
る
こ
と
で
も
あ
る
。
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
五
月
、
熊
野
筆
が
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
」
に
指
定
さ
れ
、
一
七
人
の
伝
統
工
芸
士
 
 

が
生
ま
れ
た
。
そ
の
人
々
は
、
す
べ
て
男
性
で
あ
り
、
高
度
の
生
産
技
術
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
ほ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
 
 

お
い
て
も
、
高
価
格
品
の
生
産
が
、
熊
野
町
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
低
価
格
品
が
、
 
 

現
在
も
な
お
大
き
な
生
産
量
を
占
め
て
い
る
中
で
、
高
価
格
品
の
生
産
が
相
当
程
度
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
は
注
目
し
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
男
性
中
心
で
あ
っ
た
伝
統
工
芸
士
の
中
に
、
最
近
で
は
女
性
が
認
定
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
熊
野
 
 

筆
の
高
級
化
傾
向
を
看
取
さ
せ
る
事
実
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

第
二
次
世
界
大
戦
前
に
お
け
る
各
毛
筆
間
置
に
は
、
女
性
職
人
と
と
も
に
、
「
ジ
ョ
ー
モ
ノ
シ
（
上
物
師
）
」
と
い
わ
れ
る
男
性
職
 
 

人
が
存
し
た
。
こ
の
上
物
師
こ
そ
が
伝
統
工
芸
士
の
前
身
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
々
は
、
高
価
格
品
の
生
産
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、
 
 

筆
造
り
技
術
に
お
け
る
師
匠
格
の
人
々
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
、
毛
筆
の
品
質
の
向
上
と
、
他
産
地
の
製
 
 

口
冒
比
較
し
て
み
る
と
安
価
で
あ
る
と
い
う
熊
野
筆
の
特
色
が
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

い
わ
ゆ
る
上
物
師
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
、
昭
和
初
年
前
後
ご
ろ
に
お
け
る
毛
筆
問
屋
で
の
地
位
ほ
、
ひ
じ
ょ
う
に
高
い
も
の
で
あ
 
 

っ
た
。
各
問
屋
で
は
、
問
屋
の
主
人
に
次
ぐ
地
位
を
与
え
ら
れ
、
問
屋
の
主
人
と
血
縁
等
の
関
係
は
な
く
と
も
、
主
人
の
兄
弟
と
同
 
 

様
に
処
遇
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
処
遇
が
与
え
ら
れ
た
の
も
、
各
問
屋
系
列
の
職
人
育
成
と
い
う
こ
と
と
別
で
は
な
か
っ
た
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
物
師
の
存
在
が
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
、
職
人
育
成
の
原
動
力
で
あ
っ
た
。
 
 
 

伝
統
工
芸
士
の
制
度
は
、
伝
統
工
芸
士
の
人
々
を
各
問
屋
割
か
ら
解
放
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
有
益
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
個
人
 
 

と
し
て
の
独
立
性
を
強
め
る
と
と
も
に
、
熊
野
撃
製
作
職
人
の
育
成
に
徐
々
に
問
題
を
生
じ
せ
し
め
る
こ
と
に
も
な
り
つ
つ
あ
る
。
 
 

と
同
時
に
、
製
品
の
安
価
で
良
質
と
い
う
特
性
を
も
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
今
後
解
決
す
べ
き
問
題
と
し
て
残
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
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チ
、
深
さ
一
五
セ
ン
チ
は
ど
の
箱
に
、
じ
ゆ
う
ぷ
ん
入
れ
う
る
。
そ
の
た
め
、
販
売
の
た
め
 
 

に
、
消
密
地
に
持
参
し
て
い
く
と
い
う
点
で
、
た
い
へ
ん
有
利
な
産
物
で
あ
っ
た
。
 
 
 

各
消
費
地
に
出
向
く
に
も
、
ト
ラ
ン
ク
に
見
本
一
式
と
い
さ
さ
か
の
販
売
し
う
る
製
品
を
し
ま
い
こ
ん
で
お
く
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぷ
 
 

ん
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
ま
と
ま
っ
た
注
文
を
受
け
て
も
、
小
包
便
で
行
商
、
販
売
に
出
向
い
て
い
る
老
の
定
宿
に
送
付
す
る
こ
 
 

と
も
容
易
で
あ
っ
た
し
、
注
文
主
に
直
接
、
そ
し
て
か
な
り
の
短
期
間
の
う
ち
に
送
り
届
け
る
こ
と
も
で
き
る
製
品
で
あ
る
と
い
う
 
 
 

は
、
以
上
の
各
項
目
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
て
み
て
も
、
な
お
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
 
 

し
、
山
間
の
閉
鎖
的
な
一
地
域
で
あ
る
熊
野
町
に
、
こ
の
産
業
が
限
づ
き
始
め
た
時
期
に
、
も
う
一
度
思
い
を
回
ら
し
て
み
る
と
、
 
 

注
目
す
べ
き
一
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
農
相
と
い
う
こ
と
、
副
菜
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
以
上
の
問
題
で
あ
る
。
幕
末
期
に
、
 
 

農
村
で
あ
り
副
業
を
必
要
と
し
た
村
々
が
熊
野
町
以
外
で
も
全
国
各
地
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。
 
 
 

熊
野
町
は
、
広
島
市
と
い
う
政
治
の
中
心
地
か
ら
約
二
〇
キ
ロ
の
近
郊
で
あ
る
。
歩
い
て
半
日
の
行
程
で
あ
る
。
一
方
、
山
間
の
 
 

盆
地
と
い
う
地
域
的
閉
塞
性
も
同
時
に
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
熊
野
と
い
う
集
落
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
は
、
日
を
 
 

経
ず
し
て
流
入
し
う
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
他
方
、
不
必
要
な
情
報
を
排
除
し
う
る
と
い
う
地
理
的
条
件
を
も
っ
て
い
る
と
い
 
 

ぅ
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
、
山
間
の
盆
地
と
い
う
生
活
共
同
体
を
形
成
し
や
す
い
条
件
は
、
熊
野
と
い
う
地
域
的
同
質
性
、
求
心
性
 
 

を
保
持
し
や
す
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
華
道
り
は
、
早
急
に
普
及
し
、
同
質
的
製
品
を
保
持
す
 
 

る
う
え
で
、
誠
に
好
都
合
で
さ
え
あ
っ
た
。
こ
れ
が
熊
野
筆
を
特
色
づ
け
る
一
つ
の
条
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
掌
 
 
 

る
で
あ
ろ
う
。
 
 

地
理
的
条
件
と
生
産
基
盤
 
 

筆
の
軽
量
、
短
小
性
と
製
品
価
格
 
 絹

野
町
と
い
う
山
間
の
一
寒
村
に
、
何
故
毛
筆
産
業
が
形
成
さ
れ
発
展
し
て
き
た
の
か
、
こ
の
間
い
 
 

筆
は
、
軽
量
な
製
∪
耶
で
あ
る
。
一
〇
〇
対
の
年
生
筆
も
、
横
一
〇
セ
ソ
チ
、
縦
三
〇
セ
ソ
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特
色
を
も
っ
て
い
た
。
明
治
期
に
は
、
天
秤
棒
に
荷
負
っ
て
行
商
に
出
か
け
た
と
い
う
。
明
治
末
期
か
ら
は
、
ト
ラ
ン
ク
に
製
品
を
 
 

入
れ
て
行
商
し
た
と
い
う
。
製
品
が
軽
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
が
か
な
り
の
金
額
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
 

こ
れ
ら
の
販
売
方
法
を
容
易
に
し
た
。
ま
た
、
熊
野
町
と
い
う
山
間
地
の
地
理
的
条
件
が
販
売
上
の
陸
路
と
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
 
 

毛
筆
と
い
う
製
品
の
特
色
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

軽
く
て
、
小
さ
い
製
品
、
と
同
時
に
、
そ
れ
は
相
当
に
高
額
な
製
品
で
も
あ
る
。
毛
筆
は
、
そ
の
点
で
、
販
売
品
と
し
て
、
明
治
 
 

以
降
に
お
い
て
、
誠
に
近
代
的
な
性
格
を
も
つ
商
品
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
生
産
そ
の
こ
と
が
鮨
野
と
い
う
地
理
的
条
件
と
う
ま
く
 
 

適
合
す
る
条
件
を
も
所
有
し
て
い
た
。
熊
野
筆
が
薄
利
多
売
と
い
う
方
法
で
販
売
さ
れ
る
製
品
で
あ
る
と
い
う
、
全
国
に
通
じ
る
特
 
 

色
を
も
ち
え
た
の
も
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

行
商
と
い
う
販
売
方
法
、
あ
る
い
ほ
大
都
会
に
存
す
る
大
間
臣
を
通
し
て
の
販
売
方
法
は
、
熊
野
撃
の
ブ
ラ
ン
ド
他
の
喪
失
を
も
 
 

意
味
し
て
い
る
。
自
社
プ
ラ
ソ
ド
で
の
販
売
が
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
熊
野
撃
の
生
産
単
価
の
低
さ
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
 
 

れ
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
熊
野
筆
の
一
つ
の
特
色
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
一
つ
の
課
題
が
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
 
 

わ
け
で
あ
る
。
 
 

太
平
洋
戦
争
後
の
筆
に
対
す
る
需
要
派
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
の
学
制
改
革
に
伴
う
小
学
校
に
 
 

輩
記
用
具
と
教
育
課
程
 
 

お
け
る
毛
筆
習
字
の
廃
止
は
、
毛
筆
産
業
に
多
大
の
苦
痛
を
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
二
十
六
年
 
 

（
一
九
五
t
）
四
月
、
再
び
小
学
校
の
教
育
課
程
に
お
い
て
習
字
（
書
写
）
教
育
が
始
め
ら
れ
て
以
後
、
筆
に
対
す
る
需
要
の
増
加
 
 

策
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 

六
 
熊
野
筆
の
将
来
と
そ
の
展
望
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第
七
草
 
熊
野
の
筆
．
 
 

ほ
、
熊
野
の
毛
筆
生
産
業
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
に
、
大
き
な
経
済
的
恩
恵
を
与
え
て
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
に
見
ら
れ
る
 
 

と
お
り
で
あ
る
。
昭
和
二
十
六
年
以
降
の
需
要
ほ
、
二
言
で
い
え
ば
、
筆
に
、
小
学
校
教
育
に
よ
っ
て
生
起
さ
れ
た
筆
記
用
具
と
し
 
 

て
の
性
格
が
与
え
ら
れ
た
事
情
を
強
く
反
映
し
て
い
る
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
筆
の
将
来
を
展
望
す
る
と
き
、
今
後
 
 

と
も
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
性
格
が
持
続
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
万
年
筆
、
鉛
筆
は
、
ポ
ー
ル
ペ
ソ
、
シ
ャ
ー
プ
ペ
ソ
シ
ル
に
筆
 
 

記
用
具
と
し
て
の
地
位
を
試
り
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
後
は
事
務
機
器
の
発
達
に
よ
っ
て
、
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
等
の
記
録
用
 
 

機
器
が
発
達
し
て
く
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
の
筆
記
、
記
録
用
具
と
し
て
の
需
給
ほ
、
今
後
縮
小
す
る
と
 
 

も
、
増
大
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
。
 
 
 

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
習
字
の
学
習
は
、
文
字
の
筆
順
指
導
の
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
筆
順
指
導
は
毛
筆
に
よ
る
 
 

と
い
う
必
然
性
が
、
い
つ
ま
で
保
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
硬
 
 

筆
書
道
の
声
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
一
方
、
小
学
生
な
ど
の
鉛
筆
保
持
の
方
法
の
未
修
得
と
い
う
こ
と
も
、
大
き
な
社
会
的
関
心
 
 

を
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
毛
筆
よ
り
も
硬
筆
指
導
こ
そ
緊
急
の
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
日
の
来
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
な
い
 
 

で
は
な
い
。
 
 

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
筆
事
業
k
参
与
し
て
い
る
人
々
は
、
配
厳
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

昭
利
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
三
月
一
日
付
け
の
『
朝
日
新
聞
』
の
コ
ラ
ム
「
今
日
の
問
題
」
に
お
け
る
「
楽
し
い
学
び
」
と
題
す
 
 

る
一
文
に
は
、
現
在
に
お
け
る
世
間
の
毛
筆
離
れ
の
状
況
、
な
か
で
も
青
年
層
に
認
め
ら
れ
る
そ
の
傾
向
の
強
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
 
 

る
。
ま
た
、
一
方
で
、
書
道
教
室
に
主
婦
や
若
い
婦
人
が
通
っ
て
い
る
状
況
を
も
描
い
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
点
が
、
熊
野
葦
の
将
 
 
 

毛
筆
離
れ
傾
向
の
強
ま
り
 
 

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
習
字
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
毛
筆
の
需
要
ほ
、
一
定
量
は
保
証
 
 

さ
れ
る
。
し
か
し
、
習
字
指
導
が
太
平
洋
戦
争
直
後
の
よ
う
に
行
わ
れ
な
く
な
る
可
能
性
は
、
常
に
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釆
を
展
望
す
る
に
当
た
っ
て
の
竃
要
な
視
点
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
い
さ
さ
か
長
い
が
、
そ
の
記
事
の
全
文
を
 
 

引
用
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

東
京
の
私
立
女
子
高
の
先
生
に
聞
い
た
話
だ
と
、
毎
年
、
卒
業
期
に
な
る
と
、
学
校
に
山
の
よ
う
に
残
る
も
の
が
二
つ
あ
る
。
運
動
着
の
ジ
 
 

ャ
ー
ジ
ー
と
、
書
道
の
道
具
セ
ッ
ト
だ
そ
う
だ
。
 
 

ど
ち
ら
も
学
校
に
置
い
て
お
い
て
使
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
卒
業
し
て
も
持
っ
て
帰
ら
な
い
子
が
多
い
わ
け
で
あ
る
。
物
余
り
時
 
 

代
、
使
い
捨
て
時
代
に
育
つ
世
代
の
こ
と
だ
か
ら
、
い
ま
さ
ら
驚
く
に
ほ
当
た
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

た
だ
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
ほ
う
は
別
に
着
る
も
の
を
買
う
だ
ろ
う
が
、
書
道
の
道
具
を
新
た
に
買
い
と
と
の
え
る
子
は
、
あ
ま
り
い
な
い
の
で
 
 

は
な
い
か
。
と
す
る
と
、
筆
で
字
を
書
く
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
と
、
縁
を
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
 
 

女
性
か
ら
水
茎
の
跡
う
る
わ
し
い
手
紙
を
も
ら
う
、
な
ど
と
い
う
機
会
は
次
第
に
な
′
ト
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。
自
分
の
金
く
ぎ
流
を
柵
に
 
 

上
げ
て
、
勝
手
に
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
た
ら
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
と
教
え
ら
れ
た
。
 
 

い
ま
東
京
・
銀
座
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
、
手
紙
・
は
が
き
ば
か
り
の
書
道
展
が
開
か
れ
て
い
る
。
女
流
習
家
の
国
貞
寒
竹
（
け
い
ち
く
）
さ
ん
 
 
 

と
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
、
実
際
に
だ
れ
か
に
あ
て
て
出
す
つ
も
り
で
書
い
た
作
品
の
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
展
展
会
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
が
、
な
か
な
か
の
に
ぎ
わ
い
で
、
普
通
の
書
展
と
は
違
っ
た
は
な
や
か
な
女
性
の
鑑
賞
者
を
集
め
て
い
る
。
国
貞
さ
ん
に
よ
る
と
、
最
 
 
 

近
、
か
な
文
字
を
習
う
女
性
が
増
え
て
い
る
そ
う
で
、
主
婦
層
ば
か
り
で
な
く
、
勤
め
帰
り
に
教
室
に
寄
っ
て
け
い
こ
を
楽
し
ん
で
ゆ
く
感
じ
 
 

の
O
L
な
ど
、
若
い
人
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。
 
 

な
る
ほ
ど
、
出
品
作
を
見
て
も
、
何
色
か
の
紙
を
美
し
く
組
み
合
わ
せ
た
「
王
朝
継
ぎ
紙
を
使
い
、
字
の
ほ
か
に
俳
画
を
添
え
た
も
の
」
と
 
 

か
、
筆
書
き
の
ク
リ
ス
マ
ス
カ
ー
ド
と
い
っ
た
、
遊
び
感
覚
の
あ
ふ
れ
た
も
の
が
並
ん
で
い
る
。
 
 

確
か
に
、
こ
う
い
う
書
道
な
ら
、
楽
し
み
と
し
て
や
れ
る
だ
ろ
う
二
二
年
ぐ
ら
い
け
い
こ
す
れ
ば
、
人
に
出
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
字
が
書
 
 

け
る
と
聞
く
と
、
あ
ら
た
め
て
高
校
に
残
さ
れ
る
書
道
道
具
の
山
が
惜
し
い
気
が
し
て
く
る
。
 
 

せ
っ
か
く
三
年
間
や
ら
せ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
学
び
の
楽
し
さ
を
、
学
校
で
も
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
。
書
道
に
限
っ
た
こ
 
 

弟
四
節
 
熊
野
蟹
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
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常
の
生
活
か
ら
の
離
脱
を
好
む
風
潮
に
伴
っ
て
、
芸
術
性
を
も
っ
た
書
道
人
口
の
増
加
化
傾
向
が
う
か
 
 

が
え
る
。
日
本
の
人
口
に
お
け
る
老
年
層
の
増
加
、
ま
た
そ
れ
ら
の
老
人
層
の
余
暇
活
動
の
一
つ
に
、
伝
統
書
道
の
み
な
ら
ず
前
衛
 
 
 

い
る
。
そ
の
記
事
に
よ
る
と
、
一
一
業
者
の
倒
産
し
た
そ
の
原
因
の
t
つ
に
「
筆
ペ
ン
」
の
出
回
り
 
 

が
あ
る
と
し
、
ま
た
一
方
に
中
国
撃
の
増
加
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
義
務
教
育
諸
学
校
で
使
用
さ
れ
る
筆
は
、
低
価
格
の
も
の
が
多
 
 

い
。
中
国
輸
入
の
筆
に
対
抗
で
き
る
ほ
ど
の
生
産
工
程
等
の
機
械
化
に
よ
る
生
産
コ
ス
ト
削
減
へ
の
努
力
も
必
要
で
あ
る
。
筆
で
雷
 
 

ふ
で
 
い
た
味
わ
い
が
存
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
筆
ペ
ン
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
本
物
の
感
触
を
も
つ
「
万
年
筆
」
と
い
う
よ
う
な
、
新
製
 
 

品
開
発
へ
の
工
夫
も
必
要
と
な
る
。
こ
の
た
め
に
ほ
、
穂
先
の
稲
造
の
み
な
ら
ず
、
墨
タ
ン
ク
、
墨
汁
の
粘
度
等
、
相
当
額
の
研
究
 
 

投
資
が
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
撃
 
 

と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。
 
 
 

こ
の
一
文
の
結
び
に
、
高
校
に
お
け
る
書
道
教
育
の
問
題
点
も
指
摘
し
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
書
道
離
れ
の
一
端
と
な
っ
て
い
る
 
 

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
問
題
が
そ
の
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
な
い
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
 
 

書
道
離
れ
傾
向
が
い
か
に
強
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

一
方
、
こ
の
一
文
は
、
女
性
の
書
道
離
れ
と
、
書
道
け
い
こ
人
口
の
増
加
傾
向
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
書
道
離
れ
の
傾
向
 
 

は
、
女
性
に
の
み
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
共
学
高
校
の
傾
向
を
見
て
も
、
男
女
と
も
同
一
の
憤
向
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
男
 
 

性
の
書
道
塾
へ
の
増
加
傾
向
は
、
女
性
ほ
ど
に
は
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
見
る
と
、
書
道
離
れ
傾
向
は
、
男
性
の
ほ
う
に
 
 

一
層
強
い
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

書
道
愛
好
豪
へ
の
配
慮
 
 

低
価
格
毛
筆
の
需
要
不
振
 
 

毛
筆
離
れ
と
い
う
現
象
は
、
以
上
の
よ
う
に
低
価
格
品
に
つ
い
て
急
激
に
生
じ
っ
つ
あ
る
。
一
方
、
日
 
 

注
目
す
べ
き
記
事
が
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
こ
二
月
十
二
日
付
け
の
『
中
国
新
聞
』
に
載
っ
て
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方
向
と
し
て
正
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
向
は
、
賃
金
の
安
い
発
展
途
上
国
に
、
そ
の
生
産
を
奪
わ
れ
 
 

る
傾
向
も
な
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
機
械
化
と
と
も
に
、
自
社
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る
高
級
品
化
の
道
を
た
ど
る
必
要
が
あ
ろ
 
 

ぅ
。
毛
筆
も
、
低
価
格
品
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
、
自
社
ブ
ラ
ン
ド
販
売
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
債
向
と
同
一
の
方
向
を
 
 

た
ど
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
毛
あ
し
ら
い
の
巧
み
さ
に
よ
る
新
分
野
へ
の
開
拓
も
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
級
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
、
帽
子
 
 

飾
り
や
ブ
ロ
ー
チ
状
の
も
の
を
工
夫
す
る
等
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
が
、
業
界
の
発
展
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

書
道
も
好
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
道
好
み
の
人
々
に
は
、
高
価
格
品
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
中
価
格
晶
の
需
要
が
生
じ
て
 
 

い
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
伝
統
書
道
習
得
者
層
の
形
成
は
、
か
つ
て
の
義
務
教
育
諸
学
校
で
 
 

の
習
字
学
習
に
起
因
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
熊
野
筆
の
将
来
を
中
価
格
品
以
上
の
生
産
を
目
標
と
す
る
に
し
て
も
、
幼
 
 

少
時
か
ら
の
習
字
教
育
へ
の
積
極
的
な
か
か
わ
り
を
、
毛
筆
業
界
全
体
と
し
て
持
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

芸
術
雪
道
愛
好
家
は
、
数
多
く
の
書
道
会
派
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
現
在
な
お
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
 
 

す
べ
て
書
道
指
導
者
に
の
み
任
さ
れ
て
い
て
、
毛
筆
業
界
、
製
墨
業
界
、
和
紙
業
界
等
、
い
わ
ゆ
る
文
房
四
宝
の
業
界
の
参
与
は
な
 
 

い
。
各
県
の
適
当
な
場
所
に
、
書
道
会
館
が
あ
り
、
よ
い
作
品
に
ふ
れ
、
ま
た
す
ぐ
れ
た
書
家
の
指
導
を
う
け
、
さ
ら
に
書
道
愛
好
 
 

家
の
増
加
を
企
る
と
い
う
便
宜
が
あ
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
。
書
道
人
口
の
増
加
を
一
層
見
込
み
う
る
。
ピ
ア
ノ
販
売
は
、
ピ
ア
ノ
指
 
 

導
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
た
。
毛
筆
業
界
に
も
あ
る
程
度
の
、
書
道
指
導
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
 
 

は
、
業
界
の
経
営
規
模
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
協
業
化
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

新
分
野
へ
の
開
拓
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 
 

毛
筆
製
造
の
方
法
を
画
筆
に
、
さ
ら
に
化
粧
用
品
に
と
拡
大
し
て
き
た
方
向
は
、
戦
後
の
毛
筆
業
に
お
け
る
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て
も
、
熊
野
筆
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
。
企
画
会
社
は
、
東
京
都
中
央
区
銀
座
に
あ
る
「
革
土
社
 
和
筆
特
選
頒
布
会
」
で
あ
る
。
 
 

そ
の
見
出
し
は
、
大
見
出
し
と
し
て
「
心
を
伝
え
る
日
本
の
伝
統
工
芸
筆
」
と
あ
る
。
小
見
出
し
ほ
「
選
び
ぬ
い
た
書
道
用
筆
の
二
 
 

大
産
地
広
島
・
豊
橋
の
逸
品
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
説
明
を
読
む
と
、
「
日
本
を
代
表
す
る
の
が
熊
野
筆
（
広
島
県
）
と
豊
橋
墾
（
愛
 
 

知
県
）
」
と
あ
る
。
こ
の
広
告
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
る
。
 
 

1
 
十
二
の
販
売
品
目
録
を
あ
げ
、
そ
の
う
ち
の
八
種
に
つ
い
て
用
途
を
明
示
し
て
い
る
。
 
 

初
心
者
用
筆
 
 

仮
名
筆
 
仮
名
用
筆
 
 

楷
書
用
筆
 
行
書
用
筆
 
草
書
用
筆
 
 

写
経
用
筆
 
 

書
簡
用
筆
 
 

こ
の
八
積
の
区
別
は
、
筆
の
選
定
に
当
た
っ
て
の
初
心
者
で
あ
る
書
道
愛
好
者
へ
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
。
 
 

2
 
十
二
の
う
ち
、
次
の
四
つ
は
、
書
道
の
中
級
薯
用
へ
の
配
慮
が
あ
る
。
 
 

鮎
毛
筆
 
 

自
狸
・
純
朗
毛
筆
 
 

純
羊
奄
細
光
鋒
撃
（
中
鉾
）
 
 

純
羊
萄
細
光
鍾
筆
 
（
長
鋒
）
 
 

こ
れ
ら
の
名
称
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
筆
で
あ
る
か
の
説
明
を
加
え
て
い
る
。
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

使
用
者
啓
蒙
と
毛
筆
規
格
の
統
一
 
 

昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
十
一
月
一
目
、
『
朝
日
新
聞
』
に
載
っ
た
全
面
広
告
ほ
注
目
す
る
 
 

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
企
画
が
、
熊
野
毛
筆
業
者
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
な
い
に
し
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3
 
そ
れ
ぞ
れ
の
製
品
に
、
毛
の
種
類
、
軸
の
大
き
さ
と
色
合
、
骨
の
有
無
等
の
説
明
も
加
え
て
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
広
告
か
ら
、
毛
筆
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
何
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
撃
を
用
い
れ
 
 

ば
、
自
ら
書
き
た
い
作
品
が
で
き
る
か
を
明
示
し
て
ほ
し
い
、
ど
の
よ
う
な
製
品
か
の
説
明
が
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
 
 

な
わ
ち
、
毛
筆
の
製
品
と
し
て
の
規
格
が
、
多
く
の
人
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
業
界
を
通
し
て
の
製
品
の
規
 
 

格
化
が
製
品
価
格
を
も
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
広
告
の
も
っ
て
い
る
内
容
、
す
な
わ
ち
毛
筆
の
規
格
等
が
製
造
業
老
に
と
っ
て
、
ご
く
一
般
的
な
知
識
で
あ
る
こ
と
は
い
う
 
 

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
世
間
一
般
に
通
用
し
て
い
る
知
識
で
な
い
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
毛
筆
に
 
 

つ
い
て
の
知
識
を
、
業
界
こ
ぞ
っ
て
広
め
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
製
晶
の
規
格
化
を
促
進
さ
せ
、
製
品
へ
の
信
根
性
を
高
め
る
こ
と
 
 

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
朝
日
新
聞
の
こ
の
広
告
の
も
つ
啓
蒙
性
に
つ
い
て
今
後
考
慮
し
て
ほ
し
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
 
 

毛
筆
業
界
の
将
来
は
、
業
界
全
員
が
、
将
来
を
見
す
え
て
日
々
努
力
す
る
以
外
に
発
展
は
な
い
。
そ
の
た
 
 
 

将
来
計
画
へ
の
模
索
 
 

め
に
は
、
い
く
つ
か
の
将
来
計
画
を
模
表
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
模
索
へ
の
努
力
こ
そ
が
、
熊
野
筆
 
 

の
将
来
を
明
る
い
も
の
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
 
 

第
四
節
 
熊
野
撃
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
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熊
野
町
の
町
ぐ
る
み
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
筆
の
町
と
い
う
、
地
場
産
業
へ
目
を
向
け
た
教
育
へ
の
取
り
組
み
は
、
他
に
 
 

類
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
よ
か
ろ
う
。
 
 

筆
塚
は
、
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
の
、
筆
祭
り
に
合
わ
せ
て
除
幕
さ
れ
た
。
「
筆
塚
」
と
い
う
揮
竜
ほ
、
内
閣
総
理
大
臣
で
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 
 

3
 
筆
域
と
筆
供
養
 
 

図7416 三i箋会館毛筆展示室  

そ
の
ほ
か
、
町
民
会
館
に
も
書
の
展
示
、
日
本
一
の
大
軍
等
の
展
示
も
な
さ
れ
て
 
 

い
る
。
町
民
の
社
会
教
育
の
み
な
ら
ず
、
近
隣
の
市
町
村
へ
の
筆
に
関
す
る
啓
蒙
啓
 
 

発
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
諸
活
動
が
、
前
項
の
全
国
香
画
展
覧
会
の
活
動
な
ど
と
と
も
に
、
 
 

稚の直径 50c皿 穂の重鼠 50kg  

聴の長さ1．1m 軸の重量 70kg  

軸の長さ2．4m 筆の重量120kg  

筆の全長3．5m  

図7－4－17 日本一の大軍（町  

民会館）  



わ
れ
る
例
が
多
い
。
筆
造
り
の
実
際
を
見
聞
し
た
こ
と
の
な
い
、
熊
野
町
以
外
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
実
演
は
最
も
興
味
を
も
 
 

た
れ
て
い
る
催
物
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

囲7－4－19 三筐塚越．払碑（・l購  

区）  

図7¶4－†8 軍  

区）  

塚（中澤  

あ
っ
た
故
池
田
勇
人
の
撃
で
あ
る
。
そ
の
際
、
広
島
県
書
画
軍
 
 

事
業
協
同
組
合
（
現
在
の
鮨
野
筆
事
業
協
同
組
合
の
前
身
で
あ
る
機
 
 

関
）
や
毛
筆
業
者
が
中
心
と
な
っ
て
、
熊
野
町
な
ど
の
協
力
を
 
 

え
た
う
え
で
、
榊
山
神
杜
の
境
内
に
建
立
し
て
い
る
。
 
 
 

筆
祭
り
は
、
ま
ず
、
筆
塚
に
対
し
て
、
榊
山
神
社
の
宮
司
に
 
 

よ
る
撃
供
養
の
神
事
が
行
わ
れ
て
か
ら
、
開
始
さ
れ
る
。
続
い
 
 
 

て
、
毛
筆
製
造
業
者
お
よ
び
永
年
勤
続
者
の
表
彰
会
が
行
わ
れ
 
 

る
。
ま
た
筆
塚
の
傍
に
し
つ
ら
え
て
あ
る
箕
焼
き
が
ま
の
火
 
 

に
、
使
用
ず
み
の
筆
を
投
じ
、
筆
供
養
が
な
さ
れ
る
。
筆
供
養
 
 

は
、
撃
が
動
物
の
毛
を
利
用
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
 
 

そ
れ
ら
の
諸
動
物
を
供
養
す
る
と
と
も
に
、
多
く
の
人
々
に
供
 
 

さ
れ
て
使
い
果
た
さ
れ
た
筆
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
を
こ
め
て
 
 

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

筆
塚
の
前
で
は
、
町
内
に
お
け
る
伝
統
工
芸
士
な
ど
の
優
秀
 
 

な
毛
筆
製
造
技
術
を
保
持
し
て
い
る
人
に
よ
っ
て
、
毛
筆
製
造
 
 

実
演
が
行
わ
れ
る
。
実
演
は
、
三
〇
分
間
程
度
、
一
日
二
回
行
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み
に
、
そ
の
和
歌
を
紹
介
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

＜
た
ふ
と
し
ノ
誤
記
∨
 
 

も
ろ
ひ
と
の
め
ぐ
み
と
お
と
し
筆
塚
を
 
 

わ
れ
つ
⊥
し
み
て
と
は
に
つ
た
へ
ん
 
 
 

こ
の
和
歌
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
塚
を
人
々
は
永
く
い
つ
く
し
み
つ
つ
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 

第
四
節
 
髄
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 
 

図7－4－20 小野道風率誤∠碑（∫二lコ沖‡区）  

囲7－4－21寿1：，‘主宰詠之櫛（中洞区）   

以
上
の
よ
う
に
、
筆
塚
は
、
毛
筆
事
業
 
 
 

の
発
展
を
祈
念
す
る
た
め
の
象
徴
と
な
っ
 
 
 

て
い
る
と
と
も
に
、
撃
祭
り
行
事
の
中
 
 

で
、
中
心
的
位
置
に
あ
る
も
の
と
な
っ
て
 
 

い
る
。
 
 

な
お
、
こ
の
筆
塚
の
周
り
に
は
、
書
家
 
 

と
し
て
古
来
著
名
で
あ
る
、
「
小
野
道
風
 
 

奉
賛
之
碑
」
が
あ
り
、
「
一
篇
詩
」
と
題
 
 

す
る
漢
詩
を
刻
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
寿
 
 

草
奉
詠
」
と
記
し
た
歌
碑
も
あ
る
。
こ
れ
 
 

に
は
、
和
歌
一
首
を
刻
し
て
い
る
。
ち
な
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筆
祭
の
行
事
は
、
熊
野
商
工
会
設
立
十
周
年
に
当
た
っ
て
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
九
月
二
十
四
日
、
第
一
回
が
開
催
さ
れ
た
。
 
 

筆
祭
り
は
、
日
本
三
軍
の
一
人
と
さ
れ
、
ま
た
自
ら
筆
を
造
ら
れ
た
と
い
う
嵯
峨
天
皇
を
し
の
び
、
あ
わ
せ
て
熊
野
町
製
筆
の
元
祖
 
 

と
さ
れ
る
井
上
治
平
、
音
丸
常
大
の
二
氏
の
功
労
を
感
謝
す
る
意
を
こ
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
同
時
に
、
毛
筆
窯
 
 

業
老
た
ち
の
毛
筆
製
造
に
対
す
る
精
神
を
、
氏
神
の
前
で
祈
念
す
る
気
持
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
回
以
後
、
現
在
ま
で
、
毎
年
 
 

彼
岸
の
中
計
に
行
わ
れ
て
い
る
。
 
 

第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

4
 
輩
 
 

牌∴∴÷三こ1  

l－．． 、＿＿．．．こ＿＿＿．．＿．＿∴こニ」J  

図7－4－22 筆祭りチラシの一例   

筆
祭
に
は
、
町
の
東
西
か
ら
二
級
の
彼
岸
船
が
子
ど
 
 

も
た
ち
に
よ
っ
て
引
か
れ
、
町
内
を
練
り
歩
く
。
ま
 
 

た
、
榊
山
神
社
前
の
一
万
本
の
筆
通
り
を
通
り
抜
け
る
 
 

と
、
境
内
で
は
祭
典
が
行
わ
れ
る
。
神
社
下
の
筆
塚
で
 
 

は
筆
供
養
も
あ
る
。
毛
筆
製
造
の
実
演
、
即
売
会
、
大
 
 

書
会
、
筆
供
養
な
ど
多
彩
な
行
事
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
 
 

ほ
か
、
学
校
で
は
競
書
大
会
も
行
わ
れ
る
。
こ
の
た
 
 

め
、
町
内
の
み
な
ら
ず
、
安
芸
地
方
か
ら
多
数
の
観
光
 
 

客
が
釆
熊
し
て
い
る
。
 
 
 

筆
祭
り
行
事
は
、
今
後
さ
ら
に
継
続
発
展
さ
せ
ら
れ
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筆 祭 り 御 案 内  
日  時  9月23日（水）「秋分の日」  

会   場  安芸郡熊野町中滞  
榊山神社  
熊野中学校  

筆祭り祭典  9二00 榊山神社  

筆 供 養   10：00 榊山神社境内筆塚  

課 否 大 会（一部）8：30 熊野中学校  

（二部）10：30  

筆まつり野球大会  8：00 熊野中学校ダラソド  
彼 岸 船…∵東コース  新宮出発8：30 初神～城之堀～萩原～中渾～榊山  

神社  
西コース 第3′ト学校出発8：30 団地～川角～出来庭～呉地  

～榊山神社  

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 

鮨野町音楽同好会  
コンサート  

襲 お ど り  
芸 能 発 表  
チャリティバザール  
筆製造実演  
筆  の   市  
売店・ふるさと電話  

コーナー  
1万木筆通り  

錦鯉品評会  

12：15  桝山神社境内   

13二00  〝  
13：30  

13：50  〝  
10：00  

～16：00 筆塚前  

10：00～16：00 榊山神杜境内  

10：00～16：00  〝 参道  

10：00～16：00 町営プール  

使用済の「筆」を持参して下さい。筆供養をします。  

送 付 先  広島県安芸郡熊野町36622  

主  催 熊野町商工会・商工会青年部  

図7－4－23 筆祭り町内案内用チラシの一例   
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豊
寿
鶴
の
捧
付
に
よ
る
婦
人
会
員
の
筆
踊
り
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
歌
詞
、
楽
譜
、
振
付
は
、
後
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
現
 
 

在
販
売
さ
れ
て
い
る
レ
コ
ー
ド
は
、
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
十
一
月
に
、
東
芝
E
M
I
株
式
会
社
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
た
も
の
 
 

で
あ
る
。
唄
は
㈲
浜
田
喜
一
・
㈲
巻
口
成
子
、
演
奏
ほ
東
芝
レ
コ
ー
デ
ィ
ソ
グ
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
は
や
し
は
浜
田
社
中
、
編
曲
は
 
 

山
中
博
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
レ
コ
ー
ド
が
出
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
熊
野
町
青
年
連
合
会
が
主
体
と
な
っ
て
企
画
 
 

し
、
熊
野
町
、
熊
野
町
教
育
委
員
会
、
熊
野
町
商
工
会
、
熊
野
筆
事
業
協
同
組
合
、
熊
野
町
金
融
懇
談
会
が
協
賛
し
て
、
初
め
て
完
 
 

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 
 

∵
聞
対
 
 

囲74¶24 1フブ本のヨー紬H（その1）  

回7－】425 ・フノ」この二f類†＝）（その2）  

な
く
て
は
な
る
ま
い
。
ま
た
、
 
 
 

さ
ら
に
広
範
囲
に
音
伝
さ
れ
る
 
 

必
要
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
 
 

る
。
 
 

と
こ
ろ
で
、
筆
祭
り
当
日
の
 
 

筆
踊
り
は
、
中
で
も
人
の
日
を
 
 

引
い
て
い
る
。
昭
和
十
年
（
一
 
 

九
三
五
）
に
、
野
口
雨
情
に
よ
 
 

っ
て
作
詩
さ
れ
、
藤
井
満
水
に
 
 

よ
っ
て
作
曲
さ
れ
た
「
筆
ま
つ
 
 

り
」
 
の
曲
に
合
わ
せ
て
、
馬
場
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図
7
－
4
－
3
0
 
 

筆
ま
つ
り
 
 

作
詞
‥
野
口
雨
情
 
 

作
曲
＝
藤
井
清
水
 
 

※
一
、
筆
の
郡
よ
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

熊
野
の
町
は
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

姉
も
妹
も
蟹
造
る
 
ソ
リ
ャ
 
 

姉
も
妹
も
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 

′・パ扁㌧ト應  
囲7－4－26 筆 供 養  

筆
造
る
。
 
 

※
二
 
九
十
九
段
の
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

石
段
の
ぽ
り
や
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

上
に
ゃ
大
杉
八
幡
宮
 
ソ
リ
ャ
 
 

上
に
ゃ
大
杉
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

八
幡
宮
。
 
 

一
、
秋
の
雨
さ
へ
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

光
教
坊
の
銀
杏
は
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

回7－427：∈ノi‡祭りにおける大詔  
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第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

黄
金
交
り
の
色
に
降
る
 
ソ
リ
ャ
 
 

黄
金
交
り
の
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

色
に
降
る
ゥ
 
 
 

※
t
、
筆
は
七
十
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

三
度
も
変
る
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

咲
い
た
紫
陽
花
 
た
だ
七
度
 
ソ
リ
ャ
 
 

咲
い
た
紫
陽
花
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

た
だ
七
度
。
 
 

※
一
、
熊
野
筆
屋
の
 
サ
ツ
コ
リ
ャ
サ
 
 

筆
司
の
唄
は
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

山
の
木
畳
も
聞
き
や
な
び
く
 
ソ
リ
ャ
 
 

山
の
木
望
も
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

聞
き
ゃ
な
び
く
。
 
 
 

一
、
誰
を
待
つ
や
ら
 
サ
ッ
コ
り
′
ヤ
サ
 
 

大
年
さ
ま
あ
た
り
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

秋
の
夜
長
を
虫
が
囁
く
 
ソ
リ
ャ
 
 

秋
の
夜
長
を
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

虫
が
怖
く
。
 
 

※
一
、
毛
も
み
ゃ
楽
で
も
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

恰
好
づ
け
や
出
来
ぬ
 
（
ハ
、
エ
ソ
サ
カ
セ
）
 
 

筆
司
ア
見
た
よ
な
楽
じ
ゃ
な
い
 
ソ
リ
ャ
 
 

筆
司
ア
見
た
よ
な
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

楽
じ
ゃ
な
い
。
 
 

一
、
砂
橋
下
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

流
れ
る
水
は
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

末
に
ゃ
二
河
の
緒
と
な
る
 
ソ
リ
ャ
 
 

末
に
ゃ
二
河
の
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

滝
と
な
る
。
 
 
 

※
l
、
人
に
隠
し
て
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

普
く
た
よ
り
さ
へ
 
（
ぺ
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

筆
の
命
毛
に
ゃ
隠
さ
れ
ぬ
 
ソ
リ
ャ
 
 

築
の
命
毛
に
ゃ
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

隠
さ
れ
ぬ
。
 
 
 

一
、
登
岐
の
城
か
ら
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

夕
べ
の
月
も
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

出
て
は
夜
明
け
に
ゃ
山
の
端
に
ソ
リ
ャ
 
 

出
て
は
夜
明
け
に
ゃ
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

山
の
端
に
。
 
 
 

二
熊
野
鶴
ケ
繹
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

一
つ
の
田
か
ら
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
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水
は
分
れ
て
酉
東
 
ソ
リ
ャ
 
 

水
は
分
れ
て
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

西
東
。
 
 

※
一
、
忘
れ
な
さ
る
な
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

堀
の
城
山
の
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

下
は
熊
野
の
筆
ど
こ
ろ
 
ソ
リ
ャ
 
 

下
は
熊
野
の
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

筆
ど
こ
ろ
。
 
 

一
、
ゆ
る
ぎ
観
音
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

ゆ
る
が
し
や
ゆ
る
る
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

根
な
し
岩
だ
が
落
ち
は
せ
ぬ
 
ソ
リ
ャ
 
 

根
な
し
岩
だ
が
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

落
ち
は
せ
ぬ
。
 
 

※
一
、
迷
ち
や
な
ら
な
い
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

追
分
の
松
を
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 

筆
の
熊
野
の
目
じ
る
し
に
 
ソ
リ
ャ
 
 

筆
の
熊
野
の
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 
 

目
じ
る
し
に
。
 
 

一
、
女
神
さ
ま
で
も
 
サ
ッ
コ
リ
ャ
サ
 
 

大
明
神
ほ
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 
 

新
宮
氏
子
の
ま
も
り
神
 
ソ
リ
ャ
 
 

新
宮
氏
子
の
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

ま
も
り
神
。
 
 

一
、
緑
色
よ
い
 
サ
ッ
コ
＝
／
ヤ
サ
 
 

西
光
寺
の
慮
の
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 
 

松
に
松
風
た
え
や
せ
ぬ
 
ソ
リ
ャ
 
 

松
に
松
風
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

た
え
や
せ
ぬ
。
 
 

一
、
夏
の
涼
み
は
 
サ
ッ
コ
り
／
ヤ
サ
 
 

お
釈
迦
の
森
よ
 
（
ハ
、
エ
イ
サ
カ
セ
）
 
 
 

清
き
流
れ
に
河
鹿
囁
く
 
ソ
リ
ャ
 
 

清
き
流
れ
に
 
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
 
 

河
鹿
囁
く
。
 
 

（
※
印
以
外
は
唄
わ
れ
て
い
な
い
）
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第
七
茸
 
熊
野
の
筆
 
 

図7¶4－29 レコード盤  図7－428 チl′i‥崇り唄のレコードジャ  

ケット  

筆
ま
つ
り
振
付
 
 

、
 
，
’
 
√
■
 
こ
∴
一
㌧
 
 

ハ
、
〓
イ
サ
カ
セ
 
九
つ
 
十
 
 

静
一
ヤ
～
に
r
っ
ト
這
7
r
g
目
 
上
に
■
 
 

巾
け
て
i
U
即
ち
万
止
飢
の
柿
＃
 
 

蕾
ま
の
け
丙
手
↑
¶
れ
上
 
 

二
¢
日
石
嵐
の
岬
け
切
の
や
愉
と
阿
 
 

図7－4－30 筆祭り歌の振付   
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作詞：野口雨情 作曲：藤井清水 編曲：山中 博  

は
仲
る
は
 
 

一
一
】
一
 
 

－
一
一
一
 
 

ち
ば
え
た
 
 

一
一
】
－
 
 
 

ま
の
か
う
 
 
 

】
一
一
一
 
 

の
ん
も
の
 
 

の
だ
ど
し
 
 

ま
し
ん
で
 
 

く
い
さ
ふ
 
 

サ
サ
サ
サ
 
 
 

■
フ
一
フ
一
7
一
フ
 
 

サ
サ
サ
サ
 
 

よ
の
う
の
 
 

こ
ん
掴
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ー
一
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や
だ
ち
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み
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ふ
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一
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】
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第
四
節
 
熊
野
筆
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 

あ ねもい も と も ふでつく る（ソ リャ〉あ   

う えにヤおおすぎ ほちまんぐぅ（ソリ1・）う  

さ いたあ じ さや ただひち ど（ソ リ十）さ  

や まのきかや も ききヤなび く（ソ リ十）や  

ナ
ナ
ナ
ナ
 
 

ヤ
ヤ
ヤ
ヤ
 
 

ー
一
一
－
 
 

も
ぎ
や
も
 
 
 

と
す
さ
や
 
 
 

ー
ー
】
 
】
 
 

も
お
じ
か
 
 
 

い
お
あ
き
 
 

も
持
た
の
 
 

ね
え
い
ま
 
 

ふ  － ‾ピーつ←  

は  － ち－▲ま－  

た  － だ－ひ－  
き  －‘きゃー■な－  
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の
物
の
製
作
過
程
に
見
ら
れ
る
特
色
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
製
作
さ
れ
る
物
が
、
質
的
な
よ
 
 

さ
あ
る
い
ほ
経
済
的
価
値
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
製
作
過
程
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
筆
と
い
う
物
に
、
そ
の
よ
う
な
二
 
 

面
か
ら
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

熊
野
町
で
生
産
さ
れ
る
筆
が
、
特
色
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
 
 
筆
そ
の
も
の
と
し
て
の
特
色
 
 

る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
熊
野
筆
が
、
他
の
産
地
の
筆
に
比
べ
て
、
何
ら
か
の
特
異
性
を
保
持
 
 

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
一
価
格
で
販
売
さ
れ
る
筆
が
、
産
地
に
よ
っ
て
品
質
が
極
端
に
異
な
る
場
合
、
質
的
に
よ
く
な
 
 

い
生
産
地
の
筆
は
、
売
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
ず
か
で
も
安
価
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
多
量
に
販
売
さ
れ
る
こ
 
 

と
に
な
る
。
薄
利
多
売
と
い
う
こ
と
は
、
価
格
の
安
さ
と
製
品
の
質
が
一
定
の
レ
ベ
ル
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
支
え
ら
れ
 
 

る
、
販
売
行
為
な
の
で
あ
る
。
昭
和
五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
お
け
る
書
道
用
の
熊
野
筆
は
、
全
国
生
産
量
の
八
〇
％
を
占
め
て
い
 
 

る
膵
磁
篭
錆
紅
榊
。
そ
の
う
え
、
平
均
生
産
単
価
は
、
川
尻
筆
、
豊
橋
筆
、
奈
良
筆
に
対
し
て
相
当
に
低
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
 
 

露
酢
。
こ
の
こ
と
は
、
熊
野
筆
が
、
同
一
の
品
質
の
他
の
生
産
地
の
筆
に
対
し
て
、
低
額
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
 
 

故
に
、
そ
の
生
産
高
が
八
〇
％
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
し
、
熊
野
筆
が
、
品
質
以
外
の
う
え
で
、
特
異
性
を
も
ち
、
そ
の
点
で
熊
野
筆
の
特
色
が
挙
げ
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
熊
野
 
 
 

〓
つ
の
見
方
 
 

第
七
葦
 
熊
野
の
筆
 
 

五
 
熊
野
筆
の
特
色
 
 

一
つ
の
物
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
、
必
ず
二
面
か
ら
の
考
察
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
 
 

ち
、
物
そ
の
も
の
の
特
色
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
い
で
、
そ
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の
原
料
も
、
熊
野
町
で
は
生
産
さ
れ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
低
価
格
を
保
持
で
き
た
の
は
、
人
的
要
因
に
あ
っ
た
と
し
か
 
 

い
い
よ
う
が
な
い
。
そ
の
要
田
を
、
以
下
に
と
り
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。
 
 
 

①
 
女
性
中
心
の
毛
筆
製
造
職
人
 
 
 

昭
和
十
年
、
野
口
雨
情
に
依
煩
し
て
、
筆
造
り
の
歌
を
作
っ
た
。
雨
情
は
、
来
熊
し
た
う
え
で
、
作
詞
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
 
 

詞
の
一
節
に
、
「
姉
も
妹
も
筆
作
る
、
ソ
リ
ヤ
、
姉
も
妹
も
、
ハ
、
ヤ
ソ
ト
ナ
、
筆
作
る
」
と
歌
う
。
こ
の
作
詞
に
際
し
て
、
い
わ
 
 

ゆ
る
各
生
産
者
の
「
シ
ョ
ク
パ
（
職
工
の
仕
事
場
）
」
を
見
た
に
遭
い
な
い
し
、
ま
た
町
の
毛
筆
業
者
か
ら
毛
筆
生
産
職
人
の
多
く
が
 
 

苦
い
女
性
に
よ
っ
て
字
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
も
教
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
一
節
を
読
む
と
実
 
 

に
興
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
父
も
兄
も
」
華
道
り
に
従
事
し
て
い
る
姿
が
歌
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
 
 

ほ
、
禰
、
堅
へ
ー
ジ
の
図
7
－
2
1
5
1
、
図
7
－
2
1
 
5
2
「
熊
野
筆
従
業
者
雇
用
状
況
‖
佃
」
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
で
あ
る
。
明
 
 

治
以
来
、
三
五
％
前
後
が
男
性
で
、
他
は
女
性
で
あ
る
。
川
尻
町
や
広
島
市
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
男
子
の
比
率
は
、
半
分
以
下
で
 
 

あ
る
。
熊
野
町
で
は
、
女
性
が
毛
筆
生
産
の
主
体
な
の
で
あ
る
。
豊
橋
市
の
場
合
を
、
筆
者
が
同
市
の
業
者
に
問
い
合
わ
せ
て
み
た
と
 
 

こ
ろ
、
男
子
が
中
心
で
あ
る
と
い
う
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
見
ら
れ
た
、
若
者
の
い
わ
ゆ
る
夜
遊
び
（
夜
這
い
）
に
お
 
 

い
て
も
、
六
畳
程
度
の
「
シ
ョ
ク
バ
」
に
、
若
い
男
性
た
ち
が
訪
ね
、
談
笑
し
て
い
る
光
景
が
よ
く
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
女
性
が
華
 
 

道
り
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
も
し
男
性
が
中
心
で
あ
る
な
ら
、
内
職
型
の
生
産
形
態
は
成
立
し
え
な
か
っ
た
 
 

第
四
節
 
熊
野
撃
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
 
 

筆
は
販
路
を
閉
ざ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
熊
野
筆
が
、
筆
そ
の
も
の
と
し
て
の
特
色
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
と
い
え
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
 
 

低
価
格
保
持
の
庶
因
 
 

熊
野
筆
が
低
価
格
を
保
持
で
き
た
の
は
、
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
戦
前
に
お
い
て
、
特
に
毛
筆
製
造
過
程
に
 
 

お
い
て
機
械
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
も
、
低
価
格
の
生
産
に
長
じ
て
い
た
。
羊
毛
そ
の
他
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第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
女
性
中
心
で
あ
る
こ
と
ほ
、
毛
筆
需
要
の
乏
し
い
時
期
に
、
彼
女
た
ち
は
潜
在
的
失
業
者
た
り
え
た
。
景
気
 
 

の
高
暢
斯
に
は
ま
た
生
産
者
へ
直
ち
に
戻
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
生
産
の
縮
小
と
拡
大
の
安
全
弁
と
し
て
、
女
性
の
労
 
 

働
力
は
適
応
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
女
性
の
労
働
力
が
、
大
規
模
企
業
に
お
け
る
下
請
業
者
的
働
き
と
同
様
の
働
き
を
し
て
い
た
と
 
 

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
女
性
労
働
力
が
経
済
変
動
に
対
す
る
柔
構
造
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

②
 
大
量
生
産
化
 
 
 

多
く
の
女
性
が
、
目
の
前
で
相
当
額
の
収
入
を
え
て
い
る
の
を
見
る
と
、
さ
ら
に
新
た
に
生
産
職
人
へ
の
参
入
を
図
る
女
性
が
生
 
 

ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
毛
筆
生
産
が
拡
大
し
、
町
ぐ
る
み
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
傾
向
ほ
、
雪
崩
の
よ
う
に
加
速
 
 

し
た
と
思
わ
れ
る
。
山
村
の
一
盆
地
で
あ
る
だ
け
に
、
町
ぐ
る
み
と
い
う
傾
向
ほ
、
急
速
に
進
行
し
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

多
く
の
人
が
生
産
職
人
に
な
る
と
、
筆
の
大
量
生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
も
、
高
級
品
で
ほ
な
く
、
中
級
品
以
下
の
 
 

製
品
に
お
い
て
、
大
量
生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
熊
野
筆
の
平
均
単
価
を
豊
橋
筆
、
奈
良
 
 

筆
に
比
べ
て
二
～
三
割
近
く
低
く
し
て
い
る
原
因
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

熊
野
筆
の
安
価
、
大
量
生
産
を
評
し
て
、
舟
山
橋
市
や
奈
良
市
の
業
者
た
ち
は
、
「
熊
野
筆
は
盆
混
ぜ
を
す
る
た
め
高
級
品
が
で
き
 
 

な
い
」
と
い
う
。
こ
の
批
評
は
熊
野
町
の
生
産
工
程
を
見
る
と
、
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
熊
野
に
お
い
て
盆
混
ぜ
 
 

が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
面
相
筆
に
限
ら
れ
て
い
る
。
大
量
生
産
で
、
適
度
な
品
質
の
も
の
を
生
産
し
て
い
る
熊
野
筆
に
対
し
て
、
 
 

他
の
産
地
の
人
々
の
誤
解
が
生
じ
た
の
も
、
当
然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 
 
 

③
 
毛
筆
生
産
へ
の
親
近
性
 
 
 

毛
筆
生
産
は
、
家
内
工
業
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
機
械
を
多
く
用
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
複
雅
す
ぎ
る
と
い
う
ほ
ど
の
工
程
 
 

が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
毛
筆
生
産
を
、
目
の
前
で
見
、
さ
ら
に
開
き
、
時
に
は
そ
の
工
程
の
一
部
を
試
行
し
て
み
る
の
に
容
易
な
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産
業
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
町
に
、
相
当
量
の
職
工
数
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
生
産
技
術
の
伝
授
が
、
容
易
と
な
る
 
 

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
人
々
の
毛
筆
生
産
へ
の
親
し
み
と
慣
れ
ほ
、
熊
野
町
の
地
理
的
条
件
と
相
ま
っ
て
、
醸
成
さ
れ
た
と
い
 
 

っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
、
目
の
前
で
毛
筆
生
産
に
従
事
し
て
い
る
人
物
は
、
姉
な
ど
の
女
性
で
あ
る
。
幼
い
老
に
も
毛
筆
へ
の
親
近
性
が
生
じ
る
 
 

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
女
性
の
や
さ
し
さ
に
毎
日
接
す
る
場
面
が
毛
筆
生
産
の
場
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
に
、
技
術
習
得
は
早
い
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
穂
首
を
作
る
指
先
の
感
触
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
早
期
に
形
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
熊
野
町
で
は
、
生
 
 

産
技
術
者
が
挺
度
に
不
足
す
る
と
い
う
こ
と
も
避
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

④
 
簡
単
な
設
備
と
道
具
 
 
 

毛
筆
生
産
に
は
、
大
規
模
な
設
備
は
不
要
で
あ
る
。
毛
揉
み
の
段
階
で
、
炭
を
利
用
す
る
た
め
の
配
慮
さ
え
す
れ
ば
、
ど
ん
な
部
 
 

屋
で
も
生
産
で
き
る
。
小
机
（
台
）
と
小
物
、
さ
ら
に
少
々
の
空
間
、
そ
れ
も
三
塁
く
ら
い
あ
れ
ば
可
経
で
あ
る
。
農
家
に
お
い
て
、
 
 

そ
れ
ほ
ど
の
空
間
と
、
台
、
小
物
等
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
出
費
に
は
な
ら
な
い
。
農
家
の
副
業
と
し
て
、
誠
に
適
合
し
て
 
 

い
る
わ
け
で
あ
る
。
製
品
の
低
価
格
が
維
持
で
き
た
の
も
、
主
た
る
生
活
費
を
形
成
す
る
農
業
に
対
し
て
、
大
き
く
影
響
し
な
か
っ
 
 

た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

⑤
 
農
作
業
と
毛
筆
生
産
 
 
 

家
内
工
業
で
あ
り
、
そ
の
う
え
分
業
化
し
て
い
る
と
は
い
え
、
筆
の
主
要
部
で
あ
る
穂
首
生
産
が
一
人
の
技
術
者
に
よ
っ
て
可
能
 
 

で
あ
る
箕
造
り
ほ
、
副
業
と
し
て
好
都
合
な
も
の
で
あ
っ
た
。
農
繁
期
に
は
、
一
時
華
道
り
を
休
み
、
農
作
業
に
従
事
し
、
農
閑
期
 
 

に
筆
造
り
に
精
を
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
 
 
 

電
灯
が
普
及
し
た
大
正
中
期
以
降
は
、
夜
な
べ
仕
事
と
し
て
の
華
道
り
を
、
一
層
促
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
熊
 
 

第
四
節
 
熊
野
撃
の
特
色
と
こ
れ
か
ら
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は
い
う
ま
で
も
な
い
。
低
価
格
品
が
、
龍
野
筆
の
生
産
額
を
向
上
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
 
 

一
方
高
価
格
品
が
生
産
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
佐
々
木
為
次
先
生
碑
」
に
お
い
て
為
次
 
 

が
擁
津
有
馬
よ
り
毛
筆
製
癌
技
術
を
修
得
し
て
き
た
と
あ
る
こ
と
、
「
熊
野
毛
筆
元
祖
頒
徳
之
碑
」
に
お
い
て
井
上
治
平
が
広
島
市
 
 

研
足
町
の
浅
野
家
御
用
筆
舌
田
楢
蔵
に
つ
い
て
製
法
を
学
ん
だ
こ
と
、
ま
た
音
九
常
太
も
鮪
津
有
馬
か
ら
学
ん
で
帰
郷
し
て
い
る
こ
 
 

と
、
こ
の
三
点
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
で
あ
る
。
他
の
毛
筆
産
地
で
は
、
現
在
で
も
男
性
中
心
に
筆
造
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
男
 
 

性
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
職
業
と
し
て
の
専
業
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
日
本
社
会
で
は
、
久
し
く
男
性
が
家
計
の
た
め
の
 
 

収
入
を
得
る
中
心
人
物
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
衣
食
な
ど
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
女
性
に
よ
っ
 
 

て
も
可
能
で
あ
っ
た
職
種
で
さ
え
、
男
性
が
参
入
し
、
専
業
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
製
品
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
て
い
っ
た
と
 
 

い
う
歴
史
が
あ
る
。
華
道
り
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
は
同
一
の
史
的
変
遷
を
経
過
し
て
き
た
こ
と
は
、
熊
野
以
外
の
生
産
地
で
男
 
 

性
中
心
の
筆
造
り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
了
察
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 

熊
野
町
に
お
い
て
、
筆
造
り
法
を
伝
達
し
た
人
々
が
男
性
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
高
級
品
製
作
へ
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
 
 
 

第
七
草
 
熊
野
の
筆
 
 

野
町
の
各
農
家
の
保
有
す
る
田
地
が
大
規
模
で
な
く
、
畑
地
も
僅
か
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
山
林
の
生
産
量
が
極
端
に
乏
し
い
と
い
 
 

ぅ
地
域
の
特
性
に
誠
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
規
模
農
家
が
多
け
れ
ば
、
副
業
も
発
達
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
残
毛
が
田
圃
に
入
れ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
は
金
肥
以
上
の
肥
料
的
効
果
を
も
っ
て
い
る
。
残
毛
の
捨
て
所
ほ
、
肥
料
の
節
 
 

約
を
も
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

農
業
を
圧
迫
し
な
い
で
、
農
業
と
と
も
に
成
り
立
ち
、
相
当
額
の
収
入
を
可
能
に
す
る
撃
造
り
が
、
盆
地
の
農
業
地
域
に
発
達
し
 
 

て
い
く
基
本
的
条
件
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
点
が
存
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

高
価
格
品
と
熟
練
技
術
者
 
 

低
価
格
品
の
生
産
が
、
熊
野
筆
の
全
国
的
シ
ェ
ア
を
獲
得
す
る
う
え
で
、
大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と
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