
。
現
在
、
筆
作
り
に
活
配
し
、
指
導
的
立
場
の
人
ほ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
戦
前
技
術
を
習
得
し
た
人
で
あ
る
。
 
 
 

今
日
で
は
、
筆
ペ
ン
の
出
現
や
他
産
地
（
中
国
や
日
本
の
）
と
の
競
合
が
あ
り
、
後
継
者
が
育
ち
に
く
く
な
っ
た
。
問
屋
が
会
社
組
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

う
、
袖
の
な
い
せ
な
当
て
を
着
て
仕
事
を
し
た
。
火
鉢
に
は
網
を
か
ぶ
せ
て
筆
が
落
ち
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
。
今
で
は
石
油
ス
ト
 
 

ー
プ
で
部
屋
全
体
を
暖
め
て
い
る
。
三
月
に
も
ま
だ
需
要
が
あ
り
、
熊
野
に
も
春
が
や
っ
て
来
て
手
の
動
き
が
楽
に
な
る
。
農
閑
期
 
 

の
こ
の
月
に
も
筆
の
仕
事
が
あ
り
、
忙
し
か
っ
た
。
 
 

技
術
の
伝
承
 
 

筆
の
注
文
は
上
物
司
の
と
こ
ろ
に
ほ
「
仕
事
以
上
に
あ
る
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
景
気
が
悪
く
て
も
上
物
司
の
 
 

と
こ
ろ
に
ほ
注
文
が
あ
る
。
筆
作
り
の
技
術
は
主
に
親
子
 
（
父
子
、
母
娘
）
、
兄
弟
姉
妹
の
関
係
で
伝
え
ら
れ
、
習
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第
七
草
 
熊
野
の
聾
 
 

織
に
し
て
自
前
の
作
業
所
を
持
ち
、
月
給
制
で
職
人
に
仕
事
を
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
昭
和
五
十
年
ご
ろ
か
ら
二
、
三
で
て
い
る
。
 
 

こ
の
よ
う
な
場
合
は
技
術
の
交
流
や
伝
承
が
比
較
的
行
わ
れ
や
す
い
。
筆
を
作
り
な
が
ら
筆
問
屋
を
兼
ね
た
り
、
問
屋
に
移
行
す
る
 
 

筆
司
も
、
今
で
は
増
加
し
て
き
た
。
 
 

筆
作
り
は
「
姉
も
挟
も
撃
造
る
」
と
歌
に
も
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
、
女
の
仕
事
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
近
隣
の
町
村
 
 
董
と
娘
 
 

で
は
「
熊
野
に
嫁
に
行
か
す
な
」
と
い
う
。
熊
野
に
行
け
ば
撃
作
り
に
た
ず
さ
わ
り
、
苦
労
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
 
 

と
い
う
親
心
で
あ
る
。
ま
た
「
熊
野
は
ハ
デ
な
け
え
嫁
に
行
か
す
な
」
と
い
わ
れ
る
。
熊
野
ほ
筆
作
り
で
小
金
を
持
っ
て
い
て
、
派
 
 

手
な
面
も
あ
っ
た
。
逆
に
「
媛
に
も
ら
う
な
ら
熊
野
の
嫁
を
」
と
も
い
わ
れ
る
。
親
の
働
く
姿
を
見
て
育
っ
た
娘
は
働
き
者
だ
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
女
の
仕
事
が
多
い
せ
い
も
あ
り
、
男
は
夜
な
べ
で
仕
事
を
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
熊
野
で
は
「
夜
遊
び
」
と
い
っ
て
娘
 
 

を
見
に
歩
く
こ
と
が
昭
和
二
十
年
代
ま
で
一
部
で
あ
っ
た
。
仕
事
場
に
灯
り
が
つ
い
て
い
る
の
を
目
当
て
に
、
筆
作
り
に
精
を
出
す
 
 

娘
を
若
い
男
が
三
四
人
、
誘
い
合
っ
て
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
適
当
な
家
を
さ
が
し
て
何
軒
か
回
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
仕
事
場
 
 

に
上
が
っ
て
、
男
女
の
う
わ
さ
話
、
仕
事
の
話
な
ど
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。
娘
は
そ
れ
で
手
を
休
め
る
で
も
な
く
、
仕
事
を
夜
お
そ
 
 

く
ま
で
続
け
て
い
た
。
親
（
母
）
も
一
諸
に
仕
事
を
し
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
一
対
一
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
 
 

熊
野
で
村
（
町
）
内
同
志
の
結
婚
が
多
い
の
は
こ
う
し
た
こ
と
が
一
因
で
も
あ
る
。
今
は
そ
う
し
た
こ
と
も
な
く
な
り
、
夫
婦
し
て
語
 
 

ら
う
か
、
ラ
ジ
オ
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
テ
レ
ビ
も
置
い
て
あ
る
家
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
作
業
の
 
 

じ
ゃ
ま
に
な
ら
な
い
番
組
を
み
る
だ
け
の
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
 
 

毛
も
み
は
灰
を
ま
ぶ
し
て
毛
を
も
み
こ
む
仕
事
で
あ
る
。
ま
た
金
櫛
を
か
け
て
綿
毛
を
抜
き
と
る
作
業
も
あ
 
 
 

筆
の
仕
事
と
病
気
 
 

る
。
灰
と
綿
毛
は
呼
吸
器
系
の
病
気
を
起
こ
し
や
す
い
。
 
 
 

「
一
般
に
気
管
支
喘
息
の
発
生
率
は
一
％
前
後
と
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
我
々
の
調
査
し
た
熊
野
町
の
毛
筆
製
造
作
業
者
三
三
七
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人
に
お
け
る
気
管
支
喘
息
の
発
墓
子
七
％
は
、
や
や
高
率
で
あ
る
と
貫
影
」
描
机
雛
錮
㈹
㌍
軌
雛
翫
謂
琵
け
と
あ
る
。
今
 
 

で
は
ど
こ
で
も
作
業
場
の
面
積
を
広
く
と
り
、
一
層
換
気
に
務
め
て
い
る
。
 
 
 

筆
を
ま
く
仕
事
の
な
か
で
は
、
毛
を
な
め
て
揃
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
毛
を
通
じ
て
動
物
の
病
気
の
感
染
が
あ
っ
 
 

た
ん
そ
 
 

た
。
そ
の
中
で
も
こ
わ
い
の
ほ
炭
症
病
（
脾
脱
症
）
で
あ
り
、
伝
染
し
て
半
数
は
死
亡
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
筆
に
生
活
が
か
か
っ
て
 
 

い
た
と
も
い
え
る
が
、
「
脾
脱
症
に
か
か
っ
て
死
ね
ほ
本
望
だ
」
と
箕
職
人
の
心
意
気
を
示
す
人
も
い
た
。
昭
和
四
年
、
獣
毛
消
毒
 
 

場
が
で
き
て
脾
脱
症
は
大
幅
に
減
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
、
密
輸
さ
れ
検
疫
や
消
毒
場
を
経
な
い
毛
に
よ
っ
て
、
昭
和
二
十
年
代
 
 

ま
で
こ
の
病
気
は
残
っ
て
い
た
。
ま
た
、
製
造
工
程
の
な
か
に
は
、
糸
締
め
な
ど
で
歯
を
使
う
場
合
が
あ
る
。
他
地
域
に
比
べ
、
歯
 
 

（
特
に
奥
歯
）
を
損
じ
る
人
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

筆
作
り
は
毎
日
坐
っ
て
す
る
仕
事
な
の
で
、
膝
や
腰
を
痛
め
る
人
が
多
い
。
ま
た
足
の
衰
え
を
訴
え
る
人
も
多
い
。
熊
野
で
テ
ニ
 
 

ス
な
ど
足
を
使
う
ス
ポ
ー
ツ
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
運
動
不
足
を
解
消
さ
せ
よ
う
と
す
る
願
い
と
無
関
係
で
は
な
い
。
 
 
 

鮨
野
で
は
よ
そ
よ
り
も
糖
尿
病
が
多
い
。
こ
れ
も
ま
た
主
な
原
因
は
運
動
不
足
で
あ
ろ
う
。
飲
食
と
の
関
係
も
深
い
。
冬
の
仕
事
 
 

場
の
石
油
ス
ト
ー
プ
の
上
に
は
ヤ
カ
ソ
が
か
け
て
あ
り
、
お
茶
に
は
甘
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
冠
婚
葬
祭
は
親
照
一
 
 

族
、
訪
中
、
地
域
、
問
屋
・
筆
職
人
、
先
生
・
弟
子
の
関
係
と
広
範
囲
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
飲
食
の
梯
会
も
頻
繁
に
な
 
 

っ
て
く
る
。
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
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飯
塚
ゼ
ミ
調
査
に
よ
る
と
、
熊
野
 
 
 

労
働
条
件
 
 筆

づ
く
り
に
従
事
し
て
い
る
人
び
 
 

と
の
労
働
条
件
、
内
職
（
同
調
査
で
は
、
内
職
と
パ
 
 

1
ト
．
タ
イ
マ
ー
と
の
区
別
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
）
、
福
利
厚
生
等
の
実
態
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 
 

女
性
労
働
者
は
、
穂
首
づ
く
り
か
ら
仕
上
げ
の
段
階
ま
で
の
一
定
の
工
程
を
分
担
し
、
主
と
し
て
居
室
の
一
角
な
ど
で
作
業
を
す
 
 

る
。
賃
金
は
、
お
お
む
ね
出
来
高
払
い
で
、
一
〇
年
～
二
〇
年
と
こ
の
仕
事
を
続
け
て
い
る
人
が
多
い
。
一
家
の
主
婦
は
、
こ
う
し
 
 

て
、
家
苧
育
児
の
あ
い
間
に
、
パ
ー
ト
・
タ
イ
マ
ー
や
内
職
と
い
っ
た
形
で
、
生
活
費
の
一
部
や
小
遣
い
か
せ
ぎ
の
た
め
に
す
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

図7－2【－54 会社での笠造り  

『わたしたちの熊野町』より  

人
 
 

父  母   いあ  
きき  きさ  さき  ささ  ささ  んん   んん   んん   んん   んん  

筆  店  農  そ   
社  づ  の  の   
づ  し  
と  ほ  
め  シ・  業  か  

図7－2－55 家の人のしごと  
（1984年熊野町内の小学校3年全員調べ）  

『わたしたちの熊野町』より  
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第
七
童
 
熊
野
の
繁
 
 

る
、
い
わ
ゆ
る
家
計
補
助
的
就
労
と
い
っ
た
像
が
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

・
労
働
日
数
（
週
）
 
 

∧
常
用
従
業
員
＞
 
五
日
以
下
…
九
二
一
％
 
六
日
以
下
・
＝
八
 
 

三
・
一
％
 
七
日
…
七
・
七
％
 
 

∧
内
 
職
 
者
∨
 
五
日
以
下
…
四
二
・
九
％
 
六
日
以
下
…
五
 
 

七
・
一
％
 
 

・
労
働
時
間
（
一
日
平
均
、
時
間
）
 
 

∧
常
用
従
業
員
＞
 
六
…
一
四
・
一
％
 
七
＝
・
一
二
・
七
％
 
 

八
…
六
〇
こ
ハ
％
 
九
…
四
・
二
％
 
 

九
以
上
…
七
・
〇
％
 
 

∧
内
 
職
 
者
＞
 
四
＝
七
二
％
 
不
⊥
一
一
・
四
％
 
 

六
以
上
七
一
・
四
％
 
 
 

l
・
 
 
・
 
 
・
・
l
 
 

・
給
与
 
 

∧
常
用
∨
 
月
給
…
四
二
・
〇
％
 
日
給
⊥
二
一
・
九
％
 
 

時
間
給
…
一
五
・
九
％
 
 

＜
内
職
＞
 
月
給
…
七
・
一
％
 
日
給
四
二
・
九
％
 
 

熊
野
筆
づ
く
り
に
従
事
す
る
人
び
と
の
労
働
条
件
 
 

と
り
調
査
）
 
 

・
工
程
別
分
業
は
主
に
女
性
の
パ
ー
ト
の
労
働
力
に
よ
っ
て
成
り
立
 
 
 

っ
て
い
る
 
 
 

選
毛
か
ら
芯
立
て
ま
で
…
…
 
二
六
・
〇
％
 
 
 

衣
毛
巻
き
か
ら
系
統
め
ま
で
＝
二
八
・
〇
％
 
 
 

管
込
み
か
ら
の
り
固
め
ま
で
…
…
八
・
〇
％
 
 
 

銘
彫
刻
…
…
 
 
 
 
 
…
二
・
三
％
 
 
 

仕
上
げ
＝
…
：
 
 
 
 
…
二
二
・
五
％
 
 

・
パ
ー
ト
の
作
業
場
所
 
 
自
宅
＝
‥
こ
八
五
・
六
％
 
 

・
工
賃
の
支
払
い
方
法
 
 
 

出
来
高
払
い
・
：
七
八
二
ハ
％
 
時
間
給
…
九
・
六
％
 
 
 

月
給
・
歩
合
制
…
各
三
・
八
％
 
日
給
…
二
・
〇
％
 
 

・
工
賃
の
支
給
日
 
月
一
回
…
六
五
・
八
％
 
納
品
の
都
度
⊥
二
 
 

四
・
二
％
 
 

・
エ
賃
折
に
つ
い
て
 
適
当
丁
二
一
九
二
二
％
 
高
い
…
二
・
九
％
 
 
 

時
間
給
…
四
二
・
九
％
 
 

・
退
職
金
 
 

＜
常
用
＞
 
あ
る
…
四
六
・
≡
％
 
な
い
…
五
三
・
七
％
 
 

（
内
職
を
行
っ
て
い
る
家
庭
の
主
婦
を
対
象
に
聞
き
 
 



・
パ
ー
ト
の
経
験
年
数
 
 

半
年
以
上
・
：
八
・
四
％
一
年
以
内
…
二
・
五
％
 
二
年
以
内
…
 
 

一
一
・
八
％
 
三
年
以
内
…
六
・
八
％
 
三
年
以
上
 
（
平
均
一
八
 
 

年
）
…
六
一
二
一
％
 
 
 

（
パ
ー
ト
に
よ
る
地
域
内
分
業
の
強
さ
）
 
 

・
パ
ー
ト
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
動
機
 
 

知
人
か
ら
…
三
二
・
四
％
 
 

熊
野
の
毛
筆
を
知
っ
て
い
た
の
で
…
一
九
・
五
％
 
 

製
造
問
屋
か
ら
…
一
〇
・
八
％
 
 

近
く
の
世
話
役
に
勧
め
ら
れ
て
…
六
・
四
％
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

・
労
働
条
件
 
適
当
…
六
〇
・
五
％
 
つ
ら
い
…
一
九
・
五
％
 
 

安
い
…
四
七
・
八
％
 
 

二
か
月
の
平
均
収
入
 
三
〇
、
二
二
円
（
三
、
0
0
0
～
二
五
万
 
 

円
）
 
 生

産
労
働
ほ
必
ず
し
も
厳
し
く
は
な
く
、
家
内
手
工
業
と
し
て
 
 

成
立
で
き
る
条
件
を
備
え
て
い
る
 
 

所
得
の
差
は
経
験
年
数
の
差
に
よ
る
 
 

二
七
七
軒
の
う
ち
〓
」
ハ
軒
が
二
万
円
か
ら
五
万
円
ま
で
 
 

使
い
み
ち
 
生
活
費
の
一
部
・
＝
四
二
％
 
自
分
の
小
遣
い
⊥
 

〇
・
五
％
 
 

・
パ
Ⅰ
卜
の
人
々
が
受
け
て
い
る
技
術
指
導
の
方
法
 
 

筆
作
り
の
講
習
会
・
：
〇
・
六
％
 
パ
ー
ト
の
先
輩
…
一
七
・
七
％
 
 

知
人
…
二
〇
・
四
％
 
世
話
役
…
五
・
〇
％
 
 

・
工
賃
に
対
し
て
不
満
を
も
ち
な
が
ら
も
現
在
の
パ
ー
ト
を
続
け
る
と
 
 

答
え
た
人
…
八
五
・
〇
％
 
 

・
他
の
業
種
の
パ
ー
ト
と
の
比
較
 
 

収
入
‥
良
い
…
一
〇
・
五
％
 
良
く
な
い
⊥
二
三
・
五
％
 
 

労
働
条
件
‖
楽
…
八
二
一
％
 
き
つ
い
…
五
・
五
％
 
 

他
に
仕
事
が
な
い
の
で
比
較
で
き
な
い
⊥
二
三
・
五
％
 
 

家
で
や
っ
て
い
た
た
め
両
親
か
ら
技
術
を
受
け
つ
い
だ
、
中
学
校
の
 
 

先
生
が
卒
業
時
に
筆
作
り
を
す
る
こ
と
を
勧
め
た
な
ど
…
二
〇
・
七
 
 

％
 
 

こ
の
町
に
は
筆
産
業
の
他
に
め
ぼ
し
い
産
業
が
な
い
た
め
に
、
 
 

現
在
の
地
域
内
分
業
に
よ
る
地
場
産
業
の
成
立
が
可
能
に
な
っ
 
 

て
い
る
 
 

も
し
も
労
働
条
件
の
よ
り
有
利
な
他
産
業
の
進
出
が
あ
れ
ば
そ
 
 

の
存
立
基
盤
を
支
え
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
危
険
性
が
潜
在
 
 

町
全
体
が
筆
の
町
と
い
う
環
境
の
中
で
生
活
し
て
い
る
た
め
、
 
 

内
職
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
る
雰
囲
気
が
宛
っ
て
い
 
 

る
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経
営
状
態
 
筆
づ
く
り
は
、
そ
の
製
造
の
工
程
そ
の
も
の
が
手
作
業
的
な
指
先
の
微
妙
な
感
触
と
経
験
を
、
も
っ
と
も
重
要
な
要
 
 

素
と
し
て
い
る
。
手
作
業
に
よ
る
微
妙
な
仕
上
り
が
そ
の
命
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
筆
づ
く
り
の
た
め
の
道
具
や
設
備
は
、
 
 

比
較
的
簡
単
な
も
の
で
ま
に
あ
う
。
 
 
 

熊
野
町
に
お
け
る
製
筆
業
者
の
設
備
の
近
代
化
、
合
理
化
も
、
筆
軸
加
工
の
ご
く
一
部
門
や
画
筆
の
生
産
等
に
み
ら
れ
る
程
度
で
 
 

あ
る
。
む
し
ろ
、
大
勢
と
し
て
ほ
、
設
備
の
近
代
化
は
ほ
と
ん
ど
進
展
せ
ず
、
外
注
や
下
請
の
活
発
な
利
用
に
よ
っ
て
、
設
備
近
代
 
 

化
を
回
避
す
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
筆
づ
く
り
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
み
て
き
た
よ
う
に
、
き
わ
め
て
零
細
な
業
者
が
多
く
、
 
 

資
本
力
、
資
本
調
達
力
そ
の
も
の
は
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

仲
間
同
志
の
教
え
合
い
に
よ
っ
て
家
庭
の
中
に
技
術
の
持
ち
こ
 
 

ま
れ
る
場
合
が
四
割
近
く
…
こ
の
地
場
産
業
の
地
域
的
特
質
 
 

う
ち
、
週
休
制
実
施
の
可
能
性
‥
あ
る
…
四
三
・
五
％
 
 

な
い
、
考
え
て
い
な
い
＝
・
四
二
丁
五
％
 
 

（
経
営
形
態
の
前
近
代
性
）
 
 

・
食
堂
あ
り
…
一
九
・
四
％
 
休
憩
室
：
由
〇
・
五
％
 
 

な
し
…
七
・
七
％
 
 

6
 
経
営
状
態
 
 

・
定
期
健
康
診
断
の
実
施
…
四
五
二
一
％
 
 

（
飯
塚
ゼ
ミ
調
査
よ
り
枝
番
）
 
 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
の
実
施
…
六
〇
・
〇
％
 
 

労
働
報
酬
な
ど
の
物
的
な
条
件
よ
り
も
従
業
員
同
志
の
人
 
 

間
関
係
や
親
睦
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
地
場
の
雰
囲
気
 
 

の
現
わ
れ
 
 

熊
野
筆
産
業
の
も
つ
ロ
ー
カ
ル
色
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原
材
料
の
入
手
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
原
毛
を
買
い
入
れ
て
い
る
も
の
九
一
・
八
％
に
対
し
て
、
支
給
さ
れ
て
い
る
も
の
が
八
・
 
 

二
％
で
あ
っ
た
。
墾
軸
に
つ
い
て
は
、
買
い
入
れ
九
三
・
七
句
支
給
六
二
二
で
あ
っ
た
。
な
お
、
原
材
料
の
入
手
の
見
通
し
に
つ
 
 

い
て
は
、
六
〇
％
以
上
の
事
業
所
が
暗
く
、
悪
い
方
向
に
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
そ
の
事
態
に
つ
い
て
、
六
割
～
七
割
以
上
の
事
 
 

業
者
は
、
特
別
の
対
応
策
が
な
い
と
答
え
て
い
る
。
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

飯
塚
ゼ
ミ
調
査
に
よ
る
と
、
調
査
対
象
一
一
一
事
業
所
に
つ
い
て
、
現
代
の
主
人
の
代
で
設
備
投
資
を
し
た
も
の
が
四
八
・
四
％
 
 

で
、
そ
の
内
容
は
、
工
場
の
拡
張
、
機
械
の
購
入
で
あ
っ
た
。
機
械
を
購
入
し
た
事
業
所
で
も
、
大
体
、
二
、
三
種
炉
、
台
数
に
し
 
 

て
一
、
二
台
で
あ
っ
た
。
機
槻
を
使
用
し
て
い
な
い
事
業
所
が
三
四
・
六
％
で
あ
っ
た
。
設
備
投
資
の
た
め
の
資
金
の
調
達
先
は
、
 
 

国
・
県
・
町
、
銀
行
等
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
機
関
も
三
〇
％
以
上
の
比
率
で
利
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
 
 

ス
が
、
縁
故
関
係
か
ら
の
借
り
入
れ
や
自
己
資
金
に
よ
っ
て
い
た
。
熊
野
町
に
お
け
る
筆
づ
く
り
の
経
営
内
容
に
つ
い
て
は
、
支
出
 
 

額
に
し
め
る
人
件
費
と
原
材
料
費
の
割
合
は
、
い
ず
れ
も
、
五
〇
％
以
下
の
と
こ
ろ
に
集
中
し
て
い
る
。
 
 

各
事
業
所
の
支
出
額
全
体
に
対
す
る
 
 

D
人
件
費
の
比
率
 
 
 

五
〇
・
〇
％
未
満
・
＝
八
四
・
七
％
 
 
 

六
五
・
〇
％
未
満
…
五
・
一
％
 
 

。
原
材
料
費
の
比
率
 
 
 

五
〇
・
〇
％
未
満
…
六
二
・
九
％
 
 
 

六
五
・
〇
％
 
〃
…
五
・
七
％
 
 
六
五
・
〇
％
以
上
…
八
二
ハ
％
 
そ
の
他
 
 
 

五
五
・
〇
％
未
満
・
・
主
・
七
％
 
六
〇
・
〇
％
未
満
＝
・
一
四
二
ニ
％
 
 

五
五
・
〇
％
未
満
…
六
・
八
％
 
 

六
五
・
〇
％
以
上
…
三
・
四
％
 
 

二
・
八
％
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従業者数の推移（熊野町）  

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 『総理府統計局事業所統計報告』  

大きく上回っているのほ、統計のとりかたによる。  

れ
ば
、
同
町
の
常
住
就
業
者
の
う
ち
町
内
に
就
業
す
る
も
の
と
他
 
 

市
町
か
ら
働
き
に
釆
て
い
る
も
の
合
わ
せ
て
五
八
四
五
人
、
う
ち
製
筆
関
連
に
従
 
 

事
す
る
も
の
（
パ
ー
ト
・
タ
イ
マ
ー
も
含
む
）
が
お
よ
そ
四
一
〇
〇
人
（
全
就
業
者
の
 
 
 

野
の
町
は
、
そ
の
地
域
全
体
が
筆
づ
く
り
と
の
か
か
わ
り
を
強
く
 
 

も
っ
た
町
で
あ
っ
て
、
全
国
的
に
も
こ
の
よ
う
な
例
は
み
ら
れ
な
い
。
熊
野
町
 
 

は
、
実
際
、
文
字
ど
お
り
、
〝
筆
の
都
〃
で
あ
り
、
地
域
の
産
業
は
軍
産
業
を
基
 
 

軸
と
し
て
な
り
た
つ
特
異
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
 
 
 

昭
和
五
十
年
の
事
業
所
統
計
に
よ
る
と
、
同
町
の
事
業
所
総
数
四
七
八
の
う
 
 

ち
、
製
造
業
が
一
三
五
、
そ
の
圧
倒
的
多
数
な
ん
と
一
三
〇
事
業
者
ま
で
が
毛
筆
 
 

関
係
で
あ
っ
た
（
表
7
－
2
－
1
7
）
。
 
 
 

昭
和
五
十
五
年
の
同
町
の
全
製
造
業
出
荷
額
は
一
二
九
億
円
で
あ
っ
た
が
、
製
 
 

筆
業
の
生
産
額
は
お
よ
そ
八
一
二
億
円
で
そ
の
約
」
ハ
四
％
を
占
め
て
い
る
（
工
業
統
計
 
 

表
）
。
 
 就

業
構
造
 
 

産
業
構
造
 
 

地
域
の
就
業
構
造
を
昭
和
五
十
五
年
国
調
に
よ
っ
て
検
討
し
て
み
 
 

撃
と
い
え
は
熊
野
、
熊
野
と
い
え
ば
筆
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
熊
 
 

7
 
地
域
に
お
け
る
分
業
構
造
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表7－2－17 事業所数と  

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

住 宅筆笑は熊野筆事業協同組合調、毛筆業の家族従業者、雇用者が製造業のそれを  

約
七
〇
％
）
で
あ
る
。
ま
た
、
非
労
働
力
人
口
の
う
ち
家
事
そ
の
他
が
四
八
≡
五
 
 

人
、
こ
の
う
ち
内
職
に
従
事
す
る
も
の
が
約
二
〇
〇
〇
人
（
四
一
・
四
％
）
で
あ
 
 

る
。
産
業
構
造
上
か
ら
も
、
就
業
構
造
上
か
ら
も
、
熊
野
町
は
、
い
わ
ば
筆
づ
く
 
 

熊野町常住就業者  
10－382人  

他  他市町村で就業   
している者   

5．3【5人  

うち県内5．290人  
佃を含む） 巨野田   

・－ うち広島市2．Z引   
5．845人  

（70．」％）  

うち、町内で内識  熊野町の非封勤力人口の      をやっている老 寸■  うち家事・その他   

図7－2－56 熊野町の就業横道  

総理府『昭和55年国勢調査』  
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熊
野
筆
の
創
業
の
時
期
を
知
る
こ
と
は
、
今
日
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
の
末
ご
ろ
か
ら
 
 
創
業
の
時
期
 
 

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
資
料
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
現
存
し
て
い
る
筆
づ
く
り
の
六
〇
業
者
の
 
 

創
業
の
時
期
に
つ
い
て
の
広
島
通
産
モ
デ
ル
調
香
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
創
業
三
、
明
治
時
代
の
創
業
一
七
、
大
正
時
代
 
 

の
創
業
六
で
、
以
上
大
正
期
ま
で
の
創
業
が
全
体
の
四
三
％
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
年
以
前
が
一
三
、
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
に
三
九
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

Q
U
 
創
骨
 
 

業
 
 

図7－2－57 熊野筆生産をめく、、る社会的分  
業構遷（［ニコ内）  

（数値は昭和50年代後半ごろのもの）  

り
の
中
に
町
が
存
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
広
島
市
の
ベ
ッ
 
 

ド
・
タ
ウ
ソ
と
し
て
の
団
地
住
民
人
口
が
急
速
に
増
加
す
る
昭
和
四
十
年
代
半
ば
 
 

以
降
に
お
い
て
も
、
町
内
で
筆
づ
く
り
に
た
ず
さ
わ
る
人
口
の
比
率
は
、
決
し
て
 
 

低
い
と
は
い
え
な
い
。
 
 
 

地
域
的
な
筆
づ
く
り
の
結
び
つ
き
、
筆
づ
く
り
を
中
心
と
し
た
社
会
的
分
業
 
 

は
、
こ
う
し
て
、
地
域
全
体
を
有
機
的
に
つ
つ
み
こ
む
よ
う
な
構
造
を
そ
な
え
て
 
 

い
る
。
そ
の
中
核
に
立
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
産
業
活
動
の
主
導
性
を
発
揮
し
て
 
 

い
る
の
が
、
筆
製
造
業
者
お
よ
び
同
製
造
卸
業
者
で
あ
る
。
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表7－2－18細野軍事業者の創業期  

第
二
節
 
熊
野
繋
の
生
産
と
流
通
 
 
 

広島通産モデル調査  

業
者
、
全
体
の
六
五
％
が
創
業
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
 
 

比
較
的
姐
模
の
大
き
い
（
従
業
孝
一
〇
人
以
上
）
事
業
者
は
、
大
部
分
こ
 
 

の
時
期
ま
で
に
創
業
し
て
い
る
。
 
 
 

戦
後
の
創
業
ほ
二
一
業
者
で
、
そ
の
う
ち
一
四
業
者
が
昭
和
の
二
 
 

十
年
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
圧
倒
的
部
分
が
零
細
な
家
内
工
業
で
 
 

あ
る
製
撃
業
は
、
そ
の
少
な
く
な
い
部
分
が
、
農
業
そ
の
他
の
副
業
 
 

や
兼
業
と
し
て
、
細
々
と
経
常
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
 
 

世
代
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
、
ま
た
世
代
の
か
わ
る
と
き
に
、
い
く
 
 

た
び
か
筆
事
業
の
中
断
が
み
ら
れ
た
り
、
復
活
・
再
開
も
繰
り
返
え
 
 

さ
れ
て
き
た
と
み
る
ほ
う
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
も
あ
れ
、
熊
野
に
お
け
る
筆
づ
く
り
が
、
遠
く
江
戸
時
代
の
末
 
 

か
ら
明
治
時
代
ご
ろ
始
め
ら
れ
て
お
り
、
地
域
と
し
て
も
そ
の
古
い
 
 

歴
史
と
伝
統
を
誇
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
代
々
、
 
 

箕
づ
く
り
の
技
法
や
販
路
の
拡
張
の
た
め
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
続
け
 
 

ら
れ
、
今
日
の
熊
野
筆
の
存
在
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
 
 

に
想
像
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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小
売
店
、
書
道
塾
な
ど
に
向
け
て
、
直
接
・
間
接
に
販
売
す
る
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
 
 

姿
を
図
7
2
－
5
8
に
か
か
げ
て
お
こ
う
。
 
 
 

現
地
の
製
造
問
星
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
た
熊
野
筆
は
、
全
国
の
筆
問
尾
を
経
由
し
て
出
荷
さ
れ
る
も
の
が
過
半
を
し
め
て
お
り
 
 

（
五
五
％
）
、
全
国
の
文
具
卸
商
を
経
由
す
る
も
の
が
三
〇
％
、
両
者
あ
わ
せ
て
八
五
％
を
し
め
る
。
全
国
の
文
具
店
や
書
道
塾
へ
直
 
 

接
出
荷
販
売
さ
れ
る
も
の
は
、
わ
ず
か
に
一
五
％
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
、
〃
熊
野
筆
〃
と
し
て
銘
を
つ
け
て
販
売
さ
れ
る
撃
は
、
 
 

流
通
経
路
 
 
 

算
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

三
 
熊
野
筆
の
流
通
 
 

1
 
流
通
経
路
 
 

熊
野
筆
の
流
通
は
、
筆
の
生
産
の
古
い
歴
史
を
反
映
し
て
、
さ
ま
ぎ
ま
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
各
問
屋
、
仲
卸
、
 
 

薫巨野草製造卸業者  

図7－2－58 熊野筆の流通経  

路（昭和53年12月現在）  

熊野筆組合の資料より作成  

．＿・・もー、   

襲萱  
邸つ津山  

■ t：I－  

図7－2¶5g 植野コ‡センター（道  

場もあり全国から合  
宿生が集まってく  
る）   
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第
t
一
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 図726D 笹口皇♪；たのテレビ放映とビデオチーフ  

（左）NHI（TV「行商シリーズ熊野筆繁盛記」（昭和54年12月14日放映）  

（右）熊野町教育委員会「伝統的工芸品熊野筆」  

全
生
産
量
の
大
体
四
〇
％
た
ら
ず
で
、
そ
れ
以
外
は
全
国
の
筆
問
置
や
文
具
商
で
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
銘
を
添
付
さ
れ
た
プ
ラ
ソ
ド
晶
と
し
て
販
売
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
 
 

「
無
銘
筆
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
流
通
経
路
は
、
豊
橋
筆
の
ば
あ
い
も
同
じ
こ
と
 
 

で
、
約
七
〇
％
が
無
銘
撃
で
出
荷
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

熊
野
筆
に
無
銘
筆
の
ウ
エ
イ
ト
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
地
が
筆
の
産
 
 

地
と
し
て
は
、
東
京
、
京
阪
奈
等
の
大
消
費
地
か
ら
距
離
的
に
遠
く
は
な
れ
て
位
 
 

置
し
て
い
る
こ
と
、
奈
良
や
有
馬
等
の
筆
づ
く
り
と
比
較
し
て
古
く
か
ら
の
伝
統
 
 

や
名
声
に
め
ぐ
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
。
ま
た
、
筆
づ
く
り
 
 

の
始
ま
っ
た
時
点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
大
消
費
地
か
ら
の
注
文
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
 
 

て
生
産
の
拡
大
が
可
能
と
な
る
と
い
う
長
い
間
の
慣
習
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
た
 
 

め
に
、
熊
野
筆
は
、
全
国
的
な
販
売
ル
ー
ト
や
名
声
、
産
地
の
イ
メ
ー
ジ
（
知
名
 
 

度
）
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
事
情
が
生
じ
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
全
国
 
 

で
大
量
に
消
費
さ
れ
る
学
童
用
の
撃
の
生
産
が
多
く
は
熊
野
で
生
産
さ
れ
て
お
 
 

り
、
そ
の
全
国
的
な
頒
布
の
た
め
に
は
、
独
自
の
販
売
ル
ー
ト
を
も
う
け
る
よ
り
 
 

も
既
存
の
ル
ー
ト
を
利
用
す
る
ほ
う
が
、
便
利
で
も
あ
り
、
割
安
と
も
な
る
か
ら
 
 

で
あ
ろ
う
。
 
 
 

当
初
は
、
熊
野
プ
ラ
ソ
ド
の
毛
筆
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。
現
在
の
熊
 
 

野
プ
ラ
ソ
ド
の
占
め
る
ウ
エ
イ
ト
に
ま
で
至
る
に
つ
い
て
は
、
産
地
の
業
界
の
努
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表72－柑 熊野筆の販売先  

現   在  
（昭和49年 当時）  

昭和30年代  
後   半  企業形態別  第

七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

集 散 地 間 置  
地方間足（産地外）  

産 地 間 置  
大 型 小 売 店  
その他 小 売 店  
メ   ー・   カ   ー  

広島通産モデル調査  

あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
さ
ま
ぎ
ま
な
問
題
を
残
す
点
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
 
 

ら
ノ
0
 
 

図72611†‡≡装皇道冒口R  

と
昭
和
凹
十
九
年
当
時
と
で
、
ほ
と
ん
ど
変
化
し
た
様
子
が
認
め
ら
れ
 
 

な
い
。
そ
の
お
よ
そ
六
割
が
産
地
外
の
地
方
間
岸
を
通
じ
て
さ
ば
か
 
 

れ
、
そ
の
他
の
小
売
店
と
産
地
間
星
を
通
ず
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
一
割
 
 

程
度
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

熊
野
筆
の
受
注
な
ら
び
に
納
入
先
は
、
飯
塚
ゼ
ミ
調
査
に
よ
れ
ば
、
 
 
 

製
品
の
販
売
先
 
 

㌢
汗
汗
顔
 
 

広
島
通
産
モ
デ
ル
調
査
に
よ
る
実
態
で
は
、
熊
野
 
 

筆
業
者
の
製
品
販
売
先
は
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
 
 

図7262 筆の製造澗脛   

力
の
長
年
に
わ
た
る
積
み
か
さ
ね
が
あ
っ
 
 

た
。
現
在
で
も
、
画
筆
、
化
粧
筆
に
は
ブ
 
 

ラ
ン
ド
品
は
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
流
通
経
路
は
、
主
要
な
消
 
 

費
地
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
地
方
で
作
ら
れ
 
 

て
い
る
熊
野
筆
の
販
路
を
拡
大
し
、
販
売
 
 

を
容
易
に
し
て
き
た
側
而
が
あ
る
こ
と
は
 
 

否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
今
 
 

後
、
日
本
一
の
撃
づ
く
り
の
町
と
し
て
の
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図
7
－
2
－
6
3
の
よ
う
で
あ
る
。
熊
野
町
に
お
け
る
製
筆
業
者
の
お
よ
そ
四
分
の
三
が
注
文
生
産
を
行
っ
て
い
る
。
注
文
生
産
の
は
 
 

あ
い
の
受
注
先
は
、
産
地
の
製
洪
問
屋
や
産
地
間
置
か
ら
三
分
の
一
（
製
造
問
屋
か
ら
の
も
の
が
多
い
）
、
そ
の
他
は
消
痩
地
関
屋
と
他
 
 

地
方
問
屋
か
ら
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
お
よ
そ
三
分
の
一
ず
つ
の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
見
込
生
産
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
、
産
地
間
 
 

屋
へ
納
入
さ
れ
る
も
の
が
わ
ず
か
l
一
割
に
も
満
た
ず
、
現
地
の
製
造
問
屋
へ
納
入
さ
れ
る
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
見
込
生
産
者
の
 
 

八
割
以
上
が
消
費
地
問
屋
と
他
地
方
問
屋
へ
納
入
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
熊
野
筆
の
直
接
的
生
産
者
は
、
大
部
分
が
問
屋
か
ら
の
注
文
に
よ
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
、
取
引
は
、
 
 

全
部
あ
わ
せ
て
み
て
も
、
お
よ
そ
生
産
者
の
四
分
の
一
が
地
元
の
問
屋
と
、
そ
の
他
の
そ
れ
ぞ
れ
お
よ
そ
三
分
の
一
の
も
の
が
消
費
 
 

地
や
他
地
方
の
問
屋
と
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
熊
野
に
お
け
る
下
請
的
生
産
の
受
け
入
れ
は
、
現
地
の
問
屋
か
ら
の
 
 

依
頼
に
よ
る
も
の
よ
り
も
、
消
費
地
問
屋
お
よ
び
他
地
方
問
屋
か
ら
の
も
の
の
方
が
、
む
し
ろ
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
 
 

の
下
請
が
、
さ
ら
に
現
地
で
は
、
二
次
・
三
次
の
下
請
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

特
定
の
販
売
ル
ー
ト
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
持
っ
て
い
る
四
七
・
〇
％
、
持
っ
て
い
な
い
五
三
・
〇
％
と
な
っ
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

図7－2－63 熊野筆業者の受  

注・納入先  
飯〕家ゼミ調査より作図  

て
い
る
。
熊
野
筆
づ
く
り
に
直
接
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
業
者
の
お
よ
そ
半
分
 
 

が
、
何
ら
か
の
特
定
の
販
売
先
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

熊
野
筆
の
こ
の
よ
う
な
独
特
な
流
通
機
杓
に
つ
い
て
の
現
地
の
生
産
者
た
ち
 
 

の
考
え
方
は
、
飯
塚
ゼ
ミ
調
査
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
筆
の
流
通
構
造
を
知
っ
て
い
る
六
五
・
七
％
、
知
ら
な
い
し
、
興
味
も
 
 

な
い
二
八
二
二
％
、
納
入
先
を
拡
張
す
る
対
策
を
考
え
て
い
な
い
六
〇
・
〇
 
 

％
。
長
年
の
商
習
慣
の
中
で
、
生
産
者
た
ち
の
考
え
方
に
も
大
き
な
変
化
を
期
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第
七
章
 
熊
野
の
筆
 
 

待
す
る
気
持
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

無
銘
筆
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
生
産
者
は
こ
う
回
答
し
て
い
る
。
委
託
生
産
を
受
け
、
無
銘
の
ま
ま
で
出
荷
し
て
い
る
事
業
者
五
 
 

九
・
四
％
、
受
注
先
ほ
東
京
、
京
都
、
大
阪
な
ど
の
大
消
費
地
の
問
屋
で
あ
る
。
熊
野
筆
の
過
半
が
無
銘
の
ま
ま
で
出
荷
さ
れ
て
い
 
 

る
様
子
が
、
こ
こ
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
筆
の
出
荷
形
態
に
つ
い
て
、
良
い
と
思
う
二
〇
・
〇
％
、
手
段
 
 

と
し
て
は
思
わ
し
く
な
い
二
二
・
四
％
、
仕
方
が
な
い
五
〇
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。
必
ず
し
も
良
い
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
 
 

や
む
を
え
な
い
と
考
え
て
い
る
人
び
と
が
多
い
。
 
 
 

熊
野
筆
を
自
主
プ
ラ
ソ
ド
品
と
し
て
販
売
す
る
ば
あ
い
に
比
較
し
て
、
無
銘
筆
は
、
利
潤
が
多
い
二
一
二
ハ
％
、
変
わ
ら
な
い
二
 
 

一
・
六
％
、
少
な
い
五
六
・
八
％
で
、
あ
ま
り
割
り
が
よ
く
な
い
と
す
る
老
が
多
い
。
無
銘
筆
の
生
産
出
荷
の
こ
の
よ
う
な
体
制
 
 

ほ
、
長
年
に
わ
た
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
熊
野
筆
の
お
か
れ
た
さ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 
 

状
態
を
今
後
ど
の
よ
う
な
打
開
の
方
向
に
切
り
開
い
て
ゆ
く
か
が
、
熊
野
筆
に
か
せ
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
歴
史
的
課
題
で
あ
る
と
い
え
 
 

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

鯖
野
筆
の
販
売
（
納
入
）
価
格
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
下
請
業
者
八
 
 
販
売
価
格
 
 

件
の
場
合
に
つ
い
て
の
広
島
通
産
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
そ
の
製
品
の
納
入
価
格
決
定
の
方
法
は
、
取
引
先
と
の
協
議
 
 

に
よ
る
も
の
が
一
番
多
く
て
五
、
独
自
に
決
め
て
い
る
も
の
二
、
取
引
先
か
ら
の
指
示
に
よ
る
も
の
一
、
で
あ
っ
た
。
 
 
 

飯
塚
ゼ
ミ
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
、
卸
売
価
格
は
、
自
主
的
に
決
定
す
る
も
の
が
五
〇
・
〇
％
、
先
方
と
の
話
し
合
い
に
よ
る
も
 
 

の
二
七
・
七
％
、
先
方
の
意
向
で
き
め
る
も
の
一
四
・
九
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
決
定
し
た
価
格
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
 
 
 

2
 
価
格
と
市
況
の
見
通
し
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表7－2－20 熊野筆の納入価格の決定方法   

取協  取指  そ  
引議  

の   計  

項目 企業形態別  独 自 で 決  先に  らよ  

産地内メーカーの一次下請 産地外メーカーの一次下請 産地内商社・問屋の一次下請 産地外商社・問屋の一次下請  ロ  2 2  ロ    2 3  二 次 以 下 の 下 請  ロ  口    3   

め る   のる   のる  他  

計   2  5  ロ  1 8 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

広島通産モデル調査  

価
を
算
出
し
て
み
る
と
、
表
7
－
2
－
2
1
の
よ
う
な
推
移
が
み
 
 

ら
れ
る
。
昭
和
四
十
年
か
ら
昭
和
六
十
年
ま
で
の
二
十
年
間
に
、
平
均
単
価
は
 
 

毛
筆
が
ち
ょ
う
ど
十
倍
、
画
筆
が
七
倍
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
 
 

は
、
単
純
な
平
均
価
格
で
あ
っ
て
、
学
童
用
の
安
価
な
も
の
か
ら
、
書
道
家
・
 
 

専
門
家
用
の
最
高
級
品
ま
で
、
筆
の
種
類
や
価
格
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
さ
 
 

に
、
ピ
ソ
か
ら
キ
リ
ま
で
の
そ
の
多
様
さ
は
、
単
純
平
均
に
よ
る
一
律
な
比
較
 
 

て
は
、
毛
筆
に
つ
い
て
は
六
七
・
一
％
ま
で
が
適
正
で
あ
る
と
答
え
、
化
粧
刷
 
 

毛
・
工
業
用
刷
毛
、
画
筆
等
で
は
五
九
・
四
％
ま
で
が
適
正
で
あ
る
と
し
て
い
 
 

る
。
決
定
さ
れ
た
価
格
が
不
満
な
ば
あ
い
注
文
を
断
わ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
 
 

て
は
、
毛
筆
で
七
二
・
五
％
、
化
粧
刷
毛
・
工
業
用
刷
毛
、
画
筆
等
で
八
七
・
 
 

五
％
ま
で
が
、
断
わ
れ
る
と
し
て
い
る
。
 
 
 

筆
の
価
格
の
決
定
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
ば
あ
い
一
応
 
 

産
地
側
の
自
主
性
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
零
細
な
 
 

家
内
工
業
で
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
が
分
散
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
生
産
者
の
立
 
 

場
に
は
、
さ
ま
ぎ
ま
な
制
約
が
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
産
地
側
の
価
 
 

格
決
定
に
お
け
る
主
導
性
を
高
め
る
た
め
に
も
、
生
産
者
ど
う
し
の
横
の
結
束
 
 

を
強
化
し
て
ゆ
く
た
め
の
協
同
理
解
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

平
均
単
価
 
 
熊
野
筆
の
生
産
高
の
実
績
か
ら
、
毛
筆
お
よ
び
画
筆
の
平
均
単
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蓑7－2－21有賀野筆の生産高と平均単価の推移  

大正4  大正15  昭和12  30年  40年  45年  50年  55年  60年   年 （1915）  牢 （1926）  年 （1937）  （1955）  （1965）  （1970）  （1975）  （1980）  （1980）   

115  152  1，250  34，400  54，000  261，300  386．650  521，940  650，000  
．  

平均単価  
B／A（円）   垂，ヨ莞    4，200  4，330  6，400  2，730  3，000  4，020  3，515  3，440  3，600                      0．027  0．035  0．195  12．60  18．00  65．00  110．00  151．72  180．55   

3，150  3，735  5，040  4，380  4，970  4，000  

≡  22，900  37，350  90，720  140，160  213，710  280，000   

B／A  7，27  10．00  18．00  32．00  43．00  70．00   

4，200  4，330  6，400  5，880  6，735  9，060  7，895  8，410  7，600  

115  152  1，250  57，300  91，350  352，020  526，810  735，650  830，000   

B／A  9．74  13．56  38．85  66．73  87．47  109．21   

第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

熊野筆事業協同組合調より算出  

を
ほ
と
ん
ど
許
さ
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ま
た
、
 
 

そ
の
種
頸
の
多
様
さ
こ
そ
が
、
熊
野
町
の
筆
産
地
と
し
て
の
全
 
 

国
的
な
特
色
で
あ
る
。
 
 
 

各
種
の
筆
の
平
均
価
格
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
熊
野
筆
の
 
 

「
生
産
額
と
生
産
内
訳
」
 
の
と
こ
ろ
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
 
 

他
産
地
の
筆
の
価
格
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
「
他
産
地
に
お
 
 

け
る
筆
づ
く
り
」
 
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 
 

熊
野
筆
の
平
均
単
価
が
、
一
般
的
に
低
い
か
ら
と
い
っ
て
、
 
 

熊
野
筆
は
す
べ
て
「
安
も
の
」
と
決
め
つ
け
る
の
ほ
早
計
で
あ
 
 

ろ
う
。
裾
野
の
広
い
各
種
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
筆
づ
く
り
 
 

の
有
機
的
地
域
構
造
の
存
在
、
そ
の
頂
点
に
た
つ
伝
統
的
工
芸
 
 

士
ク
ラ
ス
の
筆
司
の
た
ん
せ
い
を
こ
め
た
指
先
か
ら
は
、
全
国
 
 

に
誇
る
数
々
の
逸
品
が
続
々
と
生
産
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
 
 

ど
の
よ
う
な
製
品
で
も
、
ど
の
よ
う
な
顧
客
か
ら
の
注
文
に
 
 
 

も
、
即
座
に
対
応
し
う
る
生
産
の
体
制
が
組
織
的
に
形
成
さ
れ
 
 
 

て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
産
地
の
特
色
で
あ
り
、
熊
野
以
外
 
 

に
は
こ
の
よ
う
な
産
地
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
忘
 
 

れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
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う
な
傾
向
が
明
ら
か
に
な
る
。
原
材
料
蟄
、
人
件
費
は
と
も
に
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
割
高
に
な
る
の
に
つ
れ
て
、
外
注
 
 

費
、
利
益
率
ほ
相
対
的
に
低
く
な
る
。
事
業
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
薄
利
多
売
的
傾
向
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
 
 

る
。
こ
の
こ
と
は
、
安
価
な
筆
の
大
量
生
産
と
の
関
連
が
あ
る
た
め
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
衷
7
－
2
－
2
3
）
。
 
 

な
お
、
参
考
ま
で
に
、
明
治
期
に
お
け
る
 
 
 

明
治
期
の
経
営
状
況
 
 

筆
づ
く
り
の
経
常
状
況
の
一
端
を
知
る
こ
 
 

と
の
で
き
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
紹
介
し
て
お
こ
う
。
 
 
 

明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
お
よ
び
同
四
十
二
年
に
つ
い
て
報
告
 
 

が
な
さ
れ
て
い
る
横
山
製
筆
合
名
会
社
の
営
業
報
告
書
に
よ
る
と
、
 
 

売
上
代
金
が
そ
れ
ぞ
れ
一
四
六
〇
円
余
、
九
七
八
円
余
、
純
利
益
金
 
 

そ
れ
ぞ
れ
八
〇
〇
円
余
、
五
七
円
余
と
あ
る
。
明
治
四
十
二
年
の
売
 
 

上
高
に
し
め
る
諸
経
費
の
内
訳
を
算
出
し
て
み
る
と
、
職
工
賃
金
が
 
 

第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 

外 人そ利  
注 件の  

原材料費 膏 強他益   

42．5  20．7】3．8    l2・2  l －d．∂  45．0   －3．9；－3．∠；2．‡       19     45．3   20．7  軋屯．7    D．8   
蓑7－2－22 販売価格にしめ  

る経費と利益の  
割合  

広島通産モデル調査  

筆
事
業
の
主
要
な
製
品
の
価
格
構
成
や
経
営
構
造
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
 
 
 

価
格
構
成
 
 
 
 
 
 
 
に
、
検
討
し
て
み
ょ
う
。
広
島
通
産
モ
デ
ル
調
査
に
よ
っ
て
筆
製
品
の
 
 

価
格
構
成
を
み
る
と
、
六
〇
事
業
所
の
昭
和
四
十
七
～
四
十
九
年
当
時
に
は
、
平
均
的
 
 

に
み
て
大
体
、
原
材
料
費
四
五
％
、
外
注
費
二
〇
％
、
人
件
費
一
三
～
一
四
％
、
そ
の
 
 

他
一
〇
％
程
度
で
、
利
益
率
は
一
〇
～
一
二
％
と
い
っ
た
状
況
に
あ
る
。
今
日
に
お
い
 
 

て
も
、
大
体
同
じ
よ
う
な
慣
向
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

各
種
経
費
と
利
益
の
割
合
を
従
業
者
規
模
別
に
比
較
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
 
 

総益金978円251厘  

（100．0％）  

総
損
金
4
．
 
 
 
 
 
拍
 
 

（明治42年）   

鼠7－2－64 熊野筆にみ  

る明治期の  
価格構成  
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模別の主賓製品の価格構成  

忘項目 年     47年  48年  49年   
A 原 材 料 費   43．1   58．2   57．2  

経                B 外  注  費   16．9   14．9   14．2  

C 人  件  費   13．6   13．6   16．2   

21人                                費               50人   D そ  の  他   

20．4   6．6   7．7  

E 利  益  6．0   6．7   4．7  

販売価格（A”Eの合計）  100，0   100．0   100．0   

A 原 材 料 費  54．5   56．0   56．0  

経 B 外 注 費  12．3   11．8   11．8  

C 人  件  費  14．3   13．5   15．3   

51人                                            100人  費ID そ の 他  

13．4   12．2   13．9  

E 利  益  5．5   6．5   3．0  

販売価格（A～Eの合計）  100．0   100．0   100．0   

A 原 材 料 費   55   53   54  

経                B 外  注  費   6   7   7  

C 人  件  費   22   22   24   
101人                                費  

300人  
D そ  の  他   9   9  

E 利  益1  6   9   

6  

販売価格（A～Eの合計）  100．0   100．0   100．0   

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

広島通産モデル調査  

五
割
、
材
料
仕
入
高
が
四
割
弱
 
 

で
、
そ
れ
に
営
業
諸
掛
を
差
引
く
 
 

と
、
純
益
率
は
五
■
九
％
と
な
 
 

る
。
当
時
の
筆
作
り
の
経
営
の
状
 
 

況
が
、
こ
こ
か
ら
大
体
類
推
で
き
 
 

る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

輩
市
場
を
と
り
ま
く
状
況
 
 

今
後
の
毛
筆
市
場
の
見
通
に
つ
い
 
 

て
、
関
係
者
た
ち
は
ど
う
考
え
て
 
 

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
飯
塚
ゼ
ミ
 
 

調
査
に
よ
れ
ば
、
注
文
の
状
態
 
 

は
、
現
在
、
増
加
し
て
い
る
一
 
 

二
二
二
％
、
減
少
し
て
い
る
五
 
 

二
二
％
で
あ
り
、
将
来
に
わ
た
 
 

っ
て
は
、
見
通
し
が
よ
く
な
る
一
 
 

〇
・
三
％
、
悪
く
な
る
四
四
・
一
 
 

％
、
と
な
っ
て
い
る
。
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蓑7－2－23 熊野筆事業規  

48年 1 49年  第
二
節
 
熊
野
筆
の
生
産
と
流
通
 
 
 

慮
外
人
そ
 
 

A
 
B
 
C
 
D
 
 

料
 
 

材
 
 

費
費
費
他
 
 

5
 
7
 
只
）
 
8
 
 

2
 
0
 
3
 
0
 
4
 
2
 
1
 
1
 
 

0
 
9
 
2
 
Q
U
 
 

5
 
9
 
3
 
9
 
 

．
4
 
1
 
1
 
 

3
 
7
 
3
 
7
 
 

5
 
0
 
4
 
9
 
 

4
 
2
 
1
 
 

注
件
の
 
 

E 利  益  

販売価格（A”Eの合計）  

A 原 材 料 費   43．0   46．8   48．4  

経                B 外  注  費   21．0   18．3   19．5  

C 人  件  費   12．5   10．6   11．4   

5人                                費               以下   D そ  の  他   

10．8   9．8   7．7  

E 利  益  12．7   14．5   13．0  

販売価格（A～Eの合計）  100．0   100．0   100．0   

費
費
費
他
 
 

料
 
 
注
件
の
 
 

材
 
 

原
外
人
そ
 
 

A
 
B
 
C
 
D
 
 

∩
）
 
7
 
4
 
9
 
 

∧
U
 
2
 
4
 
〔
凸
 
 

4
 
2
 
1
 
 

9
 
3
 
5
 
0
 
 

9
 
3
 
4
 
∩
＞
 
 

3
 
2
 
1
 
1
 
 

6
 
3
 
4
 
7
 
 

9
 
4
 
5
 
0
 
 

3
 
2
 
1
 
1
 
 

E 利  益1   14．O1   12．3  

．販売価格（A－Eの合計）l  lOO．O  lOO．0   

筆
関
係
の
市
場
は
、
内
外
と
も
 
 

に
、
厳
し
さ
を
加
え
て
い
る
。
国
 
 

内
の
他
産
地
と
の
競
合
に
加
え
 
 

て
、
中
国
な
ど
の
筆
の
輸
入
が
ふ
 
 

え
つ
つ
あ
る
。
熊
野
の
関
係
者
が
 
 

意
識
し
て
い
る
競
合
産
地
と
し
て
 
 

は
、
豊
桁
三
八
二
二
％
、
川
尻
三
 
 

六
・
七
％
、
東
京
一
五
・
〇
％
、
 
 

奈
良
八
・
三
％
、
そ
の
他
一
一
・
 
 

七
％
（
一
・
七
％
か
）
で
あ
っ
た
。
 
 

ま
た
、
競
合
す
る
条
件
ほ
ど
の
よ
 
 

う
な
点
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
 
 

技
術
面
四
四
・
二
％
、
価
格
二
 
 

六
・
九
％
、
流
通
横
柄
五
・
八
 
 

％
、
意
匠
三
・
八
％
、
そ
の
他
一
 
 

九
・
二
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
 
 

に
熊
野
の
軍
関
係
者
の
も
っ
と
、
 
 

も
気
に
し
て
い
る
点
は
、
豊
橋
筆
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熊野村における毛筆製造業者の営業報告書  
（明治42年）  

第2回営業報告   
第
七
草
 
絹
野
の
筆
 
 
 

＜貸借対照表＞  

・負債の部  
1 資本金  

1 借入金  

合 計  
・資産の部  
1売場代金  

1，000円  

1，800円  

2，800円  

1，460円18銭 7厘  

1商品手許に売残並半製品  515円 55銭  

1 現金預け金  

1 当期利益金  

合 計  
損益の部  

金   

24円 21銭 3厘  

八百000 五銭〔800円5銭〕  

2，800円   

八百000 五銭  当期純利益金  
〔800円5銭〕  

＜損益勘定＞  

・利益の部  
商品  

1 売場高  

1商品手許に売残 半製品  

合 計  
仕入高  
差引純利益金  

・損失の部  
1営業諸入費  

1職工賃金  
合 計  

1，460円 8銭7厘  
〔18？ユ   

514円 6金蔓5厘  

1，974円15銭2厘  
〔25？〕   

493円 98銭2厘  

1，480円 27銭  

48，396 〔48円39銭6厘〕   

631円 82銭 4厘   

680円 22銭   

差引純利益金  八百000 五銭  

右之通候也  明治42年1月14日  

広島県安芸郡熊野村6206番地  

横山襲撃合名会社  
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「
邪
の
別
ご
と
し
て
食
間
に
卿
り
れ
 
 

て
い
る
象
芸
…
…
m
即
町
で
、
昨
年
秋
か
 
 

専
守
に
か
け
て
禁
童
宕
十
一
社
 
 

が
相
沢
い
で
御
代
町
あ
け
て
「
桶
野
 
 

鱒
」
井
雨
て
て
栄
に
だ
け
に
不
安
が
叔
 
 

甜
化
し
t
し
い
る
q
同
町
彗
W
黒
酢
同
旦
 
 

ふ
二
翫
蓑
謬
北
部
小
長
、
雪
一
＋
七
誉
 
 

讐
は
「
腔
車
＝
の
あ
り
方
に
㈹
㍑
が
あ
 
 

〔
H
ヒ
と
、
魂
押
合
仏
に
影
警
ユ
弓
も
 
 

C
で
は
な
い
と
潤
関
し
て
い
る
。
し
か
 
 

し
「
蜃
醗
に
お
庖
ふ
し
て
い
る
だ
け
で
 
 

は
発
根
や
望
め
な
い
」
と
、
硯
材
椚
の
 
 

希
代
入
れ
な
ど
柁
倶
川
即
の
甘
空
 

競
り
り
鋤
持
も
出
て
い
句
 
 
 

熊
…
熊
は
、
弘
化
三
輯
（
一
八
空
ハ
 
 

渾
こ
旨
、
当
抑
の
開
耶
約
の
君
苫
が
 
 

規
耶
滞
王
の
潤
冊
㌍
司
か
ち
拠
叩
法
キ
 
 

学
び
、
村
民
に
伝
え
た
の
が
始
ま
り
と
 
 

香
わ
れ
て
い
る
．
煎
近
の
年
間
窯
祀
兎
 
 

は
毛
叩
四
千
方
式
（
生
硬
顆
五
十
七
倍
 
 

伝
統
の
熊
野
筆
ピ
ン
チ
 
 

昨
秋
か
ら
山
麓
者
が
倒
産
 
 

第
二
節
 
熊
野
攣
の
生
産
と
流
通
 
 
 

∵
〔
．
 
 円

）
、
両
選
手
芳
志
（
竺
一
十
鷲
 
 

円
）
、
狛
人
の
化
粧
川
や
エ
器
用
の
ば
 
 

け
四
千
万
本
（
同
八
旧
円
）
。
印
に
箱
 
 

師
の
圧
咋
飛
ば
合
図
の
八
〇
％
キ
占
 
 

め
、
五
＋
拝
に
は
沌
押
れ
か
ら
u
璃
的
 
 

二
伸
出
品
に
椚
に
篭
れ
た
。
一
Ⅱ
の
屯
≠
 
 

が
完
成
す
る
逢
し
に
は
七
十
二
わ
確
か
 
 

い
工
程
加
あ
り
、
登
内
エ
で
的
㍍
包
隼
 
 

が
瀧
い
。
各
郡
潤
の
閑
揖
に
Ⅷ
指
し
て
 
 

い
る
人
は
椚
六
千
人
で
、
服
野
町
の
人
 
 

口
約
二
万
四
千
闇
十
人
の
う
ち
の
洞
柑
 
 

分
の
一
昔
占
め
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
惰
町
町
で
、
隈
料
那
肇
一
 
 

社
、
毛
肇
禦
山
六
杜
、
化
軋
・
閥
諏
融
 
 

通
匹
q
祉
が
堅
甘
じ
同
町
の
㌍
パ
駆
に
大
 
 

き
翠
ン
コ
ウ
ク
揚
ぢ
先
に
二
困
火
那
瑚
 
 

脛
l
ま
「
無
明
1
三
相
に
と
ゥ
て
は
開
か
に
大
 
 

変
妄
」
と
だ
。
し
か
し
例
托
し
た
の
は
 
 

グ
ル
ー
プ
で
閏
捕
手
形
芹
寂
り
出
し
て
 
 

い
た
Ⅷ
循
ぷ
諮
で
、
架
舛
の
明
退
的
た
 
 

表
通
が
臓
望
遠
な
い
」
と
見
て
い
 
 

と
は
い
っ
て
も
ハ
焚
近
に
巧
¶
を
手
 
 

に
す
‖
叉
が
㈹
り
、
手
職
な
甥
ペ
ン
打
 
 

出
回
り
で
桝
帯
織
が
伸
び
悩
ん
で
い
 
 

る
。
無
の
鞭
m
に
ぢ
勺
択
屯
斯
の
棺
材
 
 

料
（
ヤ
ギ
、
タ
ヌ
キ
、
イ
タ
チ
な
ど
）
 
 

の
七
瓦
％
は
中
は
か
ら
坤
入
。
雪
山
ハ
 
 

托
前
加
ち
は
攣
刷
組
十
二
抑
再
の
完
成
 
 

品
が
小
田
か
ら
細
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
 
 

り
、
服
野
無
モ
佗
通
し
て
い
る
。
 
 

こ
れ
た
で
僻
Ⅳ
誹
の
損
失
の
ピ
ン
チ
 
 

は
、
終
戦
輿
佗
。
マ
γ
カ
」
サ
ー
溌
（
u
 
 

無
血
”
仙
川
令
㍍
の
指
令
で
、
彗
彗
m
 
 

嘩
茶
泊
な
ど
″
池
〟
と
名
の
付
く
も
 
 

の
が
〝
大
和
魂
〟
キ
畢
つ
と
し
て
ご
扶
 
 

優
に
な
っ
た
∪
そ
の
後
、
何
僅
か
不
況
 
 

の
油
に
描
わ
れ
て
き
た
が
「
今
宵
の
よ
 
 

う
に
例
押
が
封
㍑
い
だ
の
は
初
め
て
」
 
 

と
い
う
。
 
 
 

綺
産
、
熊
野
蜜
の
寧
抗
頒
。
邪
界
 
 

の
体
質
被
祖
を
求
め
る
声
も
出
て
 
 
 

い
る
 
 
箭
野
町
澗
仝
讐
」
）
 
 

ぜ
し
て
い
蔓
向
望
遠
準
〓
弓
 
 

枝
術
が
作
れ
た
人
を
u
哉
H
黒
土
（
現
 
 

在
十
六
人
）
に
混
び
、
品
塔
の
一
層
の
 
 

向
上
に
努
力
じ
同
雄
か
ら
型
猿
板
紙
竜
 
 

を
育
成
す
る
た
め
の
慧
賃
曽
妄
－
 
 

ト
一
己
せ
た
。
 
 

違
潔
短
髪
ミ
か
け
に
、
 
 

着
い
絶
無
点
か
ら
、
芋
循
相
野
の
札
忙
 
 

し
真
宗
ろ
ぎ
試
て
㌍
㌔
空
蒜
 
 

事
長
ほ
「
m
た
ほ
は
そ
れ
ぞ
れ
灰
財
制
 
 

の
仕
入
わ
、
瞼
火
の
ル
ー
ト
を
持
っ
て
 
 

E
い
に
細
魚
し
合
っ
て
い
る
。
す
べ
て
 
 

を
茶
化
入
れ
、
一
漂
説
る
こ
と
 
 

は
慨
し
い
が
、
鋸
滞
l
を
揖
て
入
手
す
る
 
 

た
め
の
九
蘭
仕
入
れ
な
ど
佐
野
耽
尊
〃
h
 
 

図
】
毘
桐
に
入
っ
て
空
し
い
‖
巴
と
顎
 
 

し
て
い
号
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や
川
尻
撃
と
の
、
と
く
に
 
 

高
級
品
市
場
に
お
け
る
技
 
 

術
面
で
の
競
合
関
係
に
あ
 
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

原
毛
の
輸
入
相
手
国
と
 
 
 

し
て
重
要
な
中
国
を
は
じ
 
 

め
、
韓
国
、
台
湾
な
ど
か
 
 

ら
、
最
近
安
価
な
筆
の
輸
 
 

入
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
 
 

る
。
と
く
に
、
そ
の
中
心
 
 
 

が
中
国
筆
で
あ
る
こ
と
 
 

は
、
だ
れ
し
も
認
め
る
と
 
 

お
り
で
あ
る
。
中
国
は
、
 
 
 

も
と
も
と
筆
の
発
生
の
地
 
 

と
も
み
な
さ
れ
て
お
り
、
 
 

古
い
筆
の
歴
史
、
豊
富
な
 
 

原
材
料
、
安
価
な
労
働
 
 

力
、
生
産
体
制
の
社
会
的
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