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緑
 
 

h
軒
州
 
 

図7－4－5（2）右の一部  図7－4－5（1）伝統的工芸品一覧図  

国7   4－6（2）右の一郡  

伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
の
熊
野
筆
は
、
こ
の
よ
 
 

う
な
厳
し
い
条
件
の
も
と
で
、
そ
の
品
質
と
信
用
 
 

を
保
も
ち
、
全
国
の
消
費
者
の
手
も
と
に
と
ど
け
 
 

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
伝
統
マ
ー
ク
」
付
 
 

き
の
熊
野
実
は
、
こ
う
し
て
、
全
国
的
な
市
場
に
 
 

お
い
て
も
、
高
い
評
価
と
名
声
を
博
し
っ
つ
あ
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 

伝
産
法
の
指
定
を
受
け
た
 
 
地
元
業
者
の
反
応
 
 

地
元
産
地
の
業
者
た
ち
 
 

は
、
こ
の
指
定
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
 
 

図7－4－6（1）伝統的工芸品の  

ポスター  
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第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
指
定
後
一
～
二
年
後
に
実
施
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
飯
塚
ゼ
ミ
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
指
定
さ
れ
て
 
 

良
か
っ
た
六
〇
・
六
％
、
指
定
さ
れ
て
も
関
係
な
い
二
五
・
五
％
、
融
資
を
受
け
や
す
く
な
っ
た
六
・
四
％
、
公
的
機
関
か
ら
の
干
 
 

渉
が
あ
る
一
二
％
、
信
用
度
が
高
く
な
っ
た
、
嬉
し
い
、
職
人
を
減
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
、
消
極
的
な
方
法
に
す
ぎ
な
い
六
・
 
 

六
％
、
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

一
部
の
業
者
を
除
き
、
大
半
の
業
者
が
、
伝
産
法
の
指
定
を
少
な
か
ら
ず
肯
定
的
に
受
け
と
め
、
期
待
を
か
け
て
い
る
。
だ
が
、
 
 

現
実
的
な
そ
の
効
果
と
な
る
と
、
業
者
間
で
も
さ
ま
ざ
ま
に
受
け
と
め
方
が
わ
か
れ
て
い
る
。
伝
産
法
の
指
定
を
受
け
て
、
他
の
産
 
 

地
と
．
の
競
争
の
点
で
ど
の
程
度
有
利
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
、
先
の
調
査
に
よ
る
と
、
有
利
に
な
っ
た
三
九
二
二
％
、
指
定
前
と
変
 
 

化
な
い
四
〇
・
五
％
、
不
利
に
な
っ
た
一
二
一
％
、
わ
か
ら
な
い
一
七
・
九
％
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
業
者
の
 
 

お
よ
そ
四
割
ば
か
り
の
も
の
が
有
利
で
あ
る
と
し
て
は
い
る
も
の
の
、
伝
産
法
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
充
分
に
浸
透
し
て
い
る
と
は
か
 
 

ぎ
ら
な
い
実
情
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
く
に
、
下
請
的
製
造
業
者
の
ば
あ
い
、
彼
ら
の
関
心
は
も
っ
ば
ら
生
産
の
過
程
の
範
関
内
 
 

に
か
ぎ
ら
れ
る
傾
向
も
あ
っ
て
か
、
伝
産
法
に
つ
い
て
の
関
心
は
い
ま
ひ
と
つ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
の
よ
う
で
も
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
伝
統
的
な
技
法
や
原
材
料
を
保
存
育
成
す
る
と
い
う
伝
産
法
の
趣
旨
と
は
逆
に
、
製
造
方
法
を
積
極
的
に
改
良
し
て
、
新
 
 

製
品
の
開
発
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
人
び
と
に
と
っ
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
人
工
毛
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
軸
な
ど
の
原
材
料
 
 

を
開
発
し
、
機
械
化
の
促
進
や
合
理
化
に
よ
っ
て
、
経
費
を
節
減
し
、
近
代
的
経
営
方
式
を
導
入
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
立
場
の
業
者
 
 

に
と
っ
て
は
、
伝
産
法
は
直
接
無
関
係
で
あ
る
。
 
 
 

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
新
製
品
と
い
え
ど
も
、
そ
の
将
来
に
あ
た
る
販
路
の
拡
大
の
た
め
に
は
、
熊
野
筆
の
長
年
に
わ
た
っ
て
培
わ
 
 
 

れ
て
き
た
歴
史
と
伝
統
、
社
会
的
評
価
を
ぬ
き
に
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
産
地
の
社
会
的
評
価
と
信
頼
の
シ
ン
 
 

ボ
ル
と
し
て
の
伝
統
的
技
法
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
る
鯖
野
筆
の
発
展
は
か
か
せ
な
い
条
件
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
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あ
ろ
う
。
 
 
 

伝
産
法
は
、
熊
野
筆
に
と
っ
て
も
、
直
接
間
接
に
、
ま
た
精
神
的
に
も
物
質
的
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
わ
た
っ
て
大
き
な
支
 
 

え
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
う
た
が
い
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
熊
野
筆
の
当
面
し
て
い
る
諸
問
題
の
解
決
の
た
め
の
唯
一
の
切
り
札
 
 

で
は
な
い
。
業
者
間
の
結
束
を
強
化
し
、
そ
れ
を
中
心
と
し
た
行
政
サ
イ
ド
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
的
・
精
神
的
な
保
護
・
促
進
策
 
 

の
充
実
が
、
今
後
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

伝
統
的
工
芸
品
の
認
定
を
受
け
た
製
品
に
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
マ
ー
ク
の
貼
付
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
マ
ー
ク
は
、
 
 
 

伝
統
マ
ー
ク
 
 

伝
産
協
会
（
（
財
）
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
協
会
）
が
、
他
の
類
似
品
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
工
 
 

芸
品
に
統
一
さ
れ
た
表
示
マ
ー
ク
を
付
け
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
伝
産
協
会
は
、
伝
 
 

このマーク暮鶉9てい蒙t■か  
これは、固かち r伝統的工芸品」に指定され  

たものに貼られるマークで「伝統マーク」と  
いいエす。エ芸晶を製造する職人さんたちが、  
国から認められた方法で楕萱を行い、合格L  

た製品にだけ貼られもことになっています。  
お店へ行ったときに、このマークがあるかど  
うかさがLてみましょう。  

第
四
節
 
熊
野
筆
の
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と
こ
れ
か
ら
 
 
 

囲7－4－7 伝統マーク  

統
マ
ー
ク
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
伝
統
証
紙
（
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
魚
座
雄
策
氏
）
を
発
行
す
る
。
各
産
地
の
 
 

協
同
組
合
等
ほ
、
伝
産
協
会
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
使
用
許
諾
契
約
書
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
 
 

証
紙
を
購
入
し
、
一
定
の
基
準
の
も
と
で
、
こ
れ
を
伝
統
的
工
芸
品
に
貼
付
す
る
。
 
 
 

こ
の
ば
あ
い
、
各
産
地
の
協
同
組
合
等
は
、
表
示
事
業
実
施
規
定
を
定
め
て
、
振
興
計
画
に
 
 

添
付
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
規
定
に
定
め
ら
れ
た
検
査
方
法
、
検
査
基
準
に
別
し
て
、
産
地
 
 

検
査
要
員
会
が
合
格
の
判
定
を
下
し
た
製
品
に
か
ぎ
っ
て
、
こ
の
証
紙
ほ
貼
付
で
き
る
こ
と
に
 
 

な
っ
て
い
る
。
 
 

こ
の
よ
う
な
手
順
を
経
て
貼
付
さ
れ
る
伝
統
的
工
芸
品
の
統
一
表
示
マ
ー
ク
、
「
伝
統
マ
ー
 
 

ク
」
に
よ
っ
て
、
消
費
者
は
安
心
し
て
そ
の
製
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
 
 

く
、
そ
れ
に
対
す
る
社
会
的
理
解
や
認
識
が
高
ま
り
、
需
要
も
増
大
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
期
待
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表74－1熊野筆「伝統マーク」証票  

申  請  件  数   発  行   
品  種  

枚  数   手 数 料   昭和55年度l57   55 L 57   

大   軍   19   6，160   6，200   6，160  1本につき5円   

年   生   27   16，853   9，290   16，853   〝   

′水   筆   9   10，211   2，670   10，211   ノ㌢   

そ の 他   3   807   2，082   807   〝   

合  計   58l34JO31   20，242134・031  

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

注 57年度申請件数は、発行枚数と同じになっているが（？）  
方巨野軍事業協同組合「振興計画の変更匿係る承認申請」各年度  

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
筆
に
貼
付
さ
れ
る
「
伝
統
マ
ー
ク
」
に
つ
い
て
、
そ
の
実
績
を
表
7
1
4
 
 

1
1
に
か
か
げ
て
お
く
。
毎
年
、
二
～
三
万
枚
程
の
「
伝
統
マ
ー
ク
」
が
発
行
さ
 
 

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
年
々
生
産
さ
れ
て
い
る
熊
野
筆
が
お
よ
そ
四
〇
〇
〇
万
 
 

本
と
い
わ
れ
て
い
る
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
「
伝
統
マ
ー
ク
」
付
の
筆
は
、
そ
の
わ
 
 

ず
か
〇
二
％
に
も
満
た
な
い
わ
ず
か
の
数
に
す
ぎ
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
「
伝
 
 

統
マ
ー
ク
」
件
の
熊
野
筆
こ
そ
は
、
熊
野
筆
の
も
っ
と
も
優
れ
た
最
高
級
品
と
し
 
 

て
、
日
本
一
の
筆
産
地
が
自
信
を
も
っ
て
世
に
送
り
だ
し
た
製
品
で
あ
る
と
い
う
 
 

こ
と
も
で
き
よ
う
。
「
伝
統
マ
ー
ク
」
付
の
筆
が
、
日
本
国
中
で
そ
の
販
路
を
も
 
 

っ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
今
後
の
熊
野
筆
の
社
会
的
評
価
を
高
め
て
ゆ
く
こ
 
 

と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
諭
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

筆
づ
く
り
の
名
人
、
そ
の
技
法
の
す
ぐ
れ
は
継
承
者
は
、
筆
づ
 
 
 

伝
統
工
芸
士
 
 
 
 
 
 
 
 
く
り
の
「
伝
統
工
芸
士
」
と
し
て
認
定
さ
れ
る
。
筆
を
含
む
伝
 
 

統
的
工
芸
品
産
地
に
お
い
て
、
現
役
で
二
〇
年
以
上
の
実
務
経
験
を
待
っ
た
優
れ
 
 

た
伝
統
的
な
技
術
・
技
法
を
保
持
し
て
い
る
人
び
と
の
う
ち
か
ら
、
学
科
・
実
技
 
 

に
わ
た
る
試
験
に
よ
っ
て
選
考
さ
れ
た
者
の
み
が
、
こ
の
「
伝
統
工
芸
士
」
と
呼
 
 

ば
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
認
定
は
、
伝
産
協
会
が
行
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
従
事
者
の
社
会
的
評
価
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を
高
め
、
仕
事
に
た
い
す
る
励
み
を
与
え
る
こ
と
、
伝
統
的
工
芸
品
産
業
に
お
け
る
技
術
者
全
体
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、
技
術
・
技
 
 

法
の
維
持
と
継
承
に
貢
献
し
て
も
ら
う
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
ね
ら
い
と
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
工
芸
士
に
認
定
亘
れ
た
も
の
は
、
み
ず
 
 

か
ら
の
技
術
・
技
法
を
磨
く
一
方
で
、
後
継
者
育
成
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
 
 
 

現
在
認
定
さ
れ
て
い
る
伝
統
工
芸
士
の
多
く
は
、
古
く
か
ら
の
徒
弟
制
度
の
も
と
で
、
厳
し
い
修
業
を
掃
け
な
が
ら
、
そ
の
技
術
 
 

を
磨
き
上
げ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
認
定
を
受
け
た
こ
と
で
、
「
作
業
意
欲
が
増
し
た
」
、
「
後
進
に
対
す
る
指
導
が
や
り
や
す
く
な
っ
 
 

た
」
等
の
声
が
多
い
と
い
う
。
 
 
 

伝
産
協
会
の
な
か
に
、
伝
統
工
芸
士
認
定
中
央
委
員
会
が
あ
り
、
こ
こ
で
、
各
産
地
の
委
員
会
か
ら
推
せ
ん
さ
れ
た
老
の
な
か
か
 
 

ら
、
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
認
定
の
対
象
者
に
は
、
先
述
の
学
科
・
実
技
の
試
験
が
課
せ
ら
れ
る
わ
け
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

昭
和
五
十
～
五
十
五
年
虔
に
わ
た
る
全
国
の
伝
統
工
芸
士
の
認
定
総
数
は
、
一
七
二
五
名
。
そ
の
う
ち
毛
筆
関
係
者
は
、
熊
野
一
 
 

六
名
、
豊
橋
九
名
、
奈
良
六
名
、
合
計
三
一
名
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
筆
関
係
の
伝
統
工
芸
士
一
六
名
は
次
の
ひ
と
び
と
。
○
赤
巽
 
南
寿
彦
、
○
上
馬
場
 
正
生
、
○
実
森
 
盛
登
、
○
徳
田
 
 

信
雄
、
○
福
垣
内
 
茂
、
今
城
 
善
秋
、
植
松
 
静
利
、
○
小
鳥
田
 
松
雄
、
○
遠
地
 
寿
三
、
○
藤
本
 
勝
三
、
石
井
 
光
二
、
 
 

上
馬
場
 
敏
行
、
梶
矢
 
哲
美
、
川
本
 
俊
明
、
番
匠
谷
 
定
、
女
夫
他
 
芳
男
。
伝
統
工
芸
士
会
々
長
は
実
森
盛
登
氏
、
○
印
 
 

は
、
伝
統
的
工
芸
品
産
業
功
労
者
褒
賞
受
彰
著
。
以
上
、
昭
和
芋
五
年
度
現
在
摘
絹
鴇
翫
醐
紺
絹
摘
鍼
Ⅷ
十
㍍
謂
。
 
 
 

な
お
、
伝
統
的
工
芸
品
産
業
功
労
者
と
は
、
伝
統
技
術
の
維
持
向
上
、
後
継
者
の
育
成
な
ど
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
貢
献
 
 

の
あ
っ
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

毛
筆
関
係
の
伝
統
工
芸
士
の
敷
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
熊
野
筆
の
生
産
の
技
法
と
品
質
は
、
全
国
に
誇
る
べ
き
伝
統
と
評
価
を
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
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特
色
と
こ
れ
か
ら
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一
個
人
で
も
可
能
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
販
売
を
中
心
に
見
た
場
合
に
も
、
個
人
問
屋
制
と
し
 
 

て
の
営
業
形
態
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
点
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
何
ら
変
化
し
て
い
な
い
業
界
の
状
況
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
に
お
い
て
、
明
治
中
期
ご
ろ
か
ら
毛
筆
生
産
が
盛
ん
に
な
り
、
全
国
か
ら
の
需
要
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
個
人
を
中
心
と
 
 

す
る
営
業
形
態
に
ほ
、
時
と
し
て
不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
つ
は
業
者
間
の
不
統
一
に
よ
る
過
当
競
争
で
あ
り
、
一
つ
 
 

は
そ
の
結
果
と
し
て
の
製
品
の
品
質
低
下
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
ら
の
需
要
家
か
ら
の
苦
情
の
処
理
も
充
分
で
 
 

な
か
っ
た
た
め
、
町
役
場
へ
苦
情
処
理
が
持
ち
こ
ま
れ
る
と
い
う
事
態
も
か
な
り
あ
っ
た
と
い
う
。
『
筆
の
都
熊
野
』
（
昭
和
二
十
三
 
 

年
九
月
、
熊
野
中
学
校
）
に
よ
れ
ば
、
「
業
者
の
不
統
一
は
種
々
の
欠
陥
を
生
み
出
し
た
現
状
で
あ
っ
た
為
、
町
当
局
に
於
て
は
勧
業
 
 

係
を
設
け
、
毛
筆
の
製
造
、
販
売
の
指
導
斡
旋
を
し
て
釆
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
町
当
局
の
熊
野
筆
生
産
事
業
に
対
 
 

す
る
助
力
は
、
相
当
に
大
き
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
勧
業
係
を
設
け
た
の
が
何
時
か
ら
で
あ
っ
た
か
等
の
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
 
 

て
ほ
明
ら
か
に
し
え
な
い
。
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
の
磨
き
上
げ
ら
れ
た
指
先
か
ら
生
み
だ
さ
れ
る
毛
筆
の
逸
品
は
、
他
産
地
の
高
級
品
 
 

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に
、
ま
さ
る
と
も
劣
る
こ
と
の
な
い
す
ぐ
れ
た
製
品
と
し
て
、
全
国
の
吉
家
等
か
ら
需
要
さ
れ
て
い
る
。
 
 

熊
野
商
工
会
の
結
成
 
 

三
 
熊
野
筆
の
組
織
・
団
体
 
 

1
 
毛
筆
業
の
基
盤
と
L
て
の
熊
野
商
工
会
 
 
 

毛
筆
製
造
販
売
と
い
う
事
業
は
、
大
資
本
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
の
生
産
形
態
は
、
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毛
筆
業
者
に
お
い
て
も
、
業
者
間
の
過
当
な
競
争
に
よ
る
業
者
の
不
統
一
が
、
多
大
の
問
題
を
生
む
と
い
う
自
覚
も
高
ま
り
、
独
 
 

自
に
組
合
を
結
成
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
生
じ
は
じ
め
た
の
が
、
大
正
年
間
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
 
 

以
前
、
優
秀
な
毛
筆
製
品
を
出
荷
さ
せ
よ
う
と
の
試
み
は
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
ご
ろ
に
も
存
し
た
。
た
と
え
ば
、
同
年
、
 
 

広
島
県
安
芸
郡
斯
民
会
長
か
ら
「
熊
野
村
七
筆
会
」
に
対
し
表
彰
文
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
節
に
「
意
ヲ
産
業
ノ
発
達
二
留
 
 

メ
テ
製
筆
事
業
ノ
改
良
二
貢
献
ス
ル
等
、
善
行
頗
ル
嘉
ス
べ
シ
」
と
あ
る
。
七
筆
会
の
メ
ソ
バ
ー
は
、
尺
田
徳
太
郎
、
和
田
虎
書
、
 
 

神
鳥
林
右
衛
門
、
工
田
旧
七
、
旗
本
穣
一
、
藤
田
徳
行
、
藤
林
一
望
口
の
七
人
で
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
毛
筆
業
者
の
人
々
で
あ
っ
 
 

館
四
節
 
 熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 
 

図7－4－8 熊野町商工会（建物写責 昭61年まで  

のもの）  

弓
．
．
一
竜
 

た
。
つ
い
で
、
大
正
三
年
 
 

も
 
 

図7－4－9 熊野町商工会（建物写真 昭62年の  

の）  

（
一
九
一
四
）
十
二
月
二
十
二
 
 

日
に
は
、
伊
藤
明
三
を
会
長
 
 

と
し
て
、
四
四
名
の
者
が
 
 

「
毛
筆
奨
励
会
」
を
発
足
さ
 
 

せ
た
。
さ
ら
に
、
大
正
五
年
 
 

（
一
九
一
六
）
一
月
一
日
に
 
 

は
、
神
鳥
柿
右
衛
門
を
会
長
 
 

と
し
て
、
三
〇
名
の
老
が
 
 

「
商
工
会
」
を
発
足
す
る
。
 
 

ま
た
、
同
じ
日
に
、
横
山
万
 
 

次
郎
を
会
長
と
し
て
、
六
〇
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商
士
会
員
数
の
変
動
 
 十

月
現
在
の
商
工
会
の
構
成
 
 

員
を
示
す
と
、
蓑
7
－
4
－
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
当
時
の
商
工
会
の
会
費
は
、
特
別
会
見
五
〇
〇
円
、
普
通
会
 
 

員
二
〇
〇
円
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
裏
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
熊
野
商
工
会
と
熊
野
毛
筆
事
業
協
同
組
合
が
併
存
し
て
い
た
当
時
 
 
 

第
七
章
 
熊
野
の
筆
 
 
 

賽
7
－
4
－
2
 
熊
野
町
商
工
会
員
職
業
別
分
類
表
 
 

（
昭
和
三
十
二
・
十
現
在
）
 
 

名
の
暑
が
「
工
親
会
」
を
発
足
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
 
 

会
は
、
優
秀
製
品
の
生
産
に
当
た
る
こ
と
を
目
的
と
す
 
 

る
と
い
う
実
践
的
な
団
体
で
あ
っ
た
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
諸
団
体
の
模
索
と
苦
悩
の
結
果
が
毛
 
 

筆
業
者
以
外
の
諸
業
者
を
も
含
め
て
、
組
合
を
結
成
す
 
 

べ
き
だ
と
い
う
結
論
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
 
 

て
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
十
二
月
四
日
に
、
熊
野
 
 

商
工
会
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
発
足
時
の
会
長
は
、
 
 

尺
田
徳
太
郎
で
あ
っ
た
。
 
 
 

熊
野
商
工
会
は
、
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
熊
野
町
 
 

に
お
け
る
商
業
者
、
工
業
老
の
す
べ
て
を
包
み
込
む
、
 
 

文
字
ど
お
り
熊
野
町
の
経
済
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
 
 

る
。
し
か
し
、
そ
の
中
核
が
、
毛
筆
業
に
か
か
わ
る
業
 
 

者
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 
 

昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
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は
、
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
次
の
表
7
 
 

－
4
－
3
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
点
で
は
、
会
員
制
度
は
す
べ
て
普
通
会
員
制
を
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
区
別
の
数
 
 

は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
業
種
別
の
会
員
数
の
表
に
し
て
見
る
と
、
衰
7
1
A
T
－
4
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
法
人
業
者
は
一
〇
 
 

四
で
あ
り
、
個
人
業
老
は
二
三
四
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
、
昭
和
三
十
二
年
と
昭
和
六
十
二
年
と
の
二
蓑
を
比
べ
て
見
る
と
、
業
者
数
ほ
約
二
倍
に
増
え
て
い
る
が
、
毛
筆
製
造
に
 
 

か
か
わ
る
業
者
数
に
は
ほ
と
ん
ど
増
減
が
見
ら
れ
な
い
。
熊
野
町
の
商
工
業
者
は
、
毛
筆
業
以
外
の
面
で
多
様
に
な
っ
た
と
い
え
 
 

る
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
蓑
を
比
較
し
て
み
る
と
、
平
谷
、
川
角
、
団
地
地
域
が
、
新
興
の
商
工
業
地
域
と
し
て
発
展
し
て
き
て
い
る
 
 

状
況
も
、
指
摘
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

熊
野
町
の
経
済
の
中
心
地
が
、
比
較
的
西
部
地
域
に
移
動
し
っ
つ
あ
る
状
況
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
 
 

表
7
－
4
－
4
 
熊
野
町
商
工
会
員
職
業
別
分
類
表
 
 

（
昭
六
二
 
三
・
三
一
現
在
）
 
 

表
－
－
4
－
3
 
熊
野
町
商
工
会
員
地
区
別
統
計
表
 
 

（
昭
六
二
二
二
二
二
二
現
在
）
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 
 

と
、
申
請
区
が
商
工
業
の
中
心
地
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
 
 

わ
か
る
。
さ
ら
に
、
各
区
ご
と
の
商
工
活
動
の
状
況
が
う
か
が
え
る
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
末
日
現
在
の
熊
野
商
工
会
の
会
員
 
 

に
お
い
て
も
、
毛
筆
業
者
が
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
る
 
 

と
い
う
こ
と
は
、
熊
野
町
の
商
工
活
動
の
中
軸
が
毛
筆
 
 

産
業
に
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
商
工
会
構
成
員
の
地
区
別
の
分
布
を
見
る
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1
 
製
筆
技
術
の
向
上
 
 

2
 
原
毛
の
共
同
購
入
 
 

3
 
製
品
価
格
の
協
定
 
 

4
 
製
品
販
路
の
拡
大
と
五
伝
 
 
 

こ
れ
ら
の
目
的
が
、
既
存
の
七
筆
会
等
の
人
々
の
目
的
と
一
致
し
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
も
、
新
し
く
設
立
さ
れ
た
こ
の
熊
 
 

野
商
工
会
に
包
含
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

結
成
直
後
の
昭
和
初
年
か
ら
は
商
工
業
の
振
興
対
策
を
策
定
し
、
こ
れ
を
軌
道
に
の
せ
る
こ
と
に
全
力
を
あ
げ
て
い
た
。
と
こ
ろ
 
 

が
、
商
工
会
の
事
業
そ
の
も
の
よ
り
も
前
に
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
軍
司
に
多
く
の
患
者
の
出
た
脱
症
病
の
対
策
が
あ
っ
た
。
 
 

こ
の
病
は
、
多
く
は
火
傷
、
凍
傷
な
ど
に
よ
っ
て
局
所
が
死
に
陥
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
熊
野
町
に
お
け
る
そ
れ
は
、
 
 

病
原
菌
に
感
染
し
て
血
流
障
害
を
起
こ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
西
光
専
任
職
で
あ
り
医
院
を
も
経
営
し
て
い
た
猪
野
了
俊
は
、
そ
 
 

の
原
因
の
追
及
と
治
療
と
に
全
力
を
尽
し
た
。
そ
の
結
果
、
獣
毛
に
よ
っ
て
脱
症
の
病
原
菌
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
し
、
商
工
 
 

会
は
町
当
局
に
協
力
し
て
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
七
月
獣
毛
消
毒
場
の
建
設
を
始
め
、
そ
れ
を
完
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
績
に
よ
 
 

っ
て
、
筆
司
た
ち
は
脱
疫
病
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

商
工
会
は
、
発
足
後
三
年
を
経
て
も
、
必
ず
し
も
住
民
に
そ
の
機
能
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
昭
和
 
 

四
年
（
一
九
二
九
）
三
月
に
は
、
熊
野
商
工
案
内
を
発
行
し
、
啓
蒙
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
も
し
て
い
る
。
 
 
 

商
工
会
設
立
の
中
心
的
な
力
と
な
っ
た
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
毛
造
り
に
か
か
わ
る
業
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
商
工
会
活
動
の
 
 
 

第
七
章
 
熊
野
の
筆
 
 

熊
野
商
工
会
の
事
業
と
そ
の
発
展
 
 

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
設
立
さ
れ
た
熊
野
商
工
会
は
、
結
成
時
に
お
い
て
、
次
の
四
項
 
 

目
を
そ
の
事
業
目
的
と
し
た
。
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市
や
奈
良
市
等
に
そ
の
中
心
が
移
り
、
そ
の
他
の
産
地
に
は
ご
く
わ
ず
か
の
例
外
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
筆
づ
く
り
は
み
ら
れ
な
く
な
 
 

っ
て
い
る
。
と
く
に
、
東
京
や
大
阪
な
ど
の
生
産
者
は
、
高
度
経
済
成
長
の
時
期
に
、
筆
づ
く
り
以
外
に
転
業
し
て
し
ま
っ
た
も
の
 
 

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

現
在
で
は
、
筆
づ
く
り
は
、
あ
た
か
も
高
度
経
済
成
長
型
の
経
済
発
展
の
波
が
あ
ま
り
お
し
よ
せ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
辺
地
で
、
 
 

地
域
的
に
特
化
し
て
継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
感
が
強
い
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
な
か
で
、
な
ぜ
熊
野
町
に
お
け
る
筆
づ
く
り
が
 
 

今
日
の
よ
う
な
全
国
的
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
 
 
 

も
と
も
と
筆
づ
く
り
そ
の
も
の
は
、
零
細
経
営
、
手
工
業
、
熟
練
労
働
等
を
特
徴
と
し
た
伝
統
的
産
業
で
あ
る
。
経
営
の
零
細
性
 
 

と
い
う
こ
と
は
、
必
要
な
資
本
（
も
と
で
）
の
最
小
限
が
き
わ
め
て
小
さ
く
、
だ
れ
で
も
農
業
そ
の
他
の
副
業
と
し
て
営
む
こ
と
が
で
 
 

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
作
業
が
主
体
で
校
械
化
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
宅
の
片
す
み
で
、
畷
を
み
て
は
こ
つ
こ
 
 

つ
と
す
る
内
職
と
し
て
も
や
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
D
こ
の
よ
う
な
特
性
を
も
つ
筆
づ
く
り
は
、
生
産
が
分
散
し
て
行
わ
れ
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 

葦
づ
く
り
の
特
質
と
地
域
的
特
化
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 

一
熊
野
筆
隆
盛
の
背
景
 
 
 

筆
づ
く
り
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
戦
後
の
高
度
経
済
 
 

成
長
期
の
こ
ろ
ま
で
は
、
全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
熊
野
町
を
は
じ
め
豊
橋
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に
筆
の
大
き
な
消
費
市
場
も
も
た
な
い
、
こ
の
業
界
の
い
わ
ば
辺
境
の
地
に
、
今
日
の
よ
う
 
 

な
全
国
的
な
筆
づ
く
り
の
産
地
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
零
細
な
純
農
村
風
の
寒
村
で
、
農
業
以
外
に
は
他
に
適
当
 
 

な
職
業
が
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
説
得
的
で
は
な
い
。
青
か
ら
こ
の
よ
う
な
地
方
ほ
、
全
国
の
至
る
と
こ
 
 

ろ
に
み
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

わ
が
国
に
お
け
る
筆
づ
く
り
の
歴
史
的
推
移
や
構
造
的
特
徴
な
ど
を
総
合
的
に
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
筆
づ
く
り
の
産
地
と
し
 
 

て
の
熊
野
町
の
地
域
的
、
伝
統
的
特
殊
性
と
し
て
、
以
下
の
諸
点
が
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
D
 
 

第
一
に
、
熊
野
町
の
地
域
的
特
殊
性
。
熊
野
町
は
、
呉
市
や
矢
野
・
広
島
方
面
の
隣
接
す
る
近
隣
市
町
村
か
ら
は
、
長
い
峠
道
に
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
問
屋
制
支
配
の
家
内
工
業
と
し
て
全
国
の
あ
ち
こ
ち
に
分
布
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
筆
づ
く
り
に
ほ
、
他
の
単
純
な
手
作
業
と
は
ち
が
っ
て
、
高
度
に
熟
練
さ
れ
た
″
名
人
芸
″
的
な
技
術
が
必
要
と
さ
 
 

れ
る
分
野
が
少
な
く
な
い
。
原
料
の
葦
毛
自
体
が
各
種
多
様
で
あ
り
、
そ
の
質
そ
の
も
の
が
け
っ
し
て
一
様
で
は
な
い
。
こ
れ
を
選
 
 

別
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、
相
当
の
経
験
と
熟
練
が
必
要
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
製
筆
技
術
の
修
得
は
一
朝
一
夕
に
な
さ
れ
る
わ
け
の
 
 

も
の
で
は
な
く
、
最
低
三
～
五
年
、
名
人
級
と
な
る
に
は
一
〇
年
以
上
も
、
厳
し
い
修
業
が
重
ね
ら
れ
る
8
し
た
が
っ
て
、
筆
づ
く
 
 

り
は
、
こ
の
面
で
は
、
簡
単
に
飽
か
ら
転
業
し
て
き
た
り
、
ま
っ
た
く
別
の
地
で
新
た
に
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
 
 

で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
一
度
そ
の
技
法
を
修
得
し
て
し
ま
え
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
比
較
的
簡
単
に
筆
づ
く
り
は
可
能
と
な
る
 
 

の
で
あ
る
。
大
き
な
戦
争
で
人
手
が
と
ら
れ
る
と
か
、
高
度
経
済
成
長
期
の
よ
う
に
、
大
規
模
に
労
働
力
の
移
動
や
産
業
構
造
の
地
 
 

す
べ
り
的
な
変
動
に
と
も
な
う
就
労
構
造
の
変
化
等
が
な
け
れ
ば
、
全
国
い
た
る
と
こ
ろ
に
筆
づ
く
り
は
業
と
し
て
成
り
立
つ
条
件
 
 

も
そ
な
わ
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

熊
野
筆
隆
盛
の
社
会
経
済
的
背
景
 
 で
は
、
な
ぜ
熊
野
町
と
い
う
、
原
料
と
な
る
獣
毛
そ
の
他
の
生
産
と
も
無
縁
で
あ
り
、
近
く
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よ
っ
て
隔
絶
さ
れ
た
。
交
通
の
便
の
比
較
的
不
自
由
な
地
域
で
あ
っ
た
。
狭
い
盆
地
で
の
零
細
規
模
の
農
業
以
外
に
こ
れ
と
い
っ
た
 
 

産
業
は
み
ら
れ
ず
、
何
ら
か
の
形
で
副
業
的
収
入
に
た
よ
ら
な
け
れ
ば
、
生
活
は
若
し
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
を
求
め
て
他
の
地
域
 
 

へ
の
出
稼
（
求
職
、
転
出
）
は
な
か
な
か
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

第
二
に
、
主
婦
を
中
心
と
し
た
女
性
労
働
に
よ
る
副
業
的
経
常
。
筆
づ
く
り
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
農
閑
期
の
副
業
的
経
 
 

営
と
し
て
は
す
ぐ
れ
た
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
熊
野
町
の
ば
あ
い
ほ
、
そ
の
歴
史
的
・
構
造
的
特
質
と
し
て
古
く
か
ら
大
量
 
 

の
女
性
労
働
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
、
他
の
産
地
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
、
熊
野
の
特
殊
性
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
よ
い
。
 
 
 

第
三
に
、
地
域
的
分
業
体
制
の
形
成
。
熊
野
町
は
、
他
の
地
域
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
た
め
 
 

に
、
他
の
産
業
の
参
入
も
な
く
、
筆
問
屋
（
製
造
問
屋
）
を
中
核
と
し
た
製
撃
関
連
の
 
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 

図7－41 家での華道りの様子  

『わたしたちの熊野町』  よ
 
 

業
者
や
職
人
の
地
域
的
密
集
が
強
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
筆
づ
く
り
の
地
域
に
お
け
る
 
 

生
産
体
制
が
有
機
的
か
つ
構
造
的
に
広
く
根
付
い
て
、
地
域
的
な
分
業
の
体
系
が
し
 
 

っ
か
り
と
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
高
級
品
か
ら
普
及
品
に
ま
で
に
い
た
 
 

る
あ
ら
ゆ
る
種
額
の
筆
が
、
地
域
と
し
て
、
迅
速
か
つ
大
量
に
受
注
か
つ
生
産
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 
 
 

第
四
に
、
関
係
者
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
伝
統
。
熊
野
町
に
筆
づ
く
り
の
技
法
を
導
 
 

入
し
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
上
で
、
地
域
の
人
び
と
の
不
断
の
努
力
が
つ
み
重
ね
ら
 
 

れ
て
、
そ
れ
が
伝
統
と
し
て
の
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
家
庭
内
で
の
作
業
の
た
め
 
 

に
、
親
か
ら
子
へ
と
、
筆
づ
く
り
の
技
法
が
自
生
的
に
受
け
継
が
れ
る
素
地
が
あ
っ
 
 

た
た
め
、
後
継
者
も
絶
え
る
こ
と
な
く
育
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
行
政
当
局
も
、
地
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第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

域
の
産
業
と
し
て
の
製
筆
業
の
発
展
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
導
援
助
を
続
け
た
。
 
 
 

第
五
に
、
戦
後
の
学
校
習
字
の
普
及
の
渡
と
、
高
度
経
済
成
長
時
の
好
景
気
に
よ
る
筆
関
連
の
需
要
の
増
加
。
筆
の
需
要
の
全
国
 
 

的
増
大
化
傾
向
の
時
期
に
、
大
量
の
女
性
労
働
を
動
員
す
る
形
で
こ
れ
に
う
ま
く
対
応
し
え
た
熊
野
筆
は
、
全
国
的
に
繁
閑
連
の
シ
 
 

ェ
ア
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
学
童
用
筆
の
全
国
的
販
売
の
大
部
分
は
、
熊
野
町
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
熊
野
筆
の
全
 
 

国
的
シ
ェ
ア
の
拡
大
の
憤
向
が
統
計
的
に
も
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
熊
野
の
筆
づ
く
り
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
的
背
景
に
対
し
て
、
他
の
筆
産
地
ほ
若
干
様
子
が
ち
が
っ
て
い
た
。
ま
 
 

ず
、
他
の
産
地
で
は
、
筆
づ
く
り
の
労
働
力
の
主
体
が
伝
統
的
に
男
性
労
働
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
こ
の
時
期
に
高
度
成
長
型
 
 

の
他
の
産
業
に
う
ば
わ
れ
て
洗
出
し
た
り
、
後
継
者
難
の
状
態
に
陥
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
相
対
的
に
高
級
品
志
 
 

向
の
生
産
体
制
を
と
っ
て
い
た
地
域
で
は
、
こ
の
種
の
需
要
の
伸
び
が
比
較
的
限
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
全
体
的
な
筆
需
要
の
増
加
 
 

傾
向
に
充
分
乗
り
き
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
他
の
産
地
で
は
、
業
者
の
結
束
が
い
さ
さ
か
弱
く
、
ば
ら
ば
ら
の
状
 
 

態
で
あ
り
、
熊
野
町
に
お
け
る
よ
う
な
地
域
的
分
業
の
体
制
や
業
界
の
組
織
化
が
、
若
干
欠
け
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 

筆
づ
く
り
に
女
性
労
働
が
大
量
に
動
員
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
熊
野
筆
の
全
国
的
シ
 
 

婦
を
中
心
と
し
た
女
性
労
働
は
、
家
事
・
育
児
等
の
た
め
に
、
地
域
外
へ
流
出
移
動
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
内
職
の
 
 

形
で
家
計
補
助
的
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
比
較
的
簡
単
に
で
き
る
筆
づ
く
り
は
、
女
性
労
働
の
活
躍
の
場
と
し
て
好
都
合
な
側
面
 
 

を
多
く
持
っ
て
い
る
。
そ
の
上
に
、
独
立
し
た
家
計
保
持
者
の
ば
あ
い
と
は
ち
が
っ
て
、
内
職
の
ば
あ
い
は
い
わ
ゆ
る
〝
小
遣
い
稼
 
 

ぎ
〃
程
度
の
収
入
で
あ
っ
て
も
充
分
継
続
す
る
可
能
性
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
主
婦
を
主
体
と
し
た
女
性
労
働
は
、
市
況
や
景
気
の
変
 
 

動
に
と
も
な
う
収
入
の
変
化
な
ど
に
対
し
て
も
、
比
較
的
安
定
し
た
定
着
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
適
当
 
 
 

女
性
労
働
へ
の
依
存
 
 

エ
ア
の
拡
大
に
大
き
く
あ
ず
か
っ
て
い
た
こ
と
は
、
特
筆
に
値
い
す
る
。
高
度
成
長
期
に
お
い
て
も
、
主
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な
内
職
先
も
み
ら
れ
な
い
と
い
う
熊
野
町
の
地
域
的
閉
塞
性
は
、
筆
づ
く
り
に
と
っ
て
は
大
い
に
辛
い
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
 
 

で
あ
ろ
う
。
 
 
 

地
域
内
分
業
の
体
制
が
し
っ
か
り
と
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
多
量
の
女
性
労
働
に
よ
る
安
価
な
筆
の
大
量
生
産
を
可
能
 
 

と
す
る
社
会
経
済
的
条
件
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
熊
野
町
を
除
け
ば
、
他
の
産
地
に
は
ほ
と
ん
ど
み
る
こ
と
が
で
き
な
 
 

い
。
こ
の
こ
と
が
、
全
国
一
の
筆
づ
く
り
を
熊
野
町
で
可
能
に
し
て
い
る
も
っ
と
も
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
 
 

き
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

な
お
、
参
考
ま
で
に
、
熊
野
筆
事
業
協
同
組
合
自
身
が
考
え
て
い
る
熊
野
筆
づ
く
り
が
隆
盛
と
な
っ
て
き
た
理
由
を
紹
介
し
て
お
 
 

こ
う
。
「
な
ぜ
熊
野
筆
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
〃
」
と
い
う
組
合
の
文
章
に
は
、
以
下
の
八
点
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

一
そ
の
当
時
は
交
通
の
便
が
悉
る
く
他
の
町
に
働
き
に
出
か
け
る
こ
と
が
む
づ
か
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
 
 

二
 
家
内
工
業
で
あ
る
た
め
、
自
宅
に
持
っ
て
帰
っ
て
仕
事
が
出
来
る
の
で
家
を
離
れ
な
く
て
も
良
い
。
 
 

三
 
幼
少
よ
り
親
の
筆
作
り
の
作
業
を
よ
く
見
て
い
る
の
で
修
得
が
早
い
 
（
三
年
～
五
年
。
）
 
 

四
 
良
い
指
導
者
が
沢
山
い
る
。
 
 

五
 
熟
練
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
他
町
村
に
真
似
が
出
来
な
い
。
 
 

六
 
多
数
の
業
者
が
密
集
し
て
い
て
、
多
種
類
と
多
量
の
注
文
に
応
じ
ら
れ
る
。
 
 

七
 
他
産
地
に
製
作
者
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
。
 
 

八
 
国
、
県
、
町
の
助
成
を
得
て
後
継
者
の
育
成
を
し
て
い
る
。
 
 
 

筆
者
と
は
や
や
視
点
が
遮
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
要
因
が
相
互
に
作
用
し
合
い
、
全
体
と
し
て
熊
野
筆
の
今
日
を
形
づ
く
っ
 
 

て
き
た
と
い
う
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
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昭
和
五
十
年
五
月
に
、
熊
野
筆
ほ
、
通
商
産
業
大
臣
に
よ
っ
て
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
法
 
 
 

伝
産
法
 
 

的
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
伝
産
法
（
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
）
で
あ
る
。
こ
の
伝
産
法
ほ
、
昭
和
四
十
九
 
 

年
五
月
二
十
五
日
法
律
第
五
十
七
号
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
伝
産
法
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
定
の
地
域
で
主
と
し
て
伝
 
 

統
的
な
技
術
ま
た
ほ
技
法
等
を
用
い
て
製
造
さ
れ
る
伝
統
的
工
芸
品
の
産
業
を
振
興
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
民
の
 
 

生
活
に
豊
か
さ
と
潤
い
を
与
え
、
地
域
経
済
の
発
展
に
寄
与
し
、
国
民
経
済
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
と
、
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
法
律
の
内
容
は
、
主
要
に
は
、
H
 
伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
を
す
る
こ
と
、
⇔
 
伝
統
的
工
芸
品
産
業
に
関
す
る
振
興
計
画
 
 

を
認
定
す
る
こ
と
、
に
あ
る
。
 
 
 

伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
の
指
定
の
要
件
は
、
 
 

H
 
主
と
し
て
日
常
生
産
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

H
 
そ
の
製
造
過
程
の
主
要
部
分
が
手
工
業
的
で
あ
る
こ
と
。
 
 

日
 
伝
統
的
な
技
術
又
は
技
法
に
よ
り
製
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

餉
 
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
原
材
料
が
主
た
る
原
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
製
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

国
一
定
の
地
域
に
お
い
て
少
な
く
な
い
数
の
者
が
そ
の
製
造
を
行
な
い
、
又
は
そ
の
製
造
に
従
事
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

二
 
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
の
熊
野
筆
 
 

1
 
伝
 
産
 
法
（
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
）
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伝統的工芸品と伝統工芸品について  
1伝統工芸品（昔から伝わって来ているもの）  

H）手工芸晶、（ロ）美術工芸品、¢う 民芸品   

此の三種類を総括したものを言います。   
江戸時代以前から続いていれぼ伝統工芸といっても間違いとはいえません。  

2 伝統的工芸品（通産大臣が指定したもの）   

伝統的とは熟練した技を必要とし100年以上の歴史を有することを意味し伝統  

工芸品と区別する用語として用いたものであります。   
的とは的確、又かなう、の意味もあり伝統工芸の本物であると言うことです0   

通産大臣が伝統的工芸品として指定する慄件は、  
1主として日常の用に供されるもの   

2 その製造過簸の主要部分が手工業的であること   

3 伝統的（100年以上）な技術、技法により製造されるものであること   

4 伝統的（100年以上）に使用されて来た原材料が主たる原料として使用され  

製造されているものであること。   
5 一定の地域において少くない数（30名以上）の者がその製造を行い又はその   

製造に従事しているものであること   
この要件を備えたものに通商産業大臣が指定するもので、この全てに熊野筆は   

要件を満たしています。   
伝統工芸品と伝統的工芸品との違いは、伝産法に基き通商産業大臣が指定して   

いるものが伝統的工芸品であります。  
（熊野筆事業協同組合）  

第  
「】  
節  

熊  
野  
筆  
の  
特  
色  
と   

れ  
か  
ら  

（
第
二
条
一
項
）
 
 
 

熊
野
筆
は
、
百
数
十
年
に
わ
た
る
伝
統
を
持
つ
 
 

工
芸
品
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
み
ご
と
ク
リ
 
 

ヤ
ー
し
て
、
製
筆
業
界
で
は
、
最
初
に
認
定
さ
れ
 
 

た
。
豊
橋
筆
、
奈
良
撃
が
こ
れ
に
続
い
て
、
伝
統
 
 

的
工
芸
品
と
し
て
の
認
定
を
う
け
た
。
伝
統
的
工
 
 

芸
品
は
、
し
た
が
っ
て
単
な
る
伝
統
工
芸
品
と
は
 
 

ち
が
っ
て
、
法
的
な
正
規
の
手
続
に
よ
っ
て
認
定
 
 

さ
れ
た
工
芸
品
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

れ
た
産
業
は
、
そ
の
産
業
の
振
興
計
画
を
作
成
 
 

し
、
提
出
す
る
。
そ
の
振
興
計
画
の
要
件
に
は
、
 
 

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 
 

H
 
従
事
者
の
後
継
者
の
確
保
及
び
育
成
並
び
に
 
 

従
事
者
の
研
修
に
関
す
る
事
項
 
 

目
 
技
術
又
は
技
法
の
継
承
及
び
改
善
そ
の
他
品
 
 

質
の
維
持
及
び
改
善
に
関
す
る
事
項
 
 

伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
認
定
 
 伝
統
的
工
芸
品
 
 

と
し
て
認
定
さ
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こ
の
よ
う
な
条
件
を
そ
な
え
た
振
興
計
画
が
認
定
さ
れ
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
助
成
措
置
等
が
講
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
必
要
な
 
 

経
費
の
一
部
の
補
助
（
予
算
）
、
必
要
な
資
金
の
確
保
ま
た
は
そ
の
融
資
の
あ
っ
せ
ん
（
金
融
）
、
税
制
上
必
要
な
措
置
（
税
制
）
、
伝
統
 
 

的
工
芸
品
と
し
て
の
表
示
の
許
可
（
伝
統
マ
ー
ク
）
、
指
導
お
よ
び
助
言
等
。
 
 
 

予
算
面
で
は
、
後
継
者
育
成
事
業
費
補
助
、
需
要
開
拓
等
事
業
費
補
助
、
技
術
保
存
研
修
事
業
費
補
助
等
が
与
え
ら
れ
る
。
金
融
 
 

面
で
は
、
国
民
金
融
公
庫
、
中
小
企
業
金
融
公
庫
に
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
貸
付
制
度
を
設
け
、
振
興
計
画
へ
の
参
加
者
の
用
に
 
 

供
す
る
。
税
制
上
は
、
特
別
措
置
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
工
業
品
振
興
準
備
金
制
度
に
よ
っ
て
、
一
定
の
費
用
お
よ
び
積
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 
 

臼
原
材
料
の
確
保
及
び
原
材
料
に
つ
い
て
の
研
究
に
関
す
る
事
項
 
 

桓
 
需
要
の
開
拓
に
関
す
る
事
項
 
 

囲
 
作
業
場
そ
の
他
作
業
環
境
の
改
善
に
関
す
る
事
項
 
 

因
 
原
材
料
の
共
同
購
入
、
製
品
の
共
同
販
売
そ
の
他
事
業
の
共
同
化
に
関
す
る
事
項
 
 

掲
 
品
質
の
表
示
、
消
費
者
へ
の
適
正
な
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
事
項
 
 

囲
 
老
合
着
で
あ
る
従
事
者
、
技
術
に
熟
練
し
た
従
事
者
そ
の
他
の
従
事
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
 
 

㈹
 
そ
の
他
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
 
 

額
．
一
亀
 

広．鶏し鞋を貰郡都督叩  

国7－4－2  筆
統
ク
 
 

野
伝
一
 
 

熊
と
 
マ
 
 
 

立
金
が
税
制
上
損
金
扱
 
 

い
と
さ
れ
た
り
、
共
同
 
 

施
設
の
特
別
償
却
制
度
 
 

や
事
業
所
税
の
非
課
税
 
 

捨
置
が
可
能
と
な
る
。
 
 
 

（
第
由
条
）
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通 常 起 案 者  
∫ノ塵書 ∫▲▼ 書  
出和∫／錦j月′♪8  

∫／生■ ■▲一書  

6和∫／攣∫月／J首  

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 
 

根心甘告棺酌板場／2′玖■  

■■■■■tt■■  

櫓野暮事欒瞥鞘蛸島   
埋葬漉  幕 末  ま 史  t－  

TT㌻T「苛                                1     、  
申dト企11け1 ■れ靂二了：  

し。こ＿ニこ▼こ  

伝札的工糞晶rll■tJk節点欄は■  
■■■■■●で■■■■l■l¶■よ  
じ【吐一和∫○年度針虫）の編鑓につ∨▲て  

貯紺∫′年一月′E付け奮一って應■暮●欄■剛即納川ほ  

＃乗 員から騨史申僧○もつた上記占幣にクーては、別事事○   

とぉ）賠和∫．′年∫月′♪E〃けモーつて繋堰卓htした¢で、  

遷曳】Lt■ナ■  

伝線的工業品「糟＃攣」l亡偽る檜揮  

砂嚢瞳同組合の磁界計舶（全件紆鰍及  

び揖和∫○覿猟師彩卜訊鋸訓 つぃて  

職制∫／キJ月′8付けをlウて騨凛○もつた上記の件忙つ   

いては、顔蔵貯工温風i■¢銀■に遍ナる瞳絆鰐一集＃／塊○   

虎魚に▲づI、ヰ疲しtナ．  

図7－4－3 熊野軍事業協同組合理事長宛通産大臣の伝統的工芸品産業の認定書  

と開運文吉   

伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
指
定
を
う
け
る
と
、
こ
の
よ
 
 

う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
助
成
措
置
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
 
 

な
る
。
現
在
、
そ
れ
ら
の
措
置
が
必
ず
し
も
地
域
に
お
 
 

け
る
こ
の
産
業
の
実
情
に
充
分
に
応
え
る
も
の
で
は
な
 
 

い
と
し
て
も
、
少
な
か
ら
ず
、
そ
の
振
興
の
助
成
に
は
 
 

ず
み
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
。
ま
た
、
こ
 
 

れ
ら
の
措
置
等
に
よ
る
直
接
的
な
助
成
以
外
に
、
公
け
 
 

の
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
の
認
定
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
 
 

れ
の
産
業
の
伝
統
を
鼓
舞
し
、
国
民
的
な
関
心
と
信
板
 
 

を
高
め
る
効
果
は
、
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
わ
が
国
の
 
 

伝
統
と
文
化
を
ま
も
り
発
展
さ
せ
る
意
味
か
ら
も
、
こ
 
 

の
制
度
の
な
お
い
っ
そ
う
の
充
実
と
発
展
が
望
ま
れ
る
 
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

〝
熊
野
筆
〃
の
認
定
 
 

2
 
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
の
熊
野
筆
 
 
 

熊
野
筆
は
、
中
国
地
方
で
 
 

は
、
因
州
和
紙
（
鳥
取
廉
）
に
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島
県
）
も
追
加
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

熊
野
実
は
、
こ
の
産
地
指
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
的
な
量
産
地
と
し
て
の
み
な
ら
ず
伝
統
工
芸
士
に
よ
る
名
筆
の
産
 
 

地
と
し
て
も
、
全
国
的
な
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来
は
、
一
部
の
高
級
品
を
別
と
す
れ
ば
、
と
も
す
れ
ば
無
銘
筆
の
産
 
 

地
と
し
て
全
国
消
費
地
問
屋
の
下
請
的
地
位
に
と
ど
め
ら
れ
て
、
世
間
に
熊
野
筆
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
も
あ
ま
り
迫
力
 
 

が
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
面
目
躍
如
た
る
、
熊
野
撃
の
全
国
的
評
価
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

伝
産
法
の
指
定
を
受
け
る
条
件
と
し
て
、
熊
野
撃
の
ば
あ
い
、
技
術
面
で
は
、
火
の
し
を
使
用
し
、
毛
も
み
に
籾
が
ら
の
灰
を
用
 
 

い
る
、
寸
切
り
に
寸
木
、
は
さ
み
を
使
用
、
混
毛
は
「
練
り
ま
ぜ
」
に
よ
り
、
糸
締
め
に
麻
糸
を
使
用
す
る
等
が
あ
る
。
ま
た
、
原
 
 

料
面
で
は
、
穂
首
に
、
ヤ
ギ
、
ウ
マ
、
シ
カ
、
々
′
ヌ
キ
、
イ
タ
チ
、
ネ
コ
の
毛
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
質
を
有
す
る
獣
毛
を
 
 

用
い
、
軸
に
は
竹
ま
た
は
木
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
、
し
か
も
熊
野
筆
事
業
協
同
組
合
の
検
査
 
 

枚
閑
の
検
査
を
パ
ス
し
な
け
れ
ば
、
「
伝
統
マ
ー
ク
」
（
証
票
）
を
貼
付
し
て
、
販
売
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

図744 東京港区青山三丁  

目にある全国伝統  
的工芸品センター  

（熊野筆もここに展示されている）  

次
い
で
第
二
番
目
に
、
昭
和
五
十
年
五
月
十
三
日
、
 
 

第
二
回
指
定
部
会
に
お
い
て
、
「
伝
統
的
工
芸
品
産
 
 

業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
産
地
の
指
定
を
 
 

受
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
中
国
地
方
で
ほ
、
弓
浜
桝
 
 

（
鳥
取
県
）
、
出
雲
石
灯
ろ
う
（
島
根
県
、
鳥
取
県
）
、
勝
 
 

山
竹
細
工
（
阿
山
県
）
、
備
前
焼
（
岡
山
県
）
、
広
島
仏
 
 

壇
、
宮
島
細
工
（
広
島
膿
）
な
ど
が
指
定
を
う
け
た
。
 
 

最
近
で
ほ
、
雲
州
そ
ろ
ば
ん
（
島
根
県
）
、
福
山
琴
（
広
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