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昭和末期のお茶会の様子



●伊達政宗が豊臣秀吉から拝領した茶室
との伝承がある

どんな茶室か

●仙台藩の茶の湯の文化・歴史を伝える
唯一残る茶室

秀吉ゆかりの茶室

京都・伏見から
青葉城へ



２０１６年撮影



ゆかりの茶室に光をあてるっちゃGO

「山元いいっ茶組」

地元町民の会 発起人５名
岩佐大輝/庄司アイ/早坂文明/三浦寛也/清水ますみ

「大條家ゆかりの茶室の保存と活用を願う会」
在仙台の建築等の専門家・有識者 ２６名

地元で頑張る皆さんを応援します！

修復・保存・活用を求める活動開始 2016年秋



「大條家ゆかりの茶室の保存と活用を願う会」
在仙台の建築等の専門家・有識者 ２６名

設立趣意書



ゆかりの茶室に光をあてるっちゃGO
「山元いいっ茶組」

地元町民の会 発起人５名
岩佐大輝/庄司アイ/早坂文明/三浦寛也/清水ますみ

設立趣意書



□ ２０２３年春 修復・保存が決定

□ ２０２４年２月
工事開始

□ ２０２４年１１月
第一期工事終了
利用開始予定

□ ２０２３年５～９月  資金集め
（クラウドファンディング １千万円）



おおえだ

大 條

・蓑首城 城主

伊達政宗の時（１６１６年）から

・大條氏が保有していた茶室

みのくび

抱きおもだか

ふるさとおもだか館



おおえだ だて
大條 伊達

改 称

明治３年 「伊達」の姓への復帰を命じられる

サンドウイッチマン

伊達みきお

大條家の末裔



河北新報
2023年6月5日

Yahooﾆｭｰｽ
2023.5.27

朝日新聞
2023年6月6日



□初 代 仙台藩伊達家９代目の弟（伊達の分家）

□福島県の 大枝邑（今の梁川町） に領地

大枝 大条 大條

□大條８代 坂元・蓑首城に知行替え

伊達政宗の命により

・仙台藩の最重要職につく
・青葉城下に大きな屋敷
・奉行職（いわゆる家老）

おおえだむら

伊達ご一家
いっけ

室町時代初期

江戸時代初期
１６１６年



なぜ、茶室が
大條家のものになったのか？

１５代 大條道直 が 仙台藩主 から下賜された

・仙台藩１１代藩主 伊達斉義 が１３歳で早世。
跡継ぎ問題発生

・大條道直（当時３２歳）が命を賭して断る
徳川の血を入れることなく、登米伊達家から跡継ぎをたてる

理由 伊達の血筋を守った功績

・徳川幕府の家老の水野忠邦から、跡継ぎは、徳川家からを下す



ー講 談ー

「伊達の血筋を守った男 大條道直 」

河北新報２０２３年９月

村田琴之介



（１）天保３年（１８３２年） 大條道直 茶室拝領し、
仙台城下の大條家屋敷（川内）に移築・建立
＊跡継ぎ問題解決の４年後  

移築の推移

（２）明治２１年（１８８８年） 仙台市支倉町に移築
＊川内の屋敷が明治新政府に召し上げ 支倉町に土地求める

＊17代大條道徳（伊達宗亮） 茶室を川内から移築
＊大條本家の伊達家は、現在もこの地に住む

「国際センター駅」の北側
仙商跡・交流広場駐車場

（３）昭和７年（１９３２年） 坂元の蓑首城 三の丸に移築
＊茶室拝領１００年 ＊土台の石も運ぶ



大正期 支倉町の茶室

茶室

＊茶室を川内から支倉に移築

＊大條家最後の城主

＊戊辰戦争後始末の活躍で

「伊達姓」復帰を命じられる

大條17代

伊達宗亮
（大條道徳）



大條20世 故 伊達宗行様

1929年仙台生まれ。理学博士。専門は物性物理学、
特に磁性、極低温、強磁場研究で国際的に著名。
1952年東北大学理学部卒業。1955年東北大学理学
研究科物理専攻中退。大阪大学理学部教授を29年、
同学部長、日本原子力研究所の初代先端基礎研究セ
ンター長、日本物理学会会長、日本学術会議会員、
同第４部長などを歴任。現在、財団法人新世代研究
所理事長、大阪大学名誉教授。電子スピン共鳴の研
究で松永賞（1971）、超強磁場の開発で仁科記念賞
（1980）、そして日本金属学会論文賞（1985）、
藤原賞（1991）、紫綬褒章（1991）、勲二等瑞宝
章（2000）を受賞。主な著書に、『新しい物性物
理』（講談社）、『極限科学 強磁場の世界』（丸
善）、『極限の科学』（ブルーバックス）、『「理
科」で歴史を読みなおす』(ちくま新書）等がある。

・支倉町の家の茶室は、私が３歳まであった建物
・９０年もの間、山元町地元の人達に大切に保存していただいてありがたい



茶室平面図

西 東

「内山家茶室実測調査報告書」

北

南

１０畳

３畳 ４畳半



１７代大條孫三郎（伊達宗亮）の書画 雅号：伊達翠雨

茶室では、絵を描いたり歌を詠んだり
文化人が集うサロンだった



・貴重な文化財である理由

・大條家とは

・茶室は仙台藩主からの下賜 その理由

・茶室の移築の推移

・茶室の間取り と 使われ方

大條家茶室
おおえだ け



ー電子紙芝居ー

「大條家ゆかりの御茶室ものがたり」
２０２１年３月制作



山元いいっ茶組

活動報告

修復・保存の決定は、
関わった方々、それぞれの立場での

ご努力とご苦労の賜物
生涯学習課 担当者 /  教育委員会 文化財保護委員会 /  議員さん・・・etc.



（１)2017年1月31日 292,383円
・養生カバー設置

（２）2018年7月30日   71,683円
＊山元ふるさと歴史学習会と共同で
・茶室門外の掲示板設置を要望

（３）2023年5月 132,000円
（クラウドファンディングに）
・92,260円（344冊・4月末まで）
・12,000円（志賀潔本制作へのカンパ3名分）
・27,500円（徳本寺紙芝居イベントカンパ箱）
計 １31,760円 ⇒ 132,000円

3回の寄付金

（１）２０１７年１月３１日 ３７８名
茶室をどんな風に使いたいですか？
利用アイディアをお聞かせください。

（２）２０１８年６月１４日 ５７名
これからの茶室について、
ご意見・思い・提案 等々、なんでも
修復・保存への希望、意見。
利活用アイディア。役場への提言

2回の茶室アンケート実施

役場に届けました

署名

・山元町 ２１４名

・山元町近隣（宮城県内） ー亘理、丸森、名取、岩沼、仙台などー ９１名

・宮城県外 ー東京、神奈川、京都、大阪、奈良、青森、沖縄などー ７３名

総計 ３７８名





アンケート フリー記入欄紹介 これからの茶室について、ご意見・思い・提案 等々、なんでも

修復・保存への希望、意見

・早く復元を。
・文化のため、すぐに進めてもらいたい
・なるべく早く茶室を復旧してお抹茶がいただけるようお願いします。
・歴史的文化財を未来に引き渡す為、充実プランを整え、再建を望みます。
・地元の若い人も含めて、いろいろ活用策など、何でも話してみては。
・復旧して使えるものに
・寄附を集めてできるだけ残せるようにして欲しい。
・再建を期待
・早く建て直していただきたい。坂元の地域おこしにつながるように。
・「歴史ある茶室」にもどり、有効な活用方法を出し合って、復旧が早急に進みますよう。
・利活用の検討をお願いしたい。
・伊達家での大條家の歴史をもっと光をあてる事を考えていきたい。
・活用。開放。
・復旧を切望。個々人はどのような行動、取り組みをして欲しいのか（署名、寄付・・・）。
歴史勉強会、いいっ茶組の方からも情報提供して欲しい。
・多くの方々の力を借りて、この茶室の謎を解いて頂ければ。
・早く復元されて町民の皆様に披露されますことを期待
・子供達を巻き込む活動は必要。子供達に地元の歴史を学ばせる機会を増やす。
・町の宝として大切に保存活用を
・しっかりとした技術で、保存・修理されることを願っています。（30歳代）
・お茶の文化で坂元を盛り上げましょう。伊達（仙台）⇒秀吉よりもらった茶室はたった1ツ。

茶室の移設意見（２件）

・もっと人が集まる場所に移築した方が良い。
・いわれのあるこの坂元の地域より、人の集まりやすい場所に移設するのもいたしかたないのでは？

宣伝・PRを

・大々的な宣伝をするべき
・茶室の名をより広く知ってもらう様に広報等でアピール
・道の駅ができたら町の特産物と共に歴史的なものも紹介するコーナーを作っては？
・坂元の茶室をPRしよう。

役場へ

・山元町の対応を見て行きたい。調査費は出ているようなので。
・文化財を大切にする行政・町政・町民であることを願います。
特にこの町の首長様にお願いしたい。文化財はお荷物ではなくたいせつな資源です。
・町の文化財であれば、もっと積極的に財政を負担し、改修すべきだが、
なかなか町が積極的にならない。町民がもっともっと要請すべき。
・町の生涯学習課の「茶室」への取り組み方、もっと町民へにPRが必要。
・役場が動けば大丈夫だと思う。
・町の担当者がとても勉強されていて嬉しかった。あとは予算をつけて修復を。
・町の文化財指定のあり方の無責任に只、唖然。

利用・活用アイディア

・保存し、子供達の教育に役立てもらいたい。
・少なくとも町内の小中学校での教材にして欲しい。
・お茶は総合文化なので、子供の頃から茶道にふれる機会の場に。「山元」は小学生でもお茶をたて
ると評判になる
・茶道（クラブや中高生の部活など）や民話の活動の場

・「茶室」をシンボルに「茶の湯を楽しめる町づくり」というような。人の魅力でしたしまれる町作りへ。
・「庭めぐり」を季節毎に行う
・歴史を伝え、長く使われていく茶室に
・茶会も開けるくらいに直す。水廻りなどもちゃんと作って。
・町民が利用する茶室
・坂元の観光にも役たてて、季節毎のお茶会など。
・野点でも。復元すること。

・地域のよりどころで、いこいの場に
・茶室だけでなく、坂元全体として町割りなど守り、広めていくべき。
・茶室や池や環境を整備して遊歩道のごとくしてもよい。坂元の町区全体を散歩道に。
・修復後は、それを中心とした祭やイベントの会場として。「茶」以外でも「場所」としての活用によって
200年～300年と町の文化財として残っていく。（20歳代）
・城内でもあり、とてもまれな立地。整備をすれば地域のアイデンティティーを高めるだけでなく、観光資
源としても有効

・坂元だけとか、山元町だけというより、他の地域ともうまくつなげていくといい（40歳代）
・交流人口拡大のためにも、広域な活用を
・交流人口を増やすために活用



（１）2016.11.19 学ぼう。山元町のすごい歴史①
～古代の線刻壁画と江戸の大條家ゆかりの茶室～

（２）2017.7.16  学ぼう。山元町のすごい歴史②
～とことん味わう 江戸の大條家ゆかりの茶室～
お呈茶付き

（３）2018.6.9  大條家ゆかりの茶室フォーラム

（４）2018.11.29 山元町の「大條家ゆかりの茶室」
保存活動と石州清水流の茶会

（５）2019.9.22  千石邸古民家コンサート
「民話の音色」鷲峰企画vol.9 お呈茶

講演会、イベント、勉強会 10回

（６）2019.11.4  坂元町区健康増進歩こう会・
ふれあい交流会

（７）2021.3.19  電子紙芝居「大條家ゆかりの御茶室
ものがたり」完成上映会

（８）2022.11.11 まちの人と学ぼう こぐまサロン
電子紙芝居「大條家ゆかりの御茶室物語」を
見て語ろう

（９）2022.12.3 私たちのお茶室を知ろう。
電子紙芝居 「大條家ゆかりの御茶室物語」/ 
寸劇 大條お殿様隊もやってくる⁈ /
茶室クイズ大会

（10）2023.9.23 伊達宗亮百回忌と
新作講談「伊達の血筋を守った男 大條道直」

町民への茶室認知度アップに努めました 延べ1500人以上が参加

坂元神社
徳本寺（大條家 菩提寺）

NPO法人 ポラリス
ふるさと歴史学習会

千石家
山元町教育委員会

石州清水流
日本建築家協会



メディアへの露出 １９件

新聞やテレビに取り上げてもらったおかげで、
茶室の修復・保存・活用への活動にはずみ





茶室の活用場面
（電子紙芝居）

茶室完成予想イメージ
（山元町役場HP)

さまざま・色々に利活用しよう



文化財

大切にしよう！



文化財

その土地の人々の

アイデンティティ

土地の歴史、文化、先祖の営みを伝える

イキイキ地域

茶室がなければ
ただの
原っぱ

住む誇り、喜び、心豊かに暮らす糧

ないがしろ
にしては
いけない
大切なもの



文化財

・役場任せにせず、主体的に関わろう

・役場 ＋ 地域の人達 が パートナーになって

大切にしよう！

かけがいのない
自らのアイデンティティ



〈おまけ〉
面をなす山元町の文化財（古代～現代）

古代（奈良時代）
横穴古墳・線刻壁画 日本最北江戸時代

大條家茶室 仙台藩唯一

近代（昭和）
志賀潔博士 終生の地

 
文化勲章 仙台名誉市民

現代
中浜小学校震災遺構 県南唯一

太
平
洋

合戦原

坂 元

磯 浜 中 浜

大切にしよう！

・山下駅・

・坂元駅・赤痢菌発見者



赤痢菌発見者
文化勲章 仙台名誉市民 山元町名誉町民

志賀潔博士
の

聞き書き本

・売上の印税は、茶室の費用に寄付
１３００円（税抜き）

・山元町の磯浜を終生の地と定めたのは
大條家のお抱え医師に案内されて
即断即決で家を建てた

「山元いいっ茶組」
制作・出版



ご清聴ありがとうございました

山元いいっ茶組

山元町文化財

大條家茶室
おおえだ け

仙台藩ゆかり

話し、伝えてください !!
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