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今
を
生
き
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
流
行
し
た
万
祝
は
、
昭
和

三
十
年
代
に
は
漁
師
の
祝
い
着
と
し
て
の
役
割
を
終

え
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
も
染
物
屋
の
培

つ
ち
か

っ
た
万

祝
を
染
め
る
技
術
や
、
彼
ら
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
に

活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

鴨川市江見地区の祭礼で鈴染の万祝を着る宮本町の人々。

受け継いできた技術をモノづくりへ活かす幸祐さんの息子、理
りき

規さん。

映像・写真撮影／株式会社 京葉広告社
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万
祝
と
は
？

　

大
漁
の
祝
い
着
の
こ
と
を
万
祝
と
い
い
ま
す
。

　

千
葉
県
で
は
、
か
つ
て
豊
漁
の
際
に
網あ

み
も
と元

や

船ふ
な
ぬ
し主

が
船
員
で
あ
る
船ふ

な
こ子

や
網あ

み
こ子

の
漁
師
を
あ

つ
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
、
引
き
出
物
と
し

て
揃
い
の
柄
の
反た

ん
も
の物

を
配
り
ま
し
た
。
反
物
を
も

ら
っ
た
人
々
は
、
そ
れ
を
着
物
に
仕し

　
た立

て
、
仲
間

の
揃そ

ろ

う
正
月
や
神
社
へ
の
参さ

ん
ぱ
い拝

の
際
に
着
用
し

ま
し
た
。

　

い
つ
し
か
マ
イ
ワ
イ
は
大
漁
の
祝
い
着
を
意
味

す
る
言
葉
に
な
り
、
今
日
に
至
り
ま
す
。

　

房
総
半
島
で
生
ま
れ
た
万

祝
は
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り

か
ら
東
日
本
太
平
洋
沿
岸
に

広
く
分
布
し
ま
し
た
が
、
時

代
の
流
れ
と
と
も
に
需
要
が

減
り
、
現
在
も
製
作
し
て
い

る
染
物
屋
は
、
万
祝
発
祥
の

千
葉
県
で
も
わ
ず
か
で
す
。

　

鴨か
も
が
わ
し

川
市
横よ

こ
す
か渚

に
あ
る
鴨
川
萬
祝

染
鈴
染
は
大
正
十
四
年
の
創
業
。

鈴
木
幸こ

う
す
け祐

さ
ん
は
三
代
目
で
す
。

先
代
の
榮え

い
じ二

さ
ん
は「
萬
祝
長な

が
ぎ着

」、

幸
祐
さ
ん
は
「
鴨
川
萬
祝
染
」
で

そ
れ
ぞ
れ
千
葉
県
か
ら
伝
統
的
工

芸
品
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

鈴
染
は
、
現
在
も
客
の
注
文
を

受
け
て
万
祝
を
下
絵
か
ら
仕
立

て
ま
で
手
掛
け
て
い
ま
す
。

・
本
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
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
ー
万
祝
染
の
わ
ざ
ー
」
の
成
果
を
も
と
に
し
た
も
の
で
す
。

・
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
ま
す
。

・
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
も
の
で
す
。

・
鴨
川
萬
祝
染
鈴
染
で
使
用
し
て
い
る
薬
品
は
、
使
用
後
適
切
な
処
理
を
し
て
い
ま
す
。

・
太
字
に
な
っ
て
い
る
道
具
名
は
４
ペ
ー
ジ
に
使
い
方
の
説
明
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

鴨か

も

川が
わ

萬ま

祝い
わ
い

染ぞ

め

鈴す
ず

染せ
ん

　

万
祝
を
染
め
る
木も

め
ん
　
き
 
じ

綿
生
地
の
長
さ
を
測
り

ま
す
。
こ
の
作
業
を
生
地
の
見
積
も
り
を
と

る
こ
と
か
ら
、「
つ
も
り
」
と
い
い
ま
す
。

   

つ
も
り

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

  

下し

た

絵え

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

   

型　か
た
ぼ
り彫（
型
を
彫
る
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

   
型
彫（
糸
が
け
・
柿
渋
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

新
し
く
作
る
型か

た
が
み紙

を
下
に
お
い
て
、
複
製

元
の
型
紙
と
重
ね
て
画が

び
ょ
う鋲

で
固
定
し
ま
す
。

刷は
　
け毛

で
優
し
く
薄う

す
ず
み墨

を
置
い
て
い
く
と
、
糊の

り

を
置
く
部
分
は
墨
が
着
色
さ
れ
た
状
態
で
転

写
さ
れ
ま
す
。
転
写
し
た
あ
と
、
細
か
い
部

分
は
筆
で
微
調
整
し
ま
す
。

既
存
の
型
を
利
用
す
る
場
合

　

鈴
染
が
作
る
万
祝
の
型
彫
は
基
本
は
小こ

が
た
な刀

で
直
線
や
曲
線
を
彫
り
抜
く
引ひ

き
ぼ彫

り
で
す
。

　

か
つ
て
は
小
刀
を
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、
研と

ぐ
時
間
が
惜
し
い
た
め
、
刃
を
付
け
替
え
る

だ
け
の
デ
ザ
イ
ン
ナ
イ
フ
に
変
わ
り
ま
し
た
。

現
在
で
も
、
細
か
い
部
分
で
は
小
刀
や
丸ま

る
き
り錐

を
使
っ
て
い
ま
す
。

デザインナイフと小刀、丸錐

万ま

い

わ

い祝

鴨川萬祝染鈴染 ←検索

　

型
の
な
か
で
細
か
い
柄
や
そ
の
ま
ま
で
は

外
れ
て
し
ま
う
部
分
を
絹
糸
で
縫
い
付
け
ま

す
。
こ
れ
を
「
糸
が
け
」
と
い
い
ま
す
。

　

表
の
凹
凸
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
糸
が

け
は
、
糊
伏
せ
を
し
な
い
裏
側
か
ら
行
い
ま

す
。
専
用
の
台
に
型
紙
を
固
定
し
、
一
本
の

糸
を
往
復
さ
せ
て
二
本
が
け
に
し
て
、
補
強

し
て
い
き
ま
す
。

　

糸
が
け
後
は
、
型
紙
の

両
面
に
柿
渋
を
塗
り
、
乾

燥
後
に
つ
な
ぎ
部
分
を
切

り
落
と
し
再
び
両
面
に
柿

渋
を
塗
り
ま
す
。
柿
渋

の
役
割
は
型
紙
の
補
強
で

す
。
柿
渋
は
乾
く
と
水
を

は
じ
き
、長
持
ち
し
ま
す
。

型彫
糸がけ・柿渋

つもり 万
祝
い
製
作
工
程

万
祝
い
製
作
工
程

下　絵

型彫
型を彫る

型　付

糊伏せ

引　染

仕立て

甕　染

色差し

つもり

下　絵

型彫
型を彫る

型　付

糊伏せ

引　染

仕立て

甕　染

色差し

型彫
糸がけ・柿渋

大日本物産図会　同國網魚登之圖（当館所蔵）

昭和 62 年（1987）野栄町（現匝瑳市）　万祝を着用した宮参り（千葉県教育委員会提供）

三代目　鈴木幸祐さん

凡 例
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鈴染さんの道具説明

　
万
祝
染
の
柄
に
は
糊
が
欠
か
せ
ま
せ

ん
。
ま
ず
、
型
付
糊
と
伏
せ
糊
の
も

と
に
な
る
元
糊
を
作
り
ま
す
。
糯も
ち
こ粉

と
小こ
も
ん
ぬ
か
紋
糠
を
三
対
一
の
割
合
で
混
ぜ
、

石せ
っ
か
い灰

と
お
湯
で
硬
さ
を
調
整
し
団
子
状

に
練
り
ま
す
。
練
っ
た
あ
と
に
、
熱
湯

で
一
時
間
半
か
ら
二
時
間
煮
る
と
お
湯

に
も
溶
け
な
い
糊
に
な
り
ま
す
。
煮
た

後
は
、
す
り
鉢
で
練
り
、
煮
汁
と
調
湿

の
た
め
の
塩
で
調
整
し
て
い
き
ま
す
。

型か
た
つ
け
の
り

付
糊

　

型
付
に
使
う
糊
で
す
。
元
糊
に
小
紋

糠
と
石
灰
水
を
加
え
て
、
型
付
糊
を
つ

く
り
ま
す
。
伏
せ
糊
に
比
べ
て
粘
り
が

あ
り
ま
す
。

元も
と
の
り糊

伏ふ

せ
糊の

り

　

糊
伏
せ
に
使
い
ま
す
。
型
付
糊
同
様

に
元
糊
に
小
紋
糠
と
石
灰
水
を
加
え
て

つ
く
り
ま
す
。

　

木も
め
ん綿

生き
　
じ地

に
型
を
置
き
ま
す
。
型
付
糊の

り

を

デ
バ
ベ
ラ
で
型
の
上
に
置
き
、
伸
ば
し
て
い

き
ま
す
。
糊
を
置
い
た
ら
、
型
を
手
前
か
ら

丁
寧
に
外
し
ま
す
。

　

型
付
後
は
、
裏
か
ら
水
で
濡ぬ

ら
し
た
六
寸

刷
毛
や
裏う

ら
が掻

き
包ほ

う
ち
ょ
う丁

で
生
地
を
こ
す
り
、
生

地
に
水
を
含
ま
せ
る
「
水
入
れ
」
を
し
ま
す
。

水
入
れ
に
よ
っ
て
糊
が
生
地
に
し
み
込
む
と

と
も
に
、
藍あ

い
ぞ
め染

の
時
に
下し

た
ぞ
め染

が
し
み
込
み
や

す
く
な
り
ま
す
。

　

万
祝
の
色
差
し
の
色
は
豆ご

じ
る汁

と
顔
料
で
作

り
ま
す
。
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
ま
す
。
顔
料

を
お
椀
に
入
れ
、
そ
れ
を
豆
汁
で
溶
い
て
色

を
作
り
ま
す
。

　

鮮
や
か
な
色
を
付
け
て
い
く
工
程
を
「
色

差
し
」
と
い
い
ま
す
。
万
祝
の
色
差
し
は
、

単
調
な
塗
り
だ
け
で
な
く
、「
ぼ
か
し
」
と
い

う
技
法
も
使
わ
れ
、
非
常
に
繊
細
で
す
。

　

染
め
の
前
に
、
色
差
し
部
分
に
染
料
が
入

る
の
を
防
ぎ
ま
す
。
筒つ

つ
が
ね金

を
つ
け
た
筒つ

つ
か
わ皮

に

し
ゃ
も
じ
で
糊
を
入
れ
、
色
差
し
を
し
た
部

分
に
糊
を
伏
せ
て
い
き
ま
す
。
伏
せ
糊
を
補

強
す
る
た
め
に
、
お
が
く
ず
で
覆お

お

い
ま
す
。

筒
つつかわ

皮・筒
つつがね

金

刷毛

和紙を柿渋で固めた筒を筒皮といい、そ
の先端に付ける金具を筒金といいます。筒
金の大きさで糊の量を調整します。

用途によって幅の違う
刷毛を使います。

  
型か

た

つ

け付

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

   

色い

ろ

さ差
し

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

   

糊の

り

ふ伏
せ

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

糊
作
り

伸
しんし

子

張り手

豆
ご　じる

汁

生地を宙づりにして、ピンと張るときに使
います。昔の張り手は１本の板に釘

くぎ

が打っ
てあるだけでしたが、改良張り手では、細
かい針のついた２本の板で挟むようになり
ました。

大豆をすりつぶして出来る汁です。大豆の
たんぱく質は顔料を生地に定着させ、色
の滲みを防ぎ、さらに生地が染料を吸収
することを助けます。

鈴染では３種類の伸子を使います。伸子
は生地の幅を均等に整える役割がありま
す。色差しで使うものは伸子、色差しよ
り太めの藍染で使うものを太伸子、水元
でつかう細いものを絹張伸子を使います。
伸子は使った後に、水桶にいれて、洗浄
後に曲がりをまっすぐに戻します。

デバベラ
出刃包丁のような形からデバベラといいま
す。糊を型につけたり、筒皮に入れるとき
に使います。

筆（小
こ ば け

刷毛）

裏
うらが

掻き包
ほうちょう

丁

色差しに使います。材質は鹿、馬の毛が
主で、柔らかめのものを使います。

生地に水入れをする際に生地の裏をかく
（こする）のと、包丁の形をしていること
が由来です。現在は、自作の持ち手なし
を利用しています。

おがくずを覆った状態
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①
染そ

め
え
き液
を
つ
く
る

　

豆ご
　
じ
る汁

に
青
い
顔
料
の
ベ
レ
ン
ス
・
石せ

っ
か
い灰

を
混

ぜ
た
染
液
を
作
り
ま
す
。

②
地じ

　
が
た固
め

　

刷
毛
で
豆
汁
を
主
成
分
と
す
る
染
液
を
引

き
、
藍
甕
に
浸
し
て
数
日
枯
ら
し
て
（
乾
燥

さ
せ
て
）
豆
汁
を
固
着
さ
せ
る
一
連
の
作
業

を
地
固
め
と
い
い
ま
す
。
地
固
め
で
豆
汁
を

固
着
さ
せ
て
か
ら
、
本
染
で
す
。

③
本
染

④
水み

ず
も
と元

　

伸し
ん
　
し子

を
も
っ
て
生
地
を
一つ
め
の
甕
に
入
れ

て
い
き
ま
す
。
し
ば
ら
く
つ
け
た
ら
引
き
上

げ
て
、
折
り
た
た
ん
だ
生
地
を
甕
の
上
で
開

い
て
、
空
気
に
触
れ
さ
せ
て
藍
の
酸
化
反
応

を
促
し
ま
す
。
そ
の
後
、
一つ
目
と
濃
度
の
異

な
る
二
つ
目
の
甕
に
浸
し
、
再
び
空
気
に
触

れ
さ
せ
て
さ
ら
に
反
応
を
促
し
ま
す
。

　

甕
に
つ
け
た
後
、
屋
内
で
少
し
乾
か
し
ま

す
。
こ
れ
を
染
め
の
濃
さ
に
よ
っ
て
二
～
三
回

繰
り
返
し
ま
す
。

　

本
染
後
す
ぐ
に
伸
子
を
さ
し
た
ま
ま
水
に

浸
け
ま
す
。
伸
子
が
つ
い
て
い
る
こ
と
で
、
畳

ん
だ
生
地
の
間
に
水
が
入
り
糊
が
取
れ
や
す

く
な
り
ま
す
。
時
間
を
お
い
て
、
糊
が
緩
ん

で
き
た
ら
伸
子
を
外
し
ま
す
。
生
地
を
ブ
ラ

シ
で
擦こ

す

っ
て
糊
を
落
と
し
ま
す
。

　

ア
ル
カ
リ
性
に
よ
っ
て
い
る
生
地
を
、
希

硫
酸
に
浸
け
る
こ
と
で
中
和
し
ま
す
。
こ
れ

を「
酸
ば
り
」と
い
い
ま
す
。
酸
ば
り
し
た
ら
、

水
洗
い
を
し
ま
す
。

。
三
十
分
ほ
ど
た
つ
と
、
水
か
ら
あ
げ
て
張は

り
手て

を
つ
け
て
庭
に
干
し
ま
す
。
飛と

び
伸し

ん
し子

を
さ
し
て
流
水
で
生
地
の
カ
ス
ト
リ
を
し
、

絹き
ぬ
ば
り
　
し
ん
し

張
伸
子
を
さ
し
て
、
乾
か
し
ま
す
。
乾
い

た
ら
、
張
り
手
と
伸
子
を
外
し
て
、
た
た
み

ま
す
。

   
甕か

め

　ぞ
め染

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

藍
甕
に
浸
し
て
染
め
る
技
法
を

「
甕
染
」
と
い
い
ま
す
。

   

仕
立
て

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

染
料
が
生
地
に
定
着
し
た
ら
、
仕
立
て
を

行
い
ま
す
。

　

か
つ
て
は
反
物
に
す
る
こ
と
ま
で
が
染
物

屋
の
仕
事
で
し
た
が
、
今
は
仕
立
て
の
で
き

る
人
が
少
な
い
の
で
、
注
文
に
応
じ
て
仕
立

て
ま
で
し
て
納
品
を
し
ま
す
。

左が甕染、右が引染の万祝。
引染の万祝の色を鈴染では藍

あいねず

鼠という。
甕染は引染に比べて色が濃く、甕の中に入れ
て染めるので生地の裏側も濃い藍色。一方
の刷毛で染める引染は裾模様部分を裏から
は染めないため、裏側に表の柄が透けて見え
るという違いがある。

①
染そ

め
え
き液
を
つ
く
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
み
ま
す
。
次
に
ベ
レ
ン
ス

も
同
様
に
揉
み
こ
ん
で
溶
か
し
ま
す
。

   

引ひ
き

　ぞ
め染

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

地じ
い
ろ色
の
藍
色
を
刷
毛
で
何
度
も
重
ね
て

い
く
技
法
を
「
引
染
」
と
い
い
ま
す
。

　

最
初
に
豆
汁
を
主
成
分
と
す
る
ベ
レ
ン
ス
・

石
灰
が
混
ざ
っ
た
染
液
で
生
地
の
表
・
裏
・

表
を
素
早
く
刷
毛
で
染
め
ま
す
。

　

乾
い
た
ら
先
ほ
ど
の
染
液
に
藍
の
染
料
を

加
え
て
引
染
を
二
～
三
回
く
り
か
え
し
ま
す
。

②
引
染
を
す
る

最初の引染

3 回目の引染。色が回を重ねるごとに濃くなっていく。

　

乾
か
し
た
後
、
生
地
の
糊
を
水
で
ふ
や
か

し
て
落
と
す
「
水
元
」
を
し
ま
す
。

　

糊
が
落
ち
た
ら
、
水
か
ら
あ
げ
て
張
り
手

と
絹
張
伸
子
で
干
し
ま
す
。
両
端
を
張
り
手

で
挟
み
、
水
を
か
け
な
が
ら
生
地
の
表
裏
の

カ
ス
ト
リ
を
し
、
伸
子
を
さ
し
て
生
地
の
幅

を
整
え
ま
す
。
乾
い
た
ら
、
表
を
内
側
に
し

て
た
た
み
、
仕
立
て
ま
で
少
し
寝
か
せ
ま
す
。

③
水み

ず
も
と元

引
染

甕
染


