
昭
和
l
ニ
十
年
代
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
を
ピ
ー
ク
と
し
て
そ
れ
以
降
三
十
年
代
 
 
 

高
度
成
長
期
の
階
層
分
化
 
 

の
後
半
ま
で
は
、
従
業
者
四
人
未
満
規
模
の
事
業
所
の
な
だ
ら
か
な
減
少
の
中
で
、
従
業
者
自
体
は
 
 

こ
の
業
界
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
や
や
規
模
の
大
き
い
事
業
所
に
集
中
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
昭
和
四
十
年
前
ご
 
 

ろ
か
ら
は
、
零
細
な
業
者
が
急
激
に
転
廃
業
料
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
排
出
さ
れ
た
従
業
者
は
、
も
は
や
こ
の
業
界
に
と
ど
 
 

ま
り
え
ず
、
他
の
産
業
に
転
出
し
て
ゆ
く
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
業
界
は
、
昭
和
四
十
年
前
後
か
ら
ほ
、
高
度
成
長
の
影
響
を
も
ろ
 
 

に
う
け
て
、
転
廃
業
者
が
い
ち
じ
る
し
く
多
く
な
り
、
加
え
て
比
較
的
規
模
の
大
き
い
業
者
も
一
層
用
老
数
を
ふ
や
す
こ
と
が
で
き
 
 

ず
、
む
し
ろ
規
模
の
適
正
化
を
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
以
前
の
、
従
業
者
四
人
以
上
規
模
の
一
事
業
所
当
た
り
の
従
業
者
は
三
〇
人
を
こ
 
 

え
て
い
た
の
に
対
し
、
昭
和
四
十
年
代
に
は
二
〇
人
を
下
ま
わ
る
程
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
零
細
な
業
者
は
他
へ
の
転
廃
 
 

業
が
続
き
、
比
較
的
規
模
の
大
き
な
業
者
ほ
、
従
業
者
数
を
む
し
ろ
減
少
さ
せ
つ
つ
横
に
分
裂
し
て
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ
る
が
そ
の
 
 

数
を
増
加
さ
せ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
期
の
こ
の
業
界
の
階
層
分
化
の
様
子
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 

わ
が
国
に
お
け
る
筆
づ
く
り
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
産
地
に
国
有
な
伝
統
 
 
 

豊
橋
筆
と
川
尻
筆
の
流
通
 
 

と
特
徴
を
も
ち
つ
つ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
生
産
の
方
法
や
経
営
、
流
通
の
形
態
も
多
く
共
通
 
 

性
と
と
も
に
ま
た
お
互
の
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
は
、
同
一
地
域
内
に
お
い
て
も
、
復
雛
に
か
ら
み
あ
っ
 
 

て
い
る
。
 
 
 

現
在
、
各
地
の
業
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
と
ル
ー
ト
を
通
じ
て
、
直
接
・
間
接
、
東
京
、
大
阪
、
奈
良
等
を
は
じ
め
と
す
る
全
 
 

国
各
地
の
消
費
市
場
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
主
な
形
態
を
あ
げ
れ
ば
、
H
 
大
消
費
地
の
筆
問
屋
へ
出
荷
す
る
ル
ー
ト
、
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 図7－3－32 豊橋筆の流通チャー†   ‾川▲ →直販されないもの  

＊ 生産された“豊橋撃’はこの逝   

のルートをたどり消費者の手に渡   
る。  

豊橋筆「申出吾」より  

図7－3－31川尻筆流通経路  

昭和54年、川尻毛筆組合推定  

地 域 別  販 売 先 別  

凰7－3－33 豊橋牽の販売先別・地域別比（昭和51年、金筋ベース）  

出典：前に同じ  

β78  



表7－3－27 奈良肇の販売地域別状況（金額ベース）  

（昭和51年度）  
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奈良肇「申出書」（昭和52年9月19日）より  

表7－3－28 ≡奈良筆の販売先別状況（金額ベース）  

（昭和51年度）  

⇔
 
各
地
の
文
具
卸
、
小
売
店
に
出
荷
す
る
ル
ー
ト
、
⇔
 
直
販
形
 
 

式
に
よ
り
各
地
の
書
道
塾
、
ス
ー
パ
ー
・
ス
ト
ア
、
デ
パ
ー
ト
、
学
 
 

校
、
教
材
専
門
店
等
へ
出
荷
す
る
ル
ー
ト
等
に
大
別
で
き
る
。
 
 
 

熊
野
筆
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
第
 
 

二
節
三
、
参
照
）
、
豊
橋
華
や
川
尻
撃
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
、
そ
の
流
 
 

通
の
概
要
を
み
る
と
、
図
7
1
3
－
3
1
・
3
2
の
よ
う
で
あ
る
。
川
尻
 
 

筆
は
、
全
国
の
筆
問
匡
へ
お
よ
そ
三
〇
％
、
文
具
卸
店
・
文
具
店
へ
 
 

そ
れ
ぞ
れ
四
〇
％
と
一
〇
％
、
残
り
の
二
〇
％
が
直
販
の
形
式
と
な
 
 

っ
て
い
る
。
豊
橋
筆
の
ば
あ
い
、
ほ
と
ん
ど
（
八
割
）
が
大
間
屋
を
経
 
 

由
し
て
出
荷
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
東
西
に
大
き
な
市
場
を
持
っ
 
 

て
、
地
の
利
を
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
図
7
－
3
讐
。
 
 

毛
筆
の
生
産
地
で
あ
る
と
い
う
ば
か
 
 
 

筆
の
「
集
散
地
」
＝
奈
良
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
で
な
く
、
い
や
む
し
ろ
全
国
の
筆
 
 

の
「
集
散
地
」
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
奈
良
市
に
お
け
る
筆
の
 
 

流
通
経
路
は
、
そ
の
他
の
産
地
の
ば
あ
い
と
は
か
な
り
相
違
し
て
い
 
 

る
。
 
 
 

ま
ず
、
奈
良
毛
筆
協
同
組
合
調
に
よ
る
奈
良
筆
の
販
売
地
域
別
お
 
 

よ
び
販
売
先
別
状
況
は
、
近
畿
地
方
を
中
心
と
し
て
、
文
字
ど
お
り
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日
本
全
国
に
わ
た
っ
て
い
る
。
〃
奈
良
筆
″
の
ブ
ラ
ン
ド
商
品
と
し
て
の
知
名
度
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
 
 

る
。
し
か
も
地
方
問
屋
を
通
じ
て
販
売
さ
れ
る
も
の
が
全
体
の
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
（
表
7
3
－
？
讐
。
 
 
 

別
の
資
料
、
す
な
わ
ち
奈
良
県
調
に
よ
っ
て
み
る
と
、
奈
良
で
つ
く
ら
れ
る
筆
は
、
そ
の
約
半
分
が
地
元
の
問
屋
へ
、
別
の
四
割
 
 

が
大
阪
二
月
都
万
面
へ
と
、
大
部
分
が
近
畿
地
方
の
問
屋
へ
出
荷
さ
れ
て
い
る
（
囲
7
－
3
－
警
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
奈
良
地
方
の
筆
問
屋
は
、
地
元
奈
良
産
の
筆
以
外
に
、
広
島
産
や
豊
橋
産
等
の
他
産
地
の
筆
を
大
量
に
仕
入
れ
て
全
 
 

A
口
 
 

笛
十
凱
 
 

良
「
∧
 
 

寮
仕
 
 

7
6
％
以
上
 
 

25％  

以下  

図7－3－35 奈良の筆問足が奈良筆を仕入れる割合  

同上   
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国
に
捌
く
、
仲
買
業
者
的
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
る
。
同
じ
資
料
に
よ
れ
は
、
奈
良
の
筆
問
尾
が
扱
う
奈
良
産
の
〃
奈
良
筆
〃
は
、
 
 

全
取
扱
い
高
の
わ
ず
か
三
分
の
一
に
し
か
み
た
な
い
。
残
り
は
、
他
産
地
の
筆
、
し
か
も
お
そ
ら
く
大
部
分
は
〃
奈
良
筆
〃
と
し
 
 

て
、
全
国
に
売
り
捌
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
ほ
、
中
国
産
等
の
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
筆
も
含
ま
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
奈
良
に
集
め
ら
れ
た
各
地
産
の
筆
は
、
奈
良
の
問
屋
の
手
を
経
由
し
て
、
そ
の
半
分
近
く
の
も
の
が
全
国
の
問
屋
へ
向
 
 

け
て
再
出
荷
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
小
売
り
商
へ
と
流
れ
て
ゆ
く
。
奈
良
の
小
売
店
へ
直
接
販
売
さ
れ
る
も
 
 

の
は
、
全
取
扱
量
の
二
割
に
も
み
た
な
い
。
こ
こ
に
ほ
、
奈
良
の
筆
問
屋
が
、
産
地
問
屋
的
性
格
な
い
し
ほ
一
次
問
屋
的
機
能
を
強
 
 

く
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
別
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
他
産
地
の
業
者
は
、
奈
良
の
筆
問
畳
 
 

の
下
請
業
者
的
機
能
を
も
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
 
 
 

奈
良
の
筆
問
屋
の
う
ち
に
は
、
奈
良
塵
の
筆
を
ま
っ
た
く
仕
入
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
（
三
社
）
。
ま
た
、
広
島
に
工
場
を
設
置
 
 

し
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
二
社
）
。
筆
者
が
直
接
見
聞
し
た
例
で
は
、
「
中
国
に
も
工
場
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
業
者
も
い
た
。
 
 

奈
良
の
筆
問
臣
に
関
す
る
実
態
調
査
に
よ
れ
ば
、
従
業
者
数
は
一
社
当
た
り
一
一
名
で
、
大
部
分
ほ
一
〇
名
以
 
 
奈
良
の
筆
問
崖
 
 

下
で
あ
る
。
職
人
を
か
か
え
て
直
接
生
産
に
た
ず
さ
ぁ
る
製
造
問
屋
の
数
は
多
く
な
い
。
奈
良
の
筆
問
屋
は
、
 
 

全
体
と
し
て
、
商
人
資
本
的
性
格
を
強
く
も
っ
て
お
り
、
全
国
の
筆
生
産
機
樅
の
頂
点
に
立
っ
て
、
業
界
全
体
の
主
導
的
立
場
に
位
 
 

置
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
規
模
、
売
上
高
等
の
概
要
は
、
表
7
－
2
－
2
9
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
 
 

で
あ
る
。
 
 

奈
良
の
筆
問
屋
を
中
心
と
し
た
こ
の
よ
う
な
他
産
地
の
流
通
機
構
は
、
も
と
も
と
み
ず
か
ら
の
販
路
が
限
ら
れ
て
い
る
地
方
の
産
 
 

地
の
製
品
に
、
新
た
な
別
の
販
路
を
拡
大
、
提
供
し
て
、
全
国
的
流
通
を
促
進
す
る
と
い
う
積
極
的
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
毛
筆
業
 
 

界
の
全
体
的
発
展
の
た
め
に
は
、
好
都
合
な
条
件
の
ひ
と
つ
と
も
い
え
よ
う
。
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表7－3←29 奈良の筆問屋の概要  

（1）規模別筆問屋  
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七
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筆
 
 
 

注 総従業員数 137名（1社平均11名）   
企業規模は、大部分が従業員10名以下であり零細である。   
生産者に材料を支結したり生産者を従業員として、穂首の  
生産を行っているのほ3－4祉にすぎない。そのうち2社  
は広島に工場を設置している。  

（2）売上  
総売上高  164，120万円  
一社平均  12，625〝  

従業員1人当り  1，198〝  

注 1人当り売上高は、従業員11”20人と5人以下の問屋が大   
きく、6～10人と21人以上の問屋が小さい。  

（3）筆の売上高  

98，707万円   

総売上に占める筆の割合は60％である。  
奈良県  



だ
が
、
一
部
に
は
、
奈
良
撃
の
伝
統
や
地
の
利
を
生
か
し
な
が
ら
、
実
質
的
に
ほ
ま
っ
た
く
地
元
奈
良
撃
を
扱
う
こ
と
な
く
、
他
 
 

産
地
の
筆
の
み
を
取
り
扱
い
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
少
な
く
な
い
部
分
が
〃
奈
良
筆
〃
と
し
て
捌
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
否
定
で
 
 

き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
産
地
の
伝
統
や
個
性
を
誇
り
、
職
人
の
長
年
に
わ
た
っ
て
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
技
と
微
妙
な
感
触
に
よ
っ
て
生
 
 

み
だ
さ
れ
、
い
わ
ば
生
ま
れ
な
が
ら
の
心
と
魂
を
さ
づ
か
っ
て
い
る
筆
の
産
地
を
、
た
だ
販
売
政
策
上
の
理
由
だ
け
で
か
っ
て
に
変
 
 

更
し
て
し
ま
う
こ
と
に
ほ
、
い
さ
さ
か
問
題
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
 
 
 

全
国
各
地
の
書
家
や
書
道
愛
好
者
た
ち
の
心
を
と
ら
え
て
ほ
な
さ
な
い
、
長
年
親
し
ん
だ
特
定
産
地
の
撃
に
た
い
す
る
愛
着
や
信
 
 

頬
こ
そ
ほ
、
筆
関
係
者
と
り
わ
け
職
人
た
ち
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
命
の
泉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
 
 

ろ
う
。
そ
の
個
性
や
感
触
等
に
よ
っ
て
微
妙
な
書
き
味
の
差
が
出
る
と
い
わ
れ
る
毛
筆
に
と
っ
て
ほ
、
こ
の
こ
と
は
と
く
に
重
要
な
 
 

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

各
地
方
の
産
地
か
ら
多
く
の
無
銘
筆
を
か
き
あ
つ
め
て
、
た
ん
に
ラ
ベ
ル
を
貼
り
つ
け
る
だ
け
で
、
あ
た
か
も
伝
統
の
あ
る
地
元
 
 

産
の
筆
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
消
費
者
の
信
頼
を
あ
ぎ
む
く
よ
う
な
行
為
が
つ
づ
く
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
、
問
題
は
そ
れ
だ
 
 

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
悠
久
の
歴
史
と
伝
統
に
よ
っ
て
つ
ち
か
わ
れ
て
き
た
奈
良
筆
の
名
声
と
信
頼
が
そ
こ
な
わ
れ
、
や
 
 

が
て
は
わ
が
国
の
毛
筆
業
界
全
体
に
と
っ
て
も
ゆ
ゆ
し
い
損
失
が
も
た
ら
さ
れ
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
文
化
の
将
 
 

来
的
発
展
に
と
っ
て
も
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
禍
根
と
な
り
か
ね
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
 
 

筆
は
そ
の
種
研
が
豊
富
で
あ
り
、
価
格
も
千
差
万
別
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
の
小
売
価
格
を
単
純
な
平
均
値
で
 
 
 

小
売
価
格
 
 

云
々
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
大
量
に
生
産
さ
れ
全
国
的
に
出
ま
わ
る
学
童
用
の
安
価
な
も
の
か
ら
、
特
定
の
書
 
 

家
の
注
文
に
よ
っ
て
特
別
に
つ
く
ら
れ
る
高
級
撃
で
数
十
万
円
、
高
い
も
の
で
は
傲
百
万
潤
も
す
竜
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
留
 
 

意
し
な
が
ら
も
、
全
国
の
消
費
者
の
参
考
の
た
め
に
、
各
地
の
筆
の
平
均
的
な
小
売
価
格
の
目
安
を
か
か
げ
て
お
く
（
表
7
1
3
－
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蓑7－3－30  

① 小売価格の目安（熊野筆）  

3
0
）
。
 
 
 

書道用筆  2千円以上   〝  4．5′－ 5．5cm   

学童用筆  5盲円～2千円   〃  4～ 5cm   

書翰用筆  5百円以上   〝  3cm前後   

真  否  5首円以上   〝  2cⅡ】前後   
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② 小売価格の目安（豊橋筆）  

商品例   価  格  帯   大きさなどの目安   
太  筆  2千円一5千円   長さ8分－2寸2分   

中  華  2千円”3千円   長さ1寸5分一1寸6分   

細  筆  1千円～3千円   長さ1寸－1寸1分   

画  筆  1千円－3千円   長さ1寸4分～1寸8分   

純毛毛筆  1万円～30万円   長さ2寸－4寸   

③／卜売価格の目安（奈良撃）  

商  品  例 l 価 格 帯  稚の大きさの目安  

仮名用肇（一般用初級晶）  

粂幅用筆（一般用中級品）  

条幅用筆（一般用高級品）  

／ト・中学生用学童華  

中・高校生用学童筆  
日本画用筆（一般用）  

紅筆（化粧用）  

1千円〝2千円  

2千円－5千円  

5千円”3万円前後  

1千円”2千円  

1千円～3千円  

800～2千円  

6百円－8百円  

8mx28m前後  

12mmx50Ⅷl前後  

60mmx167m程度  

20mx751Ⅷ前後  

12ⅧlX60mm前後  

10mx35【Ⅷ前後  

④ 高額商品の例   
穂に毛筆用原料の絶品と古くから知られている揚子江下流のごく限   

られた地方のみに飼われている特殊な羊の毛を用い、軸を螺細（らで   

ん）で加飾した最高級品は300万円くらい。   

松永俊則『伝統工芸品銘鑑』サソケイ新聞年鑑局マーケティソグ事   
業部、昭和58年3月より  
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川尻筆の生産工程  

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
川
尻
筆
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
筆
づ
く
り
の
技
法
を
積
極
的
に
革
新
し
、
機
械
化
の
方
向
を
 
 

追
求
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
終
始
手
作
業
で
行
う
と
い
う
伝
統
的
な
筆
づ
く
り
の
技
法
 
 

か
ら
は
、
は
な
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
工
芸
品
産
業
と
し
て
の
指
定
の
重
要
な
条
件
か
ら
ザ
れ
て
し
ま
う
こ
 
 

と
で
あ
る
。
 
 

川
尻
筆
の
業
者
は
、
混
毛
機
、
刻
印
機
な
ど
を
は
じ
め
糊
入
校
、
ね
も
ど
し
校
、
毛
も
み
機
な
ど
の
幾
種
類
も
の
機
械
設
備
を
保
 
 

有
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
表
7
－
3
－
1
9
）
。
機
械
を
積
極
的
に
導
入
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
工
場
内
分
業
 
 

を
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
営
の
形
態
と
し
て
は
、
近
代
的
、
合
理
的
な
方
法
で
あ
る
。
生
産
力
は
大
幅
に
ア
ッ
プ
し
、
大
量
 
 

回  
原毛の選別  

り
り
め
付
せ
付
き
 
 

回
…
よ
…
骨
…
…
…
 
 

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
1
1
 
1
2
 
1
3
 
1
4
 
 

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
1
1
 
 

毛
綿
脱
党
寸
毛
 
 

組
き
脂
 
 

抜
 
 

よ  せ  
切  

ま ぜ（機械まぜ）   

ね も ど し  
平  目  
上 ま ぜ（ねりまぜ）  
無駄毛ぎらい  

立  
上 毛 の せ（表毛きせ）  

糸 じ め（焼 じめ）  

（穂先完成）  

画  と  り  
ダルマ削り  
糸  付  
仕  上  

（軸完成）  

く り 込 み ←  5
 
6
 
7
 
只
】
 
9
 
 

糊
キ
 
彫
 
ラ
 
 

り
付
刻
付
 
 
 

プ
 
ル
 
 

と
 
 
ツ
 
 

毛筆完成  

の
生
産
を
こ
な
す
こ
と
の
で
き
る
体
 
 

制
と
い
え
よ
う
。
大
量
の
注
文
を
こ
 
 

な
す
際
に
は
、
偉
力
を
発
揮
す
る
体
 
 

制
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

ま
た
、
指
定
に
も
れ
た
も
う
一
つ
 
 

の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
川
尻
町
に
 
 

お
け
る
業
者
の
結
束
力
に
や
や
問
題
 
 

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
 
 

と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
毛
筆
関
 
 

係
業
者
の
組
合
へ
の
結
集
率
の
相
対
 
 

的
な
低
さ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
 
 
 

β60  



表7－3－20 川尻筆の生産工程及び使用機械  

工  
程L  使用機概・器具   

1原毛の選別  

2毛  組  冬毛の組合せをする   計量器   

3 綿  抜  き  毛より締煩を抜きとる   Ⅰ：；羞≡≡こ、三よ、鹿皮   

4 脱  月旨  毛をまっすく再こし、脂肪を抜く   

5 先  よ  せ  穂先をそろえる   半差し、くし   

6 寸  切  毛の長さを五段階に切る   寸木、くし、手板、平金   

7雪機㌔まぜヂ  寸切したものを練りまぜる   のり、毛まぜ磯   

8 ね も ど し  毛まぜしたものを整える   刀）   

9 平  目  悪い毛を選り出す   

10うねりままぜヂ  ねもどし、平目後もう一度延ば   し練りまぜる   
11無駄毛ざらい  先のない毛を取り出す   くし   

12 芯  山＿  穂の大きさにする   半差し（小刀）、絢   

13」毒表篭ぎせ芦  芯立にしたものにノリをつシナる  半差し、小ぐし   

14彗焼Eめ㌢  麻糸で締めて一本の穂先にする  焼ゴテ、麻糸   

（穂 先 完 成）   

15讐繰歪み㌢  軸に穂先をつける   繰込小刀、繰込台、接着剤   

16 ノ リ 取 り  穂先をノリでかためる   のり、半差し、くし  

17 キ ャ ッ プ付  キャップをする   

18 彫  刻  軸に文字を刻む   彫刻刀、刻印楔  

19 色  付  刻まれた文字に色付する   色粉   

20 ラ ベ ル 什  ラベルをはる   のり   

（毛 筆 完 成）  
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び
見
附
市
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
長
岡
市
関
原
町
に
は
、
明
治
期
に
松
田
新
八
が
創
立
し
た
松
山
堂
 
 

が
あ
る
が
、
そ
の
創
始
は
文
政
年
間
（
一
八
一
八
～
三
〇
）
松
田
伊
伝
に
よ
る
と
も
い
う
。
当
時
の
職
人
は
士
族
が
多
か
っ
た
。
昭
和
三
 
 

十
年
代
の
初
め
ご
ろ
忙
は
、
毛
筆
生
産
額
が
一
八
三
六
万
円
（
一
戸
当
た
り
一
万
八
〇
〇
〇
円
）
で
、
年
間
生
産
量
約
三
三
〇
〇
万
本
 
 

で
あ
っ
た
。
当
時
の
同
町
内
の
従
業
員
が
約
二
〇
〇
名
と
あ
る
か
ら
、
か
な
り
の
隆
盛
が
み
ら
れ
た
よ
う
す
で
あ
る
晦
謂
謹
張
。
 
 

近
年
、
松
山
堂
で
ほ
、
月
産
七
⊥
○
万
本
、
年
産
一
〇
〇
万
本
の
筆
を
出
し
て
い
る
肌
朗
報
錮
諾
踊
Ⅶ
酬
研
報
絹
地
。
 
 
 

見
附
市
今
町
の
老
舗
、
宝
翰
堂
ほ
「
朝
陽
筆
」
 
の
プ
ラ
ソ
ド
を
持
ち
、
新
潟
県
の
筆
づ
く
り
の
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
創
業
 
 

ほ
、
安
政
年
間
（
一
八
五
四
～
五
九
）
、
清
水
彦
平
が
そ
の
初
代
と
い
わ
れ
る
。
三
代
目
社
長
清
水
孝
平
は
、
太
平
洋
戦
争
中
に
、
財
 
 

団
法
人
翰
林
工
芸
研
究
会
を
創
立
、
筆
づ
く
り
の
技
術
へ
等
級
制
の
導
入
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
職
人
を
筆
技
一
級
か
ら
一
二
級
ま
 
 

で
の
一
二
段
階
に
ラ
ン
キ
ソ
グ
し
、
親
方
ほ
、
筆
芸
名
人
を
最
高
位
、
天
芸
、
地
芸
、
人
芸
の
四
段
階
と
し
た
。
筆
技
五
級
で
普
通
 
 

筆
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
、
一
級
に
な
る
と
各
筆
芸
に
入
門
し
て
専
門
技
術
を
磨
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
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に
思
わ
れ
る
。
産
地
と
し
て
の
生
き
残
り
の
た
め
に
は
、
業
者
の
結
束
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
 
 

川
尻
筆
の
生
産
工
程
も
、
基
本
的
に
は
、
他
の
産
地
の
工
程
と
そ
れ
ほ
ど
相
違
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
 
 
 

川
尻
筆
の
生
産
工
程
 
 

い
。
し
か
し
、
そ
の
各
工
程
に
、
で
き
る
だ
け
機
械
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
う
か
が
え
る
。
と
く
 
 

に
脱
脂
、
毛
ま
ぜ
、
糊
入
な
ど
の
工
程
で
の
技
法
は
、
他
産
地
に
は
あ
ま
り
例
を
み
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

越
後
筆
の
歴
史
的
経
緯
 
 

4
 
越
 
後
 
筆
 
 
 

新
潟
県
下
で
生
産
さ
れ
て
い
る
越
後
筆
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
歴
史
が
あ
り
、
今
日
で
も
長
岡
市
お
よ
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1915 16 17 18 19  20  21 22  23  Z4  25  26  27年  
（大正4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（昭和2）  

（昭和元）  

図て－3－24 新潟県の筆の生産高  

新潟県統計書各年より   

現
在
、
宝
輪
堂
は
、
多
い
と
き
に
は
、
月
産
、
書
 
 

画
筆
一
五
万
本
、
洋
画
笠
一
一
万
本
を
出
し
て
い
 
 

る
。
そ
の
う
ち
、
五
万
本
を
輸
出
し
、
大
半
が
ニ
ュ
 
 

ー
ヨ
ー
ク
向
け
。
昭
和
二
十
四
、
二
十
五
年
ご
ろ
よ
 
 

り
米
国
で
起
こ
っ
た
墨
絵
ブ
ー
ム
に
よ
る
需
要
の
増
 
 

大
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
間
で
は
、
お
よ
そ
 
 

一
二
〇
万
本
が
生
産
さ
れ
、
一
億
円
の
取
り
扱
い
 
 

高
。
見
附
市
全
域
で
、
お
よ
そ
三
〇
〇
人
の
筆
匠
が
 
 

お
り
、
宝
翰
堂
の
共
同
作
業
場
で
は
、
お
よ
そ
五
〇
 
 

人
が
筆
づ
く
り
に
い
そ
し
ん
で
い
る
と
い
う
朋
。
 
 
 

大
正
年
代
の
新
潟
県
内
に
お
け
る
筆
の
生
産
状
況
 
 

を
み
る
と
、
図
7
－
3
1
2
4
・
2
5
の
よ
う
に
な
っ
て
 
 

い
る
。
年
々
二
〇
〇
～
三
〇
〇
万
本
台
、
金
額
に
し
 
 

て
数
万
円
か
ら
二
〇
数
万
円
の
間
に
あ
る
。
職
工
数
 
 

が
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
は
二
〇
〇
ち
三
〇
〇
人
 
 

台
、
そ
の
後
は
一
四
〇
～
一
七
〇
人
台
に
あ
る
。
職
 
 

工
は
、
新
潟
県
に
お
い
て
は
は
と
ん
ど
が
男
性
で
あ
 
 

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
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1915 16 17 18 19 2D 21 22 23 24 25 26 27年  
（大正4）（5）（6）（7）（8）（g）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（昭和2）  

（昭和元）  

図7－3－25 新潟県の筆製造戸数と職工  

新潟県統計書各年より  

図7－3－27 毛筆の製作工程  

（松山堂）  

図7－3－26 毛筆の製作工程  
（宝翰堂）  
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 図7－3－28 毛筆の製造事業所数と職工数（職工5人以上）  

～昭和12年 コニ場統計表  
昭和13年～ エ業統計表より  

な
ど
の
よ
う
な
か
ぎ
ら
れ
た
小
数
の
業
者
に
よ
っ
て
、
か
 
 

な
り
の
規
模
を
も
っ
た
、
ほ
ぼ
地
域
独
占
的
支
配
の
も
と
で
、
生
産
さ
れ
て
い
 
 

る
と
こ
ろ
に
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
輸
出
向
け
の
筆
の
生
産
の
方
が
 
 

高
い
比
率
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦
前
か
ら
の
伝
統
的
憤
向
の
よ
う
で
、
 
 

近
年
で
ほ
書
画
菜
も
多
く
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
斬
新
な
 
 

意
匠
を
こ
ら
し
た
筆
づ
く
り
も
な
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
 
 

軸
の
も
の
や
、
毛
の
つ
け
根
を
三
角
や
四
角
に
し
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
 
 
 

越
後
筆
の
製
作
工
程
も
、
他
産
地
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
 
 

れ
る
が
、
各
工
程
の
呼
び
方
な
ど
に
は
若
干
の
変
化
が
み
ら
れ
て
、
興
味
深
 
 

歴
史
的
経
緯
 
 
 

新
潟
筆
の
特
徴
 
 四

 
筆
づ
く
り
の
生
産
組
織
と
そ
の
特
色
 
 

1
 
事
業
所
と
職
工
（
戦
前
）
 
 
 

毛
筆
製
造
の
事
業
所
と
職
工
の
数
は
、
満
州
事
変
、
日
中
戦
 
 

争
の
時
期
に
飛
躍
的
に
ふ
え
て
い
る
。
だ
が
太
平
洋
戦
争
に
 
 

新
潟
県
下
で
つ
く
ら
れ
る
越
後
筆
は
、
宝
翰
生
や
松
山
堂
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職工の地域的分布（職工五人以上）  

第
七
茸
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工場統計表（～昭和12）、工業統計表より  
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表7－3－21毛筆製造の事業所と  
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A 事 業 所   

B 職   工   

C（うち女性）  

6
 
 
9
 
 
）
 
 

3
 
侍
 
 

A事業所  1  5  

愛知   B職  工  20  3  30  

C（うち女性）  （0）   （2）  （0）   

A事業所  
宮城   B職  工  

C（うち女性）  

C （うち女性）  

A 事 業 所  

B 職   工  

C （うち女性）  

所
工
射
 
業
 
触
 
 

事
戦
目
 
 

A
 
B
 
C
 
 

所
工
射
 
業
 
扱
 
 

賽
職
H
 
 

A
 
B
 
C
 
 

A 事 業 所  

B 職   工  

C（うち女性）  

昭和20年、兵庫事業所1、職工数17（うち女性○）、愛媛1、22（19）、京都1、11（7）  
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る
（
表
7
－
3
－
㌘
。
す
な
わ
ち
、
五
～
九
人
と
五
〇
～
一
〇
〇
人
の
規
模
に
職
工
の
集
中
が
み
ら
れ
る
ご
」
の
間
の
職
工
の
両
極
 
 

分
解
の
現
象
は
、
主
と
し
て
女
性
の
分
化
に
よ
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
五
〇
人
以
上
の
規
模
へ
の
女
性
の
集
 
 

中
が
い
ち
じ
る
し
い
。
ま
た
、
戦
時
中
の
女
性
職
工
の
五
～
九
人
規
模
の
事
業
所
へ
の
進
出
も
目
に
つ
く
。
こ
こ
で
も
、
や
は
り
男
 
 

手
の
不
足
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
女
手
の
増
加
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

規
模
別
の
毛
筆
生
産
額
も
、
昭
和
十
二
年
ご
ろ
か
ら
は
両
極
へ
の
分
解
現
象
が
み
ら
れ
、
年
々
の
生
産
額
の
全
国
的
変
動
が
主
と
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突
入
し
で
か
ら
は
、
事
業
所
数
が
減
少
し
、
戚
工
数
は
増
加
し
て
い
鷲
昭
和
十
四
年
ご
ろ
ま
で
は
、
一
事
業
老
当
た
り
は
ぼ
一
〇
 
 

人
内
外
の
職
工
数
で
あ
る
が
、
太
平
洋
戦
争
中
は
女
性
の
職
工
の
数
が
ふ
え
て
い
る
。
男
手
が
戦
争
に
と
ら
れ
、
女
性
労
働
へ
の
依
 
 

存
が
強
ま
っ
て
き
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

毛
筆
製
造
の
事
業
所
と
職
工
の
地
域
的
分
布
を
み
る
と
、
職
工
五
人
以
上
の
事
業
所
は
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
ま
で
は
大
阪
と
 
 

愛
知
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
に
広
島
、
新
潟
、
宮
城
、
山
形
、
東
京
、
奈
良
に
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
ず
つ
み
ら
れ
る
。
規
模
的
に
は
、
 
 

新
潟
に
一
社
か
な
り
大
規
模
な
事
業
所
が
あ
る
が
、
そ
の
他
の
地
域
で
ほ
、
広
島
が
や
や
規
模
の
大
き
い
も
の
が
年
に
よ
っ
て
あ
ら
 
 

わ
れ
て
い
る
程
度
で
、
他
は
い
ず
れ
も
小
さ
い
。
昭
和
二
十
年
に
は
、
兵
庫
、
愛
媛
、
京
都
の
各
地
に
も
一
か
所
ず
つ
み
ら
れ
る
D
 
 
 

職
工
五
人
以
上
規
模
に
お
け
る
女
性
の
職
工
は
、
新
潟
、
広
島
、
大
阪
な
ど
の
比
較
的
規
模
の
大
き
い
産
地
で
多
く
み
ら
れ
、
そ
 
 

の
割
合
も
高
い
。
し
か
し
、
愛
知
そ
の
他
で
は
、
女
性
の
職
工
の
し
め
る
割
合
は
低
い
。
広
島
の
ば
あ
い
で
も
、
太
平
洋
戦
争
中
を
 
 

除
け
ば
、
そ
れ
ほ
ど
女
性
の
職
工
の
し
め
る
割
合
は
高
く
な
か
っ
た
こ
と
が
、
注
目
さ
れ
る
（
表
7
－
3
1
2
1
）
。
 
 

職
工
と
生
産
額
 
 

職
工
の
事
業
規
模
別
分
布
を
み
る
と
、
昭
和
十
三
年
の
当
時
は
、
五
～
十
四
人
、
三
〇
～
四
九
人
の
規
模
に
職
 
 

人
が
集
中
し
て
い
た
も
の
が
、
同
十
四
年
お
よ
び
十
七
年
で
は
か
な
り
階
層
の
分
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
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表7－3－22 毛筆製造職工の内訳（5人以上事業所）  

L合   計   5”9人  10｛／14  15′・一29  30・－49  50′－100   

（昭和13年）  

＊  43   51   17   72  

畏。孟L  
（昭和14年）  

職（孟l ）  137 （18）  13  18 （12）    「寺   

（8）  （17）  （12）  （9）  

（昭和17年）  

117   26   20  87   

職 工  250             （女）  （119）   （53）   （7）   （5）  （54）   

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
筆
 
 

＊ 229→〔183か〕  工業統計表より  

表7－3－23 規模別毛筆生産額（職工5人以上）  

工業統計表より  
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と
そ
の
全
国
的
分
布
の
状
況
が
、
蓑
7
－
3
－
2
4
に
示
さ
れ
て
い
る
。
事
業
所
総
数
は
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
が
 
 

八
六
〇
余
で
、
そ
の
後
は
お
よ
そ
五
〇
〇
前
後
に
激
減
し
て
い
る
。
大
部
分
は
、
職
工
五
人
未
満
の
事
業
所
で
あ
り
、
五
人
以
上
の
 
 

規
模
は
二
〇
数
件
の
み
で
あ
る
。
 
 
 

毛
筆
製
造
事
業
所
の
府
県
別
分
布
の
状
況
を
み
る
と
、
事
業
所
数
の
多
い
順
に
、
愛
知
、
東
京
、
広
島
、
奈
良
、
大
阪
と
な
っ
て
 
 

お
り
、
そ
の
他
の
新
潟
、
宮
城
、
京
都
、
静
岡
、
山
形
等
は
た
か
だ
か
一
〇
敷
革
業
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
東
京
、
大
阪
と
い
う
 
 

大
消
費
地
で
も
、
東
京
は
大
阪
の
四
～
五
倍
の
事
業
所
が
あ
り
、
五
人
未
満
の
零
細
事
業
者
が
多
い
の
に
対
し
、
大
阪
は
五
人
以
上
 
 

の
比
較
的
規
模
の
大
き
い
事
業
者
が
多
い
。
戦
後
の
毛
筆
生
産
の
三
大
中
心
地
と
な
る
愛
知
、
広
島
、
奈
良
で
は
、
五
人
未
満
の
零
 
 

細
な
事
業
者
が
多
い
、
と
く
に
奈
良
の
は
あ
い
は
五
人
以
上
ほ
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
、
広
島
は
、
昭
和
十
四
年
に
は
四
一
四
も
あ
っ
 
 

た
五
人
未
満
の
事
業
者
が
翌
年
以
降
は
一
挙
に
急
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
記
載
上
の
ミ
ス
に
よ
る
も
の
か
、
あ
 
 

る
い
は
別
に
何
か
現
地
で
大
き
な
事
情
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
か
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
広
島
に
お
け
る
五
人
未
満
の
事
業
所
の
 
 

こ
の
大
き
な
変
化
を
除
け
ば
、
こ
の
間
の
事
業
所
数
は
全
国
的
に
も
、
各
地
域
的
に
も
、
さ
は
ど
大
き
な
変
動
も
み
ら
れ
ず
、
比
較
 
 

的
安
定
し
て
推
移
し
て
い
る
と
い
っ
て
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

職
工
五
人
未
満
の
毛
筆
製
造
事
業
に
お
け
る
職
工
数
は
、
資
料
的
に
は
っ
き
り
と
し
た
も
の
が
み
あ
た
ら
な
い
。
工
業
統
計
表
で
 
 

は
、
毛
筆
と
万
年
筆
と
が
一
括
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
蓑
7
－
3
2
5
に
よ
れ
は
、
事
業
所
当
た
り
の
職
工
数
は
 
 

一
二
ハ
～
一
・
七
人
程
度
で
あ
り
、
万
年
筆
製
造
事
業
所
を
除
い
た
毛
筆
製
造
事
業
所
の
職
工
数
も
平
均
的
に
は
、
一
～
二
人
と
い
 
 

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
東
京
、
大
阪
を
別
と
す
れ
ば
、
愛
知
、
広
島
、
新
潟
等
に
毛
筆
関
係
の
職
工
（
五
人
未
満
規
模
）
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 
 

し
て
大
規
模
事
業
所
の
生
産
額
の
変
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
 
（
表
7
－
3
1
2
3
）
。
 
 

事
業
所
 
 
毛
筆
製
造
の
事
業
所
の
職
工
五
人
未
満
規
模
の
様
子
が
分
か
る
戦
時
期
（
昭
和
十
四
～
十
七
年
）
に
お
け
る
事
業
所
の
総
数
 
 



蓑7－3－24 毛筆製造事業所総数  

事業所  昭 和14年   
15   16   17   

837   457   464   494  
5 1ぅ上   29   23   

全  5人夫満  25   25  
493   517   

9   

5人以上   1   1   

新  5人未満  lo / 四   11   
12   

18   19   16  
5 、」二  2   2   2   

官  5人未満                      城  合  計  20   
21   18   

109  102  106  102  

東  5人未満 、上  1  5  3  

103   

123   127   131   141  
5人以上   12   10   6   

愛  5人未満  田  139   141   147   

5人以上  

京  5人夫満   15   16   18  

24   15   18  
5 以上   6   

大  5人未満  5   22            2   5  

24   

55   52   48   40   
5人以上  

奈  5人未満          良   合 計   55   52   48   
40   

414   22   30   56  
5人以上  4   

広  5人案満           島   合 計   1 415   II / 5 35   
60   

12   
5人以上  

静  5人未満  IZ 1 10   

5人以上   1  

山  5人未満  : I 1  

1   

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
筆
 
 

工業統計表より  
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表7－3－25 毛筆及万年筆製造所数と職工教（職工5人未満）  

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 
 

事業所欄の（）内は、毛筆製造所数を示す。  工業統計表より  
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ば
、
戦
前
の
昭
和
十
年
代
ご
ろ
は
、
愛
知
、
広
島
、
奈
良
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
零
細
な
家
 
 

内
工
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
広
範
に
存
在
し
て
、
裾
野
の
広
い
生
産
組
織
を
形
成
す
る
と
い
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
、
大
阪
、
 
 

新
潟
の
地
域
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
少
数
の
比
較
的
大
き
な
事
業
所
が
生
産
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
グ
 
 

ル
㌧
フ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
京
都
、
静
岡
な
ど
は
前
者
の
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
宮
城
、
山
形
な
ど
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
 
 

者
に
属
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
産
出
量
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
毛
筆
の
産
地
を
形
成
す
る
ま
で
に
は
 
 

い
た
っ
て
い
な
い
。
東
京
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
零
細
な
製
造
業
者
の
数
が
多
く
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
で
 
 

あ
ろ
う
。
 
 
 

毛
筆
産
地
と
し
て
の
広
島
の
全
国
的
地
位
は
、
こ
の
当
時
、
生
産
量
、
年
産
額
と
も
、
大
体
全
国
の
一
～
二
割
を
占
め
て
お
り
、
 
 

多
数
の
零
細
な
家
内
工
業
が
多
く
存
在
し
て
そ
の
主
体
と
な
っ
て
い
た
。
広
島
の
筆
づ
く
り
は
、
全
国
的
に
み
て
も
女
性
の
職
工
の
 
 

し
め
る
割
合
が
か
な
り
高
い
こ
と
が
、
こ
こ
で
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

、
ひ
集
中
的
に
み
ら
れ
、
広
島
の
ば
あ
い
は
女
性
の
職
工
の
し
め
る
割
合
が
と
く
に
高
い
傾
向
に
あ
る
と
み
な
し
て
も
、
お
そ
ら
く
大
 
 

き
な
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

戦
後
の
概
観
 
 

全
国
的
状
況
と
広
島
の
位
置
 
 

第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
筆
 
 
 

戦
後
の
毛
筆
・
絵
画
用
品
製
造
業
に
お
け
る
事
業
所
と
従
業
員
の
推
移
は
、
園
7
－
3
－
2
9
・
3
0
、
蓑
7
－
3
－
 
 

2
6
に
示
さ
れ
て
い
る
。
事
業
所
数
は
、
昭
和
三
十
二
年
ま
で
は
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
以
降
昭
和
四
十
一
年
 
 

2
 
事
業
所
と
職
工
（
戦
後
）
 
 

以
上
の
よ
う
な
毛
筆
生
産
の
全
国
的
な
構
造
と
先
に
み
た
生
産
量
と
の
関
係
を
総
合
し
て
み
れ
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第
三
節
 
他
産
地
の
撃
と
熊
野
撃
 
 
 

回
叫
－
∽
望
 
出
潮
・
帯
凰
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熊
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『
柴
薄
8
H
掴
深
半
袖
』
蘭
鮨
罰
ノ
課
－
藤
ノ
覇
∽
↓
汁
草
 
 

875  



表7－3－26 毛筆・絵画用晶製造業の事業所数と職工数  

業  業  者  

事        所    従           合  計  従業者 4人以上  従業者 4人未満  合 計 l従警貢以上l従警苦未満   

昭和25年  56  1，150 （20．5）  
30   740   95   645  4，037 （5．5）  2，904 （30．6）  1，133 （1．8）   
35   761   90   671  4，014 （5．3）  2，819 （31，3）  1，195 （1．8）   

883  

二」   ∈97   138   559  4，379 （6．3）  3，496 （25．3）  （1．6）   

45   600  

474   142   332  3，286 （6．9）  2，686 （18．9）  （1．8）   

50   322  

395   173   222  3，791 （9．6）  3，369 （19．4）  （1．5）   

第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

（）内は、1事業所当りの従業者数。  『戦後の工業統計表』より  

（
一
九
六
六
）
こ
ろ
ま
で
の
三
十
年
代
、
昭
和
四
十
二
年
 
 

以
降
と
事
業
所
数
の
減
少
は
二
段
階
に
わ
か
れ
て
い
 
 

る
。
と
く
に
昭
和
四
十
年
代
に
お
け
る
事
業
所
数
の
減
 
 

少
が
注
目
さ
れ
る
。
 
 
 

従
業
員
規
模
四
人
以
上
の
事
業
所
数
は
戦
後
一
貫
し
 
 

て
増
大
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
同
四
人
未
満
の
事
 
 

業
所
の
減
少
が
著
し
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
現
象
ほ
、
従
業
者
数
に
つ
い
て
も
み
ら
 
 

れ
る
。
し
か
し
、
従
業
者
数
の
ば
あ
い
昭
和
四
十
年
こ
 
 

ろ
ま
で
は
全
体
と
し
て
は
、
増
加
（
昭
和
一
二
十
年
ま
で
）
 
 

な
い
し
微
増
（
昭
和
三
十
年
代
）
の
慣
向
に
あ
り
、
四
人
 
 

未
満
規
模
の
従
業
者
数
の
減
少
も
さ
は
ど
大
き
く
は
な
 
 

い
。
し
た
が
っ
て
、
平
均
的
に
み
れ
ば
、
昭
和
三
十
年
 
 

こ
ろ
ま
で
は
、
事
業
所
数
も
従
業
者
数
も
増
加
の
慣
向
 
 

に
あ
っ
た
が
、
高
度
成
長
の
は
じ
ま
る
昭
和
三
十
年
以
 
 

降
に
お
い
て
、
毛
筆
・
絵
画
用
品
製
造
業
の
分
野
に
も
 
 

か
な
り
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
階
層
分
化
が
み
ら
れ
る
こ
 
 

と
に
な
る
。
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