
千葉の豊かな海と、豊漁を祝う人々の心が育んだ万祝。

― 万 祝 染 の わ ざ ―
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江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
、房
総
半
島
一
帯
か
ら
東
日
本
太
平
洋
沿
岸
に
広
が
っ
た
と
さ
れ
る
大

漁
を
慶
ぶ
た
め
の
万
祝
は
、昭
和
三
十
年
代
ま
で
豊
漁
の
た
び
に
配
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。現
在
は
大
漁
祝
い
で
配
ら
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、職
人
た
ち
が
趣
向
を
凝
ら

し
て
生
み
出
し
、受
け
継
い
で
き
た
、万
祝
に
描
か
れ
た
豊
穣
の
波
に
浮
か
ぶ
鶴
亀
や
宝
船
と
い
っ

た
め
で
た
い
図
柄
は
、い
ま
な
お
我
々
の
心
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、万
祝
を
作
る
技
術
は
千
葉
県
の
風
土
と
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
育
ま
れ
て
き
た
伝
統
的

な
技
術
・
技
法
で
あ
り
、特
に
鴨
川
萬
祝
染
鈴
染
の
先
代
の
榮
二
氏
の
品「
萬
祝
長
着
」、三
代
目
の

当
代
幸
祐
氏
の
品「
鴨
川
萬
祝
染
」は
万
祝
の
文
化
を
今
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
千
葉
県
の
伝
統
的

工
芸
品
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
千
葉
県
立
中
央
博
物
館
で
は
、魅
力
あ
ふ
れ
る
万
祝
の
図
柄
や
職
人
の
技
術
を
よ
り
深
く
知
っ

て
い
た
だ
く
た
め
に
、鈴
染
の
御
協
力
の
も
と
令
和
五
年
度
に
映
像「
海
を
ま
と
う
　―

万
祝
染
の

わ
ざ―

」を
制
作
し
ま
し
た
。本
書
は
そ
の
映
像
の
解
説
書
で
あ
り
、映
像
と
あ
わ
せ
て
御
活
用
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
最
後
に
本
書
な
ら
び
に
映
像
の
制
作
に
あ
た
っ
て
、今
回
連
日
に
渡
る
撮
影
に
快
く
ご
対
応
く

だ
さ
っ
た
鴨
川
萬
祝
染
鈴
染
の
皆
様
を
は
じ
め
、御
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

千
葉
県
立
中
央
博
物
館
　

館
長
　
田
中
　
文
昭

・
本
書
は
、千
葉
県
立
中
央
博
物
館
令
和
五
年
度
映
像
制
作
事
業

「
海
を
ま
と
う
　―

万
祝
染
の
わ
ざ―

」の
た
め
の
解
説
書
で
あ

る
。

・
同
タ
イ
ト
ル
の
映
像
は
千
葉
県
立
中
央
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
い
る
。

・
本
書
で
使
用
し
て
い
る
工
程
の
表
現
や
道
具
名
な
ど
は
鴨
川
萬

祝
染
鈴
染
で
使
用
し
て
い
る
表
現
を
基
準
と
し
た
。

・
鴨
川
萬
祝
染
鈴
染
で
は
、薬
品
は
使
用
後
に
適
切
な
処
理
を
し

て
い
る
。

・
本
書
お
よ
び
映
像
は
令
和
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
の
映
像
撮

影
お
よ
び
関
連
す
る
調
査
成
果
で
あ
る
。

・
本
書
お
よ
び
映
像
制
作
に
あ
た
っ
て
、東
京
文
化
財
研
究
所
無

形
文
化
遺
産
部
主
任
研
究
員
菊
池
理
予
氏
に
染
織
技
術
と
技
術

記
録
映
像
に
関
す
る
指
導
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

・
本
書
の
執
筆
・
編
集
は
当
館
研
究
員
渡
瀬
綾
乃
が
担
当
し
た
。

・
本
書
に
掲
載
し
て
い
る
写
真
・
図
版
の
う
ち
、提
供
を
う
け
た
も

の
に
つ
い
て
は
、提
供
元
を
明
記
し
た
。そ
れ
以
外
は
、渡
瀬
綾

乃
お
よ
び
株
式
会
社
京
葉
広
告
社
の
撮
影
・
作
成
で
あ
る
。

・
本
書
掲
載
写
真
、図
版
の
無
断
二
次
利
用
を
禁
止
す
る
。利
用
の

際
は
出
典
を
明
記
す
る
こ
と
。

ご
あ
い
さ
つ
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祝
を
染
め
る
職
人

海
洋
県
で
あ
る
千
葉
県
は

豊
か
な
海
を
活
か
し
て

発
展
し
て
き
た
。

万
祝
は
千
葉
県
の
人
々
と

海
の
つ
な
が
り
を
示
す

伝
統
文
化
の
一
つ
で
あ
り
、

そ
れ
を
支
え
て
き
た
の
が

紺
屋
で
あ
る
。
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本
書
で
取
り
上
げ
る
万
祝
と
は
大
漁
祝
い
の
祝

い
着
で
あ
る
。か
つ
て
房
総
半
島
で
は
、豊
漁
の
際

に
網
元
や
船
主
が
、網
子
や
船
子
で
あ
る
漁
師
を
集

め
て
マ
イ
ワ
イ
、あ
る
い
は
マ
ン
イ
ワ
イ
と
い
う
大

漁
祝
い
の
祝
宴
を
催
し
、祝
宴
の
引
き
出
物
と
し

て
、揃
い
の
柄
の
反
物
を
人
々
に
配
っ
て
い
た
。

　

揃
い
の
柄
の
反
物
を
も
ら
っ
た
人
々
は
、そ
れ
を

着
物
に
仕
立
て
、仲
間
の
揃
う
正
月
や
神
社
へ
参
拝

す
る
際
に
着
用
し
、い
つ
し
か
万
祝
は
豊
漁
の
祝
宴

だ
け
で
な
く
大
漁
の
祝
い
着
を
意
味
す
る
言
葉
と

な
っ
た
。

　

鴨
川
市
横
渚
に
あ
る
鴨
川
萬
祝
染
鈴
染
は
大
正
十

四
年（
一
九
二
五
）の
創
業
で
あ
る
。初
代
鈴
木
幸
吉

氏（
明
治
二
十
六
年（
一
八
九
三
）生
ま
れ
）は
旧
鴨

川
町
八
岡（
現　

鴨
川
市
貝
渚
字
八
岡
）に
あ
っ
た
山

田
染
工
場（
別
名　

八
岡
の
紺
屋
）で
修
業
の
の
ち
、

独
立
し
て
鈴
木
染
物
店（
現
鈴
染
）を
創
業
し
た
。

　

漁
師
の
祝
い
着
で
あ
る
万
祝
は
、江
戸
時
代
の
終

わ
り
、房
総
半
島
一
帯
を
中
心
に
北
海
道
か
ら
静
岡

に
か
け
て
の
東
日
本
太
平
洋
沿
岸
に
伝
播
し
た
と

さ
れ
る
。

　

万
祝
は
、東
北
地
方
の
石
巻
か
ら
宮
古
・
釜
石
に

か
け
て
カ
ン
バ
ン
、さ
ら
に
宮
古
・
釜
石
以
北
か
ら

八
戸
あ
た
り
で
は
ハ
ン
テ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

房
総
半
島
の
漁
村
の
紺
屋
は
糸
染
、手
拭
い
、半

纏
、そ
し
て
万
祝
な
ど
万
の
も
の
を
染
め
る
こ
と
か

ら
、万
紺
屋
あ
る
い
は
万
染
物
屋
と
呼
ば
れ
る
。

昭
和
十
年
代
ま
で
は
各
浦
に
万
祝
を
染
め
る
紺
屋

（
染
物
屋　

以
下
、本
書
で
は
紺
屋
と
記
述
）が
存
在

し
て
い
た〔
小
島　

一
九
九
八　

一
五
頁
〕。彼
ら
房
総

半
島
の
紺
屋
は
、見
本
帖
を
手
に
豊
漁
の
あ
っ
た
漁

村
を
訪
れ
、注
文
を
取
り
、万
祝
の
反
物
を
作
っ
て
い

た
。

　

し
か
し
、時
代
の
流
れ
と
と
も
に
反
物
で
は
な
く

ジ
ャ
ン
パ
ー
や
手
拭
い
等
を
配
る
こ
と
が
好
ま
れ

る
よ
う
に
な
り
、昭
和
三
十
年
代
に
万
祝
は
徐
々
に

需
要
を
減
ら
し
た
。現
在
も
万
祝
を
製
作
し
て
い
る

紺
屋
は
発
祥
の
地
と
さ
れ
る
千
葉
県
で
も
わ
ず
か

と
な
っ
て
い
る
。

万
祝
に
こ
め
ら
れ
た
祝
い

　

二
代
目
の
榮
二
氏（
昭
和
二
年（
一
九
二
七
）生
ま
れ
）の
品
が「
萬

祝
長
着
」、幸
祐
氏（
昭
和
二
十
九
年（
一
九
五
四
）生
ま
れ
）の
品
は

「
鴨
川
萬
祝
染
」で
そ
れ
ぞ
れ
千
葉
県
か
ら
染
色
技
術
を
評
価
さ
れ
、

伝
統
的
工
芸
品
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。

（鈴染所蔵）

豊
漁
を
慶
ぶ
祝
宴
と
、そ
の
祝
い
着

鴨
川
萬
祝
染
鈴
染

３
代
続
く
鴨
川
市
横
渚
の
万
染
物
屋

上総国九十九里鰮漁之図（大日本物産図会）（当館所蔵）

（鴨川市教育委員会所蔵）
万祝を着た鴨川市貝渚白幡神社参拝

（写真提供：千葉県教育委員会）

旭市にかつて存在した丸京染物
本店の見本帖

祝い着万祝の分布図（万祝の別名ハンテン・カンバン含む）
色付きのエリアは、万祝の分布した県および北海道道南の渡島地方。

赤丸は、参考文献で所在を確認できた地域を示している。

（千葉県立房総のむら1988『記録映画「房総の諸職―マイワイの社会―」解説書』、

矢萩昭二1992「三陸沿岸地方の万祝」『岩手県立博物館研究報告９』をもとに作成）

よ
お
か　
　

こ
ん
や

山田染工場（初代幸吉氏が修業）

鈴木染物店（鴨川萬祝染 鈴染）

安永年間に紺屋として創業〔千葉県安房郡教育
会　1926　307頁〕。
その後、房州磯村紺屋与兵衛、磯村八岡山田與
惣平染（屋号ヵ）となり、明治20年（1887）２月に
山田染工場創業。昭和10年（1935）前後に廃業し
た。

明治38年（1905）鈴木幸吉（初代）が12歳で山田染工場に入り、
大番台として各地へ注文に出る。

房州鴨川町　山田染工場之一部（鈴染所蔵）
絵葉書

18歳の幸吉氏写真

幸吉氏手帳

明治44 年（1911）
１月３日撮影
（鈴染所蔵）

万祝の注文や業者を
記している（鈴染所蔵）

鈴木幸吉が山田染工場から大正14年（1925）に独立。鴨川市横渚で鈴木染物店を創業。

昭和 昭和28年
（1953）

昭和62年
（1987）

昭和27年（1952）のイワシの豊漁で、
榮二氏が300反の注文を受注。
以降、鴨川での大漁の祝い着としての
万祝の注文なし。

千葉県伝統的工芸品指定品目　「萬祝長着」指定
製作者　鈴木榮二

平成9年
（1997）

平成10年
（1998）

平成18年
（2006）

千葉県伝統的工芸品指定品目　「鴨川萬祝染」指定
製作者　鈴木幸祐

３代目幸祐氏が萬祝染体験教室開始

鈴木染物店から「鴨川萬祝染　鈴染」に名称変更

鈴染（元　鈴木染物店）年譜
鈴染所有の「山田染工場及び鈴染系譜」ならびに聞き書きをもとに作成。

鈴木染物店の半纏着用。
（鈴染所蔵）

大正14 年４月19日の
鈴木染物店開業時の記録。

開業日記帳昭和 10 年代の幸吉氏

大正

平成

３代目鈴木幸祐氏

２代目鈴木榮二氏
（鈴染所蔵）

よ
ろ
ず

万
祝
を
染
め
る
職
人

か
も
が
わ
ま
い
わ
い
ぞ
め
す
ず
せ
ん
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現
在
の
万
祝
の
注
文

時
代
に
応
じ
た
注
文
の
変
化

　
大
型
漁
業
の
豊
漁
に
よ
る
大
量
発
注
が
あ
っ
た

頃
の
万
祝
製
作
は
分
業
制
で
、下
絵
・
型
彫
・
染
め
は

そ
れ
ぞ
れ
の
職
人
が
担
っ
て
い
た
。し
か
し
需
要
の

減
少
し
た
現
在
で
は
職
人
が
減
り
、ま
た
仕
立
て
を

で
き
る
人
も
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、鈴
染
で
は
下
絵

か
ら
仕
立
て
ま
で
を
お
こ
な
う
。柄
は
、注
文
時
に

下
絵
を
見
せ
な
が
ら
依
頼
人
と
相
談
し
て
決
め
る
。

　
　
　
　
基
本
的
に
は
お
客
様
に
直
接
店
に
来
て

い
た
だ
き
、今
ま
で
鈴
染
で
作
っ
た
万
祝
の
写
真
で

図
柄
を
見
て
も
ら
っ
て
選
ん
で
も
ら
い
ま
す
。そ
の

他
に
、お
客
様
の
気
に
入
っ
た
図
柄
が
あ
る
場
合

は
、描
け
る
か
ど
う
か
を
お
客
様
と
相
談
し
て
注
文

を
受
け
ま
す
。

　
　
　
　
先
代
が
師
匠
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
り
、

師
匠
の
絵
を
模
写
し
た
り
し
て
受
け
継
い
で
き
ま
し

た
。そ
こ
か
ら
自
分
で
図
柄
を
増
や
し
た
り
、時
代
に

合
っ
た
風
俗
を
取
り
入
れ
た
図
柄
を
考
案
し
た
り
し

て
次
代
に
引
き
継
い
で
い
き
ま
す
。世
相
に
応
じ
た

珍
し
い
も
の
で
い
え
ば
、今
う
ち
に
残
っ
て
い
ま
せ

ん
が
日
露
戦
争
の
軍
隊
の
図
柄
も
あ
り
ま
し
た
。戦

勝
記
念
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
最
近
作
っ
た
変
わ
っ
た
図
柄
は
シ
ャ
チ
で
す
ね
。

鴨
川
市
内
の
レ
ジ
ャ
ー
施
設
で
飼
育
さ
れ
て
い
る

の
で
、勇
ま
し
い
シ
ャ
チ
の
図
柄
を
作
り
ま
し
た
。

他
に
は
、注
文
者
の
干
支
に
ち
な
ん
で
、寅
の
図
柄

を
希
望
さ
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。

注文用写真　注文時に今まで手掛けた万祝の写真を広げる。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
現
在
の
注
文
の
取
り
方
）

い
ま
万
祝
の
注
文
は
ど
う
受
け
て
い
ま
す
か
。

年
間
ど
れ
く
ら
い
の
注
文
が
来
ま
す
か
。

昔
か
ら
の
図
柄
は
ど
う
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
か
。

幸
祐
氏

幸
祐
氏

幸
祐
氏

　
　
　
　
万
祝
の
長
着
よ
り
、簡
単
に
羽
織
れ
る
半

纏
の
方
が
今
は
需
要
が
あ
り
ま
す
。半
纏
は
年
に
四

十
反
く
ら
い
で
す
。元
々
う
ち
は
万
染
物
屋
と
し

て
、万
祝
以
外
に
大
漁
旗
や
の
れ
ん
、神
社
の
幟
な

ど
色
々
な
染
物
を
扱
っ
て
き
ま
し
た
。お
客
様
か
ら

注
文
が
あ
れ
ば
、自
分
た
ち
で
で
き
る
も
の
を
作
っ

て
い
ま
す
。

十二支の寅の図柄の万祝長着

シャチの図柄の万祝半纏

彫
の
わ
ざ

注
文
後
の
万
祝
作
り
は
、つ
も
り
を
と
っ
て

型
紙
を
彫
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。 よ

ろ
ず

話
し
手

鈴
木
幸
祐
氏

（
鴨
川
萬
祝
染
　
鈴
染
　
三
代
目
）
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受
注
後
の
万
祝
染
の
最
初
の
作
業
は
、染
め
る
木

綿
生
地
の
長
さ
を
測
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
作
業

を
、生
地
の
見
積
も
り
を
と
る
こ
と
か
ら
、「
つ
も

り
」と
よ
ぶ
。

　

鈴
染
で
は
生
地
に
三
河
木
綿
を
使
用
し
て
い
る
。

つ
も
り
は
、釘
を
打
っ
た
自
作
の
板
に
生
地
を
ひ
っ

か
け
て
お
こ
な
う
。

　

布
が
一
往
復
す
る
と
袖
、さ
ら
に
一
往
復
す
る
と

前
身
頃
と
後
身
頃
に
な
る
。こ
れ
を
再
度
繰
り
返
し

て
前
後
の
身
頃
を
合
計
四
枚
取
り
、身
頃
が
と
れ
た

ら
、余
白
を
も
う
け
て
一
往
復
し
て
前
衽
と
後
衽
を

と
る（
一
四
頁
参
照
）。

　

生
地
を
ひ
っ
か
け
な
が
ら
作
る
余
白
は
張
り
手

に
か
け
る
部
分
と
な
る
。さ
ら
に
鈴
染
で
は
、作
業

す
る
屋
内
の
広
さ
に
合
わ
せ
て
、身
頃
部
分
と
衽
部

分
の
間
に
多
め
の
余
白
を
と
り
、切
り
離
す
。

　

つ
も
り
を
と
っ
た
あ
と
は
、色
の
付
き
を
よ
く
す

る
た
め
に
生
地
を
酵
素
と
一
緒
に
煮
る
。

　

型
紙
は
柿
渋
を
塗
り
補
強
し
た
厚
手
の
和
紙
で

あ
る
。か
つ
て
は
使
わ
な
く
な
っ
た
和
紙（
反
故
紙
）

を
三
枚
ほ
ど
重
ね
て
型
紙
に
利
用
し
た
。反
故
紙
の

場
合
は
近
世
期
の
紙
、特
に
和
本
な
ど
を
刷
っ
た
木

版
印
刷
の
反
故
紙
が
丈
夫
で
万
祝
の
型
紙
に
適
し

て
い
る
と
い
う
。明
治
期
以
降
の
紙
は
強
度
が
適
し

て
お
ら
ず
、型
紙
と
し
て
の
耐
久
性
は
低
く
な
る
。

　

現
在
は
、型
紙
用
の
紙
を
専
門
の
業
者
か
ら
仕
入

れ
て
使
用
し
て
い
る
。柄
の
細
か
さ
や
糊
の
粘
度
に

よ
っ
て
型
紙
の
厚
さ
を
選
ぶ
。

　

万
祝
の
型
紙
は
二
枚
一
組
の
背
型
と
、六
枚
一
組

の
腰
型
の
大
き
く
二
つ
の
種
類
が
あ
る
。

つ
も
り

万
祝
染
は
生
地
の
見
積
も
り
か
ら
は
じ
ま
る

　

万
祝
の
型
彫
に
は
、既
存
の
型
を
転
写
す
る
方
法

が
あ
る
。大
量
発
注
の
あ
っ
た
頃
に
は
、こ
の
既
存

の
型
を
利
用
す
る
こ
と
で
短
時
間
で
の
受
注
に
こ

た
え
て
き
た
。

　

転
写
は
、新
し
く
作
る
型
紙
を
下
に
置
き
、複

製
元
の
型
紙
と
重
ね
て
画
鋲
で
固
定
し
て
お
こ

な
う
。小
刷
毛
で
優
し
く
薄
墨
を
置
い
て
い
く

と
、糊
を
置
く
部
分
は
墨
が
着
色
さ
れ
た
状
態
で

転
写
さ
れ
る
。転
写
し
た
あ
と
、元
の
型
紙
を
見

な
が
ら
、小
刷
毛
だ
け
で
は
写
し
き
れ
な
い
、糸

を
通
す
場
所
や
つ
な
ぎ
、羽
先
や
模
様
な
ど
の
細

か
い
柄
の
微
調
整
を
し
て
い
く
。

　

何
度
も
使
用
し
た
型
紙
の
場
合
、型
紙
が
縮
ん
だ

り
、目
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、手
書

き
の
調
整
が
特
に
必
要
に
な
る
。

型
を
写
す

受
け
継
が
れ
て
き
た
型

型
紙

万
祝
染
の
型
を
彫
る
紙

余白（張り手にかける部分）

余白（張り手にかける部分）

つもりのイメージ

仕立てなどをする部屋の戸の上につもりの板をかけて作業する。

元の型紙は繰り返し転写されるため、柄の周りが黒く

染まっている。

自作の板で、釘の下に目盛りが尺寸やメートル法で書いてある。

つもりをとる 三河木綿の生地

つもりの板

写した型紙と元の型紙

型紙の転写 転写した型紙 細かい微調整を繰り返して、転写する。元となる型紙の負担にならないように転写していく。

お
く
み

ほ
ご
し

が
び
ょ
う

こ
ば
け

お
く
み

型
彫
の
わ
ざ

袖（100cm）

前身頃・後身頃（155cm）×２

前衽・後衽（140cm）
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型
紙
を
糸
で
補
強
す
る
方
法
に
は
、伊
勢
型
紙
の

型
紙
を
は
が
し
て
間
に
糸
を
張
る
糸
入
れ
や
、大
正

十
年（
一
九
二
一
）頃
に
富
山
県
の
友
禅
染
工
場
で

考
案
さ
れ
た
と
い
う
型
紙
に
紗
を
張
り
付
け
る
紗

張
り
が
あ
る〔
三
重
県
立
美
術
館　

二
〇
一
四　

一

二
三
頁
〕。と
く
に
紗
張
り
は
比
較
的
作
業
が
し
や

す
い
た
め
広
く
流
布
し
て
い
る
。

　

鈴
染
で
は
、紗
張
り
な
ど
を
試
し
た
の
ち
に
、鈴

染
の
万
祝
の
図
柄
に
適
し
た
糊
の
強
度
で
は
、紗
張

り
の
紗
に
糊
が
詰
ま
る
た
め
、初
代
か
ら
続
い
て
い

る
糸
が
け
を
用
い
て
い
る
。ま
た
、糸
が
け
は
型
紙

の
必
要
な
部
分
に
縦
横
関
係
な
く
補
強
で
き
る
と

い
う
利
点
が
あ
る
。

　

糸
が
け
の
絹
糸
は
菅
糸（
非
撚
糸
）で
、作
業
中
は

糸
や
型
紙
の
収
縮
を
可
能
な
限
り
防
ぐ
た
め
に
湿

度
の
変
化
や
風
を
避
け
る
。

　

糸
が
け
に
用
い
る
針
は
、穴
の
大
き
さ
を
最
小
限

に
す
る
た
め
に
極
細
の
刺
繍
針
か
同
様
の
細
さ
で

ふ
く
ら
み
の
な
い
機
械
針
を
使
用
す
る
。

　

型
紙
の
裏
面
か
ら
、糸
を
切
ら
な
い
よ
う
に
、糸

が
け
を
し
た
こ
と
で
不
要
に
な
っ
た
つ
な
ぎ
を
落

と
し
て
い
き
、最
後
に
再
び
柿
渋
で
補
強
す
る
。完

全
に
乾
い
て
い
な
い
と
、型
付
け
の
時
に
渋
が
出
て

生
地
の
色
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、二
週
間
か
ら

三
週
間
か
け
て
乾
燥
さ
せ
る
。

　

鈴
染
が
作
る
万
祝
の
型
彫
は
、基
本
は
小
刀
で
直

線
や
曲
線
を
自
身
側
に
向
け
て
彫
る
引
彫
り
で
あ

る
。か
つ
て
は
小
刀
を
主
に
使
っ
て
い
た
が
、研
ぐ

時
間
を
節
約
す
る
た
め
、刃
を
付
け
替
え
る
だ
け
の

デ
ザ
イ
ン
ナ
イ
フ
に
変
え
た
と
い
う
。し
か
し
、細

か
な
部
分
で
は
小
刀
や
丸
錐
を
現
在
も
使
用
し
て

い
る
。

体を固定して、型を細かく動かしながらデザインナイフで引彫りをする。

自作。上面に型紙を置き、それを画鋲で固定して

浮かせることで、型紙の上下から針を通せるように

なっている。上の枠は小さい型紙用。

背型の「大漁」の文字の一部を糸がけした状態。

糸がけ前に脱落防止で残したつなぎ部分が不要

になるように糸がけをする。

比較として下段に木綿糸を置いた。作業中に手元

から針が落ちると、目視では見つけづらいため、

探すのに磁石を用いるという。

型彫

糸
が
け

万
祝
染
に
適
し
た
、型
の
補
強
方
法

柿
渋

柿
渋
は
乾
く
と
水
を
は
じ
き
、型
紙
を
長
持
ち
さ
せ
る

型
を
彫
る

型
紙
を
動
か
し
て
引
彫
り
で
彫
る

　

柄
同
士
の
つ
な
ぎ
部
分
以
外
を
彫
っ
た
後
、針
で

絹
糸
を
型
紙
に
か
け
て
い
き
補
強
す
る
こ
と
を
鈴

染
で
は
糸
が
け
と
い
う
。

糸がけの台 糸がけに使う糸と針

糸がけの状態

　

型
紙
に
は
事
前
に
目
星
と
し
て
糸
が
け
部
分
に

錐
な
ど
で
穴
を
開
け
て
お
く
こ
と
で
紙
へ
の
負
担

を
最
小
限
に
し
、そ
こ
へ
糸
を
通
す
。糊
を
置
く
型

紙
の
表
面
の
凹
凸
を
最
小
限
に
減
ら
す
た
め
に
、型

紙
の
裏
か
ら
糸
が
け
を
す
る
。一
本
掛
け
の
糸
を
往

復
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
二
本
掛
け
の
強
度
に
な
る
。

　

糸
が
け
後
は
錐
の
柄
部
分
で
糸
が
け
の
穴
を
優

し
く
叩
い
て
表
側
の
穴
を
埋
め
て
、型
付
糊
が
表
面

か
ら
生
地
へ
染
み
出
て
し
ま
う
の
を
防
ぐ
。糸
が
け

が
均
一
で
な
い
と
、型
付
の
際
に
、型
紙
が
糸
に

引
っ
張
ら
れ
弓
な
り
と
な
り
、糊
を
き
れ
い
に
置
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

背型の糸がけ
背型は小さい型紙のため、小さい枠にはめて、台にひもで固定する。

柿渋と柿渋用刷毛
柿渋は染色材としても用いるため、発色も重視している。

　

型
紙
は
複
数
の
和
紙
を
柿
渋
で
補
強
し
た
も
の

で
あ
り
、彫
っ
た
部
分
か
ら
水
が
入
り
込
め
ば
型
紙

が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。そ
の
た
め
型

彫
の
切
り
口
に
も
柿
渋
が
入
る
よ
う
に
塗
る
。型
紙

を
表
二
回
、裏
一
回
塗
っ
て
補
強
し
、特
に
糸
が
け

部
分
は
、糸
部
分
を
補
強
す
る
こ
と
を
意
識
す
る
。

柿
渋
を
塗
っ
た
後
は
、型
紙
に
膜
が
で
き
る
た
め
、

型
紙
の
表
面
か
ら
息
を
吹
き
か
け
て
膜
を
飛
ば
す
。

　

塗
っ
た
後
は
型
紙
を
茣
蓙
に
並
べ
て
乾
か
す
。最

初
は
こ
ま
め
に
型
紙
を
返
し
て
、茣
蓙
に
型
紙
が
つ

か
な
い
よ
う
に
し
、乾
き
具
合
を
確
か
め
つ
つ
一
晩

か
ら
一
日
お
い
て
、乾
い
た
ら
つ
な
ぎ
を
落
と
す
作

業
に
移
る
。

柿渋を塗り、膜を飛ばす

す
が
い
と

ご
ざ

ば

し
ゃ

型
彫
の
わ
ざ
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紺
屋
は
万
祝
を
作
る
と
き
に
、今
回
の
よ
う
に
既

に
あ
る
型
を
利
用
し
て
作
り
、さ
ら
に
そ
の
弟
子
も

そ
の
型
を
受
け
継
ぐ
慣
行
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る〔
小
島
　
一
九
九
八
　
一
九
頁
〕。

　
そ
の
た
め
千
葉
県
の
万
祝
は
動
物
の
描
き
方
に

地
域
性
が
あ
り
、例
え
ば
、鴨
川
の
山
田
染
工
場
系

列
の
紺
屋
が
作
っ
た
万
祝
は
鶴
の
足
が
交
差
す
る

傾
向
に
あ
る
。

足を交差した鶴

型
紙
の
継
承
と
型
の
地
域
性

師
弟
関
係
が
生
み
出
す
地
域
性

今回新しく制作した腰型 大漁の文字と鶴亀、寿と書かれた扇、そして扇と反対の衽の型には鈴染の文字がある。

繰り返し写しがおこなわれた型紙

作成した型紙とほぼ同じ図柄の型紙。鈴染所蔵のこの明治期の型紙は何度も写されて受け継がれており、写す際に使われた朱墨の跡が残っている。

祝
の
型
と
図
柄
の
色

万
祝
染
で
は
、染
め
る
前
に
型
を
選
び
、

そ
の
型
の
型
付
糊
で
防
染
し
、図
柄
の
色
を
入
れ
る
。
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元糊の材料を混ぜる
糯粉、小紋糠を混ぜ、石灰とお湯で調整する。

14

　

一
反
ほ
ど
の
木
綿
生
地
に
背
型
と
腰
型
を
図

の
よ
う
に
配
置
し
、型
を
付
け
て
、色
を
差
し
、染

め
て
、最
後
に
反
物
を
裁
ち
、仕
立
て
る
こ
と
で

万
祝
と
な
る
。

生
地
の
配
置

一反ほどの木綿生地

漁

鴨 川 万 祝 染 鈴 染

寿

大

大 漁

大漁

大

背型と腰型を配置し、型付

漁

鴨 川 万 祝 染 鈴 染

寿

大

大 漁

大漁

大

色差し

漁

鴨 川 万 祝 染 鈴 染

寿

大

大 漁

大漁

大

染め

鴨 川 万 祝 染 鈴 染

反物を裁ち、仕立て

❶

大 漁大 漁

大大

❷ ❸

大漁 大漁 大漁 大漁 大漁 大漁 大漁

❹ ❺
❻

❼ ❽

漁漁漁
鴨
川
万
祝
染
鈴
染

大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁
大
漁

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

❶ ❶

❷

❸❹

❺

❻ ❻

❼ ❽

①…袖

②…前身頃 下前

③…後身頃

④…後身頃

⑤…前身頃 上前

⑥…襟

⑦…上衽

⑧…下衽

型付裁ち

　

煮
た
後
は
、ダ
マ
が
な
く
な
る
よ
う
に
煮
汁
で
調

整
し
な
が
ら
す
り
鉢
で
練
る
。よ
い
硬
さ
に
な
っ
た

ら
調
湿
の
た
め
の
塩
を
入
れ
て
さ
ら
に
練
り
、完
成

で
あ
る
。

　

糊
は
そ
の
ま
ま
で
は
表
面
が
乾
燥
し
て
使
え
な

く
な
る
た
め
、す
り
鉢
の
表
面
に
水
を
は
っ
て
保
存

す
る
。糊
は
、虫
に
よ
る
食
害
を
防
ぐ
た
め
長
期
保

存
で
き
な
い
。使
う
分
だ
け
を
そ
の
都
度
作
る
。

　

元
糊
に
小
紋
糠
や
石
灰
水
を
加
え
て
用
途
に

合
う
よ
う
に
調
整
し
た
も
の
が
型
付
糊
や
伏
せ

糊
で
あ
る
。

　

つ
な
ぎ
に
は
熱
湯
を
用
い
、材
料
を
揉
み
こ
ん
で

火
が
通
り
や
す
い
平
餅
の
形
に
す
る
。

　

煮
立
っ
た
湯
に
入
れ
る
。固
ま
り
は
最
初
は
沈
む

が
、十
五
分
ほ
ど
す
る
と
浮
い
て
く
る
。一
時
間
半

か
ら
二
時
間
ほ
ど
茹
で
る
と
お
湯
に
も
溶
け
な
い

糊
と
な
る
。

　

元
糊
と
は
一
番
固
い
状
態
の
糊
の
こ
と
で
、元

糊
に
材
料
を
追
加
し
て
、型
付
に
使
う
型
付
糊
や
、

糊
伏
せ
に
使
う
伏
せ
糊
と
な
る
。元
糊
は
、糯
粉
と

小
紋
糠
を
三
対
一
の
割
合
で
混
ぜ
、石
灰
と
お
湯

で
硬
さ
を
調
整
し
て
作
る
。比
率
は
天
候
や
季
節

で
調
整
す
る
。

糊
作
り

元糊の材料を混ぜる
糯粉、小紋糠を混ぜ、石灰とお湯で調整する。

平餅状の元糊

煮汁を加えて練る
すりこぎにはソフトボールのバットを転
用している。

水をはった元糊
化学薬品を防腐剤に使っていないため、
長期保存できない。

お湯に入れた直後の元糊

浮いてきた元糊

も
ち
こ

こ
も
ん
ぬ
か

も
と
の
り

型
付
糊
と
伏
せ
糊
の
も
と
を
作
る

万
祝
の
型
と
図
柄
の
色

型
の
配
置
と

仕
立
て
の
イ
メ
ー
ジ
図

おくみ

おくみ
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張
り
手
と
伸
子
で
生
地
を
張
り
、刷
毛
と
裏
掻
き

包
丁
を
用
い
て
生
地
に
水
を
含
ま
せ
る「
水
入
れ
」を

お
こ
な
う
。

　

最
初
の
水
入
れ
は
、水
を
含
ま
せ
た
六
寸
刷
毛
で

生
地
裏
を
刷
き
、次
に
裏
掻
き
包
丁
で
掻
い
て
い
く
。

水
入
れ
に
よ
っ
て
、糊
が
生
地
の
裏
ま
で
入
り
、糊
の

防
染
効
果
が
高
ま
る
。ま
た
、藍
染
の
際
に
下
染
が
浸

透
し
や
す
く
な
る
。

　

刷
毛
は
生
地
に
対
し
て
直
角
、裏
掻
き
包
丁
は
斜

め
に
入
れ
て
、右
か
ら
左
へ
掻
い
て
い
く
。水
入
れ
後

は
伸
子
の
幅
を
十
五
㎝
か
ら
二
十
㎝
に
さ
し
替
え
、

あ
る
程
度
乾
か
し
て
糊
が
割
れ
る
前
に
収
納
す
る
。

　

型
付
糊
を
デ
バ
ベ
ラ
で
置
い
て
い
く
。糊
の
量

の
調
整
は
、糊
を
と
っ
た
段
階
で
ヘ
ラ
を
ま
わ
し

て
余
分
な
糊
を
落
と
し
て
お
こ
な
う
。糊
を
置
い

た
ら
、型
紙
を
手
前
か
ら
上
に
あ
げ
て
外
し
て
い

く
。外
し
た
型
紙
は
元
の
板
の
上
に
戻
し
、次
の
型

紙
の
型
付
を
す
る
前
に
手
に
つ
い
た
糊
を
布
で
拭

い
、次
の
工
程
に
支
障
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
。

　

作
業
の
合
間
に
は
型
紙
が
乾
燥
し
な
い
よ
う

に
、適
宜
霧
吹
き
や
布
で
型
紙
を
湿
ら
せ
る
。

　

型
付
が
終
わ
っ
た
ら
、生
地
の
表
に
伸
子
を
三

十
㎝
か
ら
四
十
㎝
幅
で
さ
し
て
室
外
に
移
動
し
て

干
す
。型
付
の
終
わ
っ
た
型
紙
は
水
に
浸
け
て
糊

を
落
と
す
。

　

型
付
の
前
に
十
分
ほ
ど
型
紙
を
水
に
浸
す
。

型
紙
に
水
を
含
ま
せ
る
こ
と
で
、型
紙
が
生
地

に
つ
き
や
す
く
な
り
、糊
を
置
く
際
に
ず
れ
に
く

く
な
る
。

　

つ
も
り
の
工
程
で
印
を
つ
け
て
お
い
た
木
綿
生

地
を
長
板
に
置
く
。つ
も
り
の
印
と
型
紙
の
順
番
を

確
認
し
、印
を
目
安
に
型
紙
を
置
く
。

型
付

型
紙
の
型
を
糊
で
生
地
に
写
す

　

柄
に
色
を
い
れ
る
こ
と
を「
色
差
し
」と
い
う
。

色
は
時
間
の
経
過
で
変
わ
る
う
え
に
豆
汁
も
劣
化

し
て
い
く
た
め
、効
率
良
く
色
を
差
し
て
い
く
た

め
に
、豆
汁
で
溶
い
た
顔
料
の
入
っ
た
容
器
と
筆

を
片
手
で
持
ち
、利
き
手
で
生
地
に
色
を
付
け
る
。

複
数
の
注
文
を
同
時
に
作
業
す
る
場
合
は
、一
度

に
色
を
差
せ
る
よ
う
に
並
べ
て
干
す
。

　

万
祝
の
柄
に
み
ら
れ
る
色
の
濃
淡
を「
ぼ
か
し
」

と
い
う
。最
初
に
薄
い
方
の
色
を
差
し
て
、濃
い
色

を
差
し
た
後
に
、そ
の
境
を
な
ぞ
っ
て
ぼ
か
し
を

作
る
。型
を
ま
た
ぐ
ぼ
か
し
の
場
合
は
、柄
合
わ
せ

に
な
る
部
分
を
確
認
し
て
、筆
の
幅
や
経
験
を
も

と
に
ぼ
か
し
が
合
う
よ
う
に
す
る
。

　

豆
汁
と
は
水
に
浸
し
た
大
豆
を
挽
い
て
で
き
る

汁
で
あ
る
。鈴
染
で
は
、か
つ
て
は
大
豆
を
石
臼
で

挽
い
て
い
た
。石
臼
の
溝
が
摩
耗
し
た
た
め
修
理

で
き
る
職
人
を
探
し
た
が
、近
隣
で
見
つ
か
ら
な

か
っ
た
た
め
、現
在
は
ミ
キ
サ
ー
を
利
用
し
て
い
る
。

　

大
豆
は
国
産
の
大
粒
を
選
び
、水
に
浸
け
て
戻

し
た
大
豆
を
ミ
キ
サ
ー
に
か
け
る
。ミ
キ
サ
ー
後

は
晒
に
い
れ
て
、手
で
絞
る
。

　

豆
汁
に
含
ま
れ
る
た
ん
ぱ
く
質
に
は
色
落
ち
を

防
ぐ
役
割
が
あ
り
、鈴
染
は
万
祝
の
色
差
し
の
色

を
豆
汁
と
顔
料
で
作
る
。

豆
汁

色
差
し

豆
汁
で
溶
い
た
顔
料
で
色
を
差
す

型付け前に型紙を並べる
濡らした板の上に、生地に
置く順番に型紙を並べる。

【右上】鈴染で購入している乾燥大豆
【右下】水で戻した大豆
【左上】大豆をミキサーで挽き、晒に入れて絞る
【左下】豆汁

型紙を水に浸す
柿渋加工された型紙は水に
浸けても破れない。

腰型の型紙（右）と型
付糊を置いた生地（左）
腰型の「漁」の部分の比
較。彫った部分に糊を置
いて防染すると最後に生
地の色が残る。豆汁で溶いた顔料

使い古した茶碗で顔料を溶き、手に持ちやすい小さな
カップに少量を入れて片手に持ち、利き手で筆をとる。
鈴染の万祝染は配色を考えて、赤、青、黄、白、緑を基本
としている。

型付後に型紙を外す
型付の出来は型紙と糊、そ
して型紙の外し方に左右
される。

生地の型付糊部分
糊を置いた部分は盛り上がる。

刷毛での水入れ

型付糊の微修正
伸子の針等で微修正をする。

筆（一寸刷毛）で赤を塗る
大漁の字や波部分は大きい方の筆を使う。

複数で同時に作業する
二人同時に作業するときには、相手の筆のこすり
で生地が揺れることを考慮する必要がある。

色差しした生地
波部分は青の顔料の濃淡でぼかしをいれる。 裏掻き包丁での水入れ

水
入
れ

糊
の
定
着
と
下
染
の
浸
透
を
助
け
る

う
ら
が

ご
じ
る

さ
ら
し

万
祝
の
型
と
図
柄
の
色

顔
料
の
色
落
ち
を
防
ぐ
役
割
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同
じ
図
柄
の
万
祝
を
大
量
に
染
め
る
場

合
は
、一
つ
の
色
を
一
人
で
色
差
し
し
て
い
ま
し
た
。

黄
色
な
ら
黄
色
を
一
人
が
や
っ
て
、そ
の
上
か
ら
ぼ

か
し
を
別
の
人
が
や
る
と
い
う
感
じ
で
す
。そ
う
す

る
と
、か
な
り
早
く
で
き
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
色
差
し
に
つ
い
て
）

今
は
鈴
染
だ
け
で
色
差
し
を
し
て
い
ま
す
が
、

気
を
付
け
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

大
量
発
注
を
受
け
て
い
た
頃
は
、複
数
の
職
人
が
工

程
を
分
業
し
た
り
、同
時
に
仕
事
を
し
た
り
し
て
い

た
と
聞
き
ま
す
。色
差
し
の
時
は
ど
の
よ
う
に
お
こ

な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

幸
祐
氏

幸
祐
氏

理
規
氏
　
　

複
数
人
で
の
ぼ
か
し
は
難
し
い
作
業
で
す
か
。

　
　
　
　
難
し
い
っ
て
い
う
か
、反
物
を
仕
立
て
て

柄
を
合
わ
せ
た
と
き
に
ぼ
か
し
が
逆
に
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
例
え
ば
あ
る
図
柄
の
基
本
を
下
ぼ
か
し

だ
と
し
ま
す
。そ
れ
を
違
う
人
が
ぼ
か
し
の
色
差
し

を
す
る
と
、下
ぼ
か
し
だ
と
知
ら
ず
に
上
ぼ
か
し
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
。そ
う
す
る
と
仕
立
て
る
と
柄

が
合
わ
な
い
。

幸
祐
氏

幸
祐
氏

　
　
　
　
例
え
ば
黄
色
だ
け
だ
と
色
が
目
立
ち
ま

せ
ん
。し
か
し
、黄
色
に
対
し
て
赤
あ
る
い
は
茶
を

ぼ
か
し
と
し
て
入
れ
る
こ
と
で
濃
淡
が
出
て
柄
が

目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。色
が
濃
け
れ
ば
際
を
目

立
た
せ
る
た
め
に
下
に
ぼ
か
し
を
い
れ
ま
す
。逆
に

薄
い
色
で
あ
れ
ば
そ
の
際
を
濃
く
し
ま
す
。そ
う
す

る
こ
と
で
全
体
の
柄
を
目
立
た
せ
ま
す
。あ
ま
り
色

を
使
い
す
ぎ
る
と
そ
の
柄
自
体
が
死
ん
で
し
ま
う

の
で
、全
体
を
見
て
色
を
絞
っ
て
い
ま
す
。

柄
が
き
ち
ん
と
合
う
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
。

幸
祐
氏

　
　
　
　
合
う
よ
う
に
染
め
な
く
て
は
い
け
な
い

の
で
、全
体
を
把
握
し
て
色
を
つ
け
て
い
く
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。自
分
の
頭
の
中
で
、「
こ
こ
は
ど
う
い

う
風
に
繋
が
る
か
」と
い
う
こ
と
を
把
握
し
て
染
め

て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　
繋
が
る
と
こ
ろ
に
関
し
て
は
同
じ
太
さ

で
ぼ
か
し
が
出
る
よ
う
に
、同
じ
強
さ
で
ぼ
か
し
を

入
れ
て
い
ま
す
。父
と
同
じ
よ
う
に
、図
柄
自
体
が

ど
う
や
っ
て
繋
が
る
か
を
意
識
し
な
が
ら
染
め
て

い
ま
す
。

具
体
的
に
鶴
の
羽
で
す
と
ど
の
よ
う
に
色
差
し

を
し
ま
す
か
。

　
　
　
　
白
い
腹
の

部
分
は
ぼ
か
し
に
茶

色
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
産
毛
を
目
立

た
せ
ま
す
。羽
の
緑

は
全
体
に
非
常
に
濃

い
の
で
、ぼ
か
し
で

紺
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
立
体
感
を
出

し
て
い
ま
す
。

引染の万祝の鶴

甕染の万祝の植物

植
物
の
柄
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

幸
祐
氏

　
　
　
　
松
は
外
側
を
ぼ
か
す
と
若
葉
部
分
が
見

え
な
く
な
り
ま
す
。そ
の
た
め
、松
の
枝
に
近
い
内

側
を
少
し
濃
く
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
外
周
の
葉

部
分
が
薄
く
な
り
、目

立
ち
ま
す
。竹（
笹
）の
場

合
は
、色
が
黄
色
っ
ぽ

い
の
で
上
を
暗
く
ぼ
か

す
こ
と
に
よ
っ
て
立
体

感
を
出
し
ま
す
。

理
規
氏
　
　

　
藍
染
を
す
る
ま
え
に
、色
差
し
を
し
た
部
分
に

染
料
が
入
ら
な
い
よ
う
糊
を
被
せ
る「
糊
伏
せ
」を

す
る
。

　
元
糊
か
ら
伏
せ
糊
を
作
り
、筒
金
を
付
け
た
筒

皮
に
し
ゃ
も
じ
で
糊
を
入
れ
る
。筒
皮
か
ら
出
る

糊
の
量
は
筒
金
の
形
で
調
整
す
る
。

　
糊
を
伏
せ
る
と
、そ
の
上
を
お
が
く
ず
で
覆
う
。

余
分
な
お
か
く
ず
は
箒
で
払
い
落
と
す
。

　
糊
伏
せ
後
は
、糊
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、生
地

の
裏
地
か
ら
霧
吹
き
で
水
を
か
け
て
糊
が
割
れ
な

い
程
度
に
干
す
。

　
色
差
し
が
終
わ
る
と
、屋
外
で「
上
豆
」を
す
る
。

上
豆
と
は
、色
差
し
後
に
豆
汁
を
入
れ
る
こ
と
で

顔
料
を
よ
り
強
固
に
し
、藍
染
の
染
ま
り
を
良
く

す
る
た
め
に
お
こ
な
う
。

上
豆

糊
伏
せ

伏せ糊を筒皮に入れる
伏せ糊をしゃもじですり鉢からとり、筒金を付けた筒皮に入れる。

伏せ糊
型付糊よりも粘りを弱くすることで、型付糊がはがれるのを防ぐ。

糊の防染がわかる上豆後の生地の裏側
糊部分に顔料が入っていない。

刷毛で豆汁を塗り上豆をする

筒皮で糊を伏せる引染の衽の糊伏せ
引染は刷毛で染めるため、柄の外側だけを糊伏せ
する。

おがくずで覆った状態
引染の背紋は裏にも引染をして地色と馴染ませ
るため、全体に糊伏せをする。

18

う
わ
ご

つ
つ
が
ね

つ
つ

が
わ

き
わ

ふ
ち

おくみ

色
差
し
後
の
豆
汁
に
よ
る
上
塗
り

糊
に
よ
る
色
差
し
部
分
の
防
染

話
し
手

鈴
木
幸
祐
氏

（
鴨
川
萬
祝
染
　
鈴
染
　
三
代
目
）

鈴
木
理
規
氏

（
鴨
川
萬
祝
染
　
鈴
染
　
四
代
目
）
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万
祝
の
型
と
図
柄
の
色

　
　
　
　
　

出
刃
包
丁
み
た
い
な
形
を
し
た
ヘ
ラ

は
、形
か
ら
名
前
を
と
っ
て
デ
バ
ベ
ラ
と
呼
ん
で
い

ま
す
。生
地
の
上
に
型
紙
を
置
い
て
そ
の
上
か
ら
糊

を
デ
バ
ベ
ラ
に
つ
け
て
置
い
て
い
き
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
染
道
具
に
つ
い
て
）

万
祝
染
に
必
要
な
道
具
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

デ
バ
ベ
ラ

　
　
　
　
　
　

柿
渋
で
使
う
刷
毛
は
、他
の
工
程
と

同
じ
も
の
で
す
が
、使
い
古
し
た
刷
毛
を
使
い
ま

す
。柿
渋
に
使
っ
て
し
ま
う
と
毛
が
柿
渋
で
固
く
な

り
、他
の
工
程
で
は
使
い
づ
ら
く
な
る
か
ら
で
す
。

柿
渋
の
刷
毛

　
　
　
　
　
　

型
付
糊
が
乾
い
た
ら
、色
を
さ
し
て

い
き
ま
す
。こ
の
時
に
は
筆（
小
刷
毛
）を
使
い
ま

す
。色
々
な
大
き
さ
が
あ
り
ま
す
。柄
に
よ
っ
て
適

し
た
大
き
さ
の
筆
を
使
い
分
け
ま
す
。筆
の
毛
の
素

材
は
鹿
や
馬
の
毛
で
す
が
、う
ち
は
素
材
よ
り
筆
の

柔
ら
か
さ
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

筆（
小
刷
毛
）

　
　
　
　
　
　

水
入
れ
で
六
寸
刷
毛
で
水
を
刷
き
、

さ
ら
に
こ
の
裏
掻
き
包
丁
を
使
い
ま
す
。こ
の
道
具

で
生
地
の
裏
を
掻
い
て
い
く
と
、型
付
糊
が
裏
ま
で

浸
透
し
て
い
き
ま
す
。昔
は
包
丁
の
形
だ
っ
た
の
で

す
が
、今
は
自
作
の
包
丁
で
は
な
い
形
の
も
の
を

使
っ
て
い
ま
す
。生
地
の
裏
を
掻
く
包
丁
み
た
い
な

形
を
し
た
道
具
な
の
で
裏
掻
き
包
丁
で
す
。

裏
掻
き
包
丁

　
　
　
　
　

大
き
さ
が
六
寸（
約
十
八
㎝
）あ
る
刷

毛
で
す
。大
き
く
色
を
さ
す
時
や
、染
料
を
生
地
に

引
く
と
き
に
使
い
ま
す
。用
途
で
使
い
分
け
ま
す
。

毛
は
染
料
の
含
み
が
い
い
鹿
の
毛
で
す
。使
っ
た
後

に
き
ち
ん
と
乾
か
さ
な
い
と
、刷
毛
の
根
元
が
腐
っ

て
し
ま
う
の
で
扱
い
に
は
注
意
し
て
い
ま
す
。

六
寸
刷
毛

デバベラ
ヘラは研いで使うの
で、段々と小さくなる。

六寸刷毛
【上】水入れ
【中】下染
【下】引染

裏掻き包丁
【上】昔の裏掻き包丁
【中・下】 現在の裏掻き包丁。
中段は幟や大幕など大物に使う。

柿渋と柿渋用刷毛
柿渋は専門の業者か
ら購入している。

筆
刷り込み刷毛ともいう。筆は大き
く３種類の幅を使い分けている。
全長は約14cm。

筆（小）
二分刷毛。細かい部分の色差しに
用いる。

筆（大）
一寸刷毛。波や文字など大きく色
を差す部分に用いるため、青と赤
部分で多く用いる。

筆（中）
五分刷毛。

　
　
　

和
紙
を
柿
渋
で
補
強
し
た
円
錐
状
の
筒
を

筒
皮
と
言
い
ま
す
。こ
の
筒
の
先
に
、筒
金
と
い
う

真
鍮
で
で
き
た
金
具
を
取
り
付
け
て
、糊
伏
せ
に
使

い
ま
す
。筒
皮
も
筒
金
も
何
度
も
繰
り
返
し
使
い
ま

す
。筒
皮
は
手
で
握
っ
て
糊
を
絞
り
出
し
て
い
く
の

で
、使
っ
て
い
く
う
ち
に
ど
う
し
て
も
破
け
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。そ
う
い
う
時
は
ガ
ム
テ
ー
プ
で
補
強

し
て
、使
え
る
間
は
使
っ
て
い
ま
す
。使
い
続
け
る

と
筒
皮
は
柔
ら
か
く
な
っ
て
切
れ
そ
う
に
な
る
の

で
、自
分
た
ち
で
柿
渋
を
塗
っ
て
補
修
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

筒
皮

　
　
　
　

生
地
の
両
端
を
挟
ん
で
固
定
す
る
と
き

に
使
う
の
が
張
り
手
で
す
。板
が
一
枚
だ
け
で
釘
が

打
っ
て
あ
る
も
の
が
か
つ
て
使
っ
て
い
た
ガ
リ
張

り
手
で
、針
の
つ
い
た
板
二
枚
で
挟
む
も
の
を
改
良

張
り
手
と
呼
ん
で
い
ま
す
。今
は
ほ
と
ん
ど
改
良
張

り
手
を
使
っ
て
い
ま
す
。ガ
リ
張
り
手
の
釘
よ
り
、

改
良
張
り
手
の
細
か
い
針
の
方
が
、し
っ
か
り
と
平

ら
に
張
れ
て
、か
つ
使
い
や
す
い
で
す
。

張
り
手

筒皮
【右】未使用（筒金をはめる部分が切られていない）
【中】癖がつき始めた筒皮　
【左】破けた部分を補修した筒皮
未使用以外、先端に筒金をはめた状態で撮影。筒皮は使う筒金の大きさに合うように

先端を切り、内側から筒金をはめて使用する。

筒金
【上】口金を上から撮影
【下】上写真と同じ口金を横から撮影
真鍮製で、大きさは５分刻み。

改良張り手
２枚の板の片面に針、片面に針の

入る穴があり、この２枚の板で生地

を挟んだ状態で紐を引っ張ると、

板が閉じて安定して張ることがで

きる。

ガリ張り手
１枚の板に打ち付けた後に曲げた

釘が複数本ついているだけの作り。

う
ら
が

　
　
　

筒
金
は
形
が
ケ
ー
キ
屋
の
ク
リ
ー
ム
の
絞

り
器
に
似
て
い
ま
す
。で
も
、染
物
で
使
う
筒
金
の

口
は
平
ら
な
っ
て
い
ま
す
。大
き
な
筒
金
は
、近
く

に
作
れ
る
職
人
さ
ん
が
も
う
い
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
、今
特
注
で
頼
ん
で
も
作
っ
て
も
ら
え

る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。祖
父
の
代
か
ら
受
け
継
い
で

き
た
筒
金
を
大
事
に
使
っ
て
い
ま
す
。

し
ん
ち
ゅ
う

筒
金

つ
つ
が
わ

つ
つ
が
ね

話
し
手

鈴
木
幸
祐
氏

（
鴨
川
萬
祝
染　

鈴
染　

三
代
目
）
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伸
子
の
役
割
は
布
に
つ
い
て
い
る
状
態
を

見
て
い
た
だ
く
と
わ
か
る
の
で
す
が
、こ
の
よ
う
に

布
に
さ
す
こ
と
で
布
が
縮
む
の
を
防
ぎ
、幅
を
均
等

に
揃
え
る
役
割
が
あ
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
伸
子
に
つ
い
て
）

伸
子
の
使
い
方
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　

そ
の
幅
で
細
か
く
さ
し
て
い
か
な
い
と
、

生
地
に
凸
凹
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。凸
凹
が
あ
る

生
地
は
仕
立
て
が
し
づ
ら
い
の
で
、細
か
く
さ
し
て

い
ま
す
。

水
元
で
は
二
㎝
か
ら
三
㎝
く
ら
い
の
幅
の
方
が
良

い
の
で
し
ょ
う
か
。

伸
子
を
使
う
と
き
に
幅
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
。

理
規
氏

理
規
氏

　
　
　
　

使
い
終
わ
っ
た
後
の
伸
子
は
、そ
の
ま
ま

に
し
て
し
ま
う
と
、ア
ー
チ
状
に
曲
が
っ
た
ま
ま
で

次
回
使
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。使
い
終
わ
る

た
び
に
、水
を
張
っ
た
桶
の
中
に
入
れ
て
、曲
が
っ
た

伸
子
を
洗
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
戻
し
て
か
ら
乾
燥
さ
せ

ま
す
。

ど
う
い
う
手
入
れ
を
し
ま
す
か
。

理
規
氏

　
　
　
　

色
差
し
で
使
う
伸
子
は
大
体
二
十
㎝
く
ら

い
で
す
。こ
れ
以
上
細
か
く
し
て
し
ま
う
と
、刷
毛
で

引
染
等
を
す
る
と
き
に
、や
り
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。

　

甕
染
で
使
う
伸
子
、太
伸
子
は
他
の
伸
子
と
さ
し

方
が
違
い
ま
す
。藍
甕
に
浸
け
る
際
に
、こ
の
伸
子
を

も
っ
て
生
地
を
蛇
腹
状
に
浸
け
る
の
で
、生
地
の
長

辺
に
対
し
て
平
行
に
さ
し
て
い
き
ま
す
。

　

絹
張
伸
子
は
二
十
㎝
幅
で
は
な
く
、約
二
㎝
の
幅

で
細
か
く
さ
し
て
い
き
ま
す
。

理
規
氏

　

鈴
染
で
使
っ
て
い
る
伸
子
は
三
種
類
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
が
色
差
し
の
際
に
使
う
伸
子
、次
に
甕
染
の

時
に
使
う
太
伸
子
、最
後
の
水
元
で
は
一
番
細
い
絹

張
伸
子
を
使
っ
て
い
ま
す
。

型付け糊を置いた後の水入れ前に伸子と張り手を使って生地を干す

３種類の伸子
【上】絹張伸子（長さ 40 ㎝）
【中】伸子（長さ 44 ㎝）
【下】太伸子（長さ 44 ㎝）

絹張伸子（上）
太伸子（中）
伸子（下）
種類に分けて保管さ
れている。

洗浄中の伸子

乾燥中の伸子

祝
染
〜
引
染
と
甕
染
〜

し
ん
し

祝
染
〜
引
染
と
甕
染
〜

ひ
き
ぞ
め

あ
い
が
め

か
め
ぞ
め

伸子と太伸子は染め工程で
使うので「染伸子」ともいう。

鈴
染
の
万
祝
の
染
め
方
に
は
、刷
毛
で
染
料
を
重
ね
て
い
く

「
引
染
」と
藍
甕
に
つ
け
る「
甕
染
」が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
の
違
い
は
、

仕
上
が
り
の
藍
の
色
や
裏
側
に
あ
ら
わ
れ
る
。

鈴
木
理
規
氏

（
鴨
川
萬
祝
染　

鈴
染　

四
代
目
）

話
し
手
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引
染

地
色
の
藍
色
を
刷
毛
で
何
度
も
重
ね
て
い
く
技
法

水
洗
い
で
糊
と
余
分
な
顔
料
と
染
料
を
落
と
す

　

鈴
染
の
引
染
は
下
染
と
本
染
の
明
確
な
境
が

な
く
、徐
々
に
染
め
て
い
く
染
め
方
で
あ
る
。

　

最
初
に
引
染
の
生
地
を
屋
外
に
張
り
手
と
伸

子
を
使
っ
て
干
す
。建
物
の
影
な
ど
が
生
地
に
落

ち
る
と
そ
の
部
分
だ
け
影
ム
ラ
が
で
き
る
た
め
、

生
地
に
影
が
落
ち
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
な

が
ら
干
し
て
い
く
。

　

次
に
生
地
を
染
め
る
染
液
を
用
意
す
る
。石
灰

を
ガ
ー
ゼ
に
包
み
、バ
ケ
ツ
に
入
れ
た
豆
汁
の

中
で
揉
み
こ
む
。そ
し
て
ベ
ロ
藍
の
顔
料
の
ベ
レ

ン
ス
も
同
様
に
揉
み
こ
ん
で
溶
か
し
て
、染
液
を

作
る
。ベ
レ
ン
ス
を
染
液
に
い
れ
る
の
は
、今

使
っ
て
い
る
藍
の
色
に
近
い
か
ら
で
あ
り
、以
前

は
墨
豆
を
使
っ
て
い
た
。

水
元

染液をつくる
染液は予備も作る。作業中に染液の入った
バケツをひっくり返した場合の対策と、時
間の経過で色が変化してもすぐ調整できる
ようにするための用意である。

三回目の引染
地色（染織される生地の色）が
大分変わってきた。

二回目の引染
伏せ糊で図柄部分が染まるのを防いで
いる。

最初の引染
藍の染料はまだ入っていない。
薄く藍色がつく。

藍の液 藍甕の染料を使用する。

引染を繰り返して濃さを調整
引染は繰り返す回数で濃さが変わる。

藍の染料を加えた
染液で染める

作業をしている幸祐氏を
挟んで、右側が藍の染料
を加えた色で、左側が染
料なしの状態。色の違い
が明らかである。

染料をバケツに入れる
藍甕から柄杓ですくってバケツに入れる。

数時間置いた引染
引染は染料が擦れやすいため
甕染より慎重に水元をする。

糊を落とす
優しく上下に揺らし、手で触り
ながら水を落とす。

板にあげて確認する
糊がとれるまで何度も水元をする。

　

ム
ラ
防
止
の
た
め
、染
液
を
生
地
の
表
・
裏
・
表
へ

素
早
く
刷
毛
で
引
く
。

　

引
染
が
乾
い
た
ら
先
ほ
ど
の
染
液
に
亜
鉛
末
と
石

灰
で
発
酵
さ
せ
た
藍
の
液
を
加
え
た
引
染
を
二
回
か

ら
三
回
繰
り
返
す
。半
端
に
染
ま
っ
て
違
和
感
が
出
な

い
よ
う
に
、背
紋
の
裏
も
染
め
る
。ま
た
、染
液
は
乾
く

と
硬
く
な
る
。そ
の
た
め
仕
立
て
で
縫
い
合
わ
せ
る
脇

部
分
は
染
め
な
い
。

　

染
料
が
落
ち
着
い
た
ら
、糊
を
落
と
す「
水
元
」を

す
る
。引
染
は
刷
毛
で
染
料
を
引
い
て
い
る
た
め
、

染
料
の
浸
透
が
弱
い
こ
と
も
あ
る
た
め
慎
重
に
水

元
を
す
る
。

　

水
に
入
れ
て
か
ら
夏
場
で
あ
れ
ば
三
時
間
ほ
ど

で
糊
が
緩
ん
で
く
る
。糊
が
緩
ん
だ
こ
と
を
確
認
し

た
ら
、水
に
浸
け
た
ま
ま
の
生
地
を
指
で
触
り
な
が

ら
糊
を
落
と
す
。生
地
を
水
か
ら
あ
げ
る
際
は
、染

料
や
顔
料
が
擦
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
板
に
載
せ

て
あ
げ
て
い
く
。

　

一
回
目
の
水
元
で
糊
の
表
層
を
落
と
し
、二
回
目
以

降
は
生
地
に
よ
り
水
を
染
み
込
ま
せ
な
が
ら
落
と
す
。

　

最
後
は
、改
め
て
染
液
を
刷
毛
に
取
ら
ず
に
ム
ラ

を
刷
毛
で
均
し
て
か
ら
乾
か
す
。乾
い
た
ら
染
料
を

落
ち
着
か
せ
る
た
め
に
二
週
間
ほ
ど
保
管
す
る
。

　

三
回
ほ
ど
水
元
を
し
た
ら
、張
り
手
と
絹
張
伸
子

を
使
っ
て
干
す
。最
初
の
絹
張
伸
子
は
風
で
生
地
が

ね
じ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、生
地
中
心
を
重
点
的

に
大
き
く
幅
を
と
っ
て
さ
す「
飛
び
伸
子
」で
さ
し

て
い
く
。流
水
を
生
地
の
裏
表
に
か
け
て
、カ
ス
ト

リ
を
し
た
ら
、今
度
は
幅
を
整
え
る
た
め
に
絹
張
伸

子
を
二
㎝
幅
で
表
に
さ
し
て
い
く
。

　

触
っ
た
り
、叩
い
た
り
し
て
生
地
の
音
を
聞
き
、乾

い
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
ら
生
地
を
内
側
に
し

て
畳
み
、色
味
を
落
ち
着
か
せ
る
た
め
に
仕
立
て
ま
で

寝
か
せ
る
。

絹張伸子を2㎝幅にさしていく
細かくさすことで幅が整い、仕立てがしやすくなる。

乾かしている引染
水元で型付糊と伏せ糊、余分な顔料と染料が落ちた。

25

あ
え
ん
ま
つ

み
ず
も
と

万
祝
染
引
染
と
甕
染
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甕
染

藍
甕
に
浸
し
て
染
め
る
技
法

染液での下染

染液を作る

引染と違い、糊伏せした図柄にも下染めをする。

生地についた藍の花を刷毛で落とす
伸子をさしたまま、刷毛で藍の花や余
分な液を落とす。

伸子を持って甕に浸す
直角に入れて、藍を生地にまんべんな
くしみこませる。

甕から取り出し、酸化を促す
取り出す際には、直角に立てて取り出
す。生地に溜まった液の重さで伸子が
外れるのを防ぐためである。

乾いた生地を畳む

調温・調湿のできる環境におく

地固め後の生地
黒色部分（羽先や首の一部）は地色と
の調和が取れた黒にするために糊伏
せをしていない。黒色部分をともに藍
で染めることで、落ち着いた色味に
する。

藍の花をよける

伏せ糊部分が内側になる

ように伸子を持つ

霧吹きをかける

太伸子をさす

水通し後、屋内で水気をきるために

干す

水通し

甕染の合間に屋内で干して、酸化を促しつつ余分な液を落とす 甕に浸した後に、甕の上で生地を開いて酸化を促す
酸化することで、緑がかった染料が藍色に変わる。

　

引
染
と
同
様
に
豆
汁
に
ベ
レ
ン
ス
・
石
灰
を
混
ぜ

た
染
液
を
作
り
、刷
毛
で
下
染
を
す
る
。下
染
が
乾

い
た
ら
、伏
せ
糊
の
足
り
な
い
部
分
に
糊
と
お
が
く

ず
を
足
し
て
補
強
し
、甕
に
浸
け
る
。こ
の
一
連
の

作
業
を
鈴
染
で
は
地
固
め
と
い
い
、甕
染
の
本
染
前

に
お
こ
な
う
。

　

地
固
め
の
甕
染
で
は
後
述
す
る
本
染
と
違
い
、伸

子
を
付
け
替
え
ず
に
伏
せ
糊
部
分
が
内
側
に
な
る

よ
う
に
、伸
子
を
持
つ
部
分
を
調
整
す
る
。

　

色
ム
ラ
の
原
因
と
な
る
甕
の
藍
の
花
は
事
前
に

脇
に
よ
け
て
お
き
、二
つ
あ
る
甕
の
う
ち
の
色
の
薄

い
方
か
ら
浸
け
る
。

　

浸
け
方
は
、伸
子
の
脱
落
を
防
ぎ
な
が
ら
生
地
を

染
め
る
た
め
に
、伸
子
を
持
つ
部
分
を
直
角
に
立
て

て
浸
す
。液
が
し
み
こ
ん
だ
ら
取
り
出
し
、生
地
の

隙
間
を
開
い
て
酸
化
を
促
す
。そ
の
後
、濃
い
方
の

甕
に
も
浸
け
て
、酸
化
を
促
し
た
ら
外
に
持
っ
て
い

き
張
り
手
で
干
す
。

　

布
に
つ
い
た
藍
の
花
や
余
分
な
液
を
刷
毛
で
落
と

し
て
ム
ラ
を
防
止
す
る
。

　

地
固
め
の
張
り
手
を
強
く
張
る
と
生
地
の
糊
が
割

れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、緩
く
張
る
。糊
が
割
れ
そ

う
で
あ
れ
ば
再
度
補
強
す
る
。乾
い
た
ら
糊
部
分
を
内

側
に
し
て
畳
み
、調
温
・
調
湿
が
で
き
る
場
所
に
約
二

週
間
お
く
。

　

地
固
め
か
ら
二
週
間
後
、本
染
を
す
る
。最
初

に
糊
が
割
れ
な
い
よ
う
に
生
地
の
表
と
裏
に
霧
吹

き
を
し
、糊
が
割
れ
て
い
た
ら
糊
と
お
が
く
ず
で

補
強
す
る
。

　

甕
染
の
本
染
に
使
う
伸
子
は
染
伸
子
の
中
で
も

太
い
も
の
を
使
用
す
る
。ほ
か
の
伸
子
は
生
地
の

側
面
に
さ
す
の
に
対
し
、背
の
柄
合
わ
せ
に
あ
た

る
長
辺
一
か
所
に
さ
し
て
い
く
。裏
か
ら
表
、表
か

ら
裏
と
生
地
に
対
し
て
伸
子
を
ね
じ
る
よ
う
に
さ

し
、伸
子
の
間
の
余
白
や
伸
子
の
わ
ず
か
な
た
わ

み
を
利
用
し
、生
地
の
長
さ
と
伸
子
が
そ
ろ
う
よ

う
に
す
る
。

　

生
地
の
長
さ
と
伸
子
が
合
わ
な
い
場
合
は
生
地

の
端
に
糸
を
つ
け
て
伸
子
と
糸
を
結
ぶ
。

　

次
に
、藍
染
の
液
が
浸
透
し
や
す
く
な
る
よ
う
に

水
通
し
を
す
る
。水
気
が
切
れ
た
ら
本
染
を
す
る
。

　

伸
子
を
も
っ
て
生
地
を
色
の
薄
い
方
の
甕
に
浸

け
る
。し
ば
ら
く
浸
け
た
ら
伸
子
が
と
れ
な
い
よ
う

に
引
き
上
げ
て
、折
り
畳
ん
だ
生
地
を
甕
の
上
で
開

い
て
、空
気
に
触
れ
さ
せ
て
藍
の
酸
化
を
促
す
。そ

の
後
、色
の
濃
い
甕
に
浸
し
、再
び
空
気
に
触
れ
さ

せ
て
さ
ら
に
酸
化
を
促
し
て
屋
内
で
少
し
乾
か
す
。

甕
染
の
本
染
の
回
数
は
、下
染
で
の
染
め
の
濃
さ
で

決
ま
る
。

万
祝
染
引
染
と
甕
染
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ブラシで糊を落とす

甕染の最初の水元

引染より染料が擦れにくいためブラシを用いる。

甕染後すぐに水元にうつるため、水元の最初の水は
藍の染料の色になる。太伸子をさしたまま、水に浸
ける。

縦に沈める

糊が落ちているか確認する。 昔の職人は自分の舌で酸の濃度を確
認したという。現在は計量している。
なお鈴染では薬品は使用後に適切な
処置をしている。

流水でのカストリ

水
洗
い
で
糊
と
余
分
な
顔
料
と
染
料
を
落
と
す

酸ばり板にあげて確認万祝の反物は、色差しの顔料と地色の藍で木綿生地が硬くなり、手縫いで縫うには力がいる。
ミシンで仕立てることもあるが、幸祐氏の娘麻美さんによって手縫いで仕立てた。

仕立て（引染）

甕染の仕立て前

印の入った万祝

押印する幸祐氏

「鴨川鈴染」の印

　

仕
立
て
の
最
後
に
前
身
頃
の
鈴
染
の
文
字
の
下
に
、

鈴
染
三
代
目
鈴
木
幸
祐
氏
が
押
印
す
る
。

水元で型付け糊と伏せ糊、
余分な顔料と染料が落ちた。

乾燥中の甕染

　

染
料
が
落
ち
着
い
た
ら
、仕
立
て
を
お
こ
な
う
。

か
つ
て
は
反
物
に
す
る
こ
と
ま
で
が
紺
屋
の
仕
事

だ
っ
た
が
、今
は
仕
立
て
の
で
き
る
人
が
少
な
い
た

め
仕
立
て
ま
で
し
て
納
品
を
し
て
い
る
。鈴
染
で
の

仕
立
て
の
順
序
は
、次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

最
後
に
こ
こ
ま
で
の
過
程
で
並
行
し
て
縫
っ
て

い
た
袖
を
つ
け
て
完
成
す
る
。

①
裁
ち

②
背
の
柄
合
わ
せ

③
上
げ

④
脇
柄
合
わ
せ

⑤
衽
柄
合
わ
せ

⑥
褄
下
か
ら
裾
を
縫
う

⑦
衿
の
流
れ
の
線
を
つ
け
る

⑧
衿
付
け

⑨
共
衿
付
け

⑩
袖
付
け

　

本
染
の
後
、甕
染
で
は
生
地
を
寝
か
せ
る
こ
と
な

く
水
元
に
う
つ
る
。畳
ん
だ
生
地
の
間
に
水
が
入
り

糊
が
取
れ
や
す
く
な
る
た
め
、伸
子
を
さ
し
た
ま
ま
、

水
に
浸
け
て
数
時
間
置
く
。糊
が
ふ
や
け
た
ら
伸
子

を
一
気
に
外
し
て
、生
地
を
ブ
ラ
シ
で
擦
り
、糊
を
落

と
す
。

　

甕
染
の
工
程
で
ア
ル
カ
リ
性
に
よ
っ
て
い
る
生

地
を
、希
硫
酸
に
浸
け
て
中
和
す
る
こ
と
を
鈴
染
で

は「
酸
ば
り
」と
い
う
。酸
ば
り
し
た
ら
、再
び
水
洗

い
を
し
水
桶
に
生
地
を
縦
に
し
て
沈
ま
せ
る
。縦
に

す
る
こ
と
で
、布
の
隙
間
か
ら
水
よ
り
重
い
酸
が
沈

む
の
だ
と
い
う
。

　

約
三
十
分
後
に
水
か
ら
あ
げ
て
張
り
手
を
付
け
て

庭
に
干
す
。引
染
同
様
に
飛
び
伸
子
を
付
け
て
流
水

で
生
地
の
カ
ス
ト
リ
を
し
た
後
、二
㎝
間
隔
で
絹
張

伸
子
を
さ
し
て
、乾
か
す
。乾
い
た
ら
、張
り
手
と
伸

子
を
外
し
て
、畳
み
、引
染
と
同
様
に
調
温
・
調
湿
の

で
き
る
場
所
に
保
管
す
る
。

水
元

仕
立
て

万
祝
染
引
染
と
甕
染

お
く
み

つ
ま
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引
染
の
万
祝
の
色
を
鈴
染
で
は
藍
鼠
と
よ
ん
で
い

る
。刷
毛
で
染
め
た
引
染
は
、裏
か
ら
裾
模
様
部
分
を
染

め
な
い
た
め
、表
の
柄
が
見
え
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

　
甕
染
は
引
染
に
比
べ
て
色
が
濃
く
、生
地
の
裏
も
濃

い
藍
色
で
あ
る
。

引
染
の
万
祝

甕
染
の
万
祝

い
藍
色
で
あ
る
。

い
藍
色
で
あ
る
。

あ
い
ね
ず

万
祝
染
引
染
と
甕
染
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言
葉
で
教
わ
る
と
い
う
よ
り
は
、や
っ
て
い
る
姿

を
見
て
そ
れ
を
真
似
し
て
ど
ん
ど
ん
覚
え
て
い
く
と
い
う
の

が
多
い
で
す
。

　
　
　
　
そ
う
で
す
ね
。父
の
仕
事
姿
を
見
て
、ど
の
よ
う
な

形
で
染
め
て
い
く
か
っ
て
い
う
こ
と
を
、ず
っ
と
見
て
覚
え
て

い
ま
し
た
。例
え
ば
、ぼ
か
し
の
時
に
も
、片
手
に
二
本
の
筆
を

持
っ
て
そ
れ
を
上
手
に
扱
い
な
が
ら
ぼ
か
し
て
い
く
の
を
見

て
真
似
し
て
覚
え
ま
し
た
。筆
一
本
ず
つ
だ
と
時
間
が
か
か
っ

て
乾
い
て
し
ま
う
の
で
。そ
れ
を
何
回
も
練
習
し
な
が
ら
や
っ

て
い
き
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
技
術
の
習
得
）

話
し
手

鈴
木
幸
祐
氏

（
鴨
川
萬
祝
染
　
鈴
染
　
三
代
目
）

鈴
木
理
規
氏

（
鴨
川
萬
祝
染
　
鈴
染
　
四
代
目
）

理
規
さ
ん
は
、父
で
あ
り
師
匠
で
も
あ
る
幸
祐
さ
ん
の

仕
事
を
見
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
が
多
い
で
す
か
。

そ
の
持
ち
方
は
理
規
さ
ん
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。

幸
祐
さ
ん
も
同
じ
で
し
た
か
。

理
規
氏

幸
祐
氏

　
　
　
　
最
初
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、だ
ん
だ
ん
慣

れ
て
き
ま
し
た
。父
の
姿
を
何
度
も
見
て
要
領
よ
く
で
き
る

よ
う
な
方
法
を
学
ん
で
い
ま
す
。

理
規
氏

湯のみより軽量のプラスチックカップを
利用している。

理規氏の色差し

旭市にかつてあった丸京染物本店の色差し

（写真：千葉県教育委員会提供）
湯呑みに色差しの色を入れている。 幸祐氏と理規氏の共同での色差し

プラスチックカップと筆

々
を
魅
了
す
る
万
祝

鈴染四代目。バックパッカーとしてアメリカ横断旅行

中に、カリフォルニア州モントレーで祖父榮二氏の染

めた大漁旗に出会い、家業を継ぐことを決心した。

鈴木  理規氏
り き

（平成2年（1990）生まれ）

々
を
魅
了
す
る
万
祝漁

師
の
祝
い
着
と
し
て

房
総
半
島
か
ら
始
ま
り
、

東
日
本
の
太
平
洋
沿
岸
で

万
祝
は
流
行
し
た
。

だ
が
、昭
和
三
十
年
代
に
は

大
漁
の
祝
い
に

ジ
ャ
ン
パ
ー
な
ど
の
別
の
品
が

配
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、現
在
も
万
祝
を

染
め
る
技
術
や
、

紺
屋
・
染
物
屋
が

受
け
継
い
で
き
た
祝
い
の
柄
は
、

職
人
の
手
に
よ
っ
て

祭
り
半
纏
や
小
物
と
し
て

活
か
さ
れ
て
い
る
。
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万
祝
の
裾
野
を
広
げ
る

　

豊
漁
の
祝
い
と
し
て
万
祝
を
大
量
に
注
文
す
る

こ
と
が
な
く
な
る
と
、万
祝
を
染
め
て
い
た
染
物

屋
は
数
を
減
ら
し
、そ
れ
に
比
例
し
て
下
絵
、型
彫

な
ど
を
担
っ
て
い
た
職
人
も
姿
を
消
し
た
。

　

鈴
染
は
、万
祝
の
注
文
の
数
が
減
っ
た
時
期
に

は
万
紺
屋
で
あ
る
強
味
を
活
か
し
て
、大
漁
旗
や

半
纏
、手
拭
い
と
い
っ
た
万
祝
以
外
の
染
色
業
、そ

し
て
培
っ
た
技
術
を
活
か
せ
る
着
物
の
洗
い
張
り

な
ど
を
取
り
扱
っ
て
き
た
。ま
た
、開
業
当
時
は
分

業
で
あ
っ
た
下
絵
か
ら
染
色
ま
で
を
鈴
染
で
一
本

化
し
、反
物
に
し
た
あ
と
の
仕
立
て
を
す
る
人
が

減
少
す
る
と
、仕
立
て
も
自
分
た
ち
で
お
こ
な
う

よ
う
に
し
て
き
た
。

　

加
え
て
、染
色
関
連
以
外
に
子
ど
も
向
け
の
体

験
教
室
や
、学
校
へ
の
出
張
授
業
を
通
し
て
、万
祝

を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
尽
力
し
て
き
た
。

　

鈴
染
は
、二
代
に
わ
た
っ
て
千
葉
県
の
伝
統
的

工
芸
品
に
指
定
さ
れ
る
高
い
技
術
力
を
維
持
す
る

だ
け
で
な
く
、状
況
に
応
じ
て
生
産
体
制
を
変
化

さ
せ
て
お
り
、さ
ら
に
普
及
活
動
も
お
こ
な
う
こ

と
で
万
祝
染
を
伝
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、鈴
染
の
三
代
目
幸
祐
氏
の
息
子
、理
規
氏

は
万
祝
の
技
術
を
継
承
す
る
た
め
に
修
業
し
な
が

ら
、こ
れ
ま
で
の
顧
客
層
以
外
に
も
万
祝
を
周
知
す

る
こ
と
を
意
識
し
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
用
い
て
万
祝
に

つ
い
て
情
報
発
信
し
、万
祝
の
裾
野
を
広
げ
続
け
て

い
る
。

　

万
祝
は
房
総
半
島
の
豊
か
な
海
と
豊
漁
を
祝
う

人
々
の
心
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
。江
戸
時
代
に
は
じ

ま
っ
た
万
祝
文
化
は
、変
わ
り
ゆ
く
時
代
の
波
の
中

で
柔
軟
に
そ
の
姿
を
変
え
、人
々
を
魅
了
し
続
け
て

い
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー（
万
祝
染
を
受
け
継
ぐ
）

話
し
手

鈴
木
幸
祐
氏

（
鴨
川
萬
祝
染　

鈴
染　

三
代
目
）

鈴
木
理
規
氏

（
鴨
川
萬
祝
染　

鈴
染　

四
代
目
）

万
祝
の
柄
を
活
か
し
た
祭
半
纏
は
ど
う
い
う
き
っ
か

け
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

次
の
代
の
理
規
さ
ん
は
、さ
ら
に
取
り
組
み
を
広

げ
て
い
ま
す
ね
。

テ
レ
ビ
な
ど
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
ね
。

着
る
万
祝
だ
け
で
な
く
身
に
つ
け
る
万
祝
と
し
て
、

色
ん
な
も
の
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
ね
。

　
　
　
　

昔
だ
っ
た
ら
い
い
も
の
を
作
っ
て
い
れ
ば

売
れ
る
時
代
で
し
た
が
、今
は
物
が
溢
れ
る
時
代
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
、作
っ
て
い
る
作

品
や
万
祝
染
の
魅
力
を
自
分
自
身
で
発
信
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
考
え
ま
し
た
。今
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
、お
客
さ
ん
に
万
祝
染
の
魅
力
に
ど

ん
な
も
の
が
あ
る
か
伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

発
信
の
際
に
は
完
成
し
た
も
の
を
た
だ
見
せ
る
の

で
は
な
く
て
、特
に
、出
来
上
が
る
ま
で
に
ど
の
よ
う

な
工
程
を
踏
ん
で
い
る
か
と
か
、万
祝
染
の
歴
史
的
な

背
景
な
ど
も
伝
え
る
よ
う
に
し
て
、万
祝
染
っ
て
こ
う

い
う
背
景
が
あ
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
の

を
知
っ
て
い
た
だ
き
、万
祝
染
自
体
に
興
味
持
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

え
え
。た
ま
た
ま
地
元
テ
レ
ビ
で
放
映
さ

れ
た
私
の
姿
を
見
て
注
文
に
来
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。万
祝
は
非
常
に
目
立
つ
柄
な
の
で
、海
外
で

テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
時
そ
れ
を
見
て
、海
外
か
ら
注

文
を
く
だ
さ
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。手
染

め
だ
と
ど
う
し
て
も
値
が
張
る
の
で
、万
祝
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
万
祝
の
柄
を
使
っ
た
プ
リ
ン
ト
Ｔ

シ
ャ
ツ
も
作
り
ま
し
た
。

　
　
　
　

私
が
家
の
仕
事
を
継
い
だ
頃
に
は
も
う
長

着
の
万
祝
を
送
る
風
習
が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
父（
二
代
目
榮
二
氏
）の
染
め
た
万
祝
の
図

柄
を
見
て
、「
こ
れ
を
活
か
し
た
い
」と
思
い
ま
し
た
。

当
時
は
祭
り
の
参
加
者
は
派
手
な
格
好
し
て
た
の

で
、私
は
万
祝
の
図
柄
を
入
れ
た
半
纏
を
着
て
い
き

ま
し
た
。万
祝
を
皆
さ
ん
に
見
て
も
ら
お
う
と
い
う

思
い
で
祭
り
の
度
に
毎
年
自
分
の
祭
半
纏
を
万
祝
柄

で
染
め
て
着
て

い
き
ま
し
た
。す

る
と
、非
常
に
目

立
つ
の
で「
私
に

も
作
っ
て
く
れ
」

と
い
う
方
が
ど

ん
ど
ん
増
え
て

い
き
ま
し
た
。

　
　
　
　

長
着
の
万
祝
は
特
別
な
時
し
か
使
わ
れ
な

い
の
で
、万
祝
染
の
小
物
な
ど
を
作
っ
て
幅
広
い
世

代
に
発
信
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。特
に
鈴
染
の

客
層
は
元
々
四
十
代
後
半
以
降
の
方
が
多
か
っ
た
の

で
、今
は
万
祝
染
サ
コ
ッ
シ
ュ
な
ど
を
作
っ
て
、よ
り

幅
広
い
世
代
、特
に
二
十
代
前
半
か
ら
三
十
代
な
ど
、

今
ま
で
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
世
代
の

方
に
も
伝
え
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
載
せ
て
い
る
制
作
工
程
な
ど
を
英
語
で
も

伝
え
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
、日
本
国
内
だ
け
で
は

な
く
て
海
外
の
方
に
も
興
味
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
万
祝

染
を
世
代
や
国
を
越
え
て
広
げ
て
伝
え
る
き
っ
か
け

に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

次
の
代
の
理
規
さ
ん
は
、さ
ら
に
取
り
組
み
を
広

着
る
万
祝
だ
け
で
な
く
身
に
つ
け
る
万
祝
と
し
て
、

れ
た
私
の
姿
を
見
て
注
文
に
来
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。万
祝
は
非
常
に
目
立
つ
柄
な
の
で
、海
外
で

テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
時
そ
れ
を
見
て
、海
外
か
ら
注

文
を
く
だ
さ
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。手
染

め
だ
と
ど
う
し
て
も
値
が
張
る
の
で
、万
祝
を
知
っ

て
も
ら
う
た
め
に
万
祝
の
柄
を
使
っ
た
プ
リ
ン
ト
Ｔ

万祝染のサコッシュ
鶴亀や恵比寿大黒、宝船など万祝の

図柄を活用している。

万祝を着てよさこいを舞う
鴨川市江見の宮本町では、毎年10 月の祭礼で
万祝柄の祭半纏を着用している。

理
規
氏

理
規
氏

幸
祐
氏

幸
祐
氏

人
々
を
魅
了
す
る
万
祝

よ
ろ
ず

型紙を彫る四代目理規氏
曾祖父から受け継いできた技術を、父と同様に仕事を通して習得する。



安
齋
信
人
　
一
九
九
八
　 「
房
総
地
方
の
万
祝
と「
紺
屋
」」『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
』第
三
一
巻
九
号
　
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所

小
島
孝
夫
　
一
九
九
八
　 「
万
祝
型
紙
を
読
む
」『
民
具
研
究
』一
一
八
号
　
日
本
民
具
学
会

財
団
法
人
　
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
編
　
二
〇
〇
二
　『
千
葉
県
の
歴
史
　
別
編
　
民
俗
二（
各
論
）』千
葉
県

千
葉
県
安
房
郡
教
育
会
　
一
九
二
六
　『
安
房
郡
誌
』千
葉
県
安
房
郡
教
育
会

千
葉
県
立
安
房
博
物
館
編
　 
一
九
九
九
　『
開
館
二
十
五
周
年
記
念
企
画
展
　
万
祝
　―

房
総
の
紺
屋
と
万
祝
の
伝
播―

』千
葉
県
立
安
房
博
物
館

千
葉
県
立
房
総
の
む
ら
編 
　
一
九
八
八
　『
記
録
映
画「
房
総
の
諸
職―

マ
イ
ワ
イ
の
社
会―

」解
説
書
』千
葉
県
教
育
委
員
会

東
京
文
化
財
研
究
所
無
形
文
化
遺
産
部
　
二
〇
一
五
　『
無
形
文
化
遺
産（
伝
統
技
術
）の
伝
承
に
関
す
る
研
究
報
告
書
』東
京
文
化
財
研
究
所

三
重
県
立
美
術
館（
生
田
ゆ
き
）編
　
二
〇
一
四
　『
極
小
の
宇
宙
　
手
わ
ざ
の
粋―

伊
勢
型
紙
の
歴
史
と
展
開―

』三
重
県
立
美
術
館

【
参
考
文
献
】

令
和
五
年（
二
〇
二
三
）

六
月
二
十
七
日
　
つ
も
り
・
下
絵
・
型
彫

七
月
　
十
八
日
　
型
付
・
色
差
し
・
上
豆

七
月
　
十
九
日
　
豆
汁
・
元
糊
・
引
染
・
糸
が
け
・
柿
渋

七
月
　
二
十
日
　
型
彫
つ
な
ぎ
落
と
し
・
柿
渋

七
月
二
十
一
日
　
色
差
し

七
月
二
十
五
日
　
甕
染
の
地
固
め

八
月
　
　
八
日
　
甕
染
の
本
染
・
引
染
と
甕
染
の
水
元

九
月
　
　
四
日
　
仕
立
て

九
月
二
十
二
日
　
仕
立
て
完
成

十
月
　
　
八
日
　
鴨
川
市
江
見
地
区
祭
礼

令
和
六
年（
二
〇
二
四
）

二
月
　
　
五
日
　
道
具
類
撮
影

二
月
　
十
三
日
　
万
祝
着
用
シ
ー
ン
撮
影（
勝
浦
市
鵜
原
）

【
万
祝
制
作
映
像
・
写
真
撮
影
日
】

鴨
川
萬
祝
染
鈴
染

※

撮
影
日
程
と
工
程
順
は
前
後
す
る
。

海
老
根
智
央
　
小
田
原
直
也
　
川
名
真
啓
　
菊
池
理
予
　
後
藤
知
美
　

佐
野
真
規
　
髙
原
伸
允
　
武
ノ
内
一
浩
　
水
島
美
穂
　
田
邉
由
美
子

永
井
宏
直
　
乃
一
哲
久
　
畑
中
博
司
　
牧
あ
ず
さ
　
渡
邉
修
一

鴨
川
市
江
見
地
区
宮
本
町
の
皆
様
　
鴨
川
市
教
育
委
員
会

千
葉
県
教
育
委
員
会
　
千
葉
県
立
房
総
の
む
ら
　
東
京
文
化
財
研
究
所

鈴
木
幸
祐
　
鈴
木
理
規
　
鈴
木
佳
代
子
　
四
宮
麻
美

【
協
力
】 （
敬
称
略
・
順
不
同
）

株
式
会
社
京
葉
広
告
社（
三
塚
真
弘
　
水
川
悠
樹
　
山
口
秀
男
　
佐
竹
凜
）

【
撮
影
】

秋
山
笑
子
　
榎
美
香
　
米
谷
博
　
鈴
木
建
人
　
須
田
華
那
　
玉
井
里
奈
　
幅
大

【
千
葉
県
立
中
央
博
物
館
ス
タ
ッ
フ
】
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