
文
房
四
宝
を
知
ろ
ぶ
ノ

筆
、
墨
、
硯
、
紙
は
文
房
四
宝
と
呼
ば
れ
、

書
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
特
に
大
切
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

用
具
・
用
材
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
、

日
々
の
臨
書
と
創
作
の
成
果
も
高
ま
り
ま
す
。

「
文
房
四
宝
の
な
か
で
最
も
歌
視
す
る

の
が
筆
。
武
士
に
と
っ
て
の
刀
の
よ
う

な
も
の
」
と
柿
沼
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

筆
は
穂
の
長
さ
や
太
さ
、
使
用
さ
れ
る

毛
（
主
に
獣
毛
）
の
種
類
な
ど
に
よ
り

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
粳
一
き
ｆ
は
、
浬
く
文

字
の
線
質
や
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
筆
を

他
の
長
さ
と
各
部
の
名
称

長
鋒

中
鋒

短
鋒

筆
管

　
一

●㎜W
馳四

　　一

一腰

穂
（
鋒
）

～腹

の
ど

　
一

剛毛

･一一

･　　　ご

t.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-一一

　　　　　　　　　　　　　　　　,|.Iか｡･,一一

使
い
分
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
初
心
者
が
最
初
に
持
つ
の
で
あ
れ
ば

中
鋒
兼
毛
の
も
の
が
扱
い
や
す
い
で

し
ょ
う
。
広
島
県
の
熊
野
筆
や
奈
良
県

の
奈
良
筆
は
国
産
品
と
し
て
広
く
知
ら

れ
て
お
り
、
日
本
製
の
筆
を
和
筆
、
中

岡
装
の
も
の
を
唐
筆
と
呼
び
ま
す
。

穂
先

　
一

筆の呼び方は穂の直径と長さに対する比率によって変

わる。写真上の穂はいずれも羊と馬の兼毛。右の筆を

長齢兼毛と呼ぶ。筆管に号数〔筆管の直径の規格〕が

印字されているものがあり、半紙に1･ヽ-2文字程度の

文字を書くのであれば3号のものが、4－6文字ならば

4号のものが適している。

｜

-rrsg1/

柔毛

Ｓ,--
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毛の性質

毛の性貿により、書く文字の

鐘貿は変わる。上はイタチ、

下は山羊の毛を使った筆。

柿沼さんが大作に

使用する19遠視

の超大筆。着脱式

になっており、長

い穂を19本運ね

る。柄も組み立て

て使う。墨を付け

ていない状態でも

約40kgの重量が

ある。

柿沼康ニの

つ　ぶ　や　き

「用具・用材への費用を惜しむことは、書の上達

を僧しむことだ」と教えてくれたのは書家の父・

柿沼翠流でした。皆さんにもできる限り良品を選

んでほしいと思います。良品ならば、ヤル気も出

る１途中で投げ出さなくなる！



　
和
墨
（
日
本
製
）
と
唐
墨
（
中
国
製
）

が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
原
料
と
な

　
ト
ー
ー
　
　
一
－
ｊ
Ｊ

　
’
ｒ
Ｉ
Ｊ
ｒ
ｊ

る
煤
に
膠
や
香
料
を
混
ぜ
て
練
り
固
め

た
も
の
が
一
般
的
で
す
。
書
き
た
い
線

の
色
合
い
に
よ
っ
て
、
和
墨
と
唐
墨
を

使
い
分
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
液
体
タ
イ
プ
の
墨
汁
な
ど
も
あ
り
ま

す
が
、
柿
沼
さ
ん
は
固
形
の
も
の
を
手

で
す
る
昔
な
が
ら
の
手
法
を
お
勤
め
し

て
い
ま
す
。

使用サイズ

(裁断サイス｀)による

紙の規格と呼称

※半紙は約35×25CI。　全紙

約68cm

　　　聯落心
約51cm

ぺ回け
約
１
３
６
ｍ

4晦
唐墨には装飾の施されたものが

多数ある。観賞用にコレクショ

ンする人もいるほどだ。

端渓硯。

　
墨
を
す
っ
た
り
、
毛
先
を
整

え
た
り
す
る
面
を
墨
堂
（
陸
）

　
　
　
　
　
　
　
け
ん
め
ん
　
　
ほ
う
ぼ
ー

と
い
い
ま
す
。
硯
面
に
は
鋒
諾

と
い
う
細
か
な
凹
凸
が
あ
り
、

石
質
が
密
で
墨
が
よ
く
伸
び
る
も
の
が

良
硯
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
と
う
け
ん

　
唐
硯

ｔ
？
’
□
ん

州
硯
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
け
い
け
ｊ
　
ｒ
４
ｒ

　
（
中
国
製
）
で
は
端
渓
硯
や
畝

比
較
的
に
安
価
な
羅
綾
硯
な
ど

が
有
名
で
す
が
、

和
硯

（
日
本
製
）

で

は
山
口
県
の
赤
間
硯
や
山
梨
県
の
雨
畑

硯
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
創
作
用
に
は
手
す
き
の
紙
が
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
も
の
で
す
。
唐
紙
（
本
画
仙

な
ど
）
と
和
紙
（
和
画
仙
な
ど
）
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
料
や
製
法
が
異
な

り
ま
す
。
に
じ
み
の
出
や
す
さ
や
か
す
れ

や
す
さ
な
ど
は
銘
柄
に
よ
っ
て
異
な
り
、

本
格
的
に
創
作
に
力
を
入
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
自
分
の
表
現
に
合
う
紙
を
見
つ
け
る

こ
と
も
重
要
で
す
。
使
う
紙
の
規
格
（
大

き
さ
）
に
よ
っ
て
呼
称
が
変
わ
る
こ
と
も

知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
練
習
用
と
し
て
は
機
械
で
す
い
た
紙
で

も
十
分
で
し
ょ
う
。

柿沼さん愛用の過称・緑端渓。硯面を指でなぞると部分的

に貿感が達うのがわかる。「手で暴をすると、墨の粒子の

大きさが変わっていい墨色が出ます。墨をすっているとき

のすり心地の皇さが、臨書にも良い影響を与えてくれま

す」（柿沼さん）。
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水
入
れ

固
形
墨
を
す
る
の
に
使
う
。

筆
置
き

硯
の
外
側
に
置
い
て
も
い
い
。

書
く
準
備

文
房
四
宝
と
と
も
に
、

必
要
な
用
具
・
用
材
を
そ
ろ
え
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
に
登
場
す
る
も
の
は
一
例
で
す
が
、

良
い
筆
、
良
い
道
具
で
あ
る
ほ
ど
、

占
き
た
い
気
持
ち
が
高
ま
る
は
ず
で
す
。

文
鎮

こ
こ
で
は
２
つ
セ
ッ
ト
の
も
の
を

用
意
し
た
。
紙
と
文
字
の
位
置
に
、
よ
り

気
を
配
り
な
が
ら
書
く
こ
と
が
で
き
る
。

a jl

●

溜観

場

ド
筆中

鋒
兼
毛
の
も
の
。

１
紙

練
習
用
の
も
の
。

ド
敷
き

半
紙
を
置
く
た
め
の
も
の
。

厚
さ
は
２
～
３
皿
ほ
ど
。

お
手
本

で
き
る
だ
け
近
く
に
置
き
、

す
ぐ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。
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３ある程度すって写真のよ

うな粘りが出たら、少量の水

を加えて再びする。すった墨

は徐々に墨池へと押し流す。

途中で墨池の墨と混ぜるよう

にしながら必要量になるまで

繰り返し行う。

４十分にすれたら、墨堂の

上の墨を丁寧に墨池へ押し流

し、できるだけ墨が残らない

ようにする。

すり終わった

直後のケア

握面に薄く残った晶は内部の膠が

短時間で凝固しやすくなる。ふと

した拍子に、この固まりを動かす

と硯面をはがしてしまうことがあ

る。数時間書き続けるときは、す

り終わりに濯れた布などで墨堂を

拭き取っておくとよい。使用後の

晶もひび割れ防止のために、すり

ロに付いている墨を拭き取る。

初めて使う硯は
墨をする前に
硯用の砥石で研ぐ

１少量の水を墨堂にたらす。

２軽く押す程度の力で、だ円

を描くようにしてする。使い始

めの墨は少し寝かせて角からす

るとすりやすい。

墨堂に少量の水をたらして、砥石

の平らな面で円を描くように研

ぐ。軽く押す程度の力で行う。砥

石の泥が水に温ざってきたら、新

たに水を加えて硯面全体（‐池も

含む）を研ぐ。研ぎ終えたら、水

洗いして乾かす。量がすりにくい

と感じたら、そのつど行おう。

　C　　　　　　　　し

,

1｝

2り　　　　　　　　　　　　　　　　

¥

用の砥石，

書
く
こ
と
は
心
静
か
に

墨
を
す
る
こ
と
か
ら

　
硯
で
す
っ
た
畢
は
、
粒
子
が
一
定
で

は
な
い
た
め
、
紙
へ
の
浸
透
も
画
一
的

で
は
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
が
「
よ
り
立
体
的
な
。
書
線
・
を
書

く
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
」
と
柿
沼

さ
ん
は
語
り
ま
す
。
ゆ
え
に
千
ず
り
は

欠
か
せ
な
い
の
で
す
。

　
し
か
し
趣
味
の
練
習
の
際
は
、
十
分

に
墨
を
す
る
時
間
が
と
れ
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
は
必
要

な
量
を
す
べ
て
す
ら
ず
に
、
少
量
の
墨

汁
を
混
ぜ
て
使
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

墨
が
濃
い
と
感
じ
た
ら
、
水
を
加
え
て

調
整
し
て
く
だ
さ
い
。

　
使
用
後
の
混
は
、
十
分
に
水
で
洗
い
、

乾
か
し
ま
す
。
時
折
、
混
用
の
砥
石
で

研
ぎ
ま
し
ょ
う
。

Ｔ

｜

Ｔ



筆
の
持
ち
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
・
」
・
っ
　
　
そ
う

筆
の
持
ち
方
に
は
主
に
単
鈎
法
と
双

鈎
法
と
が
あ
り
ま
す
。
単
鈎
法
は
筆
の

軸
に
人
さ
し
指
を
か
け
る
持
ち
方
で
、

双
鈎
法
は
人
さ
し
指
と
中
指
を
か
け
る

持
ち
方
。
ど
ち
ら
で
持
っ
て
も
い
い
で

す
が
、
「
よ
り
繊
細
な
筆
運
び
が
可
能
」

と
い
う
考
え
か
ら
、
柿
沼
さ
ん
は
単
鈎

法
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

単鈎法(正面)双鈎法(正面)

単鈎法(側面)
手のひらは卵１個分が入

るくらいゆったりとあけ

る。このゆったりとした

持ち方がポイント。柔軟

な筆運びが可能になる。
Ｆ

｜

固め筆のおろし方

／
・
づ
・
Ｉ
Ｉ

穂にのりのついた固め筆の場合は先端か

ら人さし指と親指で挟むようにしてほぐ

す。穂の腹の部分まで十分にほぐそう。

一
１

・
・
”
’

､旬



懸腕法(側面)

腕を机から浮かせて書く方法。半紙に

１～２文字入る程度の大きさの字を書

くならば懸腕法が適している。

提腕法(側面)

懸腕法(正面)

正座したときの基本姿勢。背

筋は伸ばす。机の高さは、机

の上面とへそのあたりが水平

であることが理想。

安定した座り方

ｋ

り
ま
す
。
大
き
な
文
字
を
書
く
と
き
に

は
懸
腕
法
が
適
し
て
い
ま
す
が
、
こ
ち

ら
も
書
き
や
す
い
方
法
を
と
り
ま
し
ょ

う
。
柿
沼
さ
ん
は
、
枕
腕
法
の
よ
う
に

左
手
で
紙
を
押
さ
え
、
右
腕
を
左
手
か

ら
わ
ず
か
に
浮
か
せ
て
書
き
ま
す
。

紹
介
し
て
い
ま
す
。

け
ん
わ
ん
　
　
て
い
わ
ん

懸
腕
法
、
提
腕
法
、

腕
の
構
え
方
に
は

枕
腕
法
な
ど
が
あ

腕
の
構
え
方
と
姿
勢

　
座
り
方
は
、
長
時
間
書
く
に
あ
た
り
、

書
き
や
す
い
方
法
を
と
り
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
正
座
で
書
く
場
合
の
姿
勢
を

犀手のタオjﾚを支めて、脚

の間に挟んで慶を下ろす

と、安定感が増す。正座の

疲tl防止になり、集中力も

アップする。

｜

Ｆ二万･｛〃

机に腕をつけ、手首を上げて審く方

法。小筆で小さな字を書くのに遺して

いる。

枕腕法(側面)

筆を持っていない方の手を枕のように

して言く方法。
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