
熊
野
筆
の
全
貌
を
紹
介
し
た
「
筆
の
都
 
 

熊
野
」
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
三
 
 

年
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
の
熊
野
町
の
戸
数
 
 

ほ
千
七
十
五
戸
で
、
耕
地
面
積
五
反
未
満
 
 

が
八
百
十
五
戸
、
五
反
－
一
町
が
二
百
四
 
 

十
九
戸
、
一
町
以
上
十
一
戸
で
あ
り
、
一
 
 

反
当
り
二
石
の
収
穫
と
し
て
も
、
一
石
を
 
 

一
万
円
と
し
て
一
年
に
十
万
円
以
上
の
牧
 
 

人
の
あ
る
家
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
二
百
 
 

六
十
戸
し
か
な
い
。
こ
の
十
万
円
か
ら
必
 
 

要
経
費
を
差
引
い
た
額
が
五
人
家
族
の
生
 
 

計
費
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
熊
野
町
に
毛
筆
 
 

業
が
発
達
し
た
理
由
は
わ
か
る
で
あ
ろ
う
 
 

0
 
熊
野
筆
の
性
格
と
そ
の
賓
鞍
 
 

一
般
に
特
殊
産
業
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
土
地
に
そ
の
産
業
に
必
要
な
原
料
や
資
材
が
得
ら
れ
な
い
所
に
発
達
し
て
い
 
 

る
こ
と
が
多
い
。
熊
野
筆
ほ
こ
の
点
で
ほ
正
に
典
型
的
と
い
つ
て
も
よ
く
、
そ
の
発
達
の
歴
史
や
毛
筆
業
そ
の
も
の
に
特
殊
性
 
 

が
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
筆
の
由
来
に
つ
い
て
は
前
項
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
発
祥
に
つ
い
て
は
勿
論
毛
肇
二
刀
祖
と
言
わ
れ
る
先
覚
 
 

者
の
労
に
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
わ
れ
ゎ
れ
は
こ
の
毛
筆
元
祖
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
た
社
 
 

会
的
基
盤
を
忘
れ
て
ほ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

軸 の 山  

町には1京毛の店あり、軸のJ吉あり、家内工業として作業  
を進める。把で無雑作にしばった軸の山に外来者は先ず  
酷かされる0  

す
な
わ
ち
熊
野
筆
の
特
色
ほ
こ
 
 

ん
な
と
こ
ろ
か
ら
ひ
き
出
せ
る
 
 

の
で
あ
り
、
た
と
え
副
業
と
し
 
 

て
発
達
し
た
毛
筆
禦
が
専
業
化
 
 

し
た
と
し
て
も
、
実
際
は
専
業
 
 

化
し
て
も
い
る
が
、
そ
こ
に
熊
 
 

野
の
土
地
柄
が
見
出
さ
れ
る
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

今
そ
の
特
色
と
思
わ
れ
る
も
 
 

の
を
列
挙
す
れ
ば
 
 

一
、
山
間
の
地
で
あ
る
為
に
比
 
 
 

戟
的
生
活
様
式
が
低
く
低
賃
 
 
 

金
で
働
く
こ
と
が
で
き
、
随
 
 
 



っ
て
品
質
の
良
い
毛
筆
を
低
廉
、
多
量
に
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

二
、
製
産
技
術
が
ち
密
で
、
熟
練
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
特
別
な
条
件
が
備
ら
な
い
限
り
他
町
村
に
伝
わ
ら
な
い
。
独
占
事
業
 
 
 

た
る
所
以
で
あ
る
。
 
 

三
、
毛
筆
業
が
家
内
工
業
で
あ
る
関
係
上
、
本
町
の
人
は
幼
少
よ
り
毛
筆
生
産
に
親
し
ん
で
い
る
か
ら
、
成
人
し
て
の
技
術
習
 
 
 

得
も
速
く
、
い
わ
ゆ
る
技
術
者
に
事
欠
く
こ
と
は
な
い
。
熊
野
筆
の
基
盤
の
固
さ
ほ
こ
1
に
あ
る
。
 
 

四
、
簡
単
な
設
備
で
作
業
が
で
き
る
か
ら
副
業
に
最
適
で
あ
る
。
特
に
筆
の
穂
（
毛
の
部
分
）
を
造
る
こ
と
ほ
女
性
に
恰
好
の
 
 
 

作
業
で
あ
る
。
 
 

五
、
機
械
化
に
ょ
る
分
業
の
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
筆
の
稚
を
造
る
こ
と
ほ
正
に
名
人
芸
で
な
け
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
 
 
 

に
、
熊
野
筆
の
工
夫
と
真
価
が
あ
る
。
 
 

六
、
多
数
の
業
者
が
密
集
し
て
い
る
の
で
大
量
注
文
に
も
容
易
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

七
、
熊
野
筆
ほ
熊
野
町
の
生
き
る
力
で
あ
り
、
そ
の
実
績
の
上
か
ら
も
、
進
歩
と
改
善
に
不
断
の
努
力
を
重
ね
て
い
る
。
そ
し
 
 
 

て
書
 道
教
育
に
即
し
て
、
ま
た
社
会
の
進
展
に
応
じ
て
、
獣
毛
を
生
か
す
こ
と
を
知
つ
て
い
る
。
 
 
 

毛
筆
業
は
今
述
べ
た
よ
う
に
家
内
工
業
と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
各
家
庭
内
に
於
て
、
筆
の
穂
を
造
る
者
、
軸
を
加
工
す
る
 
 

者
、
糊
入
れ
を
す
る
者
、
ネ
ー
ム
を
彫
刻
す
る
者
等
に
分
れ
、
そ
れ
ら
の
分
業
に
よ
つ
て
で
き
あ
が
つ
た
製
品
が
当
地
で
問
屋
 
 

と
呼
ば
れ
る
卸
売
商
人
の
手
に
よ
つ
て
完
成
す
る
。
勿
論
こ
れ
ら
の
或
る
部
分
を
一
貫
し
て
作
業
し
、
卸
売
人
に
売
却
す
る
場
 
 

合
も
当
然
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
販
売
方
法
と
し
て
ほ
卸
売
商
人
か
ら
東
京
等
の
大
都
市
の
業
者
に
販
売
す
る
方
法
も
あ
 
 

り
、
各
地
の
文
房
具
店
、
学
校
等
に
直
売
す
る
仕
方
も
と
ら
れ
る
。
こ
1
に
行
商
人
の
活
躍
す
る
分
野
が
あ
る
。
 
 
 

毛
筆
生
産
量
ほ
全
国
で
九
別
掲
を
占
め
る
が
、
そ
の
数
量
を
年
代
を
追
う
て
見
る
と
表
の
よ
う
で
あ
る
。
画
筆
の
生
産
も
古
 
 

く
明
治
末
期
頃
か
ら
本
町
で
は
立
道
民
ら
の
手
に
よ
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
量
産
に
入
つ
た
の
ほ
戦
後
で
あ
る
。
（
現
在
、
 
 

全
国
の
六
割
）
刷
毛
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。
 
 

昭  大   
和  年       正  

一○九八七大五四三二九八七大五四≡二一六四五入六四  

一一 
数  

＝≡四五四四五六七六六四≡己∃王匹   

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ  
入≡0000000C）00000000000≡五七○   

盈   

毛
筆
生
産
数
量
 
 
 
 
 
 
 
（
単
位
万
太
）
 
 

備考 大正6年の数は芸備日々新聞（大正7・10・1）新政、大正8年とユ5年の数は熊野  
商工案内所闇．その他ほ「輩の都庁琶野」及び宅整事業協同組合の螢斜に依る  

備
考
二
篭
笠
協
同
組
合
の
資
料
に
よ
 
 

る
 
 
 

〃〃ク賢〝歪   
年  

一六九六五入   
年年年年年年   

五≡三   価  
セヨ：一卜」  ヽ  ヽ  ヽ   

OU（⊃○五（⊃   
格   

百  

00（⊃00C  本  

六○（⊃二一＝    0000二王       代  ○（つ感三dd円  000＝二≡  （⊃00（〕五五  ：毛     宅  備  ク 画〃ク 〃  整     筆  考   

り
に
誤
謬
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
現
在
の
販
路
は
戦
所
よ
り
縮
小
さ
れ
た
が
、
な
お
日
 
 

画
筆
生
産
数
量
 
 

（
単
位
万
太
）
 
 

毛
画
筆
生
産
価
額
 
 

生
産
数
量
に
つ
い
て
の
数
字
ほ
適
確
に
は
捕
え
に
く
い
 
 

が
、
生
産
能
力
ほ
年
産
毛
筆
一
億
二
千
万
本
、
画
筆
七
千
万
 
 

本
と
一
応
推
定
し
て
い
る
。
生
産
量
の
各
年
度
に
よ
る
消
長
 
 

は
、
そ
の
社
会
的
な
背
景
を
考
え
る
と
う
な
づ
け
る
わ
け
で
 
 

あ
る
。
ま
た
一
年
間
の
生
産
数
を
見
る
と
、
一
月
か
ら
三
、
 
 

四
月
の
間
が
多
い
が
、
こ
れ
は
新
学
期
に
準
備
し
た
出
荷
が
 
 

多
い
こ
と
と
、
農
閑
期
に
於
け
る
作
業
量
の
増
大
を
も
の
語
 
 

つ
て
い
る
。
 
 
 

な
お
毛
画
筆
の
価
格
に
つ
い
て
も
材
料
の
よ
し
あ
し
、
技
 
 

術
の
程
度
等
に
よ
つ
て
異
り
熊
野
町
全
体
の
数
字
は
わ
か
ら
 
 

な
い
の
が
実
際
で
あ
ろ
う
が
、
お
よ
そ
の
数
字
を
示
す
と
次
 
 

の
よ
う
で
あ
る
。
た
ゞ
し
、
こ
の
数
字
は
一
本
の
価
格
見
積
 
 

本
全
土
ほ
勿
論
台
湾
、
北
米
等
 
 

に
も
輸
出
さ
れ
て
い
る
。
画
筆
 
 

に
つ
い
て
も
そ
の
品
質
ほ
世
界
 
 

の
商
品
の
間
に
伍
し
て
勝
る
と
 
 

も
劣
ら
な
い
成
績
を
収
め
て
い
 
 

る
。
特
に
油
絵
筆
の
優
秀
さ
は
 
 

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
ク
 
 
 （102）  
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月
別
毛
画
筆
生
産
数
量
 
（
単
位
万
杢
 
 

備考 毛笠事業鯨岡組合の資料に依る  

画   基  宅   笠ノ削   

木 金将   
L  

糊靭美彫管稽紺  

作工作   軸具首 訂製加重撃    ・已・ 喜   
業葉菜   業業茶業業菜別   

一一 六j一一四  貢五蓑≡＝  

備
考
 
昭
和
≡
十
二
年
一
月
異
施
さ
れ
た
 
 

工
業
調
査
に
よ
る
 
 
 

ス
等
の
製
品
と
は
き
わ
だ
つ
て
優
秀
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
日
 
 

本
各
地
の
販
売
先
ほ
、
東
京
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
奈
良
二
十
パ
ー
 
 

セ
ン
ト
、
大
阪
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
愛
知
十
パ
ー
セ
ン
，
♪
、
そ
の
他
 
 

九
州
、
四
国
、
東
北
、
北
海
道
等
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
 
 

こ
の
各
地
の
需
要
額
に
も
変
遷
が
あ
り
、
昭
和
十
六
、
七
年
頃
は
 
 

京
阪
神
地
区
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。
 
 

毛
、
画
筆
業
種
調
 
 

こ
う
し
た
毛
筆
や
画
筆
を
中
 
 

心
と
し
た
い
ろ
い
ろ
な
製
作
過
 
 

程
に
従
事
す
る
業
者
ほ
上
の
表
 
 

に
示
す
通
り
で
あ
つ
て
、
勿
論
 
 

毛
筆
関
係
の
業
者
が
圧
倒
的
に
 
 

多
数
を
占
め
て
い
る
。
然
し
、
 
 

こ
の
数
字
ほ
や
ゝ
専
業
化
し
た
 
 

も
の
に
限
ら
れ
、
外
に
農
閑
期
 
 

を
利
用
し
て
こ
の
工
程
に
参
加
 
 

す
る
者
は
殆
ど
町
民
全
域
に
亘
 
 

っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

（104）  


	420kumanofudenoseikakutosonojittai熊野筆の性格とその実態.jpg
	421kumanofudenoseikakutosonojittai熊野筆の性格とその実態.jpg
	422kumanofudenoseikakutosonojittai熊野筆の性格とその実態.jpg

