
7 飛翔 2014年10月号

　　
仙
台
御
筆

　

仙
台
市
内
で
現
在
も
生
産
さ
れ
る
工
芸
品
に
は
、

仙
台
藩
士
の
内
職
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
も
の
や
、
伊

達
政
宗
が
振
興
し
た
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。「
み
や
ぎ
伝
統
的
工
芸
品
」
に
指
定
さ
れ
て
い

る
仙
台
御お
ふ
で筆

も
そ
の
一
つ
で
す
。
指
定
名
に
は
筆
に

「
御
」
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
記
録

に
も
「
御
筆
」
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
は
藩
の
御
用
に
関
わ
る
高
級
品
の
み
の
こ

と
で
す
。
仙
台
藩
で
は
、
藩
の
所
有
す
る
も
の
や

藩
主
に
献
上
す
る
物
品
に
「
御
」
を
付
け
て
呼
ん

で
い
ま
し
た
。
現
在
生
産
さ
れ
る
上
質
な
工
芸
品
と

し
て
の
指
定
名
を
「
仙
台
御
筆
」
と
し
た
の
は
そ

ん
な
由
来
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
「
み
や
ぎ
伝
統
的
工
芸
品
」
の
指
定
条
件
に
は
、

五
〇
年
以
上
長
く
継
続
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
い
う
要
項
が
あ
り
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
技
術

を
継
承
し
て
い
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
る
の
で
す
。

　

藩
政
時
代
初
期
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
を
振
興

し
た
こ
と
で
有
名
な
伊
達
政
宗
で
す
が
、
毛
筆
製

作
の
技
術
を
導
入
し
た
の
も
や
は
り
政
宗
だ
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
豊
臣
秀
頼
の
右ゆ
う
ひ
つ筆
で
、
後
に
政

宗
に
仕
え
た
和わ

く

ぜ
久
是
安あ
ん

の
紹
介
に
よ
り
、
優
秀
な

筆
職
人
、
小こ
む
ら村
又ま
た
べ
え

兵
衛
を
大
坂
か
ら
招
き
、
藩
の

御
用
筆
を
作
ら
せ
ま
し
た
。
そ
の
小
村
家
は
、
多

く
の
弟
子
を
育
て
、
藩
の
職
人
で
あ
り
な
が
ら
、
一

般
に
も
販
売
し
た
こ
と
が
、大
正
六
年
（
一
九
一
七
）

の
『
藩
祖
以
来
仙
台
物
産
誌
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

五
色
筆

　

時
代
は
変
わ
っ
て
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）、
明

治
天
皇
が
仙
台
に
行
幸
し
た
際
に
は
、
一
三
代
小

村
長ち
ょ
う
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎
が
「
五ご
し
き
ふ
で

色
筆
」
を
天
覧
に
供
し
、
明
治

四
〇
年
に
伏
見
宮
貞さ
だ
な
る愛

親
王
か
ら
五
〇
箱
も
の
買

い
上
げ
を
受
け
る
と
、「
五
色
筆
」
の
名
前
と
と
も

に
、
仙
台
筆
の
品
質
の
高
さ
は
全
国
的
に
有
名
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
そ
の
「
五
色
筆
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
三
代
長
三
郎
が
製
作

し
た
の
は
、
五
代
儀ぎ
ざ
え
も
ん

左
衛
門
が
仙
台
藩
領
内
の
名

所
な
ど
に
取
材
し
て
作
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
る
「
名
取
川
の
蓼た
で

」「
宮
城
野
の
萩は
ぎ

」「
末す
え

の
松ま
つ
や
ま
み
ど
り
ま
つ

山
緑
松
」「
実さ
ね
か
た
ち
ゅ
う
じ
ょ
う
か
た
は

方
中
将
片
葉
の
薄す
す
き

」「
野の

だ田
の

玉た
ま
が
わ
さ
ん
か
く
あ
し

川
三
角
葭
」
を
そ
れ
ぞ
れ
筆ふ
で
じ
く軸

と
し
て
利
用
し

た
、
雅が
し
ゅ趣

に
富
む
も
の
で
し
た
。
た
だ
し
、
江
戸

時
代
に
仙
台
筆
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、

「
宮
城
野
萩
軸
」「
末
松
山
緑
軸
」
の
み
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
何
度
か
登
場
し
て
い
る
文

政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
の
『
仙
せ
ん
だ
い
り
ょ
う
こ
う
め
い
く
ら
べ

台
領
高
名
競
』
で
も
、

「
日
本
か
く
れ
な
き
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
こ

の
二
つ
の
み
で
し
た
。

そ
の
後
の
仙
台
筆

　

小
村
家
以
外
に
も
仙
台
筆
の
製
法
を
受
け
継
ぐ

家
が
あ
り
、
仙
台
の
毛
筆
生
産
量
は
大
正
四
年
に

は
三
三
六
、九
五
〇
本
を
数
え
、
大
正
六
年
に
は
製

造
戸
数
一
二
二
戸
、
従
業
者
三
三
〇
人
余
だ
っ
た
と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
仙
台
は

産
地
と
し
て
継
続
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。「
五
色
筆
」

の
製
造
も
大
正
こ
ろ
ま
で
。
現
在
、
伝
統
的
工
芸

品
と
し
て
製
造
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
五
色
筆
」
の

う
ち
萩
軸
の
も
の
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

仙
台
筆
の
製
作
は
、
非
常
に
手
間
と
時
間
が
か

か
り
、
品
質
は
高
く
て
も
大
量
生
産
が
難
し
か
っ

た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
全
国

的
に
有
名
な
熊
野
筆
は
、
毛
先
を
ま
っ
す
ぐ
に
揃

え
る
た
め
火
の
し
（
ア
イ
ロ
ン
）
を
使
用
す
る
そ
う

で
す
が
、
仙
台
筆
は
同
じ
こ
と
を
す
る
た
め
に
、
毛

を
煮
て
熱
い
う
ち
に
ク
シ
を
通
し
、
同
時
に
悪
毛
を

取
り
除
く
そ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
筆
需
要
の
減
少

も
理
由
の
一
つ
で
し
ょ
う
。
大
正
の
半
ば
に
は
小
学

校
の
筆
記
具
が
毛
筆
か
ら
鉛
筆
へ
と
切
り
替
え
ら

れ
る
な
ど
、
日
常
の
筆
記
具
は
ペ
ン
や
鉛
筆
が
一
般

的
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
実
は
、
こ
の
仙
台
筆
と

鉛
筆
に
は
不
思
議
な
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
す
が

…
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
。

　

自
然
の
素
材
を
利
用
し
て
い
る
五
色
筆
の
軸
は

節
や
曲
が
り
が
あ
っ
て
使
い
に
く
そ
う
に
も
見
え

ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
五
色
筆
を

愛
用
の
方
の
お

話
で
は
、
曲
が

り
が
手
に
馴
染

む
し
、
な
ん
と

い
っ
て
も
穂
先

が
と
て
も
使
い

や
す
い
の
だ
と

か
。
使
え
ば
わ

か
る
伝
統
の
技

術
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
残

し
て
ほ
し
い
逸

品
で
す
。
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念
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蔵【
後
期
展
示
】

開館時間：午前９時～午後4時45分（最終入館午後4時15分）　
会期中の休館日：月曜日（10月13日、11月3日は開館）、11月4日（火）

一般：900円　大学・高校生：500円　
小・中学生：200円

■主催：仙台市博物館、文化庁　■共催：河北新報社、ＮＨＫ仙台放送局　
■後援：毎日新聞仙台支局、読売新聞東北総局、産経新聞社東北総局、日本経済新聞社仙台支局、仙台リビング新聞社、
　　　　ＴＢＣ東北放送、仙台放送、ミヤギテレビ、ＫＨＢ東日本放送、エフエム仙台、ラジオ３ＦＭ76.2

――杜の都の博物館が、この秋、展示室も樹木でうめつくされます。
長谷川等伯筆「松林図屛風」（前期）・円山応挙筆「雪松図屛風」（後期）の２件の国宝も出展！

観 覧 料

平成26年９月26日（金）～11月９日（日）【期間中展示替えあり】 前期：９月26日（金）～10月19日（日）　後期：10月21日（火）～11月９日（日）

しょうりんずびょうぶ ゆきまつずびょうぶ
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台
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第 7 回

昭和60年（1985）、みやぎ伝統的工芸品に指定された時に復
刻された「五色筆」。穂の根元は五色に染められている。筆軸は
上から蓼・萩・松・薄・葭を使ったもの。


