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染色技法書に見られる豆汁の役割
－寛文６年刊『紺屋茶染口伝書』を中心として－

菊　池　理　予

はじめに

　東京文化財研究所では、平成26（2014）年度より染織文化財の材料や技法に関する基礎研究を開始

した。後世へ受け継ぐべき染織技法を検討するため、さらに受け継がれた染織文化財をより良い状態

で保存継承するには、材料に関する基礎的な研究が必要である。近年では、染織文化財の染料や媒染

剤などの化学的な調査は進みつつある。しかしながら、それらと照合できる総合的な歴史資料のレ

ファレンスデータは未だ少ない。

　先行研究では、茶・鼠系統の染色については和田、片岸ら１）、黄系統については石井、齊藤ら２）、

赤系統については深津、小松、齊藤ら３）、紫系統については福岡、笠作、齊藤ら４）の研究があり、染

織技法の復元では河上ら５）の報告が上げられる。これらは近世における染料・媒染剤の受容と変遷、

流行色等を中心とするものである。染織史領域全体では、その模様様式や意匠を考察するものが大半

であり、その意匠をどのような材料・技法で製作したかといった包括的な研究はこれから進めるべき

課題といえる。

　こうした状況のなか、染色材料の中で研究があまり進んでいないものに豆汁がある。これまで、豆

汁については土
ど い

井６）、稲垣７）、長野・阿部ら８）などが注目し、その木綿布への染色上の効果について

まとめている。土井は豆汁を引くことで染着がよくなるが、35日以上経過するとかえって染色効果が

悪くなるということ、稲垣、長野、阿部らは豆汁を引くことで染色の際ににじみを少なくする効果が

あること、それらは濃度や引く回数等で異なること、大豆蛋白の凝固状態が適当でないと丁度良い防

水性は得られないことを明らかにしている。これらは近世までの植物染料による染色方法についてで

はなく、合成染料が導入されて以降の技法を対象として検討されたものである。

　一方、豆汁は『日葡辞書』（慶長8〈1603〉年）にすでに染色の材料としての記述が見られ、染色材

料として重要な位置を占めているものの、近世以前の染色技法書等の資料における実態についての報

告はない。

　今回、『染料植物譜』（昭和12〈1937〉年）に掲載されている慶安4（1651）年以降に刊行された染

色技法書から、豆汁に関連する項目を抽出した（表1）。このうち、豆汁に関する記述が多いものを

時代順に見ていくと、『紺屋茶染口伝書』（寛文6〈1666〉年）に25件、『秘伝徳用諸色手染草』（明和

9〈1772〉年）に8件、『紺屋仁三次覚書』（天明4〈1784〉年）に9件、『染物秘伝』（寛政9〈1797〉年）

に29件、『染物屋覚書』（享和3〈1803〉年頃）に10件あり、記載件数も、その記述内容も一様ではない。

　そこで本稿では研究の取り掛かりとして、『紺屋茶染口伝書』（寛文6〈1666〉年）を中心に豆汁に
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関する記述内容を整理し、近世における豆汁の用途と効果について考察する。

１．『紺屋茶染口伝書』（寛文6〈1666〉年）

　『紺屋茶染口伝書』は筆者不詳で、上巻24項、下巻28項にわたって技法が記されている。同書は白

井文庫本（国会図書館所蔵）と京都府立図書館本がある。この2冊は同版と考えられ、虫損やしみで

の欠落を補いながら校合したものが『染料植物譜』（昭和12〈1937〉年）として出版されている。奥

付は京都府立図書館本にしか見られず、刊記は「寛文六丙午暦仲春（二月）仲七　柳馬場通押小路下

ル町　絵筆屋勘右衛門板本」である。

　同書には「まめ」という言葉が見られ、これが豆汁を示していると思われる。この「まめ」には

「引く」という言葉を伴うことが多く、豆のままでは「引く」（刷毛で引く）ことができない。そのた

め、この「まめ」は豆汁と同義と考えて差し支えないであろう。

　「まめ」の記述は、上巻の「同（廿三：筆者註）もめんのそめやう」の1項、下巻「第一　まめの

引やう」以降24項に確認された（表2）。同書の大半は型染や無地染の方法を色ごとに記すものであ

る。「まめ」は、1項目で3回ほど登場する場合もある。それは糊置きや染色の前後であり、色の定着

（染着）、糊の保護、色止め（コーティング）、色の均整化（にじみ止め）の目的が含まれていると考

えられる。

１－１　『紺屋茶染口伝書』（寛文6〈1666〉年）に見られる「まめ」（豆汁）の製法
　寛文期において豆汁はどのように作られていたのであろうか。同書には豆汁の製法については記述

がないため、『染料植物譜』所収の他の染色技法書から、豆汁の製法に関連する項目を参照した。

豆汁の製法については以下の6冊に記載があった。

　①『萬染物張物相伝』（元禄、宝永期）９）

　②『更紗便覧』（安永7〈1778〉年）10）

　③『更紗図譜』（天明5〈1785〉年）11）

　④『拾玉智恵海』（～嘉永4〈1851〉年）12）

　⑤『拾玉続智恵海』（～嘉永4〈1851〉年）13）

　⑥『染物早指南』（嘉永6〈1853〉年）14）

　何れの記述においても何らかの豆（白まめ、まめ、黄豆、大豆、生豆）15）を使い、つぶしやすくす

るために季節によって水に漬けておく期間を変え、ふやけた豆に水分を含ませる。その後、すり鉢で

摺って木綿布等で漉している。この製法は現代の染色技法で使用する豆汁とも同様であり、おそらく

『紺屋茶染口伝書』の豆汁も同じ製法によるものと推察される。

１－２　『紺屋茶染口伝書』（寛文6〈1666〉年）に見られる「まめ」の濃度
　『紺屋茶染口伝書』の記述には、豆汁の濃度についての記述が多くみられる。豆と水の比率につ

いては、前述の『萬染物張物相伝』と『更紗図譜』に記されている。『萬染物張物相伝』には、水に
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う

す
ね

ず
み

程
な

る
ま

め
を

一
ぺ

ん
引

。
又

中
ね

ず
み

ほ
ど

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

そ
の

う
へ

に
か

り
や

す
二

へ
ん

引
申

候
。

但
一

ぺ
ん

〱
に

て
ほ

し
付

。
又

其
う

へ
に

右
之

か
り

や
す

に
少

み
や

う
ば

ん
を

く
わ

へ
引

申
候

。

○
○

1
 /

 4
 ペ

ー
ジ

表
２
　『
紺
屋
茶
染
口
伝
書
』
に
見
ら
れ
る
豆
汁
の
記
述
一
覧



5染色技法書に見られる豆汁の役割

し
ろ

ま
め

く
ろ

ま
め

鼠
ま

め
く
ろ

ち
ゃ

ま
め

わ
か

き
ま

め
巻

見
出

し
本

文
豆

汁
型

染
：
型

無
地

染
：
無

そ
の

他

下

第
十

四
　

同
※

　
無

地
(※

筆
者

註
。

「
同

」
は

「
第

十
三

　
も

え
き

こ
も

ん
」
)

し
た

ぢ
に

う
す

き
し

ろ
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

又
其

う
へ

を
う

す
は

な
色

に
そ

め
。

又
其

う
へ

に
か

り
や

す
を

四
へ

ん
引

。
う

へ
の

と
め

に
か

り
や

す
に

み
や

う
ば

ん
少

く
わ

へ
一

ぺ
ん

引
。

ほ
し

あ
げ

て
う

へ
を

さ
つ

と
あ

い
に

て
染

そ
の

ま
ゝ

す
ゝ

ぎ
申

候
。

○
無型

下
第

十
三

　
も

え
き

こ
も

ん

か
た

つ
け

て
。

し
ろ

ま
め

こ
く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

又
う

す
ね

ず
み

ほ
ど

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

。
其

う
へ

に
右

之
よ

り
少

こ
く
候

ま
め

一
ぺ

ん
引

。
又

其
上

に
か

り
や

す
を

二
へ

ん
引

。
う

へ
の

と
め

に
か

り
や

す
に

み
や

う
ば

ん
少

く
わ

へ
。

一
ぺ

ん
引

。
ほ

し
あ

げ
て

し
ゝ

く
り

に
か

け
て

。
こ

き
あ

い
に

右
あ

を
ち

や
よ

り
少

ま
を

あ
ら

せ
そ

め
申

候
。

但
こ

も
ん

に
て

も
ち

ら
し

に
て

も
か

く
の

ご
と

く
に

候
。

○
○

○
型

下
第

十
二

　
と

の
茶

こ
も

ん

か
た

つ
け

て
。

其
上

に
し

ろ
ま

め
こ

く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

ね
ず

み
ほ

ど
な

る
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

又
其

う
へ

に
中

ね
ず

み
ほ

ど
な

る
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

其
う

へ
に

か
り

や
す

一
ぺ

ん
引

。
又

其
上

に
も

ゝ
か

わ
二

へ
ん

引
。

う
へ

の
と

め
に

か
り

や
す

に
み

や
う

ば
ん

少
く
わ

へ
ひ

き
申

候
。

○
○

型

下
第

十
一

　
こ

び
ち

や
こ

も
ん

か
た

つ
け

て
。

し
ろ

ま
め

こ
く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

其
上

に
ね

ず
み

程
な

る
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

又
其

上
に

く
ろ

ち
や

の
ま

め
わ

か
き

ま
め

を
一

ぺ
ん

引
。

其
う

へ
に

か
り

や
す

二
へ

ん
引

。
其

上
に

か
り

や
す

に
み

や
う

ば
ん

少
く
わ

へ
と

め
に

引
申

候
。

○
○

○
○

型

下
第

十
　

あ
を

ち
や

こ
も

ん

か
た

つ
け

て
。

し
ろ

ま
め

こ
く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

其
上

に
ね

ず
み

程
な

る
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

又
其

上
に

中
ね

ず
み

ほ
ど

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

。
又

其
上

に
か

り
や

す
二

へ
ん

引
。

其
上

に
か

り
や

す
に

み
や

う
ば

ん
少

く
わ

へ
一

ぺ
ん

引
申

候
。

ほ
し

あ
げ

て
し

ゝ
に

か
け

て
う

す
く
候

二
ば

ん
あ

い
に

て
さ

つ
と

そ
め

あ
げ

ぬ
れ

な
が

ら
す

ゝ
ぎ

ほ
し

申
候

。
と

か
く
あ

い
の

て
ま

は
し

は
や

き
や

う
に

そ
む

る
事

か
ん

よ
う

に
候

。

○
○

下
第

九
　

か
ら

ち
や

こ
も

ん

か
た

つ
け

て
。

其
う

へ
に

し
ろ

ま
め

一
ぺ

ん
引

。
又

其
う

へ
に

う
す

ね
ず

み
ほ

ど
な

る
ま

め
二

へ
ん

引
。

又
其

う
へ

に
中

ね
ず

み
程

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

。
又

そ
の

う
へ

に
む

め
と

か
り

や
す

と
半

分
づ

ゝ
合

て
二

へ
ん

引
。

さ
て

其
上

の
と

め
に

か
り

や
す

に
み

や
う

ば
ん

少
く
わ

へ
引

申
候

。

○
○

型

2
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 ペ

ー
ジ



6

し
ろ

ま
め

く
ろ

ま
め

鼠
ま

め
く
ろ

ち
ゃ

ま
め

わ
か

き
ま

め
巻

見
出

し
本

文
豆

汁
型

染
：
型

無
地

染
：
無

そ
の

他 型
下

第
廿

一
　

む
ら

さ
き

か
の

こ
か

た
つ

け
て

。
し

ろ
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

又
う

へ
に

ね
ず

み
ほ

ど
な

る
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

其
上

に
中

ね
ず

み
程

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

。
其

上
に

す
は

う
三

べ
ん

引
。

又
う

へ
の

と
め

に
か

ね
に

み
や

う
ば

ん
少

く
わ

へ
引

申
候

。
○

○

下
第

廿
　

あ
か

べ
に

か
の

こ

か
た

つ
け

て
。

し
ろ

ま
め

こ
く
候

を
三

ぺ
ん

引
。

又
其

上
に

す
は

う
四

へ
ん

引
。

但
一

へ
ん

〱
に

て
ほ

し
つ

け
て

水
に

み
や

う
ば

ん
を

粉
の

ふ
く
ほ

ど
あ

は
せ

。
と

め
に

引
申

候
但

此
そ

め
や

う
大

事
に

て
候

。
も

し
す

わ
う

引
申

候
と

き
う

ら
へ

し
み

候
は

ゝ
。

又
し

ろ
ま

め
を

一
へ

ん
に

て
も

二
へ

ん
に

て
も

う
ら

へ
く
ゞ

ら
ぬ

や
う

に
引

申
事

か
ん

よ
う

に
て

候
。

但
き

ぬ
に

て
も

も
め

ん
に

て
も

お
な

じ
事

に
て

候
。

○
型

○
型

下
第

十
九

　
く
ろ

べ
に

か
の

こ
か

た
つ

け
て

。
し

ろ
ま

め
こ

く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

ね
ず

み
ほ

ど
な

る
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

又
く
ろ

き
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

其
上

に
す

は
う

二
へ

ん
引

。
う

へ
の

と
め

に
か

ね
に

み
や

う
ば

ん
少

く
わ

へ
引

申
候

。
○

○
○

型

下
第

十
八

　
く
ろ

茶
け

ん
ぼ

う
こ

も
ん

か
た

つ
け

て
。

し
ろ

ま
め

な
る

ほ
ど

こ
く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

中
ね

ず
み

ほ
ど

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

。
其

上
に

い
か

に
も

く
ろ

き
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

其
上

を
も

ゝ
か

わ
二

へ
ん

引
。

う
へ

の
と

め
に

か
ね

一
篇

ひ
き

申
候

。
○

○

○
型

下
第

十
七

　
ね

ず
み

か
へ

し
下

染
あ

さ
ぎ

に
そ

め
。

其
上

に
か

た
つ

け
て

し
ろ

ま
め

こ
く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

中
ね

ず
み

ほ
ど

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

申
候

。
○

○
型

下
第

十
五

　
か

ば
が

へ
し

下
地

を
。

む
め

二
へ

ん
引

。
も

ゝ
か

わ
一

ぺ
ん

引
。

又
其

上
を

か
り

や
す

に
み

や
う

ば
ん

を
少

く
わ

へ
一

ぺ
ん

引
。

ぬ
れ

な
が

ら
す

ゝ
ぎ

ほ
し

あ
げ

て
。

其
上

に
か

た
つ

け
て

其
上

を
し

ろ
ま

め
こ

く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

又
其

上
に

中
ね

ず
み

ほ
ど

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

又
其

上
に

な
る

ほ
ど

く
ろ

き
ま

め
一

ぺ
ん

ひ
き

。
又

そ
の

う
へ

に
う

す
ね

ず
み

ほ
ど

な
る

ま
め

に
。

い
し

ば
い

な
る

ほ
ど

少
く
わ

へ
と

め
に

引
申

候
。

○
○

3
 /

 4
 ペ

ー
ジ



7染色技法書に見られる豆汁の役割

し
ろ

ま
め

く
ろ

ま
め

鼠
ま

め
く
ろ

ち
ゃ

ま
め

わ
か

き
ま

め
巻

見
出

し
本

文
豆

汁
型

染
：
型

無
地

染
：
無

そ
の

他

註
．

本
表

は
『
染

料
植

物
譜

』
（
昭

和
1
2
〈
1
9
3
7
〉
年

、
5
7
7
-
5
9
7
頁

）
を

参
照

し
作

成
し

た
。

無

下
第

廿
八

　
べ

に
か

き
し

た
に

む
め

四
へ

ん
引

。
其

う
へ

に
し

ろ
ま

め
に

い
し

ば
い

少
く
わ

へ
四

へ
ん

引
申

候
。

○
無

下

第
廿

七
　

同
※

　
く
り

む
め

無
地

(※
筆

者
註

。
「
同

」
は

「
第

廿
六

　
く

り
む

め
こ

も
ん

」
)

下
に

む
め

ニ
へ

ん
引

。
中

ね
ず

み
ほ

ど
な

る
ま

め
の

こ
く
候

に
。

い
し

ば
い

少
く
わ

へ
て

二
へ

ん
引

申
候

。
○

型

下
第

廿
六

　
く
り

む
め

こ
も

ん

か
た

つ
け

て
。

其
上

に
し

ろ
ま

め
こ

く
候

を
一

篇
引

。
又

其
上

に
ね

ず
み

程
な

る
ま

め
一

ぺ
ん

ひ
き

。
其

う
へ

に
中

ね
ず

み
ほ

ど
な

る
ま

め
一

へ
ん

引
。

其
う

へ
に

む
め

三
べ

ん
引

。
其

上
に

中
ね

ず
み

程
な

る
ま

め
こ

く
候

を
。

石
ば

い
少

く
わ

へ
て

二
へ

ん
引

申
候

。

○
○

型

下
第

廿
五

　
か

き
こ

も
ん

か
た

つ
け

て
。

し
ろ

ま
め

な
る

ほ
ど

こ
く
候

を
一

ぺ
ん

引
。

其
上

に
ね

ず
み

ほ
ど

な
る

ま
め

一
ぺ

ん
引

。
其

上
に

う
め

を
三

べ
ん

引
。

又
其

上
に

う
す

ね
ず

み
程

な
る

ま
め

を
こ

く
し

て
。

石
は

い
を

少
く
わ

へ
二

へ
ん

引
申

候
。

○
○○

無

下
第

廿
四

　
う

す
が

き
す

な
は

ち
う

す
が

き
つ

ち
を

ば
。

ね
ば

り
と

す
り

て
し

ろ
ま

め
う

す
く
し

て
土

に
ま

で
合

て
無

地
な

ら
は

一
ぺ

ん
こ

も
ん

な
ら

に
二

へ
ん

ひ
き

申
候

。
○

無

下
第

廿
三

　
く
ろ

か
き

無
地

下
そ

め
に

。
む

め
二

へ
ん

引
。

其
う

へ
に

中
鼠

の
ま

め
一

ぺ
ん

引
。

又
く
ろ

き
ま

め
に

石
ば

い
少

く
わ

へ
二

へ
ん

引
申

候
。

○

下
第

廿
二

　
と

く
さ

も
え

ぎ
の

わ
か

き
物

に
て

候
。

し
ろ

ま
め

の
う

へ
を

中
あ

さ
ぎ

に
そ

め
。

残
り

は
み

な
も

え
ぎ

の
ご

と
く
に

そ
め

申
候

。
○

無

4
 /
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ー
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8

漬けておいた「白まめ」「まめ」2合をすり鉢で擦り、そこに水1升程度を入れて、木綿布で濾す。尺

貫法で比率を計算すると約17％の濃度となる。また、『更紗図譜』でも、水につけた「黄豆（しろま

め）」5勺を擦り、2合の水を入れて木綿袋で濾す。濃度は20％となる。

　一方、『紺屋茶染口伝書』下巻の「第一　まめの引やう」の項をみていくと以下のような記述が見

られる。

惣じてきぬのたぐひ。地のあつき物には。まめなるほどこくして引申候。又地あひうすきものに

は右之よりうすくして引申候。とかくもめんにてもきぬにても。地あひやうすを見はからひかん

ように候。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 『紺屋茶染口伝書』「第一　まめの引やう」16）

　ここには、木綿でも絹でも生地の厚いものには豆汁を濃く引き、薄い物には薄く引くとある。対象

が木綿ならば、塗布する豆汁の濃度が濃いと付着する染料が多くなるため濃く染まり、少なければ薄

く染まる。

　しかし、絹はたんぱく質であるため、無地に「染める」だけならば、新たにたんぱく質を付加する

必要はない。その点から言えば、この生地の厚さによる濃度の調整は、色の濃淡が目的ではなく、型

染した場合の効果や、刷毛むらの防止等の表現効果を考えたものだと思われる。型染に関する効果に

ついては2－2にて後述する。

２．『紺屋茶染口伝書』（寛文6〈1666〉年）に見られる「まめ」の役割

　豆汁には、α―アミノ酸類からなるたんぱく質が可溶性のコロイド状で含まれており、これが経時

変化や蒸熱によって凝固し、不溶性のたんぱく質に変化する。つまり、豆汁は生地の上で凝固して不

溶性たんぱく質に変化するため、水元でも流れ落ちず、生地に残る17）。現在でも行われている地入れ

工程を例に豆汁利用のメカニズムを整理する（図1）。

図１　豆汁引き（地入れ）のメカニズム
（『手描友禅染の技術と技法』手描友禅染技術・技法調査委員会監修、昭和59〈1984〉年、京都市染織試験場136頁より転載）



9染色技法書に見られる豆汁の役割

　まず、豆汁を引くことで、生地上に豆汁の層が作られる。その豆汁の層があるため、豆汁が乾燥す

る前であっても染料液は急速に生地へは浸透せず、徐々に浸透していく。この時間差を利用すること

で、染料液を制御し、均一化が図られる。つまり、染料の浸透速度を遅らせることで染料がゆっくり

と生地内を均一に浸透するため、むらが防止される。さらに豆汁は乾燥すると不溶化して防染効果が

得られる。このような豆汁の性質が近世の染色技法の発展を可能にしたと考えられる。つまり、この

見えない豆汁こそが、友禅染や型染などの日本の染色技法を可能にしているともいえる。

２－１　染着剤としての「まめ」
　同書に出てくる「まめ」の多くは、白・鼠・黒・黒茶といった色名が接頭語として付けられてい

る。これは豆汁に白や黒の色材を加えたものと考えられる。『日葡辞書』（慶長8〈1603〉年刊）18）に

は下線のような説明がある。

「Go」

碾いた豆と他のものとで作る一種の染料で、これで染色をし、他の染料の色があせないようにす

るためのもの

「Gobachi」

染物師がGoという、ある染料を入れる土製か金属製かの鉢、または、木の鉢

　この記述からは『紺屋茶染口伝書』が刊行される約60年前、江戸時代初頭の段階で、豆汁（豆と

水）は色材と混ぜ合わせて使われていたと推測ができる。先述したように豆汁は、乾燥前は顔料と混

ぜることが可能であり経時変化や蒸熱によって、生地の上で顔料を伴いながら凝固する19）。つまり、

顔料を生地上に接着させる役割を果たす。管見の限りでは、『染料植物譜』所収の染色技法書には、

豆汁に墨、弁柄、藍を混ぜたものが確認された。例えば、同書の5年前に刊行された『聞書秘伝抄』

では下線で示したように豆汁に墨を混ぜ合わせている。

ゆゑんのすみを二ちやうほどすゞりにてすり。まめのごをうすくのべて。したぞめをこいあさぎ

にそめ。まへのごをうすくのべてすみをすこしづゝ入。いくへんも色のよくつくまでそめべし。

色よきじぶんきぬはりにかけ。しいしをかひそのうへ水をさい く かけ。四五へんも水ばりをすべ

し。色よくおちざるなり。／○ごすみにてそめたるまくのもん。そのほかごずみのそめ物あめに

あふてもおちぬやうあり。きりの木のみなましきをきぬにつゝみひしきて。ごずみのうへをすり

つけべし。一月も二月も雨にあふてももんおちざるなり。

『聞書秘伝抄』「くろちやそめの事」20）

　また、『萬染物張物相伝』（元禄、宝永期）21）や『錦囊智術全書（拾玉続智恵海）』（～嘉永4〈1851〉

年）22）でも、墨と混ぜて色を付けた豆汁を引染しており、ここでも豆汁には墨という顔料をとめる接

着剤としての効果が示されている。これらの記述を鑑みると、『紺屋茶染口伝書』に出てくるこの鼠・



10

黒といった色の調整は墨によるものと推測される23）。同書では「まめ」を引く回数はそれぞれの色に

より異なるが、「ねずみほどなるまめ」、「中ねずみほどなるまめ」、「くろきまめ」というように徐々

に色の濃い豆汁を重ねている。薄い色から徐々に濃い色を重ねていくことにより、求めている色相へ

近づけていると考えられる。

　また、白については何も色材を加えていない「豆汁」そのものか、あるいは白い色材を加えたもの

であるかを検討する必要がある。先述したとおり、豆汁を黄豆（しろまめ）と称していた例もあるこ

と24）等から、豆汁そのものを示している可能性がある25）。一方、『紺屋茶染口伝書』では下線で示した

通り「まめ」と「しろまめ」は書き分けられている。

かたつけて。しろまめこく候を一ぺん引。又うすねずみほどなるまめ一ぺん引。其うへに右之よ

り少こく候まめ一ぺん引。又其上にかりやすを二へん引。うへのとめにかりやすにみやうばん少

くわへ。一ぺん引。ほしあげてしゝくりにかけて。こきあいに右あをちやより少まをあらせそめ

申候。但こもんにてもちらしにてもかくのごとくに候。

『紺屋茶染口伝書』「第十三　もえきこもん」26）

　ここでは、型糊をおいたすぐ後には「しろまめ」を、さらに「うすねずみほどなるまめ」を引いた

あとに、少し濃い「まめ」を1回引き、刈安という黄色系の植物染料を引いている。「もえきこもん」

の色称から、緑色の小紋模様を表すと考えられ、刈安に明礬で媒染した後に、藍で染め重ねて緑色を

出している。この「しろまめ」と「まめ」が同義であるかは定かではないが、両者が別なものである

とすれば、「しろまめ」は色材として白の色材を加えている可能性も考えられる。精練がそうである

ように、色を重ねる前段階では土台となる生地を白くすると発色がよくなる。色の再現性を考えると

白い色の上に新たな色を重ねていくことは効果的であり、その上でも白い色材を入れた豆汁を引くこ

とは理に適っている。

２－２　型染における「まめ」の役割
　同書は上下25項目中17項目が型染に関するものである。型染の場合、多くは型糊をおいたあとに

「しろまめ」をひいている27）。前述したように、豆汁を引くことで、糊を置いた生地の上に豆汁の層が

でき、染料の浸透を制御する。豆汁は、生地だけでなく、糊に染料の水分が浸透する速度も抑える。

型を置くときに用いる糊は米粉と糠、石灰を混ぜて作られているため、糊に水分が浸透するとふやけ

て柔らかくなる。糊が柔らかいと刷毛で引いたときに型付された糊を壊す危険性が増す28）。それを防

ぐために型付（糊をおいた）の後、豆汁を引くという工程があると考えられる。この順序で行うこと

でその後の水分を伴う染色作業が格段にしやすくなるのである29）。下巻の「第廿四　うすがき」では

無地染と型染（こもん）両者の「まめ」引きについて次のように言及されている。

すなはちうすがきつちをば。ねばりとすりてしろまめうすくして土にまで合て無地ならは一ぺん

こもんならに二へんひき申候。　　　　　　　　　　 『紺屋茶染口伝書』「第廿四　うすがき」30）
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　これは、「うすがきつち」を「ねばり」と摺って、うすい「しろまめ」と合わせ引いている。この

記述からは同じ色を染める場合、無地だと1回、「こもん」（小紋模様の糊）を置いた時は2回、豆汁を

引くことが分かる。つまり、型糊をおいたほうに念入りに豆汁が引かれるのである。糊を置くという

ことはその部分だけ染まらなくするということであり、白場をにじみが少なく模様の境目を美しくす

る必要がある。豆汁を引かずに染色作業を行うと、繊維の中を速い速度で染料が浸透するので、糊を

おいている部分にも染料が入り込みやすくなり、にじみとして表れやすくなると考えられる。糊の保

護ためにも、染め分ける染色においても豆汁を塗布しておくことは有用である。

２－３　色止め（コーティング）としての「まめ」
　先述の通り、豆汁は乾燥すると防染効果が得られる。『紺屋茶染口伝書』においては、色止めとし

ては刈安に明礬を加えるものが大半である。しかし、僅かながら豆汁を使用したものも見られる31）。

「第十五　かばがえし」と「第廿六　くりむめこもん」では「うすねずみほどなるまめに石灰を少し

加え」たものを「うえのとめ」とし、「第廿七　同くりむめ無地」では「中ねずみ程なるまめに石灰

を少し加え」たもの、「第廿八　べにかき」では「しろまめに石灰を少し加え」たものでコーティン

グしている。

　嘉永年間には成立していた資料である『錦囊智術全書（拾玉智恵海）』32）と『染物早指南』33）にも

色止めとして豆汁が用いられている記述がある。ここからは江戸時代を通じて豆汁が染色した後に色

止めとして用いられていたことが理解できる。

２－４　均整（にじみ止め）としての「まめ」
　『紺屋茶染口伝書』の「第廿　あかべにかのこ」には以下の記載がある34）。

かたつけて。しろまめこく候を三ぺん引。又其上にすはう四へん引。但一へん く にてほしつけて

水みやうばんを粉のふくほどあはせ。とめに引申候但此そめやう大事にて候。もしすはう引申候

ときうらへしみ候はゝ。又しろまめを一へんにても二へんにてもうらへくゞらぬやうに引申候事

かんようにて候。但きぬにてももめんにてもおなじ事にて候。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       『紺屋茶染口伝書』「第廿　あかべにかのこ」35）

　ここでは豆汁を引くことで染料が裏面へまわってしまうのを防ぐ効果があると示している。これは

2－3で述べた、豆汁の乾燥することによる防水効果を使ったものであるが、寛文期において豆汁のこ

のような効果について言及されているのは特筆すべき事項といえる。

　このことは近年研究が発表されている「友禅染」への技法的変遷を考察するうえで重要な示唆を与

えているといえるのではないだろうか36。顔料に接着剤（油・膠等）を混ぜ生地に色を乗せることと、

水で流さなければならない糊を生地の上に置き、さらに生地内に水分と共に浸透してしまう染料を挿

すのでは土台の生地への下準備が異なるといえる。瀬藤貴史桜美林大学講師によれば現在の友禅染は

糸目糊という土手を作り、きりふき等で糊を壊さぬように注意しながら水を引き（水地入れ）、次に



12

濃度の薄い豆汁を生地全体に引く（地入れ）、さらに濃度の濃い豆汁を模様の部分のみに入れる等の

工程を踏むという。つまり濃度の異なる豆汁を使い分けて裏側に染料がまわらない土台を作り、その

上で、糸目糊を置き、多色に染め分けるのである。

　友禅染は『友禅ひいなかた』（貞享5〈1688〉年）に「絵の具水にいりておちず　何絹（なにきぬ）

にかきても和（やわらか）也」とあるように絹の風合いを損なわないことを謳い文句としている37）。

絵画では、絵絹に礬砂や膠を引くが、そうすることで生地自体が固くなる。それらに比べると豆汁は

引いても柔らかい質感が残されており、人が着用するという用途から考えても豆汁は非常に都合のよ

い材料であったといえる38）。このような効果は後の『更紗図譜』（天明5〈1785〉年）39）には「染料を

挿し」やすくする均整（にじみ止め）としての効果として記されるようになる。

３．まとめ

　今回着目した『紺屋茶染口伝書』からは寛文年間、濃度の異なる豆汁を使い分け、さらに顔料を混

ぜたものが使用されていたこと、また、使用されるタイミングは染色や型付（模様をつけるために型

紙で糊を置く作業）の前後など、多岐にわたっていた事が明らかになった。それは、豆汁には接着、

糊の保護、色止め（コーティング）、そして均整（にじみ止め）、という4つの役割があるためであろ

う。江戸時代の染色技法はこれら豆汁の効果を最大限に生かしていたと考えられる。

４．今後にむけて

　このように豆汁は、現在に受け継がれた我が国の染色技法に欠かすことのできない材料として多用さ

れていた。豆汁は目視では確認ができないが、染織文化財の多くに未だ付着していると考えられる40）。

インド更紗では地入れに牛乳が使用されている。日本では豆、インドでは牛乳というように、この目

的に使用されるたんぱく質は国によって異なると考えられる。つまり、この情報を整理していくと、

更紗などの生産地が国内であるか、あるいは国外であるのかを特定するのに有用な情報を得られる可

能性がある。本年度、本研究所では東京芸術大学美術学科染織研究室との共同研究において試験布を

制作してもらっている。来年度以降、それらの実験を計画している。今後も近世における染織技法の

解明、さらには染織文化財の保存修復に寄与する情報が得られることを期待しながら、他の資料も情

報整理を進めていきたい。
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て技術的な面からご指導いただきました。巻末に資料として同氏の解釈を掲載いたします。なお、石

井美恵氏（世界遺産国際協力センター客員研究員）、牛村仁美氏、伊藤恵里子氏、志村映美氏には資

料の整理等助けていただきました。記して感謝いたします。
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資　料　

瀬藤貴史解釈『紺屋茶染口伝書』
『上』

第二十三　けんぽう　よしをか乃家の口伝

もも（ヤマモモ、楊梅）樹皮からの抽出染液にて3回染める（浸染？）。

次に、鉄媒染溶液にて1回媒染し、乾燥。

このあまりの鉄媒染溶液（カネ）を用いて、さらに1回染める。

濡れているうちに濯ぐ。

次に、モモ樹皮からの抽出染液にて、3回染める。

次に、先述のように鉄媒染溶液（カネ）にて媒染する。

次に、さらに桃樹皮からの抽出染液（カネ）にて、3回染める。

次に、先述のように鉄媒染溶液にて媒染した後、濯ぎ乾燥する。

最後の色止めとして桃の樹皮からの抽出染液を1回染めれば、剥げなどはない。

以上のように、桃の樹皮からの抽出染液10回。

通常の鉄媒染溶液3回。使用後の媒染液3回。

以上6回媒染を行う。

同　　もめんのそめやう

もも（ヤマモモ、楊梅）樹皮からの抽出染液にて3回染める（浸染？）。

先述にあるように鉄媒染溶液（カネ）にて1回媒染。

次に、もも（ヤマモモ、楊梅）樹皮からの抽出染液にて3回染める。

次に、鉄媒染溶液（カネ）にて1回媒染して止める。

これも最後には、もも（ヤマモモ、楊梅）樹皮からの抽出染液を1回用いる。

小紋染などをこのように染める場合は、

型を置き、白豆（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を2回引く。

次に、中ねずみ（中灰色よりも濃い顔料入り豆汁）を1回引く。

裏側へ鉄媒染の媒染液（カネ）が染込まなくなるように豆汁を引く。

前述した木綿染めのように伸子にかけて引く。

但し、紋などの箇所について全体的に白い部分に黒いシミが付いてしまった場合には、梅の酢にて落

とす事ができる。もし、梅酢が無い場合には、ゆ（柚？）の酢でも同じ作用である。

『下』

第一　まめの引やう

絹全般について。厚地の生地には、豆汁（豆）の濃度を上げて用いる。

また、薄い生地には、厚い生地の時よりも濃度を下げて引く。
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とにかく、木綿でも絹でも、生地の様子や厚みについて良く観察することが大切（肝要）である。

『下』

第五　つねの茶こもん

型を用いて糊置きをする。しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を1回引く。

次に、淡灰色顔料入（うすねずみ程なる）豆汁を1回引く。

次に、中灰色顔料入（中ねずみほどなる）豆汁を1回引く。

次に、刈谷抽出染液を2回引く。刈安は引くたびに干して乾燥する。

最後に、刈安抽出染液に明礬を少々加え引く。

『下』

第六　みるちやこもん

型を用いて糊置きをする。しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を1回引く。

次に、中灰色顔料入（中ねずみ程なる）豆汁を1回引く。

次に、濃灰色顔料入（こいねずみ程なる）豆汁を1回引く。

次に、刈安抽出染液を2回引く。

最後に、色止めして刈安抽出染液に明礬を少々加えたものを引く。

『下』

第七　きがらちやこもん

型を用いて糊を置く。

しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を3回引く。

次に、刈安抽出染液を3回引く。

最後に、色止めして刈安抽出染液に明礬を少々加えた液を1回引く。

『下』

第八　えどちやこもん

型を用いて糊を置く。

次に、しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を2回引く。

次に、淡灰色顔料入豆汁（うすねずみ程なるまめ）を1回引く。

次に、刈安抽出染料を2回引く。

最後に、刈安抽出染液に明礬を少々加えたもので色を止める。

『下』

第九　からちやこもん

型を用いて糊を置く。



15染色技法書に見られる豆汁の役割

しろまめ（胡粉入り豆汁）を1回引く。

次に、淡灰色顔料入り豆汁（うすねずみほどなる豆）を2回引く。

次に、中灰色顔料入り豆汁（中ねずみほどなる豆）を1回引く。

次に、梅の木片（または樹皮）（むめ：梅）と刈安、それぞれ煮出した染料を半分合わせ、2回引き染

める。

最後に、刈安抽出染料に明礬を少々加えた染液で引き染める。

『下』

第十　あをちやこもん

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を1回引く。

次に、灰色顔料入り豆汁（ねずみ程なるまめ）を1回引く。

次に、中灰色顔料入り豆汁（中ねずみ程なるまめ）を1回引く。

次に、刈安抽出染料のみを2回引く。

次に、刈安抽出染料に明礬を加えた染液を1回引く。

干して、（伸子？にかけて）、薄い2番藍にてさっと染める。

濡れているうちに、濯いで干す。（水の中での酸化発色の可能性あり）

とにかく、藍の染める作業は、短時間で染める事が大切。

『下』

第十一　こびちやこもん

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁）を1回引く。

次に、灰色顔料を含ませた豆汁を1回引く。

次に、黒茶の（黒＋茶顔料？）豆汁を1回引く。

次に、わかき（緑系顔料？あるいは、豆自体の緑を使用？）豆を1回引く。

次に、刈安抽出染液を2回引く。

最後に、刈安抽出染液に明礬を少し加えたものを引く。

『下』

第十二　との茶こもん

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を1回引く。

次に、灰色顔料を含ませた豆汁を1回引く。

次に、中濃度の灰色顔料を含ませた豆汁を1回引く。

次に、刈安抽出染液を1回引く。

次に、モモの樹皮（ももかわ：ヤマモモ、楊梅）抽出染液を2回引く。

最後の色とめとして、刈安抽出染液に明礬を少し加えた染液を引く。
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『下』

第十三　もえきこもん

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を1回引く。

次に、灰色顔料（淡色）を含ませた豆汁を1回引く。

次に、前に使用した豆（豆汁）より少し濃い濃度の豆汁を1回引く。

次に、刈安抽出染液を2回引く。

次に、色止めとして、刈安抽出染液に明礬を少し加えて1回引く。

干して乾燥後、伸子（「しゝくり」にかけて）にかけて、濃い藍に先に述べた「あおちゃ」を染める

ときよりも、少し時間をかけて染める。

但し、「小紋」でも「散し」（小紋よりも大柄で模様が緻密でないもの）でも同様。

『下』

第十四　むじ

下地処理として、しろまめ（胡粉入り豆汁）の薄いもの（豆濃度　薄）を1回引く。

次に、うすはな色に染める。

次に、刈安抽出染液を4回引く。

色止めに、刈安抽出染液に明礬を少々加えたものを1回引く。

干して乾燥後、

上をさっと藍にて染め、そのまま濯ぐ。

『下』

第十五　かばがへし

下地処理として、梅の樹皮より煮出した染液を2回引く。

モモの樹皮（モモかわ：ヤマモモ、楊梅）より煮出した抽出溶液を1回引く。

次に、刈安抽出染液に明礬を少量加えたもので1回引く。

濡れたままの状態で、濯ぎ干して乾燥。

この上に、型を置く。

しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）の濃いものを1回引く。

次に、灰色顔料（中濃度）を含む豆汁を1回引く。

次に、黒い顔料を含む豆汁を1回引く。

次に、灰色顔料（淡）を含む豆汁に極少量の石灰を加え、止めとして1回引く。

『下』

第十七　ねずみかへし

下地の染めとして、浅葱色に染めておく。

次に、型を置く。
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次に、しろまめ（胡粉入り豆汁）の濃いもの（豆濃度　濃）を1回引く。

次に、灰色顔料（中濃度の色）を含む豆汁を1回引く。

『下』

第十八　くろ茶けんぼうこもん

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁）の濃いもの（豆濃度　濃）を1回引く

次に、灰色顔料（中濃度の色）を含む豆汁を1回引く。

次に、黒色顔料（特に高濃度の黒色）を含む豆汁を1回引く。

次に、モモの樹皮（ももかわ：ヤマモモ、楊梅）より煮出したから抽出染液を2回引く。

色止めとして、カネ（鉄媒染溶液）を1回引く。

『下』

第十九　くろべにかのこ

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁）の濃いもの（豆濃度　濃）を1回引く。

次に、灰色顔料（普通濃度の色）を含む豆汁を1回引く。

次に、黒色顔料（普通濃度の黒色）を含む豆汁を1回引く。

次に、蘇芳の木片より抽出染液を2回引く。

色止めとして、カネ（鉄媒染溶液）に明礬を少量加え引く。

『下』

第二十　あかべにかのこ

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁）の濃いもの（豆濃度　濃）を3回引く。

次に、蘇芳の木片より抽出染液を4回引く。

ただし、1回毎に干して、水に明礬を多く溶かした液を引き、各回の色止めとする。

1回毎に色止めをする事が大切である。

もし、蘇芳の抽出染液を引いた時に裏に染込むのであれば、しろまめ（胡粉入り豆汁）の濃いもの

（豆濃度　濃）を1回でも2回でも引く回数を増やし、裏に染込まないようにすることが肝要である。

これは、絹でも木綿でも同様である。

『下』

第二十一　むらさきかのこ

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁）を1回引く。

次に、灰色顔料を含む豆汁を1回引く。

次に、灰色顔料（中濃度）を含む豆汁を1回引く。

次に、蘇芳の木片より抽出染液を3回引く。

色止めとして、カネ（鉄媒染溶液）に明礬を少量加えたもので引く。
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『下』

第二十二　とくさ

もえぎのわかい色。

しろまめ（胡粉入り豆汁）を1回引く。

次に、（藍にて）少し濃い目の浅葱色に染める。

後の工程は、もえぎ色染めと同じ工程である。

もえぎ　無地

下地処理として、しろまめ（胡粉入り豆汁）の薄いもの（豆濃度　薄）を1回引く。

次に、うすはな色に染める。

→　この工程以降を行うと考える。

次に、刈安抽出染液を4回引く。

色止めに、刈安抽出染液に明礬を少々加えたものを1回引く。

干して乾燥後、

上をさっと藍にて染め、そのまま濯ぐ。

『下』

第二十三　くろかき無地

下染めとして梅の樹皮より煮出した染液を2回引く。

次に、灰色顔料（中濃度）を含む豆汁を1回引く。

最後に、黒顔料を含む豆汁に石灰を少量加え2回引く。

『下』

第二十四　うすがき

薄柿色の土をもちいる。

「ねばり」をすりつぶす。（植物系？布海苔？）

同時に「うすがき土」もすりつぶす。

次に、しろまめ（胡粉入り豆汁）の薄いもの（豆濃度　薄）と先にすりつぶした「土」「ねばり」と

合わせ、無地ならば1回引く。

小紋ならば、2回引く。

『下』

第二十五　かきこもん

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を1回引く。

次に、灰色顔料（普通濃度）を含む豆汁を1回引く。

次に、梅の木片（または樹皮）から抽出した染液を3回引く。
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次に、灰色顔料（淡い濃度）を含む豆汁（豆濃度　濃）に石灰を少し加えて2回引く。

『下』

第二十六　くりむめこもん

型を置いて、しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　濃）を1回引く。

次に、灰色顔料（普通濃度）を含む豆汁を1回引く。

次に、灰色顔料（中濃度）を含む豆汁を1回引く。

次に、梅の木片（または樹皮）から抽出した染液を3回引く。

次に、灰色顔料（中濃度）を含む豆汁（豆濃度　濃）に石灰を少量加えたもので2回引く。

『下』

第二十七　同くりむめ無地

下地として、梅の木片（または樹皮）から抽出した染液を2回引く。

次に、灰色顔料（中濃度）を含む豆汁（豆濃度　濃）に石灰を少量加えたもので2回引く。

『下』

第二十八　べにかき

下地として、梅の木片（または樹皮）から抽出した染液を4回引く。

次に、しろまめ（胡粉入り豆汁　豆濃度　普通）に石灰を少量加えたもので4回引く。
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34）この「かのこ」は鹿の子絞りの「かのこ」とは異なり、型鹿子を示すと考えられる。

　　平成15 ～ 19年度私立大学学術研究高度化推進事業「産学連携研究推進事業」研究成果報告書

『江戸時代の小袖に関する復元的研究』関西大学アート・インスティチュート、研究代表者河上繁

樹、平成20（2008）年、8-9頁参照。

35）註9前掲書594頁参照。

36）河上繁樹「江戸時代の小袖に関する復元的研究」について－関学アート・インスティチュートの

研究からⅢ」－参照、平成21（2009）年、1-20頁参照。

　　高木香奈子「貞享・元禄期の友禅染について」『美学論究』23号、2008年、21-39頁参照。

37）「友禅ひいなかた」山辺知行・上野佐江子編『小袖模様雛形本集成』、昭和49（1974）年参照。

38）豆汁も濃度が濃いものを大量に引くと生地が固い質感になるため、全体に引くときには薄く、部

分では濃く、あるいは薄い豆汁を重ねるなどの工夫が現在ではされている。

39）「（前略）其汁をゴといふ。其ゴを西洋布（かねきん）の表より一遍ひき。乾て裏より二遍引き。

各よく乾して其地合を試るには指に水を付て。其のしたゝりを一滴西洋布の表におとし見るに露の

玉をなし。地へしミこむをよきかげんとす。又そのまゝちるはゴのきかざるなり。それにハ今一遍

ゴを引べし。其後此西洋布を猪牙にて表よりよく摺て描也。（下略）」「更紗を描下地こしらへやう

の事」『更紗図譜』註9前掲書695頁参照。

40）註17前掲書135頁参照。
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The Role of Soybean Juice as Seen in Texts on Skills for Dyeing:
With Focus on Kon’ya chasome kuden sho (1666)

Kikuchi  Riyo

　　This fiscal year, the National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo started to 

conduct fundamental research on materials and techniques related to textile cultural properties. 

Until now, most research on textiles has focused on styles and designs, and not much 

comprehensive research has been made that looks into materials and techniques. Of the materials 

used in textile cultural properties, that whose information is least organized systematically is 

“soybean juice.” In this paper, attention is given to soybean juice as a dye material and its use and 

effects are studied through an examination of Kon’ya chasome kuden sho published in 1666.

　　Today, soybean juice is used in jiire , a process required in yuzen dyeing and stencil dyeing just 

before dyeing. This jiire process promotes the infiltration of dye solution into the fabric and its 

moving about in the fabric while at the same time preventing uneven dyeing. According to Kon’ya 

chasome kuden sho,  soybean juice of different concentration or soybean juice mixed with pigments 

was used. The process in which it was used also varied from before and/or after the process of 

dyeing to that of marking out. Such variations are thought to have been made so as to produce the 

desired color. It is hoped that studying information about soybean juice, to which attention had not 

been given much until now, will one day lead to the elucidation of many of the other skills that have 

already disappeared. 
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