
は
、
当
時
既
に
わ
が
国
を
代
表
す
る
仏
教
文
化
が
栄
え
、
今
に
伝
え
ら
れ
る
建
築
、
絵
画
、
彫
刻
、
工
 
 

芸
品
等
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生
み
だ
さ
れ
て
い
っ
た
。
写
経
用
、
仏
教
絵
画
用
に
、
筆
墨
硯
紙
の
い
わ
ゆ
る
文
房
四
宝
に
対
す
る
多
彩
な
 
 

需
要
が
棍
づ
よ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ひ
い
で
た
工
芸
師
た
ち
が
そ
の
技
と
伝
統
を
競
い
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
。
 
 

奈
良
筆
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
、
文
化
的
土
壌
の
中
で
は
ぐ
く
ま
れ
、
往
時
か
ら
の
伝
統
を
今
日
に
つ
た
え
て
い
る
。
 
 
 

穂
の
長
い
唐
式
筆
が
わ
が
国
で
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
弘
仁
二
年
（
八
〓
）
の
こ
ろ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
当
時
冶
唐
 
 

使
で
あ
っ
た
空
海
（
弘
法
大
師
）
が
、
唐
で
製
筆
法
を
学
び
、
持
ち
帰
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
大
和
今
井
（
現
在
の
榎
原
市
）
に
 
 

住
む
、
清
川
某
お
よ
び
そ
の
子
孫
が
高
市
郡
今
井
で
受
け
つ
い
だ
。
そ
の
後
、
糞
づ
く
り
の
中
心
は
、
し
だ
い
に
奈
良
に
移
行
し
て
 
 

ゆ
く
。
そ
の
理
由
ほ
、
す
で
に
奈
良
に
ほ
良
質
の
墨
の
産
地
が
あ
り
、
ま
た
、
皇
室
、
寺
院
等
の
政
治
、
文
化
の
中
心
、
し
た
が
っ
 
 

て
毛
筆
に
対
す
る
需
要
が
、
京
都
や
奈
良
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
毛
筆
需
要
は
全
般
的
に
増
加
す
る
。
中
期
に
は
、
奈
良
が
筆
生
産
の
大
半
を
し
め
て
い
た
が
、
や
が
て
製
 
 

ヤ
ん
ば
 
 

筆
法
が
全
国
各
地
に
急
速
に
伝
播
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
米
沢
藩
等
の
下
級
武
士
、
江
戸
の
御
家
人
等
の
手
内
職
と
し
て
製
筆
 
 

業
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
ま
た
、
紙
を
巻
い
て
柱
と
し
、
獣
毛
を
被
せ
た
巻
筆
に
か
え
て
、
獣
毛
を
水
 
 

練
り
す
る
「
水
筆
」
の
方
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
南
都
七
大
寺
の
筆
司
「
あ
か
し
や
」
は
、
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
筆
問
置
 
 

と
し
て
、
は
じ
め
て
、
全
国
へ
の
販
売
網
を
確
立
し
、
奈
良
筆
の
名
声
を
不
動
の
も
の
と
す
る
。
幕
末
に
は
、
奈
良
に
産
地
が
形
成
 
 
 

奈
良
筆
の
歴
史
的
経
緯
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

奈
 
良
 
筆
 
 

平
城
京
（
七
一
〇
～
九
四
年
）
に
象
徴
さ
れ
る
古
代
日
本
の
政
治
・
経
済
の
中
心
地
、
奈
良
、
そ
こ
で
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さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 

さ
ば
ぎ
 
 
 

中
国
と
の
製
撃
技
術
の
交
流
が
盛
ん
に
な
る
明
治
維
新
以
降
は
、
捌
筆
も
製
造
さ
れ
る
。
種
頬
も
多
様
化
し
、
書
風
、
書
法
に
 
 

応
じ
て
、
大
小
・
長
短
・
柔
剛
数
百
優
に
も
お
よ
ぶ
筆
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

奈
良
は
、
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
毛
筆
の
ル
ー
ツ
と
し
て
の
歴
史
と
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
貫
禄
と
実
績
を
誇
り
、
優
れ
 
 

た
製
品
を
広
く
全
国
的
に
送
り
だ
し
て
い
る
。
今
日
で
も
、
奈
良
の
製
品
は
、
書
道
用
、
絵
画
用
が
中
心
で
、
一
般
に
、
高
級
品
の
 
 

イ
メ
ー
ジ
を
ね
づ
よ
く
保
持
し
て
い
る
。
書
き
味
は
も
ち
ろ
ん
、
品
質
、
デ
ザ
イ
ソ
等
も
出
色
の
出
来
栄
え
の
も
の
が
多
い
。
し
か
 
 

し
な
が
ら
、
産
地
と
し
て
の
奈
良
筆
の
規
模
は
、
熊
野
や
豊
橋
な
ど
の
他
産
地
の
そ
れ
に
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
。
 
 

奈
良
の
毛
筆
生
産
者
は
、
明
治
以
降
大
正
半
ば
ご
ろ
ま
で
増
加
の
傾
向
が
み
ら
れ
て
二
〇
〇
名
を
こ
え
た
こ
と
 
 

奈
良
筆
の
現
状
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 

も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
増
減
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
打
撃
を
受
け
て
激
減
し
 
 

図7319 票良の許‡製造業者  

囲7【3－20 奈良腔商工観光館  

芸豊玉芝々策動工芸品董シご三  

図7－321奈良の筆  
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蓑7－3－12 奈良筆の生産概況  

生 産 額  出 荷 額  事 業 者 数  従 事者数   
百万円   

昭48年  350（340）   
百万円   人  

350（340）   50（37）  75（62）  

49   370（320）   370（320）   50（37）   77（62）   

50   450（380）   450（380）   50（35）   77（60）   

51   480（410）   480（410）   50（35）   77（60）   

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 
 

（）内は奈良毛筆協同組合貞  

奈良筆「伝統的工芸品の指定の申出書」（昭和52年9月19日）より  

蓑7－3－13 奈良筆の種数（昭和51年度）  

表7→3一丁4 奈良実の規模別事業者内訳（昭和51年）  

蓑7－3－15 奈良筆の事業者数・従事者数（昭和51年）  

事業者数1法 人   個   人  従事者数  製 造（専 業）  28  1  27  51  製 造 販 売  22  5  17  26  A    計  50  6  44  77   

表7－3116 奈良筆の従事者内訳（昭和51年）  

従事者合計  穂  製  造  軸 の 製 造   仕 上 工 程   

人 77   61   3   13  



て
ゆ
く
。
戦
後
は
、
昭
和
二
十
四
年
当
時
五
〇
～
六
〇
人
程
度
の
業
者
が
い
た
模
様
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
降
、
自
然
消
滅
的
に
減
少
 
 

の
慣
向
が
続
い
て
い
る
。
現
在
、
穂
首
の
生
産
者
は
、
二
〇
名
程
度
、
は
か
に
軸
の
加
工
業
老
、
彫
刻
業
者
が
数
名
ず
つ
と
い
っ
た
 
 

状
況
で
あ
る
船
難
佃
中
和
露
謡
醐
甜
崇
柄
謂
晰
。
 
 
 

し
か
し
、
奈
良
毛
筆
協
同
組
合
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
奈
良
筆
の
生
産
者
数
は
、
も
う
少
し
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昭
和
五
十
二
 
 

年
（
一
九
七
七
）
九
月
十
九
日
付
で
提
出
さ
れ
た
奈
良
筆
の
「
伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
の
申
出
書
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
奈
良
筆
の
生
 
 

産
概
況
を
、
参
考
ま
で
に
、
ま
と
め
て
紹
介
し
て
お
こ
う
（
表
7
－
3
－
1
2
～
1
6
）
。
 
 
 

奈
良
筆
の
ば
あ
い
に
お
い
て
も
、
生
産
者
の
高
齢
化
、
後
継
者
難
は
例
外
で
な
く
、
直
接
生
産
に
た
ず
さ
わ
る
職
人
は
一
～
二
人
 
 

程
度
と
い
っ
た
零
細
な
業
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
問
屋
制
支
配
が
強
く
、
毛
筆
生
産
の
将
来
は
、
こ
こ
で
も
決
し
て
楽
観
 
 

を
許
さ
な
い
も
の
が
あ
る
。
と
く
に
、
穂
首
生
産
者
の
減
少
傾
向
が
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
奈
良
撃
の
伝
統
と
高
級
品
イ
メ
ー
ジ
 
 

の
実
質
を
将
来
に
お
い
て
も
保
つ
う
え
で
、
ゆ
ゆ
し
い
問
題
と
い
え
よ
う
。
後
述
の
よ
う
に
、
奈
良
の
毛
筆
間
尻
の
総
販
売
額
は
、
 
 

現
在
で
は
、
お
よ
そ
そ
の
半
分
が
広
島
産
の
筆
で
、
他
の
二
割
が
豊
橋
筆
、
地
元
奈
良
産
の
も
の
は
わ
ず
か
に
三
割
と
い
っ
た
実
態
 
 

が
あ
る
。
 
 
 

そ
の
規
模
の
零
細
性
か
ら
も
類
推
さ
れ
る
よ
う
に
、
奈
良
筆
の
生
産
に
お
い
て
は
、
分
業
の
体
制
が
、
一
部
の
工
場
制
手
工
場
内
 
 

の
分
業
を
別
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
確
立
し
て
い
な
い
。
広
く
地
域
内
に
社
会
的
分
業
体
制
の
確
立
し
て
い
る
熊
野
筆
の
ば
あ
い
と
 
 

は
、
対
象
的
で
あ
る
。
奈
良
筆
の
生
産
の
ば
あ
い
に
は
、
く
り
込
み
（
穂
首
を
軸
に
は
め
込
む
）
工
程
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
分
 
 

業
を
せ
ず
、
全
工
程
を
二
人
で
お
こ
な
う
。
ほ
と
ん
ど
の
職
人
が
、
自
宅
の
仕
事
場
で
作
業
に
従
事
す
る
。
高
級
。
冒
、
わ
ざ
を
誇
 
 

る
職
人
が
終
始
一
貫
責
任
を
持
っ
て
生
産
す
る
す
ぐ
れ
た
や
り
方
で
あ
る
と
、
地
元
で
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

直
接
的
生
産
者
の
長
時
間
労
働
な
ど
の
労
働
条
件
、
収
入
、
身
分
的
安
定
性
、
修
業
年
限
の
長
さ
、
後
継
者
難
た
ど
、
他
の
毛
筆
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
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奈良輩の生産工程  

⑰
 
 

⑮
 
 

⑮
 
 

⑭
 
 

⑬
 
 

⑫
 
 

⑪
 
 

⑬
 
 

⑨
 
 

⑧
 
 

⑦
 
 

⑥
 
 

⑤
 
 

④
 
 

③
 
 

②
 
 

①
 
 第

七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

平
目
合
せ
 
 

寸
切
り
 
 

逆
毛
抜
き
 
 

先
揃
え
 
 

つ
め
抜
き
 
 

毛
揉
み
 
 

聯
抜
き
 
 

煮
沸
 
 

選
毛
 
 

－
 
 

原
材
料
 
 

製
品
 
 
 

－
 
 

彫
刻
 
 

仕
上
げ
 
（
な
ぜ
）
 
 

の
り
入
れ
 
 

く
り
込
み
 
 

紐
締
 
 

上
毛
か
け
（
上
毛
着
せ
）
 
 

芯
立
て
 
 

練
り
混
ぜ
 
（
総
ま
ぜ
）
 
 

毛
混
ぜ
如
 
 

さ
ら
え
脂
 
 

毛
寄
せ
汗
 
 

方
な
ど
、
他
産
地
の
も
の
と
の
微
妙
な
差
異
が
み
と
め
ら
れ
る
。
櫛
 
 

抜
き
⑨
は
、
毛
に
櫛
を
入
れ
て
根
元
の
わ
た
毛
を
す
べ
て
取
り
除
き
、
板
の
上
に
広
げ
、
よ
く
 
 

混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
。
 
 
 

つ
め
抜
き
①
は
、
道
具
を
使
わ
ず
、
指
先
で
少
し
ず
つ
毛
を
抜
き
と
り
な
が
ら
毛
先
を
揃
え
 
 

る
。
 
 

先
揃
え
⑥
は
、
は
ん
さ
し
と
い
う
小
刃
と
指
で
毛
先
と
根
元
が
逆
に
な
っ
た
逆
毛
を
抜
い
て
 
 

い
く
こ
と
。
 
 
 

平
目
合
せ
㊥
は
、
寸
切
り
で
切
り
分
け
た
毛
を
平
目
と
い
い
、
各
々
の
平
日
を
合
わ
せ
る
こ
 
 

と
。
 
 

お
じ
め
 
 
 

紐
締
⑯
は
、
焼
ご
て
を
穂
の
尻
に
あ
て
根
元
を
焼
き
固
め
、
麻
糸
で
締
め
て
結
ぶ
こ
と
。
 
 
 

の
り
入
れ
⑮
、
カ
タ
メ
筆
は
、
フ
ノ
リ
の
液
に
つ
け
充
分
に
内
部
ま
で
し
み
こ
ま
せ
る
。
 
 
 

産
地
と
共
通
す
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。
 
 
 

最
後
に
奈
良
撃
と
し
て
、
め
ず
ら
し
い
縁
起
筆
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
こ
の
筆
は
、
も
と
も
 
 

と
、
春
日
大
社
の
み
で
使
用
さ
れ
て
い
た
鹿
毛
の
筆
で
あ
る
。
上
毛
に
、
赤
紫
、
黄
、
自
の
五
 
 

色
に
染
め
分
け
た
毛
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
後
に
、
神
事
や
冠
婚
な
ど
の
祝
事
に
使
用
さ
れ
、
 
 

ま
た
嫁
入
に
持
参
す
る
硯
箱
に
は
必
ず
こ
の
魔
の
毛
筆
を
一
対
入
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
 
 

最
近
で
は
、
こ
の
古
事
に
な
ら
い
人
気
を
呼
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 

奈
良
実
の
生
産
工
程
 
 

奈
良
筆
の
生
産
工
程
は
、
大
略
次
の
よ
う
で
あ
る
。
各
工
程
の
呼
び
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史
と
伝
統
を
誇
る
筆
づ
く
り
の
里
が
あ
る
。
 
 
 

川
尻
町
で
の
筆
づ
く
り
の
歴
史
は
、
江
戸
末
期
、
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
～
四
三
）
に
さ
か
の
ぽ
る
。
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
、
川
尻
 
 

の
住
人
菊
谷
三
蔵
と
い
う
人
が
、
摂
州
有
馬
の
方
面
か
ら
筆
を
仕
入
れ
、
寺
子
屋
等
に
販
売
し
た
。
同
じ
こ
ろ
、
当
時
の
庄
屋
小
三
 
 

郎
は
、
浅
野
藩
の
御
用
筆
づ
く
り
を
見
聞
し
、
こ
れ
を
農
民
の
間
に
導
入
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
こ
ろ
に
 
 

は
、
上
野
八
重
吉
が
出
雲
松
江
で
筆
づ
く
り
を
学
び
、
ま
た
熊
野
か
ら
も
職
人
が
ま
ね
か
れ
、
し
だ
い
に
こ
の
地
に
筆
づ
く
り
の
定
 
 

着
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

明
治
維
新
以
降
、
全
国
的
な
毛
筆
需
要
の
高
ま
り
の
中
で
、
本
格
的
な
筆
づ
く
り
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
明
治
±
十
五
年
 
 

（
一
八
九
二
）
、
加
藤
要
肋
は
、
洋
傘
を
利
用
し
た
毛
筆
軸
彫
刻
用
の
三
角
刃
を
考
案
し
、
従
来
の
う
る
し
に
よ
る
焼
付
や
ラ
ベ
ル
付
 
 

等
の
方
法
に
か
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
は
、
渡
辺
猪
之
助
が
、
全
国
に
先
が
け
て
、
個
人
企
業
か
 
 

ら
会
社
組
織
の
川
尻
筆
墨
株
式
会
社
を
設
立
し
、
同
業
者
の
注
目
を
あ
つ
め
た
。
川
尻
撃
の
最
盛
期
は
、
明
治
末
斯
か
ら
、
大
正
、
 
 

昭
和
の
初
め
に
か
け
て
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
太
平
洋
戦
争
中
は
戦
争
の
た
め
に
職
人
も
減
少
し
、
衰
微
の
一
途
を
た
ど
 
 

っ
た
。
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 

仕
上
げ
⑲
は
、
糸
で
フ
ノ
リ
を
絞
り
出
し
な
が
ら
、
穂
の
形
な
整
え
て
ゆ
く
。
 
 

川
尻
輩
の
歴
史
的
経
緯
 
 

3
 
 

川
 
尻
 
葦
 
 
 

広
島
県
の
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
沿
岸
部
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
豊
田
郡
川
尻
町
は
、
東
に
竹
原
市
、
 
 

酉
は
呉
市
へ
と
つ
な
が
る
人
口
お
よ
そ
一
万
人
余
の
小
さ
な
町
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
全
国
有
数
の
歴
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蓑7－3－17 規模別企業数（昭和55  

年現在）  戦
後
は
、
習
字
教
育
の
復
活
に
応
じ
て
、
し
だ
い
に
か
つ
て
の
活
況
を
み
る
よ
う
に
な
り
、
ふ
た
た
び
戦
前
の
水
準
を
も
上
ま
わ
 
 

る
生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
現
在
、
川
尻
町
に
お
け
る
撃
つ
く
り
の
業
者
は
四
〇
人
、
全
国
に
販
路
を
ひ
ろ
げ
て
良
質
の
品
 
 

を
送
り
出
し
て
い
る
。
川
尻
毛
筆
組
合
調
に
よ
る
と
、
業
者
の
約
七
割
が
個
人
企
業
で
あ
り
、
従
業
員
数
五
人
未
満
の
事
業
所
が
八
 
 

割
を
占
め
て
い
る
。
女
性
の
し
め
る
割
合
は
き
わ
め
て
高
い
。
筆
づ
く
り
の
事
業
所
の
零
細
性
は
、
こ
こ
で
も
例
外
で
は
な
い
。
昭
 
 

和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
ほ
、
鮨
野
筆
と
と
も
に
、
広
島
県
の
「
ふ
る
さ
と
産
業
」
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
 
 
 

川
尻
筆
は
、
そ
の
他
の
産
地
に
比
較
し
て
、
か
な
り
機
械
の
導
入
も
進
み
、
規
模
も
そ
れ
な
り
に
大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
。
逆
毛
 
 

の
段
階
に
機
械
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
川
尻
筆
の
み
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ク
セ
毛
、
よ
れ
毛
は
、
最
終
的
に
は
人
の
 
 

手
の
感
触
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
前
段
階
で
、
一
度
機
械
を
通
し
て
あ
ら
か
じ
め
遠
別
し
、
そ
の
毛
 
 

を
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
で
さ
ら
に
別
種
の
機
械
に
運
び
、
厳
選
す
る
。
毛
ま
ぜ
機
に
よ
る
機
械
ま
ぜ
も
な
さ
れ
て
い
る
。
川
尻
筆
は
、
 
 
 

区  分企業数   
総  数l40   

㊦ 個   人  20   

雲 6   

。。。万。未満  8  

別1，000万円以上  6   

① 5人未満  31   

孟：…3こ   

別 50人以上  4   

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

川尻筆組合調べ  

固け∴322『広高原の特産，】－古’鮒J  

図7－3－23 上褐毒の熊野筆と川尻  
筆の記載  
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こ
う
し
て
比
較
的
小
規
模
で
し
か
も
ま
た
い
ぜ
ん
と
し
て
伝
統
的
な
手
作
業
に
依
存
す
る
部
分
が
少
な
く
な
い
と
は
い
え
、
他
の
毛
 
 

筆
産
地
と
の
比
較
か
ら
み
れ
ば
、
は
じ
め
て
こ
の
分
野
に
部
分
的
に
し
ろ
磯
械
制
生
産
の
様
式
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
工
 
 

場
組
織
を
と
っ
て
い
る
事
業
所
で
は
、
毛
組
か
ら
焼
じ
め
ま
で
を
一
人
で
行
う
ケ
ー
ス
は
な
く
、
各
工
程
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
が
分
 
 

担
し
て
、
全
体
の
生
産
が
進
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
初
歩
的
な
が
ら
小
規
模
な
機
械
制
生
産
の
部
分
的
導
入
に
も
 
 

と
づ
く
、
工
場
内
分
業
の
体
制
に
よ
っ
て
、
筆
の
生
産
が
な
さ
れ
て
い
る
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

川
尻
筆
の
全
国
的
シ
ェ
ア
ー
は
、
草
橋
筆
、
奈
良
筆
の
そ
れ
を
も
凌
い
で
お
り
、
け
っ
し
て
小
さ
い
と
は
い
え
 
 

蓑7－3－18 川尻輩の生産内訳  

昭和55年  

川
尻
筆
が
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
指
定
に
も
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
川
尻
筆
の
製
法
が
ほ
か
の
産
地
と
は
若
干
ち
が
っ
た
方
向
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
事
情
か
ら
き
て
い
る
 
 

川
尻
筆
の
現
状
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 
 

な
い
。
川
尻
筆
の
種
類
も
、
他
産
地
の
ば
あ
い
と
と
く
に
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

ただし、（）内は、広島県内にしめ  

る川尻筆のウェイトを、同県の資料に  

もとづき算出したもの  
川尻毛筆組合調   

表7－3－19 主要設備の保有状況  

（昭和55年）  

り
 
 
 

と
 
 

り
 
 
 

の
 
 

川尻毛筆組合調べ  
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蓑
（
工
場
統
計
を
改
称
）
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
そ
の
様
子
を
う
か
が
い
う
る
程
度
で
あ
る
。
工
業
統
計
は
、
あ
ら
ゆ
る
製
造
 
 

業
種
に
わ
た
る
膨
大
な
調
査
で
あ
り
、
そ
の
中
に
し
め
る
毛
窯
業
の
比
嘉
は
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
う
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
D
全
 
 

産
業
に
わ
た
っ
て
職
工
五
人
以
上
の
事
業
所
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
毛
筆
業
は
、
零
細
な
家
内
工
業
が
そ
の
主
体
 
 

を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
統
計
に
も
れ
て
い
る
部
分
に
こ
そ
、
そ
の
実
態
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
ほ
な
い
 
 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
紹
介
さ
れ
る
筆
の
生
産
量
は
、
職
工
五
人
以
上
の
こ
の
業
界
と
し
て
は
比
較
的
大
規
模
な
事
業
 
 

所
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
留
意
し
て
ほ
し
い
。
 
 
 

毛
筆
の
生
産
量
（
本
数
）
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
の
単
位
は
、
通
常
、
対
（
つ
い
）
か
本
 
 

で
あ
る
が
、
工
業
統
計
で
は
、
ほ
か
の
文
具
類
と
一
緒
に
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
打
（
ダ
ー
ス
）
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
十
年
代
に
、
 
 

生
産
本
数
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、
太
平
洋
戦
争
へ
の
突
入
（
昭
和
十
六
年
）
と
と
も
に
、
急
激
に
減
少
し
て
い
る
。
 
 
 

生
産
量
 
 第

七
草
 
絹
野
の
筆
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 

1
 
生
産
量
の
推
移
と
地
域
的
分
布
（
戦
前
）
 
 
 

毛
筆
の
生
産
状
況
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
統
計
は
、
全
国
的
に
は
、
充
分
な
も
の
が
み
あ
た
ら
な
い
。
工
業
統
計
 
 

一
全
国
に
お
け
る
筆
の
生
産
の
移
り
変
わ
り
m
－
戦
前
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第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
墾
 
 
 

明治42大正3 8 9101112131415昭和2 3 4 5 6 7 8 91Dll12年  

図7－3－2 毛筆の全国生産衝（1）  

職工5人以上の事業所、工場統計表各年より   

地
域
的
に
は
、
昭
和
十
年
 
 

こ
ろ
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
 
 
 

大
阪
府
下
で
生
産
さ
れ
て
お
 
 

り
、
ほ
か
に
は
愛
知
が
若
干
 
 

み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
十
 
 

年
代
に
は
、
広
島
、
新
潟
、
 
 

東
京
他
が
こ
れ
ら
に
加
わ
っ
 
 

て
ゆ
く
。
昭
和
十
五
、
十
六
 
 

年
ご
ろ
の
生
産
量
の
飛
躍
 
 

は
、
主
に
大
阪
、
新
潟
、
東
 
 

京
方
面
に
お
け
る
生
産
量
の
 
 

増
大
に
よ
っ
て
い
る
。
 
 

毛
筆
の
生
産
額
 
 
 

生
産
額
 
 
 
 
 
 
に
つ
い
て
は
、
 
 

か
な
り
古
く
ま
で
さ
か
の
ぼ
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
十
 
 

二
年
ま
で
は
、
第
一
次
世
界
 
 

大
戦
や
大
正
後
期
の
活
況
状
 
 

82J  



万。 _I 

第
七
草
 
熊
野
の
撃
 
 

況
と
戦
後
不
況
、
金
融
恐
慌
（
昭
和
二
年
）
や
大
恐
慌
時
（
昭
和
四
～
六
年
）
の
落
ち
込
み
が
、
み
ら
れ
る
。
昭
和
十
年
代
に
は
、
イ
ソ
 
 

フ
レ
ー
シ
ョ
ソ
に
よ
る
物
価
の
騰
貴
も
作
用
し
て
か
、
生
産
額
は
戦
争
ム
ー
ド
の
高
ま
り
に
つ
れ
て
、
急
速
に
上
昇
し
っ
づ
け
た
 
 

（
表
7
－
3
1
1
、
図
7
－
3
－
2
～
3
）
。
 
 
 

毛
筆
生
産
の
地
域
的
分
布
の
推
移
（
表
7
－
3
－
2
、
図
7
1
3
1
4
～
5
）
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
動
し
て
い
る
。
明
治
・
大
正
期
 
 

に
は
、
福
岡
、
熊
本
、
≡
重
な
ど
の
し
め
る
ウ
エ
イ
ト
も
大
き
か
っ
た
。
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
、
大
阪
に
集
中
し
、
同
十
年
前
後
 
 

昭和12 13 14 15 16 17 18 19  
図7－3－3 毛筆の全国生産額（2）  

牟
 
 

1
 
 

2
 
 

職工5人以上の事業所 工場統計表（～  
昭12）および工業統計表各年より  

昭
和
十
年
代
ほ
、
毛
筆
の
生
産
が
急
激
に
 
 
 

生
産
量
 
 

活
発
化
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
 
 

時
期
は
、
世
界
大
恐
慌
（
昭
和
讐
五
年
）
後
の
満
州
事
 
 
 

か
ら
新
潟
や
愛
知
、
広
島
な
ど
が
こ
れ
に
つ
づ
い
て
 
 

ゆ
く
。
毛
筆
の
生
産
は
、
戦
前
期
に
お
い
て
は
こ
の
 
 

よ
う
に
、
全
国
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
に
生
産
さ
れ
て
い
 
 

た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。
広
島
は
、
戦
前
の
時
 
 

期
ま
で
は
、
せ
い
ぜ
い
一
～
二
割
程
度
の
全
国
シ
ェ
 
 

ア
ー
を
持
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 

2
 
生
産
量
の
推
移
と
地
域
的
 
 
 

分
布
（
戦
時
期
）
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変
（
昭
和
六
年
）
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
後
あ
い
つ
い
で
日
本
が
大
陸
へ
の
軍
事
的
・
経
済
的
侵
略
を
展
開
し
て
ゆ
く
時
期
で
 
 

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
の
日
中
戦
争
、
昭
和
十
六
年
の
太
平
洋
戦
争
と
日
に
日
に
、
戦
時
体
制
が
強
化
さ
 
 

れ
、
国
の
内
外
に
お
い
て
、
政
治
的
・
軍
事
的
緊
張
が
強
化
さ
れ
、
経
済
的
統
制
も
き
び
し
さ
を
加
え
て
ゆ
く
。
 
 
 

こ
の
時
期
の
工
業
統
計
ほ
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
反
映
し
て
、
担
当
の
部
局
が
短
期
間
の
う
ち
に
め
ま
ぐ
る
し
く
交
番
し
て
い
る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
担
当
の
部
局
が
、
商
工
省
総
務
局
調
査
課
が
大
正
十
三
～
昭
和
十
六
年
ま
で
、
軍
需
省
総
動
員
局
動
員
部
第
三
課
が
昭
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 
 

昭和14  15  16  17年  

図7－3－6 毛筆の生産量・生産額（全国）  

工業統計表より  

和
十
七
年
、
商
工
省
調
査
統
計
局
が
昭
和
 
 

二
十
～
同
二
十
一
年
ま
で
と
な
っ
て
い
 
 

る
。
戦
時
色
の
国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
 
 

野
へ
の
広
が
り
、
経
済
的
統
制
の
強
権
的
 
 

強
ま
り
の
中
で
、
工
業
統
計
ほ
国
家
の
重
 
 

要
な
機
帝
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
 
 

う
な
状
況
の
も
と
で
の
毛
筆
生
産
の
資
料
 
 

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
態
が
ど
れ
ほ
ど
正
 
 

し
く
反
映
さ
れ
て
い
る
か
は
、
必
ず
し
も
 
 

さ
だ
か
で
ほ
な
い
。
し
か
し
、
戦
略
上
の
 
 

理
由
か
ら
も
、
こ
の
時
期
の
調
査
は
、
き
 
 

わ
め
て
多
万
両
に
わ
た
っ
て
詳
細
な
項
目
 
 

を
ひ
ろ
い
あ
つ
め
て
い
る
と
い
う
点
で
 
 

825  



（職工5人以下）  

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 
 

工場統計表より  
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表7－3→1 毛筆生産析  

明治42年  大正3年  8  9  10   

全 国  95，471円  135，982  156，895   63，036   91，460  
（100．0）  （100．0）  

新 潟  22，500円  
（23．6）  

宮 城  5，768円  
（6．0）  

東 京  3，189円  
（3．3）  

静 岡  240円  
（0．3）  

愛 知  600円  
（0．6）  

山  9，600円  
（10．1）  

重  円  

奈 良  3，500円  3，500  
（3．7）  （3．8）   

大 阪  2，900円  
（3．0）  

広 島  1，214円  

（1．8）  

福 岡  28，500円  
（29．9）  

熊 木  17，460円  
（18．3）   

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 
 



造業（職工5人以上）  

11    13  14  15】16   17  20   
945，566  

（20，000）  （63，795）  144，057  152  381，404 189，018 （48，845） 496  ≡呈宇；：3∃芋 （132，375） 776  】8犯398 797，988 （10，700） 96（；     1，759，243 1，483，SlO  843  829，463 3，267，925 3940   
200，833【134，328  237，666  115，349  102．098  

236，200  160，247  539，820  
（20，000）  61，310  173，589 （10，000） 548            30  5  99  4  138  9  528  7   

233，551  108，026  131，020  

41，566  60，572  36，495            16，137  24，108  148，995  191，338  192，634   

38  8  39  8  58 2  63  8  177 1  147  0  

33，428  16，788  5，708  16，213  
28，348  

848   

妻・●芦．●・●－  
520，000  441，162  

100，000  360，000  738，000  1，157，150  116，666  400，000  鯛芸…呈溜冒  
904，000  3，333  36，209  

1 

165，7082，203，500   908，000  50，833   
16，200  5’78   342，729  

（122，375）  

447  ≡…；’95；萱………    377  647，500 12738  

445，333 171，800 （25，000） 386  139，000 148，950 1072  i岩≡：g呂呂 420  山   

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 
 

厘）。ただし、B下欄の（）内は生産童不明分の生産額を示す。これ以外に、昭和15  

83，333 B600，000 C720 0の言己録あり。  

工場統計表卜昭12）、工業統計表より  
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蓑7－3－2 毛筆製  

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
筆
 
 

A生産量（ダース）、B生産額（円）、C（＝B／A）平均単価（ダース当たり、銭  

年に奈良B（7，020）、昭和20年に京都 A92，800 B149，850 C1615、兵庫A  
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毛筆生産量  
（単位：ダース）  

第
七
茸
 
熊
野
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工業統計表より  

ヌ、7（）  



蓑7－3－3  

全  国  新  潟  東  京  愛  知  大  阪   

昭 和 14 年  A 975，754  12，777  313，818  303，673  50，114   （100．0） B826，398 1．802，152  （1．3）  （32．2）  （31．1）  （5．1）   
A 693，537   10，156   160，486   232，226   47，759  

（100．0）   （1．5）   （23．1）   （33．5）   （6．9）  

15                         Bl，386，020   495，000   445，333   233，551   165，708  
（100．0）   （35．7）   （32．1）   （16．9）   （12．0）  

2，079，557   505，156   605，819   465，777   213，467  
（100．0）   （24．3）   （29．1）   （22．4）   （10．3）   

A 792，272   11，106   134，786   257，632   41，363  
（100．0）   （1．4）   （17．0）   （32．5）   （5．2）  

16                         B 3，224，770   490，000   139，000   108，026  2，203，500  
（100．0）   （15．2）   （4．3）   （3．3）   （68．3）  

4，017，042   501，106   273，786   365，658  2，244，863  
（100．0）   （12．5）   （6．8）   （9．1）   （55．9）   

Al，002，120   10，546   116，170   231，051   206，133  
（100．0）   （1．1）   （11．6）   （23．1）   （20．6）  

17                        Bl，759，243   520，000   75．000   131，020   908，000  
（100．0）   （29．6）   （4．3）   （7．4）   （51．6）  

2，761，363   530，546   191，170   362，071  1，114，133  
（100．0）   （19．2）   （6．9）   （13．1）   （40．3）   

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
筆
 
 

A 職工5人未満，B 職工5人以上  
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毛筆生産額  
（単位：円）  

第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 
 

工業統計表より  
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表7－3－4  

全  国  新  潟  東  京  愛  知  大  阪   
円  

Al，013，966   10，457   200，163   219，247   38，589  
（1．0）   （19．7）   （21，6）   （3．8）   

昭  （100．0）  （64，202）   （30，176）   

14  
年   

1，811，954  

A 786，813   9，593   180，098   213，852   88，146  
（100．0）   （1．2）   （22．9）   （27．2）   （11．2）  

Bl，214，094   460，000   171，800   148，995   365，951  
15  （100．0）  （37．9）   （14．2）  （12．3）   （30．1）  

（32，020）  （25，000）  

2，000，907   469，598   351，898   362，朗7   454，097  
（100．0）   （23．5）   （17．6）   （18，1）   （22．7）   

Al，011，875   13，542   228，000   289，460   53，940  
（100．0）  （1．3）   （22．5）  （28．6）   （5．3）  

（14，200）  （14，200）  

16                          Bl．620，034   415，000   148，950   191，338   573，783  
（100．0）   （25．6）   （9．2）   （11．8）   （35．4）  

2．631，909   42S，542   376，950   4さ札798   627，723  
（100．0）   （16．3）   （14．3）   （18．3）   （23．9）  

Al，355，513   14，396   287，237   286，464   163，841  
（100．0）   （1．1）   （21．2）   （21．1）   （12．1）  

400  400  

17  Bl，483，810 10 738，000   31，500   192，634   342，729  
（0．0）  （49．7）   （2．1）   （13．0）   （23．1）  

（63，795）  

2，839，323   752，396   318，737   479，098   506，570  
（100．0）   （26．5）   （11．2）   （16．9）   （17．8）   

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 

A 職工5人未満、B 職工5人以上 （）内は、生産塵不明分の生産額を示す。  
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第
七
章
 
熊
野
の
筆
 
 
 

昭和14 15  

［コは職工5人未満  匠ヨ胴5人以上  

図7－3－7 毛筆生産鼻（産地別構成）  

工業統計表より  

15  16  17   

⊂］は職工5人未満  団は同5人以上  

国7－3－8 毛筆生産額（産地別構成）  

エ業統計表より  
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は
、
他
の
時
期
に
み
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
職
工
五
人
未
満
の
事
業
所
も
調
査
対
象
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
毛
筆
 
 

生
産
事
業
の
実
態
を
把
握
す
る
上
で
ほ
、
か
え
っ
て
好
都
合
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
毛
筆
関
係
に
つ
い
て
の
統
計
は
、
昭
和
十
四
～
 
 

十
七
年
に
わ
た
っ
て
、
詳
し
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

全
国
に
お
け
る
毛
筆
の
生
産
額
と
生
産
量
ほ
、
図
7
－
3
1
6
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
間
、
職
工
五
人
未
満
の
 
 

事
業
所
で
の
生
産
本
数
は
、
大
体
一
〇
〇
万
ダ
ー
ス
程
度
、
同
五
人
以
上
の
事
業
所
で
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
～
三
〇
〇
万
ダ
ー
ス
、
合
計
 
 

し
て
、
毎
年
二
〇
〇
～
四
〇
〇
万
ダ
ー
ス
（
本
数
に
換
算
す
れ
ば
、
二
四
〇
〇
～
四
八
〇
〇
万
本
に
相
当
）
程
度
の
生
産
量
で
あ
り
、
金
額
 
 

的
に
は
だ
い
た
い
二
〇
〇
～
三
〇
〇
万
円
程
度
と
い
う
こ
と
に
た
る
。
し
か
し
こ
の
程
度
の
生
産
量
は
、
こ
の
間
の
熊
野
筆
の
生
産
 
 

量
（
同
組
合
調
）
に
も
達
し
て
い
な
い
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
統
計
資
料
に
お
け
る
数
値
は
、
そ
の
目
的
や
調
査
の
基
準
、
条
件
等
に
よ
っ
て
相
違
す
る
こ
と
は
さ
け
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 
 

昭和14   15  16  17年   

図7－3－9 毛筆生産量（職工5人  

未満）  工業統計表より  

（％）  

昭和14  15  16  17年   

図7－3－10 毛筆生産額（職工5人  

未満）  
工業統計表より  
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第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

な
分
布
は
、
蓑
7
－
3
1
 
 

3
・
4
、
図
7
－
3
1
7
・
8
に
示
さ
れ
て
 
 

い
る
。
職
工
五
人
以
上
の
事
業
所
に
よ
る
生
 
 

産
量
は
、
と
く
に
新
潟
県
や
大
阪
府
で
集
中
 
 

的
に
み
ら
れ
る
。
同
五
人
未
満
の
生
産
量
 
 

は
、
愛
知
と
東
京
で
集
中
度
が
高
く
な
っ
て
 
 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
全
体
と
し
て
は
、
 
 

こ
の
時
期
に
ほ
、
大
阪
、
新
潟
、
東
京
な
ど
 
 

で
大
量
の
撃
の
生
産
が
行
わ
れ
て
お
り
、
戦
 
 

後
以
降
わ
が
国
の
筆
づ
く
り
の
中
心
地
と
な
 
 

る
愛
知
、
広
島
、
奈
良
な
ど
は
む
し
ろ
比
較
 
 

的
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
よ
 
 

う
。
ま
た
、
後
に
わ
が
国
の
毛
箕
の
主
要
な
 
 

産
地
と
な
る
愛
知
や
奈
良
で
は
、
職
工
五
人
 
 
 

が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
数
値
が
 
 

正
し
く
、
い
ず
れ
が
誤
り
で
あ
る
と
単
純
に
 
 

き
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 

全
国
的
分
布
 
 

毛
筆
の
生
産
量
の
全
国
的
 
 

ββ6  



未
満
の
事
業
者
に
よ
る
生
産
の
割
合
が
、
相
対
的
に
高
い
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
職
工
五
人
未
満
の
事
業
者
に
よ
る
毛
筆
生
産
に
つ
い
て
の
み
の
地
域
的
分
布
を
み
る
と
、
図
7
－
3
－
9
・
1
0
の
よ
 
 

う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
は
、
愛
知
、
東
京
を
中
心
に
し
て
、
広
島
、
奈
良
、
大
阪
の
他
に
も
、
新
潟
、
宮
城
、
静
岡
、
京
 
 

都
な
ど
の
各
地
で
わ
ず
か
ず
つ
で
も
生
産
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
毛
筆
の
生
産
地
は
、
全
国
的
に
か
な
り
広
範
に
 
 

み
と
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

各
毛
筆
産
地
の
生
産
額
を
生
産
量
で
割
っ
た
平
均
単
価
を
算
出
し
て
み
る
と
（
図
7
－
3
－
1
1
）
、
奈
良
、
京
都
、
宮
城
、
静
岡
な
 
 

ど
は
平
均
水
準
を
上
ま
わ
っ
て
い
る
。
愛
知
、
新
潟
ほ
ほ
ば
同
水
準
で
、
全
国
平
均
水
準
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
 
 

広
島
は
全
国
平
均
か
や
や
そ
れ
を
下
ま
わ
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
奈
良
は
平
均
単
位
が
安
定
的
聖
向
水
準
に
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
 
 

宮
城
、
京
都
は
年
に
よ
っ
て
変
動
の
振
幅
は
大
き
い
。
大
阪
、
東
京
は
、
年
ご
と
の
平
均
単
価
の
大
き
た
変
動
が
目
に
つ
く
。
 
 

ま
っ
た
く
期
待
薄
と
な
り
、
各
地
の
生
産
者
は
転
廃
業
を
せ
ま
ら
れ
て
ゆ
く
。
 
 
 

そ
の
後
、
戦
後
経
済
の
復
興
と
高
度
成
長
の
過
程
に
い
た
り
、
学
校
習
字
の
復
活
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
奈
良
、
広
島
、
愛
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
筆
 
 

戦
後
の
生
産
量
 
 二

 
全
国
に
お
け
る
筆
の
生
産
の
移
り
変
わ
り
≠
－
戦
後
 
 

1
 
生
産
量
の
推
移
と
地
域
的
分
布
（
戦
後
）
 
 
 

戦
争
直
後
か
ら
、
毛
筆
の
業
界
は
未
曽
有
の
辛
酸
を
な
め
る
。
国
粋
主
義
的
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
た
毛
筆
習
 
 

字
は
、
教
育
の
場
か
ら
完
全
に
そ
の
姿
を
消
す
。
戦
後
の
不
景
気
ム
ー
ド
の
中
で
、
一
般
的
な
毛
筆
の
需
要
も
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昭和25年一 従業員4人以上  （％）  

新  新  
潟  

新  潟  20．6  19．g  潟  
24．l  

4l，9  35，8  ＝〉て儀毎㌻≠：幸 35，る  44．8  
㍉狂；二幸澄  

l．5  ：：：：≒「～  

■’ 
：∴ 

て「～  貰買岩；．富  ≡喜≡徽ざ：…≡≡  

：ノ影〉：達：  4．4  

良  茶  
26．l  寮  良  

良  了8．9  

大  42．9   36．ヰ  

阪  44．3  40．6  

23．4  
4l．l  6．6  

3．7  
京5．4  大阪5．6 3．7  東京  

他の  
2．l  

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
筆
 
 

26  27  28  2g  30  31年  

図7－3－13 毛筆生産額  

工業統計表より  

昭和35  36  37  38  39  ㈹  41年  

囲7－3－14 毛筆生産額  

工業統計表より   
従業員4人以上（～昭37）、以降全従業員  
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竺
 
∽
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の
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∴
－
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国
1
－
∽
－
一
の
 
州
楯
・
琴
讐
監
蒜
涼
淑
旦
岩
畳
芸
義
 
 

『
薄
滞
8
H
淑
深
半
袖
』
 
（
和
雄
封
ノ
革
－
僻
ノ
題
衰
）
 
汁
C
 
 
 

知
が
毛
筆
の
中
心
的
産
地
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
一
方
、
大
阪
、
東
京
が
毛
筆
生
産
を
脱
し
て
、
他
へ
の
転
廃
業
を
つ
づ
け
る
。
ま
 
 

た
、
新
潟
が
そ
の
比
重
を
落
と
し
て
ゆ
く
中
で
、
広
島
と
愛
知
の
比
重
の
増
大
の
傾
向
が
ほ
っ
き
り
し
て
く
る
。
と
く
に
、
高
度
成
 
 

長
期
に
お
け
る
広
島
の
比
重
の
安
定
し
た
増
大
傾
向
が
目
を
ひ
く
。
毛
筆
産
地
と
し
て
の
広
島
の
戦
後
に
お
け
る
地
位
は
、
こ
の
時
 
 

期
に
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
 
 
 

毛
筆
お
よ
び
絵
画
用
品
の
出
荷
額
の
戦
後
に
お
け
る
推
移
を
、
図
7
－
3
－
1
5
・
1
6
か
ら
み
て
み
る
と
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
 
 

六
六
）
ま
で
の
順
調
な
推
移
と
、
昭
和
四
十
二
年
の
落
ち
込
み
以
降
の
急
速
な
増
大
傾
向
が
続
く
。
 
 

叩
N
 
 

（
冠
曽
N
コ
 
 

第
三
節
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産
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熊
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毛
筆
の
主
要
部
分
は
書
道
用
の
筆
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
日
本
画
用
の
画
筆
、
化
粧
用
紅
筆
、
工
芸
、
デ
 
 
 

現
在
の
生
産
量
 
 

ザ
イ
ソ
用
の
面
相
筆
な
ど
も
生
産
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
毛
筆
生
産
量
の
お
よ
そ
半
分
は
、
学
校
用
 
 

の
教
材
で
あ
る
。
毛
筆
の
生
産
量
は
、
近
年
書
道
塾
の
隆
盛
や
書
道
展
の
各
地
に
お
け
る
開
催
な
ど
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
債
向
に
 
 

あ
る
と
は
い
え
、
か
つ
て
の
高
度
成
長
期
に
お
け
る
伸
長
ぶ
り
は
も
は
や
み
ら
れ
ず
、
こ
の
と
こ
ろ
ほ
ぼ
横
ば
い
の
状
況
に
あ
る
と
 
 

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

国
際
的
に
は
、
中
国
、
台
湾
、
朝
鮮
産
の
毛
筆
も
み
ら
れ
、
わ
が
国
へ
の
輸
入
も
増
加
し
っ
つ
あ
る
。
貿
易
摩
擦
の
解
消
策
と
し
 
 

て
の
輸
入
品
拡
大
の
気
運
も
国
の
内
外
で
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
毛
筆
の
塘
入
は
、
ま
す
ま
す
増
大
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
 
 

と
く
に
、
原
材
料
と
し
て
の
上
質
の
薫
毛
を
座
す
る
中
国
で
ほ
、
単
に
原
毛
を
輸
出
す
る
だ
け
で
な
く
、
完
成
品
と
し
て
の
毛
筆
や
 
 

半
製
品
の
形
で
、
付
加
価
値
を
増
大
さ
せ
な
が
ら
、
と
く
に
わ
が
国
へ
の
輸
出
攻
勢
を
強
め
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
お
け
る
わ
が
国
の
毛
筆
輸
入
は
、
一
二
〇
〇
万
本
を
こ
え
、
過
去
五
か
年
間
で
二
倍
化
し
た
。
こ
 
 

の
う
ち
、
七
割
が
中
国
、
二
割
が
台
湾
か
ら
の
も
の
で
あ
る
銅
掴
摘
紺
閏
調
錮
机
航
紺
錯
鴇
詔
摘
舅
。
金
筋
的
に
は
、
中
国
筆
の
輸
 
 

入
は
六
億
円
程
度
で
あ
り
、
最
近
で
は
一
〇
～
二
〇
億
円
に
も
達
し
て
い
る
と
の
報
告
も
み
ら
れ
る
。
豊
富
な
原
毛
と
安
価
な
労
働
 
 

力
を
誇
り
、
国
の
輸
出
促
進
策
の
も
と
で
、
中
国
軍
は
、
今
後
、
ま
す
ま
す
わ
が
国
の
市
場
に
進
出
し
、
製
筆
業
界
に
多
大
の
影
響
 
 

を
お
よ
ぼ
す
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

2
 
生
産
量
の
推
移
と
地
域
的
分
布
（
現
在
）
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表7－3－5 毛筆産地の全国的状況  

第
三
節
 
他
産
地
の
笠
と
能
川
野
筆
 
 
 

（資料）「伝統的工芸品に関する振興計画」（昭和54年度、通産省調）。ただし、生産  

額は、松尾和幸編『文房四宝』松栄出版、昭和54年6月より。川尻筆（昭  

和55年調）は、川尻商工会「名産川尻撃」57年1月による。  

わ
が
国
に
お
け
る
現
 
 
 

地
域
的
分
布
 
 今

の
毛
筆
生
産
地
 
 

は
、
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
指
定
を
受
 
 

け
て
い
る
、
熊
野
町
（
広
島
県
）
、
豊
橋
 
 

市
（
愛
知
県
）
、
奈
良
市
の
三
大
地
域
に
 
 

代
表
さ
れ
る
。
全
国
的
に
は
、
こ
れ
ら
 
 

の
地
域
の
ほ
か
に
、
川
尻
町
（
広
島
県
）
、
 
 

見
附
市
、
長
岡
市
（
い
ず
れ
も
新
潟
痕
）
、
 
 

京
郡
市
ほ
か
の
敷
か
所
で
若
干
の
生
産
 
 

が
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

わ
が
国
に
お
け
る
全
国
的
な
毛
筆
生
 
 

産
の
状
況
ほ
必
ず
し
も
そ
の
詳
細
が
明
 
 

ら
か
で
な
い
。
き
わ
め
て
零
細
な
規
模
 
 

の
家
内
工
業
製
品
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 

の
生
産
地
が
あ
ち
こ
ち
に
分
散
し
た
状
 
 

態
の
た
か
で
、
そ
の
生
産
量
や
生
産
額
 
 

を
統
一
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
 
 

ほ
ど
容
易
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
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第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

状
で
は
、
各
地
の
業
界
や
業
者
が
自
主
的
に
公
表
し
た
も
の
を
あ
わ
せ
て
、
全
国
的
な
生
産
量
を
推
定
し
て
ゆ
く
方
法
が
多
く
と
ら
 
 

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

通
産
省
の
指
導
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
「
伝
統
的
工
芸
品
に
関
す
る
振
興
計
画
」
 
（
昭
和
五
十
四
年
）
ほ
か
に
よ
っ
て
、
全
国
的
な
 
 

毛
筆
生
産
の
状
況
を
ま
と
め
て
み
た
も
の
が
、
表
7
1
3
－
5
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
以
外
の
ほ
か
の
産
地
に
お
け
る
 
 

生
産
量
は
、
せ
い
ぜ
い
数
百
万
本
、
数
億
円
の
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

全
国
的
に
み
た
毛
筆
製
造
業
老
は
、
現
在
、
お
よ
そ
四
〇
〇
弱
程
度
。
事
業
規
模
は
、
大
半
が
五
人
未
満
の
家
内
工
業
で
あ
り
、
 
 

法
人
組
織
の
形
を
と
っ
た
も
の
は
、
全
事
業
者
の
お
よ
そ
二
割
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
従
業
者
の
大
半
は
、
主
婦
等
の
 
 

女
性
労
働
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
の
が
、
実
情
で
あ
る
。
熊
野
、
豊
橋
、
奈
良
の
指
定
を
受
け
た
≡
大
産
地
で
は
、
製
菓
業
老
は
 
 

お
よ
そ
≡
0
0
余
（
全
体
の
約
九
割
）
、
こ
れ
に
川
尻
を
加
え
れ
ば
、
三
五
〇
～
三
六
〇
程
度
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
従
事
者
は
大
体
、
 
 

三
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
人
程
度
と
思
わ
れ
る
が
、
内
職
等
の
者
を
含
め
れ
ば
も
っ
と
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
毛
筆
生
産
量
は
、
近
 
 

年
、
お
よ
そ
五
〇
〇
〇
～
K
0
0
0
万
本
、
生
産
額
は
八
〇
～
九
C
億
円
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

熊
野
筆
の
占
め
る
全
国
的
位
置
は
、
右
の
資
料
で
み
る
か
ぎ
り
、
事
業
所
数
で
三
割
強
、
従
事
者
数
で
約
六
割
、
 
 
熊
野
筆
の
位
置
 
 

生
産
量
で
六
割
強
（
書
道
用
の
み
で
は
八
割
）
、
生
産
額
で
は
五
割
強
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
じ
く
川
尻
 
 

筆
の
ば
あ
い
は
、
事
業
所
数
で
一
割
、
従
事
者
数
二
割
強
、
生
産
量
、
生
産
額
と
も
二
割
程
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
島
県
内
 
 

に
お
け
る
毛
筆
生
産
の
全
国
的
比
重
ほ
、
事
業
所
数
で
五
割
弱
、
従
事
者
数
で
八
割
五
分
、
生
産
量
九
割
近
く
、
生
産
額
で
七
割
五
 
 

分
近
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
広
島
県
内
と
く
に
熊
野
町
に
お
け
る
そ
の
比
重
の
大
き
さ
が
、
注
目
さ
れ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
そ
の
半
面
で
、
事
業
所
当
た
り
、
従
事
者
当
た
り
の
毛
筆
生
産
量
お
よ
び
生
産
額
を
算
出
し
て
み
る
と
、
熊
野
筆
は
、
 
 

ほ
か
の
地
域
に
比
較
し
て
、
安
価
な
筆
を
大
量
に
産
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
じ
こ
と
は
、
川
尻
筆
に
も
い
え
る
よ
う
で
あ
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表7－3－6 熊野筆の全国シェアーの推移  

昭和49年  50  53  57  58   
毛  筆   90％   90  80   80   80   

画  筆   70   65   70   
（輸 出）   （60）   （60）   （60）   

化粧 用 筆   70   65   70   
（輸 出）   70              70            （60）             70            （72）  （60）   （60）   （60）   

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
撃
 
 
 

熊野撃組合調  

る
。
ち
な
み
に
平
均
単
価
（
生
産
額
／
生
産
亜
）
は
、
熊
野
筆
一
一
七
円
、
川
尻
筆
三
一
八
円
に
た
 
 

い
し
て
、
豊
橋
筆
四
〇
九
円
、
奈
良
筆
三
一
一
円
と
な
り
、
後
者
の
方
が
三
～
四
倍
近
く
高
い
。
 
 

こ
の
あ
た
り
に
も
、
熊
野
筆
が
他
産
地
の
人
び
と
か
ら
、
「
普
及
品
」
呼
ば
わ
り
を
さ
れ
る
理
由
 
 

が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
全
国
生
産
量
の
圧
倒
的
比
重
を
占
め
て
い
る
熊
野
筆
の
種
規
 
 

の
多
さ
を
単
純
に
平
均
化
し
て
、
熊
野
筆
の
一
般
的
な
良
し
悪
し
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
 
 

い
。
熊
野
筆
の
う
ち
に
占
め
る
高
級
品
の
割
合
は
小
さ
く
と
も
、
そ
の
絶
対
量
、
し
た
が
っ
て
全
 
 

国
の
高
級
品
の
中
に
占
め
る
熊
野
筆
の
割
合
は
、
必
ず
し
も
少
な
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

熊
野
筆
組
合
調
べ
に
よ
る
熊
野
筆
の
全
国
シ
ェ
ア
ー
の
推
移
は
、
表
7
1
3
－
6
の
よ
う
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
生
産
量
の
全
国
シ
ェ
ア
ー
で
あ
ろ
う
。
熊
野
筆
は
、
毛
筆
に
つ
い
て
は
 
 

全
国
生
産
の
八
割
以
上
、
画
筆
お
よ
び
化
粧
筆
は
そ
れ
ぞ
れ
七
割
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。
輸
出
 
 

に
つ
い
て
は
、
画
筆
お
よ
び
化
粧
筆
が
大
体
六
割
の
シ
ェ
ア
ー
を
し
め
て
い
る
。
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飯
郡
（
小
坂
井
町
・
御
津
町
）
、
渥
美
郡
（
田
原
町
・
渥
美
町
）
の
各
地
に
散
在
し
て
、
製
造
さ
れ
る
も
の
を
 
 

総
称
し
て
い
う
。
 
 

L
上
う
へ
い
 
 
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
、
吉
田
藩
学
問
所
の
御
用
筆
匠
と
し
て
鈴
木
甚
左
衛
門
が
京
都
よ
り
招
碑
さ
れ
た
の
が
、
豊
橋
筆
製
造
 
 

の
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
芳
賀
次
郎
書
（
治
郎
吉
）
が
、
そ
れ
ま
で
の
芯
巻
筆
を
改
良
し
、
現
在
の
 
 

水
筆
の
製
法
を
、
ま
た
、
そ
の
弟
子
、
佐
野
重
作
は
水
練
り
の
製
法
に
よ
っ
て
、
豊
橋
独
特
の
製
法
を
あ
み
だ
し
た
と
伝
え
ら
れ
 
 

る
。
芯
巻
筆
（
巻
撃
）
と
は
、
精
選
さ
れ
た
獣
毛
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
ま
わ
り
に
紙
を
巻
き
形
を
と
と
の
え
た
う
え
に
、
上
毛
と
い
 
 

わ
れ
る
美
し
い
獣
毛
を
被
せ
た
も
の
で
あ
る
。
天
平
筆
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
水
筆
（
す
い
ひ
つ
）
と
は
、
「
水
 
 

で
洗
え
る
」
と
い
う
意
味
で
、
筆
の
穂
首
に
紙
が
巻
か
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
鹿
な
ど
の
毛
を
中
心
と
し
て
、
各
種
の
性
質
の
 
 

獣
毛
を
中
心
の
長
さ
よ
り
順
次
短
か
く
切
っ
て
、
こ
れ
を
混
合
し
て
巻
き
、
そ
の
外
面
に
上
毛
を
被
せ
て
自
然
の
ふ
く
ら
み
を
持
た
 
 

せ
た
、
現
在
の
筆
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

水
練
り
の
製
法
と
は
、
一
本
分
の
穂
先
と
な
る
毛
を
、
水
で
て
い
ね
い
に
櫛
け
づ
り
、
薄
く
叩
き
の
ば
し
て
は
た
た
む
よ
う
に
丸
 
 

め
こ
み
、
羊
ち
に
同
じ
工
程
を
何
十
回
と
な
く
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
水
に
浸
し
な
が
ら
交
ぜ
あ
わ
せ
る
練
り
ま
ぜ
の
方
法
で
あ
 
 
 

豊
橋
筆
の
歴
史
的
経
緯
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
撃
 
 

三
 
他
産
地
の
筆
づ
く
り
と
そ
の
特
色
 
 

1
 
豊
 
橋
 
筆
 
 
 

豊
橋
筆
と
い
わ
れ
て
い
る
筆
は
、
愛
知
県
下
の
豊
橋
市
、
豊
川
市
を
中
心
に
、
蒲
郡
市
、
新
城
市
、
宝
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表7－3－7 豊橋筆の生産量と生産額  る
。
 
 
 

こ
の
地
は
、
古
く
は
松
平
七
万
石
の
城
下
町
と
し
て
、
近
世
で
は
東
海
道
五
十
三
次
の
宿
場
町
、
青
田
の
宿
と
し
て
栄
え
、
現
在
 
 

で
も
東
海
道
は
じ
め
と
す
る
東
西
交
通
の
要
所
の
位
置
に
あ
る
。
北
部
山
岳
部
で
は
、
か
つ
て
い
た
ち
や
狸
も
多
く
棲
息
し
て
お
り
 
 

原
料
と
し
て
の
筆
毛
の
入
手
も
容
易
で
あ
っ
た
。
東
西
に
わ
が
国
を
代
表
す
る
大
消
費
地
を
も
ち
、
下
級
武
士
の
手
内
職
と
し
て
 
 

も
、
製
撃
が
か
っ
こ
う
の
場
を
得
る
条
件
が
比
較
的
と
と
の
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
筆
と
熊
野
筆
 
 
 

表7－3－8 豊橋筆の職工数と製造戸数  

『愛知児統計書』より   

明
治
維
新
以
降
は
、
技
術
の
改
良
も
重
ね
ら
れ
、
 
 

そ
の
独
自
性
が
そ
な
わ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
と
あ
い
ま
 
 

っ
て
全
国
的
な
教
育
制
度
の
整
備
に
つ
れ
て
筆
記
具
 
 

と
し
て
の
毛
筆
需
要
も
高
ま
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
 
 

豊
橋
筆
の
生
産
も
そ
の
隆
盛
を
み
る
よ
う
忙
な
 
 

り
、
 
 

っ
て
い
く
。
明
治
四
十
年
代
に
お
い
て
は
、
生
産
戸
 
 

数
お
よ
そ
一
〇
〇
戸
、
生
産
量
t
一
八
〇
万
本
か
ら
一
 
 

三
〇
万
本
の
間
を
推
移
し
て
い
る
。
な
お
、
職
工
数
 
 

は
年
に
よ
っ
て
一
三
〇
人
か
ら
二
五
〇
人
程
度
い
た
 
 

こ
と
が
わ
か
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
男
女
間
の
 
 

比
で
あ
る
。
豊
橋
墾
の
ば
あ
い
は
、
女
性
の
し
め
る
 
 

割
合
が
、
熊
野
筆
の
ば
あ
い
に
比
し
、
か
な
り
低
い
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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表7－3－9 ＝塾橋筆の生産概況  会
社
形
態
八
（
株
式
一
、
合
資
l
、
有
限
六
）
と
個
人
一
三
一
、
合
計
一
三
九
事
業
所
で
あ
り
、
事
業
規
模
も
五
人
以
下
の
個
人
事
業
が
 
 

圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
。
産
地
内
の
社
会
的
分
業
も
メ
ー
カ
ー
（
親
方
）
二
〇
社
を
中
心
と
し
た
問
屋
制
生
産
の
形
で
成
立
し
て
 
 

い
る
。
豊
橋
筆
は
、
そ
の
規
模
が
小
さ
い
こ
と
を
別
と
す
れ
ば
、
そ
の
経
営
形
態
に
お
い
て
、
熊
野
筆
の
そ
れ
と
か
な
り
共
通
し
て
 
 

い
る
点
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
地
方
は
、
昔
か
ら
全
国
一
の
「
書
ど
こ
ろ
」
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
良
筆
が
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
、
そ
の
品
質
水
準
は
比
 
 
 

年  生産額  出荷額  事業者数  従事者数   

48  百万円 1，030  1，030  139  341   
49  1，050  1，050  139   341   

50  1，100  1，100   139 / 341   

51  （1，100）  （1，100）  （119）  （311）   

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 （）内は豊橋筆振興協同組合員  

豊橋筆「伝統的工芸品の指定の申出書」（昭和51年12月5  

日）より  

表7－3－10 豊橋筆の種類（昭和51年度）   

そ
の
後
の
豊
橋
に
お
け
る
筆
づ
く
り
 
 

の
推
移
は
、
他
の
産
地
と
ほ
ぼ
同
様
で
 
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
後
の
低
迷
期
を
 
 

経
て
、
書
道
教
育
の
復
活
や
書
道
熱
の
 
 

高
ま
る
に
つ
れ
、
ふ
た
た
び
戦
前
の
水
 
 

準
を
回
復
す
る
。
昭
和
四
十
年
代
末
ご
 
 

ろ
か
ら
五
十
年
代
初
頭
に
か
け
て
は
、
 
 

三
〇
〇
万
本
を
こ
え
る
繋
が
生
産
さ
 
 

れ
、
種
類
も
書
道
用
を
中
心
に
、
日
本
 
 

画
用
、
工
芸
用
、
事
務
用
と
多
く
な
っ
 
 

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

豊
橋
筆
の
事
 
 
 

豊
橋
筆
の
事
業
形
態
 
 

業
形
態
は
、
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餃
的
高
い
も
の
が
あ
る
。
現
在
、
こ
の
地
は
、
熊
野
町
、
川
尻
町
に
次
ぐ
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
筆
産
地
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
 
 

い
る
。
 
 

蓑7－3－11豊橋筆の事業形態と規模  

（昭和51年）  
豊
橋
筆
の
特
徴
 
 

メーカーの事業形態   メーカーの事業規模   

株  式   ロ  5人以下  129   

合  資   口  5人”10人   6   

有  限   6  11人”15人   2   

個  人   131  16人以上   2   

計   139   計   139   

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
筆
 
 
 

豊
橋
筆
の
特
徴
と
し
て
、
現
地
の
関
係
者
が
力
説
し
て
い
る
点
は
、
さ
ま
ぎ
ま
な
毛
を
混
ぜ
合
わ
せ
整
え
る
 
 

「
練
り
ま
ぜ
」
 
の
工
程
が
、
他
産
地
に
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
水
を
用
い
る
方
法
で
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
 
 

図7－3－17 豊橋筆産地チャート  

豊橋筆「申出書」より  

＆望9  



第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

図7－3－18 豊橋筆の生産組織図  

豊橋筆「申出書」より  

と
、
ま
た
、
職
人
が
す
べ
て
専
業
者
で
他
産
地
の
よ
う
な
副
業
 
 

が
少
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
直
接
 
 

見
聞
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
豊
橋
筆
の
お
よ
そ
九
割
（
一
説
に
は
七
 
 

割
以
上
）
が
い
わ
ゆ
る
無
銘
撃
と
し
て
出
荷
さ
れ
て
お
り
、
産
 
 

地
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
売
ら
れ
る
筆
は
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
わ
れ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

豊
橋
筆
の
生
産
工
程
の
特
徴
は
、
練
り
ま
ぜ
の
方
法
に
あ
る
 
 

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
筆
者
が
現
地
で
直
接
 
 

聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
工
程
は
、
筆
毛
を
水
に
浸
 
 

し
て
ま
ぜ
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
が
よ
く
水
に
た
じ
む
 
 

よ
う
に
す
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
「
味
噌
を
ね
か
す
の
と
同
 
 

じ
」
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
豊
橋
筆
で
は
、
ぽ
ん
混
ぜ
 
 

の
方
法
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
 
 
 

筆
づ
く
り
の
全
体
的
工
程
は
、
そ
の
分
け
方
や
呼
び
方
の
若
 
 

干
の
相
違
を
除
け
ば
、
各
地
で
ほ
ぼ
共
通
す
る
部
分
が
多
い
。
 
 
 

先
出
し
造
り
⑨
で
は
、
濡
ら
し
た
命
毛
（
先
毛
）
を
硝
子
板
の
 
 

上
で
金
櫛
で
す
き
な
が
ら
ハ
ソ
サ
シ
で
毛
の
束
を
割
り
、
毛
先
 
 

を
揃
え
て
毛
先
の
な
い
毛
を
と
り
除
き
、
命
毛
と
暇
毛
を
ま
ぜ
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豊橋筆の生産工程  

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑬⑪⑫⑬⑩⑬⑬⑰⑬⑬   
第
三
節
 
他
産
地
の
笠
と
熊
野
蟹
 
 
 

製
品
 
 

－
 
 
 

刻
釦
 
 

鞘
付
け
 
 

仕
上
げ
 
 

接
着
 
 

尾
締
め
 
 

上
毛
が
け
 
 

芯
立
て
 
 

さ
ら
い
 
 

練
り
交
ぜ
 
 

塑
造
り
 
 

先
出
し
造
り
 
 

寸
切
り
 
 

櫛
上
げ
 
 

毛
揃
え
 
 

毛
揉
み
 
 

火
の
し
か
け
 
 

毛
抜
き
 
 

煮
沸
 
 

選
別
 
 

▲
 
 
 

原
材
料
 
 

あ
わ
せ
、
形
を
整
え
る
。
 
 
 

型
造
り
⑲
で
は
、
別
々
に
作
っ
て
き
た
芯
毛
を
硝
子
板
の
上
で
ま
ぜ
、
金
楢
で
す
き
な
が
ら
む
だ
毛
 
 

を
鋏
で
切
り
、
一
本
分
を
コ
マ
を
用
い
て
試
し
造
り
を
し
、
形
、
調
子
を
み
な
が
ら
悪
い
部
分
を
整
え
 
 

る
。
 
 
 

練
り
ま
ぜ
⑬
で
は
、
芯
毛
を
一
緒
に
ま
ぜ
合
わ
せ
る
工
程
で
、
「
荒
ま
ぜ
」
を
し
た
あ
と
、
「
給
ま
 
 

ぜ
」
を
す
る
。
「
荒
ま
ぜ
」
は
硝
子
板
の
上
で
ハ
ソ
サ
シ
で
横
へ
薄
く
引
き
延
ば
し
、
折
り
返
し
て
束
 
 

ね
、
ま
た
引
き
延
ば
す
と
い
う
作
業
を
均
一
に
ま
じ
り
合
う
ま
で
く
り
返
え
す
。
「
総
ま
ぜ
」
は
、
各
 
 

束
を
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
等
分
程
度
に
分
け
、
分
け
た
一
つ
ず
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
集
め
て
ま
た
一
つ
の
東
を
作
 
 

り
、
荒
ま
ぜ
と
同
じ
よ
う
に
延
ば
し
た
り
束
ね
た
り
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
ま
ぎ
り
具
合
を
完
全
に
 
 

均
一
化
さ
せ
る
。
 
 
 

さ
ら
い
⑲
で
は
、
練
り
ま
ぜ
の
終
っ
た
芯
毛
の
束
を
金
欄
で
す
き
な
が
ら
、
毛
先
の
悪
い
毛
を
取
り
 
 

除
く
。
 
 
 

芯
立
て
⑬
で
は
、
フ
ノ
リ
を
水
に
溶
い
て
煮
た
も
の
に
尻
の
部
分
を
浸
し
、
各
々
芯
一
本
分
の
大
き
 
 

さ
に
分
け
て
コ
マ
に
差
し
込
み
、
芯
の
形
を
治
り
出
し
て
天
日
で
乾
燥
さ
せ
る
。
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