
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筆
職
人 

大
友
博
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質 し
つ

の
良 よ

い
筆 ふ

で

を
つ
く
る
に
は
、 

ど
の
工
程

こ
う
て
い

で
も
決 け

っ

し
て
手
を
抜 ぬ

か
ず
、 

一 ひ
と

つ
ひ
と
つ
に
真
摯

し

ん

し

に
向 む

き
合 あ

う
こ
と
。 

大
友

お
お
と
も

博 ひ
ろ

興 お
き 



 

 



仙台御筆
お ふ で

は，伊達
だ て

政宗
ま さ む ね

が京都
き ょ う と

の御所
ご し ょ

に願
ね が

い出て，筆師
ふ で し

「幽玄
ゆ う げ ん

備後
び ん ご の

守
か み

」の

弟「周五之丞
し ゅ う ご の じ ょ う

」を招
ま ね

いて筆づくりを習
な ら

わせたのが始
は じ

まりとされている。 

その後，仙台藩
は ん

のお抱
か か

えの御用筆師
ご よ う ふ で し

として大阪
お お さ か

から「小村
こ む ら

又兵衛
ま た べ え

」を仙台

に招
ま ね

き，筆づくりや・職人
し ょ く に ん

育成
い く せ い

に務
つ と

めたと伝
つ た

わっている。 

 

  「
換
鵞
堂
」
開
業
の
沿
革
と
し
て 

「
先
祖
小
村
又
兵
衛
ハ
摂
州
大
阪
ノ
出
身
ニ
シ
テ
書
道
堪
能
ナ
リ
シ
カ
毛

筆
製
法
ノ
適
切
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
慨
キ
奮
テ
製
筆
業
を
研
究
シ
薀
奥
ヲ
極
ム
」

「
其
製
筆
ヲ
藩
祖
政
宗
公
ニ
献
シ
特
ニ
御
用
筆
師
タ
ル
ヘ
キ
旨
仰
聞
ケ
ラ

ル 

即
チ
慶
長
十
九
年
十
月
居
ヲ
今
ノ
地
ニ
ト
シ
筆
舗
ヲ
開
キ
製
造
を
創

業
ス
」
と
あ
る
。 

※
慶
長
十
九
年
（一
六
一
四
年
） 



 

仙台城
じ ょ う

のまわりには, 身分
み ぶ ん

の高
た か

い武士
ぶ し

が,仙台城下
じ ょ う か

の周辺部
し ゅ う へ ん ぶ

には足軽
あ し が る

や

小人
こ び と

といった下級
か き ゅ う

武士
ぶ し

が住
す

んでいた。石高
こ く だ か

が少なく生活
せ い か つ

も苦
く る

しかったことか

ら武士
ぶ し

としての仕事
し ご と

のほかに職人
し ょ く に ん

としても働
はたら

いていた。 

 



 

仙台御筆
お ふ で

には小村家
こ む ら け

とともに，「周五之丞
し ゅ う ご の じ ょ う

」を祖
そ

とする系統
け い と う

があるといわれ

ている。「周五之丞
し ゅ う ご の じ ょ う

」は連坊
れ ん ぼ う

小路
こ う じ

のあたりで筆づくりを行ったとされ，以後
い ご

連坊
れ ん ぼ う

小路
こ う じ

や三百人町
さ ん び ゃ く に ん ま ち

は仙台における筆づくりの中心
ち ゅ う し ん

となった。 

   
大場雄淵「奥州名所図会」より 

都人に見せるため長櫃に萩を入れているところ 

やがて，丹念
た ん ね ん

につくり上げられた仙台御筆
お ふ で

の評判
ひょ う ばん

は江戸
え ど

や大阪
お お さ か

・京都
き ょ う と

へと

広がっていった。 仙台・宮城
み や ぎ

にゆかりの宮城
み や ぎ

野萩
の は ぎ

を軸
じ く

とする「萩
は ぎ

筆」をはじめ，明治
め い じ

以降
い こ う

にはハギ・マツ・ススキ・ヨシ・タデを軸
じ く

とし

た 5本 1組の「五色
ご し き

筆」なども人気
に ん き

を博
は く

したという。 

  「御筆
お ふ で

」という言葉は，藩
は ん

の御用
ご よ う

にかかわる高級品
こ う き ゅ う ひ ん

にだけつけ

られていた。昭和
し ょ う わ

に入って天皇
て ん の う

に筆を献上
け ん じ ょ う

する際
さ い

に用いられ，そ

れ以降
い こ う

仙台でつくられた筆が「仙台御筆
お ふ で

」と呼
よ

ばれるようになった

という。「仙台御筆
お ふ で

」という名前
な ま え

には， 江戸
え ど

時代からの伝統
で ん と う

を受け

継
つ

いで， よい筆をつくろうという仙台の筆職人
し ょ く に ん

のプライドが込
こ

めら

れているのだ。 

        ミヤギノハギ                萩 筆 
宮城野萩           仙台市史 特別編 3美術工芸 

(仙台市ホームページ)              (仙台市) 



戊辰
ぼ し ん

戦争
せ ん そ う

で敗れた仙台藩
は ん

は 62万石
ま ん ご く

から 28万石
ま ん ご く

に大幅
お お は ば

に減
へ

らされた。

大規模
だ い き ぼ

なリストラが行われ，多くの藩
は ん

士が農民
の う み ん

となり，さらに北海道
ほ っ か い ど う

の開拓
か い た く

に

向
む か

かった。明治
め い じ

2 年(1869 年)仙台藩
は ん

士
し

は約
や く

17 万人いたが，士族
し ぞ く

の地位
ち い

を得
え

たのは約
や く

3万人に過
す

ぎなかった。 

 

  

 

  戊辰
ぼ し ん

戦争
せ ん そ う

で兄「大友長四郎
ち ょ う し ろ う

」を亡
な

くした「大友義之
よ し ゆ き

」は 13才
さ い

。責任感
せ き に ん か ん

から

明治
め い じ

2 年三百人町
さ ん び ゃ く に ん ま ち

に住む筆職人
し ょ く に ん

「山田」のもとで修行
し ゅ ぎ ょ う

を始
は じ

めた。明治
め い じ

8 年

(1875年)，19才
さ い

のとき「大友毛筆
も う ひ つ

」を創業
そ う ぎ ょ う

した。 

   

「仙台藩殉難者名簿」より 
会津戦争の直前, 福島県本宮で

戦死したことが分かる。 

 
仙台御筆家伝の手仕事 

大友毛筆四代大友博興(笹氣出版) 



大友義之
よ し ゆ き

の次男
じ な ん

・長
ちょう

七
し ち

は大正
た い し ょ う

2 年(1913 年)に家督
か と く

を継
つ

ぎ，60 人の職人
し ょ く に ん

を

抱
か か

えるほどまでになった。三百人町
さ ん び ゃ く に ん ま ち

に 100 人の筆職人
し ょ く に ん

のうち， その半数
は ん す う

以上
い じ ょ う

が大友毛筆
も う ひ つ

の仕事
し ご と

をしていたほどだった。  

 

 

 

 

  

二代目 大友長七 
仙台御筆家伝の手仕事 

大友毛筆四代大友博興(笹氣出版) 

二代目大友長七作 
穂は馬毛, 軸は象牙, 紫檀, 銀糸を使用。 

天皇家に献上したものと同じもの。 

大友
おおとも

毛筆
もうひつ

で野球
やきゅ う

チームをつくっていた昭和
し ょ うわ

10年(1935年)前後
ぜ ん ご

の写真
しゃしん

。 

たくさんの職人
しょくにん

が筆づくりをしていた。 

仙台・宮城の手しごとたち 手とテとてとホームページから  



昭和
し ょ う わ

4 年(1929 年)に 3 代目となった大友長一郎
ち ょ う い ち ろ う

。戦争
せ ん そ う

が終
お わ

わって， 筆づ

くりを再開
さ い か い

した。しかし，戦後
せ ん ご

の物資
ぶ っ し

不足
ぶ そ く

のため「どうにかして材料
ざ い り ょ う

を調達
ち ょ う た つ

しな

ければ筆づくりは続けられない。」と，東北
と う ほ く

の筆職人
し ょ く に ん

の材料
ざ い り ょ う

の共同
き ょ う ど う

購入
こ う に ゅ う

を目

的とした「東北
と う ほ く

毛筆
も う ひ つ

商
し ょ う

工業
こ う ぎ ょ う

協同
き ょ う ど う

組合
く み あ い

」の結成
け っ せ い

， 理事長
り じ ち ょ う

になった。 

   

昭和
し ょ う わ

28 年(1953 年)，父長一郎
ち ょ う い ち ろ う

が 43才
さ い

の若さで亡
な

くなった。博
ひ ろ

興
お き

さんは中

学一年生。高校
こ う こ う

進学
し ん が く

をあきらめ，15才
さ い

で父の弟子
で し

に「弟子
で し

入り」し，25才
さ い

で大

友毛筆
も う ひ つ

店の 4代目
だ い め

となった。 

   

3才ぐらいの博興さん 

昭和 20年代の大友毛筆の工房 
 

 
東北毛筆商工協同組合の会合で 

(3代目大友長一郎 前列右) 

仙台御筆家伝の手仕事大友毛筆四代大友博興(笹氣出版) 

鈴木正吉さん(左)と 

佐藤敬治さん(右)  

後ろが大友博興さん 

 

長年大友毛筆に務め, 仙

台市から永年勤続表彰を

受けた。 



昭和
し ょ う わ

60年(1985年)5月，仙台御筆
お ふ で

が宮城県伝統
で ん と う

的
て き

工芸品
こ う げ い ひ ん

指定
し て い

を受
う

ける。

平成
へ い せ い

28 年(2016 年)には，文化庁
ぶ ん か ち ょ う

日本遺産
い さ ん

「政宗
ま さ む ね

が育んだ“伊達
だ て

”な文化
ぶ ん か

」の

構成
こ う せ い

文化
ぶ ん か

財として認定
に ん て い

された 

 
 

     

その工程
こ う て い

において，ほかの産地
さ ん ち

のように分業
ぶんぎ ょ う

するのではなく，ひとりの

職人
し ょ く に ん

が一貫
い っ か ん

してすべての作業
さ ぎ ょ う

を担
に な

い，完成
か ん せ い

させる仙台御筆
お ふ で

。「良質
り ょ う し つ

の原毛
げ ん も う

を

使い高度
こ う ど

な技術
ぎ じ ゅ つ

で丁寧
て い ね い

につくり上げられ，弾力
だ ん り ょ く

があって墨
す み

持ちがよく，丈夫
じ ょ う ぶ

で長年
な が ね ん

にわたって愛用
あ い よ う

できる。」と，書
し ょ

道家
ど う か

の評価
ひ ょ う か

も高い。創業
そ う ぎ ょ う

時
じ

と同じ

三百人町
さ ん び ゃ く に ん ま ち

で，ただ一人となった筆師
ふ で し

が伝統
で ん と う

の技
わ ざ

を守
ま も

り，筆づくりを続
つ づ

けている。 



五色
ご し き

筆
ふで

って何?

 

 

 

 

 

 

 

 

明治
め い じ

9年(1876年), 明治天皇
め い じ て ん の う

が仙台に行幸
ぎ ょ う こ う

した際
さ い

には, 13代小村長
こ む ら ち ょ う

三郎
ざ ぶ ろ う

が「五色
ご し き

筆
ふ で

」を展覧
て ん ら ん

に供
きょ う

じ, 明治 40年(1907年)に伏見宮
ふ し み み や

貞
さ だ

愛
な る

親王
し ん の う

から 50箱

もの買い上げを受けると, 「五色
ご し き

筆
ふ で

」の名前とともに, 仙台筆の品質
ひ ん し つ

の高さは

全国的
ぜ ん こ く て き

に有名
ゆ う め い

になった。 

 5 代小村儀
ぎ

左
さ

衛門
え も ん

が仙台藩内
は ん な い

の名所
め い し ょ

などに取材
し ゅ ざ い

し作成
さ く せ い

するようになったと

いわれている。「名取
な と り

川
が わ

の蓼(タデ)」「宮城野
み や ぎ の

の萩(ハギ)」「末
す え

の松山
ま つ や ま

緑松(マ

ツ)」「実方
さねかたの

中将
ちゅうじょう

片
か た

葉
は

の薄(ススキ)」「野田
の だ

の玉
た ま

川
が わ

三角葭(ヨシ)」をそれぞれ筆

軸
じ く

として利用
り よ う

した。 

契
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ 

末
の
松
山 

波
越
さ
じ
と
は 

清
原
元
輔
（
後
拾
遺
集)

 

夕
さ
れ
ば
汐
風
こ
し
て
み
ち
の
く
の 

 

野
田
の
玉
川 

千
鳥
鳴
く
な
り 

能
因
法
師
（
新
古
今
和
歌
集
） 

宮
城
野
の
本
あ
ら
の
こ
は
ぎ
露
を
重
み 

 
 

風
を
ま
つ
こ
と
き
み
を
こ
そ
待
て 

よ
み
び
と
し
ら
ず(

古
今
和
歌
集) 

陸
奥
に
あ
り
と
言
ふ
な
る
名
取
川 

 
 

な
き
名
と
り
て
は
く
る
し
か
り
け
り 

壬
生
忠
岑 (

古
今
和
歌
集) 

朽
ち
も
せ
ぬ
其
名
ば
か
り
を
留
め
置
き
て 

 
枯
野
の
薄
形
見
に
ぞ
見
る 

 

西
行 (

山
家
集) 

奥
の
細
道
に
「
そ
れ
よ
り
野
田
の
玉

川
、
沖
の
石
を
た
ず
ぬ
、
末
の
松
山
は
寺

を
造
り
て
末
松
山
と
い
ふ
。
松
の
間
々
皆

墓
原
に
翼
を
交
わ
し
枝
を
連
ぬ
る
契
り
の

松
も
、
つ
い
に
か
く
の
ご
と
き
と
悲
し
さ

も
ま
さ
り
て
」
と
あ
る
。 

「
蓼
食
う
虫
も
好
き
好
き
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

が
、
「
蓼
」
は
「
苦
く
て
辛
い
葉
」
と
知
ら
れ
て

い
る
。 

中
将
藤
原
朝
臣
実
方
は
和
歌
に
優
れ
中
古
三

十
六
歌
仙
の
一
人
。
陸
奥
守
在
任
中
、
笠
島
を

通
っ
た
時
、
乗
っ
て
い
た
馬
の
下
敷
き
に
な
っ

て
亡
く
な
っ
た
。
源
氏
物
語
の
主
人
公
・
光
源

氏
の
モ
デ
ル
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
西
行
は
笠

島
を
訪
れ
、
実
方
中
将
の
塚
に
参
拝
し
て
い

る
。 

松 葭 萩 蓼 薄 



書道用
し ょ ど う よ う

の筆は中国
ち ゅ う ご く

から日本へ伝
つ た

わったものです。中国の筆をもとに, さまざ

まな工夫
く ふ う

をこらして日本で優
す ぐ

れた筆が生まれました。中国の筆を「唐
と う

筆
ひ つ

」,日

本の筆を「和筆
わ ひ つ

」といいます。 

 

 

 

穂
ほ

の毛組
け ぐ

みには, 長さや種類
し ゅ る い

の違う毛を使用
し よ う

する。 

 



 

※兼
け ん

毛
も う

筆のなかには, 羊毛
よ う も う

と剛毛
ご う も う

を全体的
ぜ ん た い て き

に混
ま

ぜ合わせたものもあります。 

※剛毛
ご う も う

筆や羊毛
よ う も う

筆でも, 細
こ ま

かくて筋
す じ

の通
と お

った毛を中心
ち ゅ う し ん

にして, やや質
し つ

の落
お

ちる毛を外側
そ と が わ

に巻
ま

き, さらに上質
じ ょ う し つ

な毛で巻
ま

いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命
毛

い

の

ち

げ

は
、
文
字

も

じ

を
書
く
の
に
最

も
っ
と

も
大
切

た

い

せ

つ

な
毛
。 

一
番
長
く
、
筆
の
芯 し

ん

と
し
て
周 ま

わ

り
の
毛
を
リ
ー
ド
し
、 

書 し

ょ

の
筆
づ
か
い
の
基
本

き

ほ

ん

で
あ
る
「
入
り
」「
跳 は

ね
」
な
ど
の 

一
番
細
い
線 せ

ん

を
出
し
、
ま
さ
に
書 し

ょ

の
線 せ

ん

の
命

い
の
ち

と
な
り
ま
す
。 

  



筆づくりの工程
こうてい

 

■下
した

拵
ごしら

え           

⑴選
せん

毛
もう

 

選
せ ん

毛
も う

は毛先
け さ き

の具合
ぐ あ

で，穂先
ほ さ き

のどの部分
ぶ ぶ ん

に

使うかを手の触感
し ょ っ かん

で選別
せ ん べ つ

する。季節
き せ つ

によって

光，気温
き お ん

，湿度など筆づくりの環境
か ん き ょ う

は変
か

わる

ので，原毛
げ ん も う

の良しあしを選別
せ ん べ つ

できるようになる

には数十年の経験
け い け ん

が必要
ひ つ よ う

といわれている。 

⑵煮沸
しゃふつ

               

原毛
げ ん も う

を手ぬぐいで包
つ つ

んで熱湯
ね っ と う

で煮沸
し ゃ ふ つ

す

る。煮沸
し ゃ ふ つ

する湿度
し つ ど

や時間は毛の種類
し ゅ る い

によっ

て調整
ち ょ う せ い

する。 

⑶綿
わた

毛抜
げ ぬ

き  

やわらかい羊毛
よ う も う

のみ，根元
ね も と

の綿毛
わ た げ

を取

る。綿毛
わ た げ

とは皮膚
ひ ふ

の近い部分
ぶ ぶ ん

にある細
ほ そ

くふわ

ふわした毛。良い毛だけを徹底的
て っ て い て き

に選
え ら

びぬ

く。 

⑷毛揉
け も

み     

毛
け

にもみがらの灰
は い

をまぶして鹿
し か

革
か わ

でもみ，

しっかりした毛
け

にする。ざらざらしていた手
て

の

感覚
か ん か く

がしだいにまとまってきたら，もむのを

やめ，クシを通
と お

してまっすぐに直
な お

す。毛
け

もみ

をするとしっかりした毛
け

になるので，「毛
け

を磨
み が

く」ともいう。           



⑸先抜
ぬ

き 

毛先
け さ き

をそろえながら，長い毛から短い毛ま

で段々
だ ん だ ん

に並
な ら

べる。一番長い毛は「オオバシ

リ」といい，毛先
け さ き

が荒
あ れ

れているので使
つ か

わない。

長さがあるので，大筆に使
つ か

うことがある。 

⑹先寄
よ

せ  

先抜
ぬ

きで長さごとに並
な ら

べた毛をクシでとか

し，まとめてヨセガネに乗
の

せ，毛の先端
せ ん た ん

をテイ

タでたたいて毛先
け さ き

をそろえる。              

⑺寸切
ず ん ぎ

り 

先寄
よ

せで，命毛
い の ち げ

，のど毛，肩
か た

毛
げ

，腹
は ら

毛，腰
こ し

毛の 5 つの部位
ぶ い

の長さごとに並
な ら

べて，そろえ

た毛を，毛の寸法
す ん ぽ う

を整え，余分
よ ぶ ん

な部分
き

を切っ

てそろえる。 

 

 

■「オカ仕事
し ご と

」 ここからは，作業箱
さ ぎ ょ う ば こ

の上で行
おこな

う。  

⑻さらい取
ど

り 

先
さ き

のとがった毛
け

だけにするため，悪
わ る

い毛
け

を

抜き
ぬ き

，均一
き ん い つ

にする。この段階
だ ん か い

で，原毛
げ ん も う

の 1/4

ぐらいになっている。   

           



⑼芯
しん

合わせ 

芯
し ん

合
あ

わせ（筆の肩
か た

から上），端
は た

合わせ(腹
は ら

・

腰
こ し

），ネリマゼ(毛を均等
き ん と う

にする作業
さ ぎ ょ う

）を何回
な ん か い

も

繰
く

り返
か え

すことにより，書き味
あ じ

が決
き

まる。最
もっと

も

重要
じ ゅ う よ う

な工程
こ う て い

。 

 

 

 

 

⑽芯混
し ん ま

ぜ              

芯
し ん

をうまく働
はたら

かせるため悪
わ る

い毛をとりのぞき

ながら均等
き ん と う

に混
ま

ぜて割
わ

れを防
ふ せ

いでいる。 

⑾端
はた

合わせ 

芯
し ん

をうまく働
はたら

かせるため腰
こ し

毛
げ

を入れ，筆の

形
かたち

をつくる。端
は た

毛
げ

には，剛
か た

くて，先端
せ ん た ん

がとがっ

ていない，あまり先がない毛を使
つ か

う。 

⑿芯
しん

立て  

筆の太
ふ と

さを一定
い っ て い

にするため，つくる筆に合

う「ツボ」に毛を入れて筆の形
かたち

をつくっていく。

手や指の感触
か ん し ょ く

が頼
た よ

りの作業
さ ぎ ょ う

。芯
し ん

を立てたら，

命毛
い の ち げ

がそろっているか，飛
と

び出していない

か，形，調子
ち ょ う し

など，筆全体
ぜ ん た い

の出来具合
で き ぐ あ い

を確認
か く に ん

する。  

 



      

芯立
し ん だ

てのとき、ツボを毛にはめ込
こ

み毛量
りょう

を調節
ちょうせつ

する。   芯
しん

出来上
で き あ

がり およそ 2日間乾燥
かんそう

。  

 

 

⒀上毛
う わ げ

かけ 

外側
そ と が わ

に短い毛が出ないように上毛
う わ げ

を巻
ま

きつける。万遍
ま ん べ ん

なく巻
ま

くには高度
こ う ど

な技
わ ざ

が

必要
ひ つ よ う

。上毛
う わ げ

の量
り ょ う

を調節
ち ょ う せつ

してから毛の根元
ね も と

を口で押
お さ

えてハンサシの尻
し り

で根元
ね も と

をたた

き，穂
ほ

を整
ととの

え，2日間乾燥
か ん そ う

させる。   

 

              

 

⒁糸締
じ

め 

穂
ほ

の根元
ね も と

を麻糸
あ さ い と

で結
む す

び，穂首
ほ く び

の根元
ね も と

をヤキゴテで焼
や

き締
し

める。締
し

めが不

十分だと毛
け

抜
ぬ

けの原因
げ ん い ん

となるので，きつく締
し

める。 

    



⒂すげ込
こ

み 

穂首
ほ く び

を入れる軸
じ く

の内側を，筆管
ひ っ か ん

を回転
か い て ん

させながら，クリハという小刀
こ が た な

で削
け ず

る。

筆管
ひ っ か ん

に穂首
ほ く び

を入れてみて，筆の寸法
す ん ぽ う

を正確
せ い か く

に調整
ち ょ う せ い

し，よければ接着剤
せ っ ち ゃ く ざ い

で

穂首
ほ く び

の部分
ぶ ぶ ん

をしっかり固着
こ ち ゃ く

する。 

    

⒃仕
し

上げ 

フノリを穂首
ほ く び

に充分
じ ゅ う ぶ ん

含
ふ く

ませ，クシでとかす。

糸を穂首
ほ く び

に巻
ま

き付
つ

け余分
よ ぶ ん

なノリをとる。2割
わ り

ほ

どフノリを残
の こ

す。完成
か ん せ い

した筆は，形
かたち

が崩
く ず

れない

よう筒
つ つ

などに立てて自然
し ぜ ん

乾燥
か ん そ う

させる。 

        

   



フノリって何?  

新しい筆は固
か た

められていることが多い。穂
ほ

を守るだけではなく, 毛をまっす

ぐにするために「フノリ」を用
も ち

いて固
か た

めている。 

「フノリ」(布
ふ

海苔
の り

)は海藻
か い そ う

。古くから「のり」として用いられてきた。 

 「さばき筆」も筆を作る工程
こ う て い

では「フノリ」で固
か た

めて作業をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筆
づ
く
り
が
好 す

き
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。 

家
業

か

ぎ

ょ

う

を
守
る
と
い
う
責
任
感

せ

き

に

ん

か

ん

か
ら 

始 は

じ

ま
っ
た
筆
職
人

し
ょ
く
に
ん

へ
の
道 み

ち

。 

そ
れ
は
厳 き

び

し
い
も
の
で
し
た
。 



毛筆の材料
ざいりょう

 

 毛筆
も う ひ つ

の「羊毛」の材料
ざ い り ょ う

。「羊」の毛とあるが，中国のヤギ(山羊)の毛。 

 
仙台・宮城の手しごとたち 手とテとてとホームページ  

 

毛筆
も う ひ つ

の材料
ざ い り ょ う

はいろいろ 

   馬 毛 



毛筆の材料
ざいりょう
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毛筆の材料
ざいりょう

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

一度
い ち ど

でも先端
せ ん た ん

を切
き

った毛は筆づくりには使
つ か

えません。 

                     

自然な状態の獣毛。     一度でもはさみを入れた 

先端が自然に細くなっている。      獣毛の先端。 



筆づくりの道具
ど う ぐ

 

 

 

 

 



筆づくりの道具
ど う ぐ

 

 

 

 

 



仙台御筆
お ふ で

の特長
とくちょう

 

仙台御筆
お ふ で

の「煮沸
し ゃ ふ つ

」は，一般的
い っ ぱ ん て き

には「火
ひ

熨斗
の し

」(アイロン)という工程
こ う て い

となる。馬
う ま

毛
げ

は約
や く

2

時間，羊毛は約
や く

10 分，殺菌
さ っ き ん

や「髄
ず い

を殺
こ ろ

す」た

めに熱
ね つ

を加える。 

「煮沸
し ゃ ふ つ

」の後，2～3 日乾燥
か ん そ う

させるため「火
ひ

熨斗
の し

」に比べて，時間と手間
て ま

がかかるが，毛

へのダメージを最小限
さ い し ょ う げ ん

にとどめることができる。 

 

 

穂首
ほ く び

を一般
い っ ぱ ん

の筆より深く軸
じ く

にはめ込
こ

むため

に，長い毛が必要
ひ つ よ う

になる。仙台御筆
お ふ で

は，「スゲ

込
こ

み」の深
ふ か

さがあるために書いたときの「カエ

リ」(回転
か い て ん

)が良くなるという。 

 

毛もみは，動物
ど う ぶ つ

の毛に含
ふ く

まれる脂肪分
し ぼ う ぶ ん

や汚
よ ご

れを取り除
の ぞ

き，毛の質
し つ

を整
ととの

えるために行う。墨
す み

の含
ふ く

みをよくするための重要
じ ゅ う よ う

な工程
こ う て い

。日本の

筆づくりでは， もみ殻
が ら

の灰
は い

をまぶして， 

鹿
し か

革
が わ

でくるんでもむ。 

「中国の筆は『苛性
か せ い

ソーダ』(水酸化
す い さ ん か

ナト

リウム)を用
も ち

いるそうです。薬品
や く ひ ん

を使わず，

自然
し ぜ ん

の灰
は い

でやったほうが，毛が痛
い た

まない

のだろう。」と語
か た

る。  



Qどうして筆
ふで

職人
しょくにん

になったのですか。 

父からは，「好きなことを，やれ。」と言われていました

ので，筆職人
し ょ く に ん

になるつもりはありませんでした。(笑) 

中学一年生のとき， 父が 45才
さ い

で亡
な

くなり，「高校進学

はあきらめて，家業を継
つ

ごう。代々続いてきた筆づくりを

守らなければならない。」と決心して。中学校を卒業して

職人
し ょ く に ん

になりました。 

 

Q一人前
いちにんまえ

の職 人
しょくにん

になるにはどれぐらいの時間がかかりましたか。 

一人前になるには 10 年はかかると言われています。私は経営のことも勉

強していたので少し時間がかかりました。 

筆職人
し ょ く に ん

第一歩は，筆の軸
じ く

になる竹を切る弟子
で し

の下仕事
し ご と

から始
は じ

まりました。

父が亡
な

くなって 13 年で筆づくりの技を一通り覚え，25才
さ い

で大友毛筆
も う ひ つ

の 4 代

目となりました。 

 

 

Q筆づくりで一番
いちばん

大切
たいせつ

なのは何
なん

ですか。 

書く人が求
も と

める筆を作りたいと思っています。筆づくりを

はじめて 60 年以上
い じ ょ う

たちますが，納得
な っ と く

がいく筆をつくること

ができたと思えることはありません。「どうすれば，よい筆が

つくれるか。」と常
つ ね

に考えています。 

 

 



Q筆づくりの道具
ど う ぐ

はどうしていますか。自分で作るのですか。 

仙台御筆
お ふ で

は，すべての工程
こ う て い

を一人で作ります。さまざまな種類
し ゅ る い

を，多くの

工程
こ う て い

でつくるため， たくさんの道具
ど う ぐ

があります。 

多くは，(筆づくりの盛
さ か

んな)広島
ひ ろ し ま

から取りよせています。中には(仙台市の)

南鍛冶
み な み か じ

町
ま ち

の店に頼
た の

んで作
つ く

ってもらったものもあります。 

Q大友さんの筆づくりを受
う

けつぐ人はいないのですか。 

残念
ざ ん ね ん

ながら，いません。筆記
ひ っ き

具
ぐ

の中心
ち ゅ う し ん

はペンやパソコンになり，筆を買
か

う人

が減
へ

ってしまいました。また，修行
し ゅ ぎ ょ う

に 10 年以上
い じ ょ う

かかることもあり， 弟子
で し

入りは

お断
ことわ

りしています。 

Q年を取
と

ってきて筆づくりはたいへんですか。 

筆づくりは，肌
は だ

の感覚
か ん か く

と，良い悪いを見分
わ

ける「目」が

大切なので， たくさんの筆をつくることはできなくなりまし

た。しかし，年齢
ね ん れ い

とともにものの「よしあし」がよく見えるよう

になってきました。時間や経験
け い け ん

とともに技術面
ぎ じ ゅ つ め ん

の衰
おとろ

えは補
おぎな

えるのかなあ。 

Q筆をつくっていてうれしいことは何
なん

ですか。 

わたしの筆を使
つ か

っている人から，「あの筆はよかったよ。」

とお褒
ほ

めの言葉
こ と ば

をいただいたときです。20年も，30年も使

った筆の修理
し ゅ う り

をたのまれることもあります。「大事
だ い じ

に使って

いただいてありがたいなあ。」という気持ちになります。 

 

 



Q 筆を使
つか

うときはどんなことに気をつけたらよいのでしょうか。 

筆は動物
ど う ぶ つ

の毛で作っています。熱湯
ね っ と う

につけたり，墨
ぼ く

液
え き

につけっぱなしにし

ておいたりするのはよくありません。使
つ か

い終わったら 丁寧
て い ね い

に水洗
み ず あ ら

いしてくださ

い。筆は根元
ね も と

のほうに墨
す み

が残
の こ

っています。水道
す い ど う

の水を少しずつ垂
た

らして， も

み洗
あ ら

いをしてください。時間をかけて黒い水が出なくなるまで洗
あ ら

ってください。

水洗いしたら，軽
か る

くしぼって 日の当
あ

たらないところで乾
か わ

かすのがよろしいので

はないですか。 

みなさんが学校
が っ こ う

で使っているような大筆
お お ふ で

1 本を作るの

に 2～3週間
し ゅ う かん

，たくさんの工程
こ う て い

があります。わたしたち筆

職人
し ょ く に ん

は，書く人のことを考えて，丁寧
て い ね い

に心を込
こ

めてつく

っています。筆を大切
た い せ つ

に使
つ か

ってもらえると，うれしいで

す。 

Q子どもたちに伝
つた

えたいことはありませんか。 

書道
し ょ ど う

というのは長い歴史
れ き し

があります。脈々
みゃくみゃく

として受け継
つ

がれてきた文化
ぶ ん か

で

す。書いた文字には， 書く人の個性
こ せ い

があらわれます。「書は人なり」といいま

す。「書道
し ょ ど う

十
じゅっ

徳
と く

」といい， 書道をやることによって人生が豊
ゆ た

かになると思いま

す。 

どうぞ書道に親
し た

しんでいただきたいと思います。 
※書道十徳  

・心を豊
ゆた

かにし，人格
じんかく

を陶冶
と う や

する。 

・主役
しゅやく

・脇役
わきやく

・湧
わ

かせ役
やく

，ハレの場面
ば め ん

を引き立てる。 

・能筆
のうひつ

は一生の宝
たから

，教養度
き ょ う よ う ど

のものさしとなる。 

・実用性
じつようせい

と芸術性
げいじゅつせい

，その特性
とくせい

・魅力
みりょく

は不易
ふ え き

である。 

・脳
のう

を鍛
きた

え，創作
そ う さ く

の楽しみ，夢
ゆめ

とロマンが広がる。 

 

・礼儀
れ い ぎ

作法
さ ほ う

を尊
とうと

び，精神力
せいしんりょく

を涵養
かんよう

する。 

・歴史
れ き し

や文化への造詣
ぞうけい

が深まる。 

・嗜
たしな

むほどに奥深
おくぶか

く，生涯
しょうがい

の友となる。 

・道を 志
こころざ

すに年齢
ねんれい

なし，経験
けいけん

は書の力となる。 

・技
わざ

は人を凛
りん

とさせ，芸
げい

は身を助ける。 

 

 



大友さんは趣味
し ゅ み

で 50年以上
いじょう

コーラスを楽
たの

しんできました。 

中学を卒業
そつぎ ょ う

して筆職人
し ょ く に ん

になったのですが，勉強
べ ん き ょ う

をしたいという気持
も

ちを

消すことができませんでした。住
す

まいも仕事
し ご と

も同じ場所
ば し ょ

で，朝から晩
ば ん

まで

年上
と し う え

の職人
し ょ く に ん

さんたちといたくなかったこともありました。そんな私
わたし

を心配
し ん ぱ い

し

て，姉
あ ね

が合唱団
が っ し ょ う だ ん

に誘
さ そ

ってくれたのです。  

「コーラスの魅力
み り ょ く

はなんですか?」と尋
た ず

ねると，「歌
う た

うっていうことのすばら

しさ」「人の和
わ

」でしょうかねえ。大友さんは笑顔
え が お

で答えてくださいました。 

混声
こ ん せ い

合唱団
が っ し ょ う だ ん

「クール・リュミエール」は伝統
で ん と う

と実力
じ つ り ょ く

を兼
か

ね備
そ な

えた合唱団
が っ し ょ う だ ん

。ウイーンなど

海外
か い が い

公演
こ う え ん

も行っています。 

 大友さんは長
な が

らく団長
だ んち ょ う

も務
つ と

めていらっしゃ

いました。 

 

 
 

混声合唱団「クール・リュミエール」ホームページより 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



協力していただいたみなさん 

大友毛筆 大友博興さん 

西川玉林堂 

仙台市若林区文化センター 

仙台市若林区文化センター  小野寺利恵さん 

仙台市若林区文化センター  佐藤 陽子さん 

 

 

資料提供 

仙台市若林区文化センター 

 

 

参考にした資料 

仙台御筆 家伝の手仕事 大友毛筆 四代 大友博興(笹氣出版) 

「みんなで知ろう 若林区伝統の技」その五 筆匠 大友博興『仙台御筆』(若林区文化センター) 

 

仙台旧城下町に所在する民俗文化財調査報告書④仙台釣竿・仙台御筆(仙台市教育委員会) 

仙台市史 近世Ⅰ・特別編 3美術工芸(仙台市) 

せんだい職人づくし(仙台市歴史民俗資料館) 

復刻版 仙台城下絵図(延宝・天和年間)(仙台市歴史民俗資料館) 

仙台市歴史民俗資料館常設展示図録(仙台市歴史民俗資料館) 

仙台市若林区ホームページ「ここに技あり江戸時代の職人さん・明治以降の職人仕事」 

仙台・宮城の手しごとたち 手とテとてとホームページ 「仙台御筆」 

宮城県ホームページ「宮城の伝統工芸品」 

広島県熊野町筆の里工房ホームページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「仙台御筆」は, 小学生の書写や総合, 社会の学習のためにと考え作成いたしました。 

  仙台市若林区文化センターのご厚意でたくさんの資料を提供していただきました。また, 大

友博興さんにはたくさんのことを教えていただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。 

 お気付きの点などありましたらご連絡いただけたら幸いです。 

仙台御筆 筆職人 大友博興 

  令和 4年 1月 11日 

仙台市立南材木町小学校 

  

〒984-0805 仙台市若林区南材木町 84番地 

TEL.022-222-6847     FAX.022-222-0671 

http://www.sendai-c.ed.jp/~nanzai/         

E-mail  nanzai@sendai-c.ed.jp 
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