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　 The 　objective 　of 　this　study 　was 　to　obtain 　useful 　information　for　the 　conservation 　of 　modern 　textiles

in　which 　early 　synthetic 　dyes　are　used ．　Dye 　class 　identi丘cation 　was 　carried 　out 　on 　s且k　crepe 　specimens

such 　as 　stencil−dyed　kimono　fabrics　of　the　Meiji　er乱 Atotal　of　116　sections 　of　different　colors　were 　pre−

pared 　and 　subjected 　to　the 　tests，　which 　included　extraction 　by　various 　sdvents ，　dyeing　properties 　of

various 　fibers　and 　color 　change 　due　to　reduction ／oxidation ，　according 　to　the 　JIS　method 　provided　for

identification　of 　dye 　classes 　on 　dyed 　textiles．　The 　results 　revealed 　that　many 　acid 　dyes　lmainly　red ）and

basic　dyes（vioiet　or　blue　only ）are 　used 　in　the　specimens ．　Identifying　dye　classes 　used 　in　a　textile　may

make 　it　possible 　to　predict 　the　properties 　of 　the　dye　or 　the　dyed　textile，　and 　may 　provide 　usefuhnfor −

mation 　for　the 　appropriate 　care 　of 　the　textile．
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1．緒　　論

　染織 の 歴 史に お け る 大 きな転換点の ひ とつ に ，1856

年の モ ーヴの 発明か ら始ま る合成染料の登場が あげら

れ る，合成染料が 日本に本格的 に導入 さ れ る よ うに なっ

た の は ，明治時代の初期で ある．合成染料は ，容易に

使用する こ とが で き，色調が鮮明で 豊富で ある こ とか

ら，わ ずか の あ い だ に 天然染料に とっ て か わ る もの と

な っ た ．長 ら く天然染料 を用 い て 行 わ れ て きた 染色 の

技法や色調
・
図柄は ，合成染料の 出現 に よ っ て大 きく

変容 した．と くに 染色技法に お い て は，合成染料に よ

り可 能とな っ た もの が多 くあ り，それ らが近代染織 品

の 特徴を形成 して い る．また当時，合成染料 に関 わる

技術 の 確立 ・振興は明治政府 の 国策の ひ とつ で あ り，

京都の舎密局や 染殿 とい っ た研究機関も設立 された
】〕．

こ の よ うに，合成染料は染織文化 ・服飾文化の み なら

ず，近代科学 ・近代産業の 発展 にも大きく関 わ っ て い

る ，初期合成染料が用 い られた近代染織品は，貴重 な

染織文化財 の ひ と つ と して 位置 づ け られ ，適切 に 保存

管理 され る 必 要があ る と考え られ る．

　本研究で は，合成染料の 登場が染色技法や 色調に大

きな影響を与 えた 近代染織品 の代表的 な 例 と し て，明

治時代の縮緬 を取 り上げ，適切な保存管理 の た め の 基

礎的知見を得る ため，染料の 部属鑑別を行 っ た．合成

染料は化学構造や特性が 多岐に わ た っ て お り，そ の 数

も膨大で ある．部属 を明 ら か に す る こ と は，染料同定

の た め の予備的調査 と して だけで な く，そ の 染料や染

織 品 の 大 まかな特性 を把握す る た め に も有効で あ る と

思 われる．

　本研究 の 試料 には，市販 の 縮緬 古裂 を入手 して 用 い

た．現在，古布 ・古裂 を扱 う業者が多数存在 し，入手

の 経緯や長年の経験 に もとつ い て ，こ うした古布 ・古

裂をお よその 時代ご と に分類 して い る．試料の 選定に

あた っ ては ， 各時代 の 模様や材 質等の 特徴 と照 ら し合

わせ，明治時代の 縮緬 と考え て妥当と思 われ る もの を
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十 分吟味 した ，本研 究 で 用 い た の は ，「型友禅」 と

「赤地 に 白上 げ」 の もの で あ る．

　「型友禅」
1 ）Z）

は，合成 染料 によ り可 能 に な っ た技 法

で あ る 「写糊 」 （合 成染料 と糊 を混合 した もの で 捺染

する方法）の発明 に よ っ て 確立 さ れた もの とい え る．

こ れは従来の友禅染 を簡略化する とと もに ，鮮明な模

様染 や写実的な表現 を可能 に して
， 意匠 の 幅 を広げ る

こ とに な っ た
3 ］”5）．明 治時代 の 型友禅 には，渋 い 色 の

地 に 鮮 や か な赤や 紫が 挿 し色 と して 効果 的 に 用 い られ

て い る もの が し ば しば み られ る ．赤 や 紫を天然染料で

染める に は，高価な うえ染色操作 も煩雑で あ っ たが，

合成染料に よっ て鮮明色が簡単 に得られ る よ うに な り，

多様 な用 い 方が な され る よ うに な っ た ．型友禅に は ，

写糊の 他に摺 りや挿 し の技法が併用さ れ て い る もの も

あ る．こ こ で は，鮮や かな色調か ら合成染料が使用 さ

れ て い る と思 われ，主 に型 を用 い て 染色 された と思 わ

れ る もの を型友禅 とした．

　「白 上 げ」
31

は ，濃 い 地色 に 糊防 染 に よ っ て 模様 を

白く染め 抜 い た もの で ある ．赤地に 白上 げの もの は ，

明 治時代 に襦袢 や胴裏 など に多用 され た とされ て い

る 6｝．従来，赤地 の 染 め に は 紅花が しば しば 用 い られ

たが，濃い 鮮明な色 を得 る に は何 回 もの 染 め重 ねが必

要 で あ っ た．そ の た め ，模様 を施す技 法 も限 られ て い

たが，合成染料が 用 い られ る よ うに な る と，糊 防染に

よる白上 げの技法が容易に行 えるようにな っ た．

　さ ら に
， 材質に 関 し て は ，縮緬は独特の し ぼ を もち，

染着 と発色 の よ さか ら と くに 合成染料 に よ る染色に適

し て い た とさ れ ，明治時代 に は，江戸 時代以来の 薄手

の 二 越 縮緬 （「越」は 緯糸 を意味 し，緯糸 に 強撚 糸 の

右撚 りと左撚 りを 2本 ずつ 交互 に織 り込 んだ もの ）が

多 く用 い られた
T ）S ｝，

　以上 の 理 由か ら，型友禅お よ び赤地に 白上 げの 縮緬

古裂 を試料 と し ， そ こ に 用 い ら れ て い る 染料 に つ い て
，

JISに定め る方法に準 じ，各種溶媒 に よる染料 の 抽 出

の 有無 ，各種繊 維 に 対す る 染着性の 有無，液性等 に よ

る 脱色 ・復色の様子 など に もとつ い て染料部属 を鑑別

した，あわせ て ，染織文化財 へ の 本法の適用限界に つ

い て も考察した ，染 料部属 の 鑑別結果 よ り ，
こ うした

染織 品 の 保存管理 に お い て 配慮す べ き点 が示唆 された．

2．実験方法

（D　試 料 布

縮緬の種類，図柄，色調等に お い て ，明治時代の特

表 1．試料布
一

覧 （赤地 に 白上げ）

試料 No． 図柄 技法等 の 特徴
’］

1234567891011121314菊花

御簾 に 菊花

不明
’ z

笹 と梅花

松 と梅 に 鶴

笹 と菊花

波 に 舟 と千鳥

桜 と菊 花

菊 花

笹 と 草 花

鳥 と桜

流水 に 梅花

流水 に 撫子

草花

色挿 し ・平金 糸
’3

の 刺繍

色挿 し

絞 り

色挿 し

色挿 し

色 挿 し

絞 り

色挿 し

色挿 し

色挿 し

“ ］

白上げの 他 に用 い ら れて い る主な技法．色挿 しは 地の

赤の 他 に 用 い ら れ て い る もの ．’Z

試料 が 小 さい た め 図 柄

の 特定が 困難．
＊U

金箔を紙 に 貼 り細 く裁断 した もの
〕°：．

試料 N 。 ，1 試料 No ．2　　　　　　　 試料 No．7

　 図 1．試料布 （赤地 に 白上げ）の 例

試料 N 。．11
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　　　　　表 2．試料布
一

覧 （型友禅）

試料 No ． 図 柄 技法等の 特徴 試料 No． 図柄 技法等 の 特徴

5678901234567890111111222222222233萩 に千鳥

下 が り藤

鼓 と楓

軍 配団扇 に牡 丹

楓 と小花

竹 に 雀

菊 花 と 楓

流 水 に 松

紗綾形 に 藤 と雲

菊花

菖蒲

夕顔

縞 に 花 の 丸

薄

牡丹 と撫子 に 蝶

御簾 に 葵

流水 に 草花

ぼ か し

ぼ か し

平金糸 の 刺繍

ぼ か し

ぼか し

ぼ か し

ぼ か し

ぼ か し

ぼか し

ぼ か し

ぼ か し

2345678901234567833333333444444444霞 と観世水 に菊花

紅白梅

牡 丹 と梅花

格子 に牡丹

石 畳 に 桜

藤と桔梗 な ど

小 花 と楓 ・桔 梗 ・桜

楓 と萩

秋草

松 と梅

菊花

流水 に 屋敷 と梅花

雲 に 几帳，梅 と鶴

楓

樹木

虹 に 楓 と草花

薬玉

ぼ か し

ぼ か し

ぼ か し

ぼ か し

ぼ か し

ぼ か し

ぼ か し ・平金糸／撚金糸 の 刺繍

ぼ か し

平金糸 の 刺繍

ぼ か し

「平金 糸」は 金 箔 を紙 に 貼 り細 く裁断 した もの で ，「撚金 糸」は 金 箔 を紙 に 貼 り細 く裁断して 絹糸の 芯 に 巻 きつ けた もの
1°｝．

試料 No ．15

試料 N 。．16

試料 No．19 試 料 No．　25

試料 No．21　　　　　　　 試料 No．33

　　　図 2．試料布 （型友禅）の 例

　　　　　　　　 （849）

試料 No．　39

試料 N 。．45
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tc　3．各種溶媒に よ る抽出 の 有無か ら推定され る 主 な染料部属
＊1

連続抽出試験 単独抽出試験

水 エ タ ノ ール 酢酸 濃 ア ン モ ニ ア 水 ア ン モ ニ ア 水

直接 染 料

酸性染料

塩基性染料

バ ッ ト染料

○

○

△

x

OO

◎

×

×

×

◎

X

QO

×

X

QO

×

X

’ 1JISIO65
：1999 「染色物 の 染料部属判定方法」 の 鑑別方法 を ま とめ た もの ．

表中 の記号 は，染料 が 抽出 され る （◎ または ○ ），わずかに され る （△ ），さ

れ な い （x ） を示す．

徴
1：15 ｝9）

を備 えた市販 の 縮緬古 裂 を用 い た．こ う した

特徴は，明治時代の 初期 ・中期 ・後期で 変遷がみ られ

る が ，本研究で は，試料の 選定に あ た り，主 に次の 点

を考慮 した ．  二越縮緬で ある こ と．  植物文様や

風景 文様な どの 古典的 な図柄，全体的に 小 さい 図柄，

  多色 の 場 合 ，地色 は 渋 い 色 や 淡 い 色 で
， 挿 し色 に

鮮 やかな赤 や紫 を用 い た もの ，ぼか しを用 い た もの ，

本研 究 で は ，赤 地 に 白上 げの もの 14点 （表 1，図 1＞，

型友禅 の もの 34 点 （表 2，図 2） の 縮緬古裂 を用 い た．

こ れ らの 試料は，反物や きもの で な く裂 の 状 態 で 市販

さ れ て お り，解 い た 痕跡が あ る，違 う裂 を縫 い 合わせ

て ある ，退色 して い る，な ど，実際に着用 さ れた形跡

が認め られる もの もあ っ た．

　  　方　　法

　 1）　繊維の鑑別

　後述 する JISに 定 め る染料 部属 の 鑑別法は ，繊 維 の

種類 ご と に 分 か れ て い る こ とか ら，まず繊 維 の 鑑別 が

必要 で ある．本研究で 扱 う試料は絹 と考 えられ るが ，

そ の確認 の ため，次 の 3 つ の方法を用 い た．比較試料

に は 絹羽 二 重 を用 い た ．  顕微鏡法 ：光学顕微鏡

（× 100お よび × 400＞に よ り繊維側面の 様子 を観察 し

た．  溶解法 ：35％ 塩酸 （室温）お よび 5％ 水酸化ナ

トリウ ム （煮沸）に対す る溶解性
11〕

を調べ た ．  フ
ー

リエ 変換赤外分光分析 （FTIR ）：全反射 （ATR ＞法

に よ り 4，000〜400cm
− 1

に お け る ス ペ ク トル を得た．

　なお，繊維 の 鑑別に先立 ち，試験片を織物拡大鏡 で

観察する ととも に，経緯 の 糸をほ ぐして織組織 （縮緬

の種類）を調べ た ，

　2）　 染料部属の 鑑別

　主 に jlS　L1065 ：1999 「染色物 の 染料部属判定方法」

に 準 ず る 方法で 行 っ た ．現在は ほ と ん ど用 い ら れ て い

な い 部属 の 染料 に つ い て は ，改 正前 の JIS　L1065 ：

1963 も参考に した，また，予 備 実験 の 結果 ，こ れ ら

の JIS法では明確 な判定に至 らな い 場 合があ っ た ため，

他 の 文献
12113 ）

の 鑑 別法を組 み合わせ る と共に ，必要に

応 じ て 試料量等 の 条件に 若干の 変更を加え る な ど工 夫

し た．

　 i＞試験片 の 調製

　試料布 の 色調 の 異な る 部 分 ご と に ，約 lcm 角相 当

の 試験片 （IO　mg 程度 ）を採取 した ．　 JIS法 では試験

片 の 重量 を 50〜300　mg と して い る が，試料 量が 限 ら

れ て い る こ と か ら本 実験 で は 10mg と した．実験 に

供 したの は，赤地 に白上げ 14点 の 赤地部分 14セ ク シ ョ

ン と，型友禅 34 点 の 102 セ ク シ ョ ン で あ る ，

　 li＞予備試験

　各種溶媒に よる連続抽 出試験 と ア ン モ ニ ア水に よる

単独抽出試験 を行 い ，試験片か ら の 染料 の 抽出の 有無

を調べ た ．連続抽出試験で は ，水，エ タ ノ ール，酢酸，

濃ア ン モ ニ ア水 （28％ ）各々 3ml で 試験片 を順 次煮

沸抽 出 し た ．単独抽 出試験 で は
，

ア ン モ ニ ア 水 （濃 ア

ン モ ニ ア 水 ：水 ＝1 ：5）3ml で 新 しい 試験 片 を 同様

に煮沸抽 出 した．

　JIS法で は ，こ の 2 つ の 抽 出試験 に お け る 各種溶媒

に よる抽出 の 有無 か ら，染料部属が予備的に推定で き

る として い る．表 3 に，主な染料部属に つ い て予想 さ

れ る抽出試験の結果 を示す．各試験片に つ い て 得 られ

た結果か ら染料部属 を推定 し，その 部属 ごと に判定試

験 に よ り確認を行 っ た ．

　 丗 ）判定試験

　表 3に示 した主な染料部属 の 判定は，次 の ように行 っ

た ．原則 と して 試験 片 1枚 に 対 し，液量 は 3ml と し

た．

　 は じめ に ，予備試験に お い て酢酸以外 の 溶媒で抽出

が 認 め ら れ ，直接染料か酸性染料の い ずれ か と推定さ

れ た セ ク シ ョ ン に つ い て は ，抽出液で 白布 を染色 し，

そ の 染色性 か ら染料部属 を判定 した。こ こ で は 次 の 2
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つ の 染色試験 を行 っ た．（A） まず，JIS法に準 じ，希

ア ン モ ニ ア水 （濃 ア ン モ ニ ア水 ：水 ； 1 ：20）を用 い

て得た抽出液に 塩 化ナ トリ ウ ム を添加 し て綿白布 を染

色 し，水洗 ・乾燥後，希ア ン モ ニ ア水で煮沸 して脱色

され る か ど うか を調 べ た ．（B ）次 に，文献
2ト

の 方法

と予 備実験 の 結 果 を ふ まえ，希ア ン モ ニ ア水に よ る抽

出液 に 酢酸を 添加 して 酸性浴 と し，綿白布 と羊毛白布

を染色 した．（A ）に お い て 綿 白布が染 色 され，脱 色

され なければ綿 に 対す る染色性があ る とみな し，直接

染料 と判定 した ．綿自布が 染色 さ れ な い か，容易 に 脱

色 さ れ れ ば染色性が な い とみ な し，酸性染料 と判定 し

た．（B ）で は ，羊毛 白布 の 方が 綿 白布 よ り濃 く染 ま

れ ば ，酸性 染料 と 判定 し た ．判定は （A ）（B ）両方 の

結果 をあわ せ て行 っ た ．

　次 に ，予備試験 に お い て エ タ ノ
ー

ル と酢酸 で 抽出 さ

れ，塩 基性染料 と推定され た セ ク シ ョ ン に つ い て は ，

抽 出液 が液性 に よ っ て 脱色 ・復 色す る か どうか と，抽

出液 に よ る 各種繊 維 の 染色性 の 2 つ の 試験か ら判定 し

た ．（A ＞まず，JIS法に準 じ，抽出液に水酸化ナ トリ

ウ ム を添加 し て ア ル カ リ性 と し，ジ エ チ ル エ ーテ ル を

加 え て 振 り混ぜ ，静置 して 分離 した エ ー
テ ル 層 を 採取

した ，こ れ に 酢酸 を 加え，再 び 振 り混 ぜ ，静置 した ，

（B ）次 に，文献
13／

の 方法と予 備実験 の結果 を ふ まえ，

抽 出液 で 綿 ・絹 ・ア ク リ ル の 白布 を 染色 した ，（A ）

で は
， 染料 が酢酸層 に 移 り，予備試験 の 酢酸抽 出液 と

同 じ色相 に復 色す れ ば 塩基 性 染料 と 判定 した ．（B ）

で は ，絹布 ・ア ク リル 布が綿布よ り濃 く染 まれ ば 塩基

性染料 と判定 した．判定は （A ）（B）両方の 結果をあ

わせ て行 っ た．

　さ らに ，予備試験に お い て い ずれ の 溶媒で も抽出 が

認 め ら れ な か っ た もの に つ い て は ，バ ッ ト染料の 判定

試験 （抽 出液の 還元 ・酸化 に伴 う脱 色 ・復 色お よ び 染

色性）を行 っ た．水酸化ナ トリ ウ ム 水溶液で 試験片を

煮沸溶解 し，ハ イ ドロ サ ル フ ァ イ トナ トリ ウ ム と塩化

ナ ト リ ウ ム お よ び綿白布 を加え て煮沸 した ．ハ イ ドロ

サ ル フ ァ イ トナ トリ ウ ム添加に よ る還元 （変色 ・脱色）

が 認め られ ，空気酸化 させ た綿白布が 染色さ れ て い る

か ど うか を 調 べ た ，

　3 ．実験結果お よ び考察

　（1） 繊 維の 鑑別

　顕微 鏡観察 で は，い ず れ の 試料 に お い て も絹 の 特徴

で ある 平滑 な繊維側面 が 観察 さ れ ，綿な ど他 の 繊維の

混用 は 認め られ なか っ た．試料に よ っ て は ラ ウ ジ ネ ス

と思 われ る毛羽立 ちが観察 され，繊維 が劣化 して い る

こ とが うか が え た ，さ ら に ，溶解法で は 35％ 塩酸 と

水酸化ナ トリ ウ ム の 両ノfに溶解 した こ と，FTIR で は

絹特有の ス ペ ク トル が観察された こ とか ら，い ずれ の

試料も絹か ら成 り，他の 繊維が含 まれ て い な い こ と を

確認 した ，な お ，縮緬 の 種類 に 関 して は，い ず れ の 試

料 も二 越縮緬 で あ る こ と を 確認 した ，

　 〔2） 染料部属 の 鑑別

　予備 試験 の 各種溶媒 に よる抽出 の され方が特徴 的で ，

染料部属が か な り明確に推定で きる もの は ，表 3 に示

す よ うに，直接 ・酸性 ・塩基性染料の 3 つ の部属であ

る ，さら に こ れらの 部属は．各種繊維に対す る染色性

の 有無の 確認 な ど，比較的簡便 な 方法で 判定が 行 え る ．

そ の他 の 部属 は，バ ッ ト染料をは じめ と して ，い ずれ

の 溶媒 に もほ と ん ど抽出 され ない もの が多 く，予備試

験 の 結果だ け で は 推定が困難で ，さ らに煩雑な判定試

験 を必 要 とす る．

　 そ こ で 本研究 で は，各々 の 染料部属の 発 明 さ れ た年

代，用途，適用方法など の特性
Kl ’．161

を考慮 し，こ こ

で扱う試料に 用 い られ た 可能性の 大きい 染料部属 に絞 っ

て 考 え る こ と と した ．本研 究 で 用 い る 試料 は
， 明治時

代 の もの と考 え ら れ る 縮緬 の ，赤地 に 白一ヒげ の もの と

型友禅で ある ．赤地 に 白上 げの 地 の 部分 は 浸染 また は

引 き染 め に よ る と 思 わ れ ，型友禅 に は写糊 の 他 に 摺 り

に よ る ぼ か しな ど の 技 法が用 い られ て い る と思われ る ，

染 料 部属 の 発 明 され た年 代 か ら明 治 時代 （1868〜

1912）に使用 された可 能性 の ある初期合成染料 を選 ぶ

と，塩基性染料 （1856− ），酸化染料 （1860〜），酸性

染 料 （1862〜），媒染染料 （1869〜）， バ ッ ト染料

（1878〜）， ナ フ ト
ール 染料 （1880〜）， 直接 染 料

（1884〜），酸性媒染染料 （1889〜），硫化染料 （1893
〜）の 9 つ の 部属があげ られる．前述 の ように ，直接 ・

酸性 ・塩基性染料以外は，予備試験の結果か ら部属の

推定をす る こ とは 困難で あ る ．こ れ ら の 部属 の 特性 を

考慮す る と，酸化 ・媒染 ・酸性媒染染料は 染色工 程 が

複雑な た め ，引 き染め や写糊 の よ うな技法に は 適さな

い と思 わ れ る．ま た，ナ フ トー
ル 染料は や は り2 つ の

染色 工 程 を 要す る こ とや 主 に セ ル ロ ー
ス 繊維 に 適用 さ

れ る こ と，硫化染料 も同様に セ ル ロ ー
ス 繊維 の 実用 品

に 主 に用い られ た とさ れ て い る こ とか ら，除外 で きる

と考え ら れ る，こ うし た 理 由か ら，こ こ で は，予備試

験 に お い て い ず れ の 溶媒 に も抽 出 され な い 染料 に つ い

て は ，バ ッ ト染料 の 判定試験 の み を行 うこ と と した ．

　表 4 に，赤地 に 白上 げの 試料の 赤系染料に つ い て ，
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表 4，赤地 に 白上げ の 試料 に用 い られ た赤系染料の部属鑑別 （予備試

　　 験 の 結果）

連続抽出試験 単独抽出試験
試料 No ，

水 エ タ ノ
ー

ル 酢酸 濃 ア ン モ ニ ア ア ン モ ニ ア 水

1234567891011121314OOOOOOOO

．

QOO

◎

◎

◎

△

△

△

△

△

O

◎

△

◎

00

◎

○

◎

X

×

△

△

X

◎

0．

X

◎

○

×

◎

OO

00000

◎

◎

○

◎

○

．
O

◎

◎

◎

OOOOOOOOOO

◎

◎

◎

◎

表中の 記号 は，染料が 抽出 され る

され な い （× ） を示 す．
（◎ ま た は ○ ），わ ずか に され る （△ ）．

予備試 験 の 結 果 を示す，14 セ ク シ ョ ン の うち，試料

番号 1 ・2 ・5 ・8 ・ll （酢酸 で 抽出 さ れ な い ） に 試料

番号 3 ・4 ・14 （酢 酸で ほ とん ど抽 出 されな い か，他

の 溶媒に 比 べ て明 らかに抽出 され に くい ） を加 えた計

8 セ ク シ ョ ン は ，直接 染料 か酸性染料 の い ず れ か と推

定 した．こ れ ら に つ い て 判定試験 を行 っ た と こ ろ ，い

ずれ も綿 に 対 し て 染色性が な く羊毛 に対 して 染色性が

認 め ら れ た こ とか ら，酸性染料と判定 し た．酸性染料

は一
般 に 酢 酸 で 抽 出 さ れ な い が ，試料番号 3 ・4 ・14

で 多少 の 抽 出が認 め ら れ た こ と に つ い て は，染色条件

が適切 で ない こ とに 起 因す る 染着不良 と い っ た
， 初期

合成染料が 用 い られた染織 品特有 の 問題 もあ る と思 わ

れ る．こ こ で は，こ の 3 セ ク シ ョ ン も含め，予備試験

と 判定試験 の 結果 を総合的に判断 し て，酸性染料 の 可

能性 が 大 きい と結論づ け た ．試料番号 6 ・7 ・9 ・10・

12 ・13 の 6 セ ク シ ョ ン は ，い ず れ の 溶媒 で も抽 出が

認め られ，抽 出 の 有無か ら部属 を推定する こ と が で き

なか っ た．比較 の た め ，紅 花染色布 につ い て 同様 の 試

験を行 っ た とこ ろ ，い ず れ の 溶媒で も抽出が 認め られ

た，また，紅花染色布は 蛍 光 をもつ こ とが知 られ て い

る が
L71
，ブ ラ ッ ク ラ イ ト （355　nm ） 「で 観察す る と，

染料部属不 明 の 試料は，試料番号 12 を除 い て 強弱は

ある もの の 蛍光が認 め られた．こ れ らの こ と か ら，赤

地に 白上げ に 用 い ら れ た赤系染料の うち部属 を特定で

きな い もの の なか に は，合成染料 との 併用 も含め，紅

花が含 まれ て い る可能性 もある．こ れ ら に つ い て は ，

抽 出液の 蛍光 ス ペ ク トル を測定す る な ど，蛍光特性 を

よ り詳細 に 調 べ る こ と に よ り，紅 花で あ る もの を特定

で きると期待 され る，紅花 に限 らず，明治時 代 には ，

犬然染 料 と合成染料が しば しば併用 され て い た こ とが

知 られ て い る．天 然染料 も保存管理 に お い て は配慮が

必 要で あ り，近代染織品に見出 さ れ る 天然染料に つ い

て も，各種 ス ペ ク トル 等 の 分析法 に よ り同定 して い く

必 要が あ る と考えら れ る ．

　表 5 に，型友禅 の 試料 か ら採取 した各セ ク シ ョ ン に

つ い て ，同様 に 予備試験 と判定試験 を行 っ て 染料部属

を鑑別 した 結果を示す．また，図3 に 鑑別 の 結果の ま

とめ を示す ．102 セ ク シ ョ ン の うち，判定 で きた もの

は 半数 の 51 セ ク シ ョ ン で あ り，残 りの半数は判定 に

至 ら なか っ た ．判定で きた もの の うち，酸性染料と判

定 され た もの は 32セ ク シ ョ ン あ り，そ の うち赤系

（オ レ ン ジ，ピ ン ク を含む）が 26 セ ク シ ョ ン と 大部分

を占め た．塩基性染料 と判定された もの は 19セ ク シ ョ

ン あ り，こ れ らはす べ て 紫 ・青系であ っ た，また，還

元に よ り変色 ・脱色する とい う，バ ッ ト染料 の 特徴 を

示すもの は なか っ た，塩基性染料で絹を染色する と耐
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表 5．型友禅 の 試料 に 用 い ら れ た 染料 の

　　 部属 鑑別 の 結 果 の 例 （予備 試．験 ・

　　 判定試験に よ る）

　　　 　　セ ク シ ョ ン の 色調
試料 No ．　　　 　　　　　　　　　　 染 料部属
　　　 　 （採取 した模様部分）

15

ユ6

19

21

25

33

39

45

薄黄色 （地）

赤 （千鳥）

紫 （千鳥）

水色 （萩 ・葉）

簿 茶色 （千鳥）

赤 （藤 ・花 と葉）

紫 （蔓）

黄 （地 ）

緑 （葉 ）

ピ ン ク （藤）

赤 （楓）

薄紫 （地〉

青緑 （楓〉

緑 （楓）

青 （花）

赤 （楓 ）

オ レ ン ジ （楓）

緑 （葉｝

紫 （地）

ピ ン ク （菊花）

薄紫 （地）

薄緑 （地 ）

赤 （菖蒲 ・花）

紫 （菖蒲
・
花）

灰色 （地 ）

灰 色 （地）

赤 （梅）

紫 （地）

青 （楓）

赤 （楓）

緑 （楓）

紫 （地）

赤 （楓）

酸性

塩 基 性

酸性

塩 基 性

性

性

酸

酸

塩 基性

酸性

酸性

塩基性

酸性

塩 基 性

塩 基 性

酸性

塩 基性

酸性

塩 基性

酸性

「
一

」 は 染料部属不明 を示す．

光堅牢性 に 乏 しい こ と が知 られ て お り，現在で は 絹の

染色に ほ と ん ど 用 い られ て い な い
14’
．明治時代 の 試料

に 塩基性染料が 多 く見出 された こ とは，初 期 の 合成染

料の 主流が塩基性染料で あっ た こ とか ら妥当な結果と

い え る が，こ うした染織品の保存管理 に あた っ て は，

光 の 影響に対 して 十分 な配慮が必 要 で ある こ と が 示唆

され る．

　染料部属 の 判定 に 至 らなか っ た もの は概ね次の よ う

に 分 類 で きる，  予備試 験 に お い て い ず れ の 溶媒 で

も抽 出が認 め られた も の ，  淡色 の た め ，目視 に よ

る 抽 出 や 染 色性 の 有無 の 判定が 困難 な もの ，．  予備

試験 に お い て い ずれの 溶媒 で も抽出が認められず，バ ッ

ト染料 の 判定試験 を行 っ たが，そ の 特徴 を示 さなか っ

た もの ，で あ る ．

　  に つ い て は，赤地 に 白上 げ の 試料 に み られ た よ

うに，ブ ラ ッ ク ラ イ ト下 で 蛍光 が観察 された こ ととも

あ わせ て ，紅花の 可 能性が否定で きな い もの もあ り，

先に 述べ た よ うに確認 が 必要 で ある （試料 No．ユ8 の

赤色染料），しか しほ と ん ど は，複数 の 染料部属 （酸

性 染料と 塩基性染料の 組み合わせ な ど）が 混用 され て

い る もの か，染色方法や 染色条件が適切 で なか っ たた

め ，染着 が 不 十分 な もの で は な い か と思 わ れ る ．い ず

れ に して も， 種 々 の 溶媒で染料が容易 に溶 出する こ と

か ら，洗浄処理や湿潤 に 対す る 染色堅牢性 に 乏 しい こ

と が うか が え ， 保存管理 に あ た り取 り扱 い に 配慮 を 要

す るもの と考 えられ る．

　  に つ い て は ，抽 出液が 十分濃 い 色 を 呈する よ う，

試験片 の 量 を増 や す とい っ た 工 夫 が 考え ら れ る が ，染

織文化財 の破壊分析は 可能 な限 り微量 の 試料で行 うこ

とを考え る と，現実的で は ない ．染料の 抽出を目視で

判定 す る こ の 方法 は
， 濃色 や 鮮明色 に 限 ら れ る と い う

限界がある．

　  に つ い て は ，バ ッ ト染料 は染 料 の 種 類 に よ り還

元 さ れ や すさ などの 特性が か な り異な る た め ，本実験

で用 い た方法が各種バ ッ ト染料の判定に妥当か どうか

の 検討が必要 と思 わ れ る．さ ら に ，本実験で 除外 した

バ ッ ト染料以 外の 部属で あ る 可能性の 他，天然染料や

顔料 で ある可 能性 も考えられ る．と くに，青色 の 無機

図 3 ．型友禅の 試料に用 い られ た染料の 部属鑑別の 結果
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顔料で ある プ ル シ ャ ン ブ ル ーは べ レ ン ス ともよ ばれ，

江戸時代 の 小 袖 か ら検 出 された こ と が 報告 され て い

る
IS／．プル シ ャ ン ブ ル

ー
の 化学 構造

・
組 成 は 製造方法

に よ り異 な る が ，鉄 を含 む フ ェ ロ シ ア ン 化合物 で あ る ．

そ こ で ，  の 理 由で 染料部属の 判定に 至 らなか っ た

もの の うち，青系の セク シ ョ ン の み，FTIR と蛍光 X

線分析 （XRF ） を行 っ た ．そ の 結 果，1点 （試料 No．

18） に お い て ，FTIR で は C ≡ N 伸縮 に 由来する 吸収

が 観察 さ れ ，XRF で は 絹に しば し ば観察 さ れ る もの

よ りも強 く鉄が検出 され た こ と か ら，こ の 試料 の 青色

部分は プ ル シ ャ ン ブ ル
ー

に よる も の と推測 され た．

JIS法 で は
， 予備 試験 や 判 定試験 に お い て 金属 の 検出

方法が定 め られ て い る が ，概 して煩雑 な操作 を必 要 と

す る ．XRF は 簡便 か つ 迅速に 金属の 検出を行 うこ と

が で き，染料部属 の 鑑別 に 際 して もJIS法と併 用す る

こ とが有効 と思 われ る．本実験 にお い て 前述 の   の

理 由 で 部属 が判定で きな か っ た もの に つ い て も，た と

えば ク ロ ム が 検出 さ れ れ ば酸性媒染染料 と推定で きる

な ど，含有金属に つ い て の 情報が得 られ る こ とで ，部

属 の 判定に つ なが る こ とが期待で きる ．

　以上 の ように ， 本実験 で は 多くの試料 に 酸性染料 と

塩 基性 染料 が見出 され た ，一
般 に，酸性染料 は 湿潤堅

牢 性 に 乏 し く，塩基性染料は 耐光堅牢性 に 乏 しい こ と

か ら，こ うし た染織品の 洗 浄処理 や展示に あ た っ て は

十分な配慮が必要 と思 われる．また，部属の 判定に 至

ら な か っ た もの の 中 に は ，溶 媒の 種類 に よ らず きわ め

て 溶出 しやすい もの が あ り，や は り取 り扱い に は格段

の 注意が必要で ある こ とが わか っ た．こ の よ うに ，染

料 部属 の 鑑別 を 行 うこ と は ，そ の 染料 や 染織品 の 特性

の 推測 を可能 に し，保存管理 にお い て 配慮す べ き点が

示 唆 さ れ る こ と か ら、有意義 で あ る と い え る ，

　本実験は主 に JIS法に準 じて行 っ たが ， 次の よ うな

問題点が 明 ら か とな っ た．まず，染料の 抽出 や 繊維に

対 す る 染着性 な ど の 判定を 目視に 頼 っ て い る こ とか ら，

鮮 明色 や濃 色 の 染料以外に は適用 しに くい と い える ．

また，試料 量 に 制限 の あ る 貴 重な染織 品 に 適用す る に

は，
一

層の微量化の 必要が あ る．さら に，概 して 煩雑

な操作を必要 と し，明確な判 定結果が得られ な い こ と

も多い こ とか ら，方法の 簡便化 ととも に，他の 手法 と

の 併用 を考え て い く必要 が ある と 思 わ れ る，

　4．結　　論

　明治時代の 縮緬古裂 につ い て ，そ こ に用 い られてい

る合成染料の部属の 鑑別を主 に JIS法に準 じて 行 っ た，

その 結果，次の ような知見を得た．

　  赤地 に白上 げ の 試料 14点 に用 い られ た 赤 系染料

の うち，8 点 は酸性 染料 か ま た は そ の 可能性 が 大きい

もの で ，6 点 は部属が不 明 で あ っ た，

　  型友 禅 の 試 料か ら採取 した 102 セ ク シ ョ ン の う

ち，32セ ク シ ョ ン は酸性染料，19 セ クシ ョ ン は塩 基

性染料 と判定さ れ た．酸性染料の 大部分 は 赤系で あ り，

塩基性染料は すべ て 紫また は青系で あっ た ．

　  お よそ半数が 部属 の 判定に至 らなか っ たが，そ

の 中 に は 紅花 と疑 わ れ る もの や，顔料 で あ る プ ル シ ャ

ン ブ ル
ー

と思われ るもの が含まれ て い た．部属 を判定

で きな い もの に つ い て は，そ の 原 因 を追究 し，天 然染

料で ある 可能性 も含め さ ら に検討が必要で ある．

　  染料部属の 鑑別は ，そ の 染料や 染織品の 特性が

推測 さ れ ，保存管理 に お い て 配慮すべ き点が 示 唆さ れ

る こ と か ら，有 意義 で あ る こ とが わ か っ た ．

　  本 JIS法 を染織文化財 に適用する に あた っ て は ，

試料 の 微量化や他 の 方法 との 併用な ど検討 を要す る 点

が ある こ とがわか っ た．

　蛍光 X 線分析 に ご 協力 い た だ い た 東京学芸大学教

授 ・二 宮修治 ・生野晴美 の 両氏 ，なら び に実験 を分担

した 千葉大学大学院教育学研 究科 ・脇田淑 子氏 に 感謝

申し上 げ る ．
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