
　
文
字
の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
書
く
人
の
心
ま
で
も
表
現
で
き
る
筆
。
最
近
で
は
筆

を
使
う
こ
と
も
少
な
く
な
り
、
書
道
は
子
ど
も
の
頃
以
来
し
て
い
な
い
と
い
う
方
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
豊
橋
は
全
国
で
も
有
数
の
筆
の
生
産
地
。
高
級

筆
で
は
全
国
７
割
の
シ
ェ
ア
を
誇
り
、「
豊
橋
筆
」
の
名
で
多
く
の
書
道
家
に
愛
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
今
回
の
特
集
で
は
、
豊
橋
筆
の
歴
史
や
技
術
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
職
人
た
ち
の
想

い
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。き
っ
と
、あ
な
た
も
筆
を
手
に
取
っ
て
み
た
く
な
り
ま
す
よ
。

問
合
せ　

商
工
業
振
興
課

　
　
（
☎
51
・
２
４
２
５
）

特
集
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歴
史
あ
る
筆
物
語

京
都
の
匠
か
ら
伝
わ
っ
た
技
術　

　
豊
橋
筆
の
起
源
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
化
元
年

（
１
８
０
４
年
）
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
京
都
の
筆
師
・

鈴
木
甚
左
衛
門
が
、
吉
田
藩
（
豊
橋
）
学
問
所
の
た
め

に
筆
を
作
る
御
用
筆ひ
っ
し
ょ
う匠
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
毛
筆
を
製

造
し
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
に
な

る
と
、
吉
田
藩
の
財
政
が
苦
し
く
な
り
、
節
約
と
減
俸

に
悩
ん
だ
藩
士
た
ち
が
人
目
に
触
れ
ず
に
で
き
る
内
職

と
し
て
、
こ
の
地
域
で
手
に
入
り
や
す
か
っ
た
タ
ヌ
キ

や
イ
タ
チ
な
ど
の
獣
毛
を
使
っ
て
筆
作
り
に
励
む
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
筆
作
り
が
下
級
武
士
の

副
業
と
し
て
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

豊
橋
筆
の
功
労
者

芳
賀
次
郎
吉
と
佐
野
重
作

　
明
治
に
入
り
教
育
が
普
及
す
る
と
、
毛
筆
の
需
要

が
高
ま
り
ま
す
。
筆
作
り
を
専
業
と
し
て
始
め
た
芳

賀
次
郎
吉
が
、
従
来
の
芯
巻
筆
（
穂
の
根
元
に
紙
を

巻
き
、
獣
毛
を
植
え
る
筆
）
か
ら
現
在
の
水
筆
（
芯

を
入
れ
ず
、
獣
毛
を
糊
で
固
め
た
筆
）
へ
改
良
し
、

さ
ら
に
、
そ
の
弟
子
の
佐
野
重
作
が
研
究
を
重
ね
ま

し
た
。
や
が
て
、
重
作
は
独
立
し
て
多
く
の
弟
子
を

養
成
し
、
技
術
を
向
上
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
東
京

方
面
へ
と
販
路
を
拓
き
、
豊
橋
筆
隆
盛
の
基
礎
を
築

い
て
い
き
ま
す
。

豊
橋
か
ら
東
京
、
そ
し
て
全
国
へ

　　
豊
橋
が
東
海
道
五
十
三
次
の
宿
場
「
吉
田
宿
」
と

し
て
栄
え
て
い
た
頃
、
重
作
は
販
路
の
開
拓
を
積
極

的
に
行
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
安
価
で
品
質
の
良
い

豊
橋
筆
が
認
め
ら
れ
、
多
く
の
注
文
が
入
る
よ
う
に

な
り
、
豊
橋
筆
は
有
名
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
全
国
の
書
道
家
や
画
家
に
広
く
愛
用
さ
れ
、

需
要
が
高
ま
り
、
明
治
後
期
に
は
約
１
２
０
人
に
ま

で
筆
職
人
が
増
え
る
ほ
ど
、
筆
作
り
は
大
い
に
栄
え

ま
し
た
。

伝
統
工
芸
品
と
し
て
発
展

守
り
続
け
る
技
法

　
昭
和
51
年
に
は
脈
々
と
受
け
継
い
だ
歴
史
と
品
質

が
高
く
評
価
さ
れ
、
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
指
定
を

受
け
ま
し
た
。現
在
、全
国
２
位
の
生
産
本
数
を
誇
り
、

特
に
高
級
品
の
分
野
で
は
生
産
数
量
・
金
額
と
も
に

７
割
を
豊
橋
が
占
め
る
ほ
ど
で
す
。
今
日
も
、
豊
橋

筆
の
伝
統
工
芸
士
（
※
）
と
し
て
認
定
さ
れ
た
12
人

を
始
め
と
す
る
職
人
た
ち
が
そ
の
技
法
を
守
り
続
け

て
い
ま
す
。

（
※
）
伝
統
工
芸
の
技
術
や
技
法
を
保
持
す
る
人
を
認

　
　
定
す
る
国
家
資
格
。
12
年
以
上
の
実
務
経
験
が

　
　
あ
る
上
で
、
知
識
・
技
術
・
面
接
試
験
に
合
格

　
　
し
た
者
が
認
定
さ
れ
る

重作が製作したとされる筆。竹に
漆が塗られた持ち手になっている

学校の書道で使う筆から、身長ほどの
大きさの筆までサイズはさまざま

ヤギやウマ、イタチのほか、クジャ
クの羽なども穂に使われる
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こ
だ
わ
り
の
手
仕
事

は
さ
み
、
金
櫛
な
ど
、
シ

ン
プ
ル
な
道
具
を
い
く
つ

も
使
い
分
け
る
。
穂
先
の

寸
法
を
決
め
る「
分ぶ
い
た板
」は
、

一
本
の
穂
に
約
20
種
が
使

わ
れ
る
。

筆専用のアイロンをあてて、くせを取った毛に、籾
もみがら
殻

を焼いて作った灰をまぶし、鹿皮を巻いて両手で強く
揉み上げる。この作業で毛の脂を取り除き、墨の含み
を良くする。

一、毛もみ

種類や長さの違う毛を組み合わせ、広げては折りたた
む作業を何度も繰り返しながら、むらがないように混
ぜ合わせる。豊橋筆独特の工程で、高い品質を保つ秘
訣の一つ。

二、練り混ぜ

豊
橋
筆
が
で
き
る
ま
で

悪い毛を取り除く「さらい」は全工程を
通じて何度も行う。その素早い手さばき
にはカメラが追いつけないほど

穂先を円錐形にするため、何
通りもの長さの毛を用意する

山
羊
毛
は
墨
含
み
が
良

い
、
馬
毛
は
光
沢
・
粘
り

が
あ
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

の
原
毛
の
特
徴
を
理
解

し
、
使
い
こ
な
す
こ
と
で
、

最
高
の
書
き
味
を
生
み
出

す
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
伝
統
工
芸
を
支
え
る
道
具

一
、
原
毛
の
特
徴
を
理
解
す
る

書
き
手
の
要
望
に
応
じ
て

作
る
豊
橋
筆
。
職
人
そ
れ

ぞ
れ
の
想
い
は
込
め
て
も

個
性
は
抑
え
、
常
に
同
じ

形
・
質
感
を
保
つ
努
力
を

欠
か
さ
な
い
。
そ
の
た
め

に
、
自
ら
書
き
味
を
試
す

こ
と
も
あ
る
。

一
、
時
を
経
て
も
同
じ
書
き
味
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豊
橋
筆
が
こ
の
地
で
栄
え
た
の
は
、
豊
橋
の
人
が

「
勤
勉
で
我
慢
強
い
」
と
い
う
職
人
気
質
だ
っ
た
こ

と
も
理
由
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
職
人
た
ち
の
受

け
継
い
だ
仕
事
の
質
の
良
さ
が
、
品
質
の
良
さ
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
豊
橋
筆
が
高
級
筆
と

い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
戦
時
中
の
徴
兵
や
空
襲
被
害
で
衰
退
し
、
今
で
は

豊
橋
で
筆
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
方

も
い
ま
す
。
知
名
度
を
上
げ
て
い
く
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
、
私
た
ち
職
人
は
若
手
に
受
け
継
ぎ
な
が

ら
技
術
を
磨
き
続
け
、
経
験
を
積
み
、
素
材
を
見
極

め
る
目
を
保
つ
こ
と
が
大
事
で
す
。
昔
ほ
ど
質
の
良

い
原
料
が
入
っ
て
こ
な
い
分
、
研
究
を
重
ね
、
職
人

の
気
分
で
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
品
質
を
保
つ
努
力
が

欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　
豊
橋
筆
を
買
い
に
来
た
方
に
は
、「
ど
ん
な
書
を

書
き
た
い
の
か
」「
ど
ん
な
目
的
・
想
い
が
あ
っ
て

書
く
の
か
」
な
ど
を
聞
い
て
か
ら
、
要
望
に
合
う
筆

を
勧
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
書
き
手
に
、
そ
し

て
筆
作
り
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
が
伝
統
工
芸
士

と
し
て
の
使
命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

豊橋筆振興協同組合  伝統工芸士 
杉浦 美充さん

真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
が

職
人
の
使
命

　
豊
橋
筆
（
太
筆
）
が
で
き
る
ま
で
に
か
か
る
日
数
は
、
約
10
日
。

製
作
工
程
は
全
部
で
36
工
程
あ
り
、
一
人
の
職
人
が
全
工
程
を
責
任

を
持
っ
て
担
当
し
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
大
き
く
４
つ
に
分
け
て
製
作
工
程
を
紹
介
し
ま
す
。上毛と呼ばれる「化粧毛」を金櫛ですき上げ、薄く引

き延ばして芯に巻き付ける。化粧毛には白色や茶色の
山羊毛や馬の胴毛を主に使い、見栄えを良くする。

穂の根元に麻糸を食い込ませ、尻の部分をコテで焼き、
歯で糸を噛みながらグッと締めて毛を一つにまとめ
る。毛を焼く匂いと煙が部屋中に立ちこめる。

四、尾締め

三、上毛がけ
左が上毛を巻く前、右が巻いた後の穂。
わずか 1 ㎜程度の上毛を均一に巻く繊細
な作業に職人技が光る

麻糸でつながった穂。櫛を通
すと穂先がふんわりと広がる
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—
  

な
ぜ
、
職
人
の
道
を
選
ん
だ
の
か

浜
千
代　
中
学
校
卒
業
と
同
時
に
こ
の

道
に
飛
び
込
み
ま
し
た
。
幼
い
頃
か
ら

も
の
づ
く
り
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
し
、
小
学
校
の
教
科
書
で
見
た

豊
橋
筆
は
特
に
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。
中

学
生
の
時
の
職
場
体
験
で
、
な
ん
と
な

く
や
り
た
い
気
持
ち
か
ら
強
い
決
意
に

変
わ
り
、
１
年
で
も
早
く
技
術
を
習
得

し
よ
う
と
、
こ
の
世
界
に
進
み
ま
し
た
。

中
西　
私
も
小
さ
い
頃
か
ら
図
工
や
日

曜
大
工
が
好
き
で
、
何
か
技
術
を
身
に

着
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
あ
り

ま
し
た
。
大
学
時
代
、
京
都
で
伝
統
工

芸
の
勉
強
を
し
た
後
、
地
元
に
戻
っ
て

職
人
に
な
り
た
い
と
思
い
、
21
歳
の
時

辿
り
着
い
た
の
が
豊
橋
筆
で
す
。し
か
し
、

何
軒
も
回
っ
て
も
弟
子
入
り
は
難
し
く

断
ら
れ
続
け
る
毎
日
。
職
人
の
世
界
は

女
性
や
、
若
手
を
受
け
入
れ
る
体
制
作

り
に
課
題
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
し
た

が
、
直
に
痛
感
し
ま
し
た
。
今
の
師
匠

に
出
会
え
て
感
謝
し
て
い
ま
す
。

—
  

筆
作
り
の
魅
力
と
は

中
西　
使
い
手
が
求
め
る
も
の
を
作
れ

書
道
と
い
う
と
堅
苦
し
く
思
わ
れ
が
ち

で
す
が
、
も
っ
と
気
軽
に
筆
を
使
っ
て

み
て
ほ
し
い
で
す
。
気
持
ち
を
表
し
や

す
い
の
が
筆
の
い
い
と
こ
ろ
。
豊
橋
筆
＝

高
級
筆
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す

が
、す
べ
て
が
高
級
筆
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

手
頃
な
価
格
で
使
い
勝
手
が
良
い
も
の

も
あ
り
ま
す
。

中
西　
筆
は
曲
線
・
直
線
な
ど
の
強
弱
・

動
き
が
付
け
ら
れ
る
の
で
、
私
も
手

紙
の
宛
名
は
筆
で
書
く
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

浜
千
代　
綺
麗
に
上
手
く
書
こ
う
と
せ

ず
、
筆
に
親
し
み
、
筆
な
ら
で
は
の
毛

の
動
き
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
で
す
。

中
西　
そ
の
た
め
に
も
、
子
ど
も
た
ち

に
は
出
前
授
業
な
ど
で
豊
橋
筆
の
魅
力

を
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
し
、
実
際
に

筆
を
使
っ
て
も
ら
う
体
験
の
場
を
増
や

し
た
い
で
す
。
ま
た
、
時
代
に
合
わ
せ

た
発
信
方
法
や
、
後
継
者
が
入
っ
て
来

や
す
い
環
境
・
イ
メ
ー
ジ
作
り
も
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を

知
っ
て
も
ら
い
、
女
性
に
も
来
て
も
ら

え
た
ら
嬉
し
い
で
す
ね
。

る
豊
橋
筆
は
、
私
の
性
分
に
合
っ
て
い

ま
す
。
細
か
な
意
見
に
も
応
じ
や
す
い

で
す
し
、
一
人
で
全
工
程
を
行
う
の
で

責
任
感
と
や
り
が
い
が
生
ま
れ
ま
す
。

浜
千
代　
筆
職
人
は
「
自
信
が
あ
る
か

ら
買
っ
て
ほ
し
い
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

使
い
手
が
い
て
、
書
き
手
が
求
め
て
く

れ
る
か
ら
こ
そ
、
想
い
を
込
め
て
形
に

表
現
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、「
書

き
味
が
い
い
」
と
広
ま
っ
た
豊
橋
筆
が
、

今
ま
で
高
級
筆
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き

た
理
由
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
地

元
に
伝
統
的
な
技
法
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
を
誇
り
に
思
い
ま
す
。

—
  

や
り
が
い
、
辛
い
こ
と
は

浜
千
代　
「
ま
た
同
じ
も
の
を
」
と
再
度
頼

ま
れ
る
と
、
気
持
ち
を
込
め
て
作
っ
た
か

い
が
あ
り
ま
す
。

中
西　
そ
れ
は
思
い
ま
す
。
あ
る
書
家

に「
面
と
線
が
い
い
筆
だ
」と
評
価
さ
れ
、

嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
書

き
手
の
生
の
声
は
滅
多
に
聞
け
な
い
の

で
、
筆
作
り
の
参
考
に
な
り
ま
す
。

浜
千
代　
僕
ら
は
ま
だ
師
匠
に
教
え
を

請
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
見
本
を
見

な
が
ら
作
り
ま
す
。
紙
に
つ
け
た
時
の

感
覚
や
、
毛
先
の
太
さ
、
使
う
動
物
の

毛
に
よ
っ
て
変
わ
る
筆
の
違
い
を
見
分

け
る
目
を
養
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
辛

い
こ
と
は
、あ
ぐ
ら
を
か
く
こ
と
で
す
ね
。

中
西　
私
も
！
一
日
中
あ
ぐ
ら
な
の
で
、

初
め
は
腰
を
痛
め
ま
し
た
。

—
  

お
互
い
の
印
象
は

中
西　
浜
千
代
さ
ん
は
、
同
年
代
の
職

人
と
し
て
心
強
い
存
在
で
す
ね
。
私
た

ち
の
上
は
40
代
な
の
で
、
同
年
代
が
い

る
と
情
報
交
換
も
し
や
す
い
で
す
。
中

学
校
卒
業
後
す
ぐ
に
職
人
に
な
る
人
は

珍
し
い
で
す
よ
ね
。

浜
千
代　
当
時
は
後
継
者
の
こ
と
ま
で

考
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
思
え
ば
貴

重
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
女
性
の
職
人

が
少
な
い
中
、中
西
さ
ん
も
貴
重
で
す
し
、

今
後
も
女
性
の
感
覚
を
筆
作
り
に
取
り

入
れ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。筆
職
人
は
、

「
あ
の
人
よ
り
う
ま
く
作
ろ
う
」
と
い
っ

た
競
争
相
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
の

評
価
は
書
き
手
に
よ
る
も
の
。
お
互
い

が
技
を
磨
き
、
切
磋
琢
磨
で
き
る
存
在

に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

—
  

豊
橋
筆
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て

浜
千
代　
豊
橋
筆
に
限
ら
ず
、
ま
ず
筆
が

身
近
な
も
の
に
な
っ
た
ら
良
い
で
す
ね
。

若手
職人に聞く

浜千代  栄作さん（27 歳）
豊橋生まれ・豊橋育ち。
職人歴 13 年目。

中西  由季さん（28 歳）
豊橋生まれ・豊橋育ち。
職人歴 9 年目。

筆職人には40～80歳代のベテランが多い中、伝統工芸の新たな担い手として20歳代の職人が2人います。
なぜ、豊橋筆職人という生き方を選んだのか、その魅力などを伺いました。

デザイン書道
作品例
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私
が
使
う
筆
は
全
て
豊
橋
筆
で
す
。

工
房
を
回
り
、職
人
さ
ん
に
特
注
で
作
っ

て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
豊
橋
筆

の
魅
力
は
何
よ
り
質
の
良
さ
。
筆
の
穂

先
ま
で
私
の
想
い
が
届
き
、
魂
が
通
っ

て
い
る
と
実
感
で
き
ま
す
。
技
術
・
表

現
力
を
筆
が
捉
え
て
動
い
て
く
れ
ま
す
。

　
文
字
は
一
見
、
形
で
し
か
あ
り
ま
せ

ん
が
、
想
い
を
込
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
す
。
そ
の
文
字
に
余
計
な
線

が
出
な
い
の
も
豊
橋
筆
の
特
徴
で
す
。

職
人
さ
ん
が
丹
精
込
め
て
、
一
本
一
本

丁
寧
に
作
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
豊
橋
筆
で
書
く
か
す
れ
に

は
潤
い
が
あ
り
、
生
き
生
き
と
し
て
、
文

字
か
ら
美
味
し
さ
や
、
命
す
ら
感
じ
ら
れ

る
ん
で
す
。

　
豊
橋
に
住
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ

の
質
の
良
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
し
、
そ
ん
な
豊
橋
筆
を
手
に
で
き

る
こ
と
は
と
て
も
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

身
近
に
素
晴
ら
し
い
筆
が
あ
る
土
地
だ

　
イ
メ
ー
ジ
や
想
い
を
文
字
で
表
現
す
る
デ
ザ

イ
ン
書
道
。
デ
ザ
イ
ン
書
道
を
豊
橋
筆
で
書
き

続
け
る
デ
ザ
イ
ン
書
道
作
家
の
鈴
木
愛
さ
ん

に
、
豊
橋
筆
の
良
さ
な
ど
を
伺
い
ま
し
た
。

使い手に
聞く

使う筆は大小さまざま。約 130 本の筆を使い
分け表現を変えている

デザイン書道
作品例

鈴木  愛さん（デザイン書道作家）
豊橋市出身。商業的ロゴの創作を始め、
イベントでのパフォーマンスなどを行う

か
ら
こ
そ
、
ぜ
ひ
筆
を
手
に
取
っ
て

み
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
文
字
は
こ
う
で
な
い
と
ダ
メ
」
と

い
う
固
定
概
念
を
外
し
て
、
自
由
に
楽

し
く
、
気
楽
に
、
そ
し
て
心
を
解
放

し
て
文
字
を
書
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

筆
の
力
を
借
り
て
豊
橋
筆
の
良
さ
を

楽
し
む
こ
と
。
そ
れ
だ
け
で
、
筆
の

素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。

豊橋筆に触れてみよう

出前授業
豊橋筆振興協同組合では、子どもたちが筆の試し書き
や製作工程の一部を体験できる出前授業を開催してい
ます。豊橋筆作りの体験を通し、その魅力を伝え続け
る活動を続けています。

作った筆で
文字を書いてみたいなあ。

主な豊橋筆販売店
㈲村井文魁堂（☎ 52・3543）、
㈲高誠堂（☎ 52・5514）、
㈲筆匠榊原（☎ 62・0034）
ほか

見学できる製造所
㈱杉浦製筆所（☎ 61・8155）、㈲榊原毛筆（☎
61・7642）、豊橋筆嵩山工房（☎ 88・2504）

一度、のぞいてみてください。

9 広報とよはし 平成30年6月


