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１ 丹
た ん ご

後ちりめんについて学
ま な

ぼう

（１）丹
た ん ご

後ちりめんって、どんなもの？

　丹
たんご

後ちりめんは、着
きもの

物などに使
つか

われる布
ぬの

のことで、たて糸
いと

とよこ糸
いと

が交
まじ

わることで 作
つく

られます。

このような布
ぬの

は「織
おりもの

物」と呼
よ

ばれています。糸
いと

は、生
きいと

糸（絹
きぬいと

糸）などが使
つか

われます。

織
おりもの

物を拡
かくだい

大してみると・・・

下
した

の織
おりもの

物は、平
ひらお

織りと呼
よ

ばれる、織
おりもの

物の基
きほん

本となるたて糸
いと

とよこ糸
いと

の交
まじ

わり方
かた

です。

このようにして、糸
いと

が交
まじ

わることで、織
おりもの

物が作
つく

られます。

糸
いと

の種
しゅるい

類やたて糸
いと

とよこ糸
いと

の交
まじ

わり方
かた

によって、いろいろな種
しゅるい

類の織
おりもの

物があります。

（２）丹
た ん ご

後ちりめんって、ほかの織
おりもの

物と何
なに

がちがうの？

　丹
たんご

後ちりめんは、よこ糸
いと

に強
つよ

くねじった生
きいと

糸（絹
きぬいと

糸）（１メートルあたり 3,000 回
かい

ぐらいねじ

ります。）を使
つか

って作る織
おりもの

物で、表
ひょうめん

面に「シボ」という細
こま

かい凸
でこぼこ

凹があるのが特
とくちょう

徴です。

　この「シボ」があることで、シワになりにくく、しなやかで、凸
でこぼこ

凹で光
ひかり

が反
はんしゃ

射することで、

織
おりもの

物を染
そ

めた時
とき

の色
いろ

がとてもきれいなため、着
きもの

物の主
おも

な生
き じ

地として使
つか

われています。また、生
きいと

糸

（絹
きぬいと

糸）だけでなく、ポリエステル、レーヨンなどの化
かがくせんい

学繊維の糸
いと

で織
お

った丹
たんご

後ちりめんも作
つく

っ

ています。

顕
けんびきょう

微鏡で拡
かくだい

大した織
おりもの

物の写
しゃしん

真
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（３）丹
た ん ご

後ちりめんは、いつからはじまったの？

① 丹
た ん ご

後の織
おりもの

物のはじまり

　丹
たんご

後地
ちいき

域では、古
ふる

くから織
おりもの

物が作
つく

られていました。約
やく

1300 年
ねん

も前
まえ

の奈
な ら

良時
じだい

代（739 年
ねん

）

に、丹
たんごのくに

後国の鳥
とっとり

取（京
きょうたんごし

丹後市弥
やさかちょう

栄町鳥
とっとり

取）で織
お

られ、聖
しょう

武
む

天
てんのう

皇に献
けん

上
じょう

された絹
きぬおりもの

織物「絁
あしぎぬ

」が、

現
げんざい

在でも奈
な ら

良の正
しょうそういん

倉院に残
のこ

っています。

　また、南
なんぼくちょう

北朝時
じだい

代のものといわれる書
しょもつ

物『庭
ていきん

訓往
おうらい

来』には、丹
たんご

後で「丹
たんご

後精
せい

好
ごう

」という

絹
きぬおりもの

織物が作
つく

られていたことが書
か

かれており、丹
たんご

後は古
ふる

くから織
おりもの

物の里
さと

として知
し

られていました。

② 丹
たん ご

後の織
おりもの

物を育
そだ

てた自
しぜん

然

　丹
たんご

後地
ちいき

域では、秋
あき

から冬
ふゆ

にかけては、「うらにし」と呼
よ

ばれる 冬
ふゆ

の季
きせつふう

節風が吹
ふ

き、「弁
べんとう

当忘
わす

れ

ても傘
かさ

忘
わす

れるな」と言
い

われるぐらい、雨
あめ

や雪
ゆき

が降
ふ

ったり、やんだりする日
ひ

が続
つづ

きます。織
おりもの

物を作
つく

るには、糸
いと

が切
き

れないように湿
しっけ

気や水
みず

が 必
ひつよう

要ですが、こうした気
きこう

候が織
おりもの

物づくりに適
てき

している

のです。

【「シボ」ができるわけ】
　丹
たんご

後ちりめんは、強
つよ

い撚
よ

り（糸
いと

をねじること）をかけた糸
いと

を使
つか

って織
お

りますが、そのままで

は「シボ」はできません。生
きいと

糸（絹
きぬいと

糸）は、糸
いと

の周
まわ

りに「セリシン」というタンパク質
しつ

がある

ので、絹
きぬ

の織
おりもの

物は、薬
やくざい

剤を入
い

れた湯
ゆ

で煮
に

て、生
きいと

糸（絹
きぬいと

糸）の周
まわ

りの「セリシン」や汚
よご

れなどを

取
と

り除
のぞ

くこと（精
せいれん

練といいます）で、白
しろ

くてやわらかい美
うつく

しい織
おりもの

物になります。

　「セリシン」が取
と

り除
のぞ

かれてすき間
ま

ができるため、ねじれていた糸
いと

がほどけようとすることで、

よこ糸
いと

が縮
ちぢ

んで、「シボ」ができるのです。

（丹
た ん ご

後ちりめんのよこ糸
いと

を拡
かくだい

大した写
しゃしん

真）
糸
いと

がねじれています。

丹
た ん ご

後ちりめんとシボ

 無
む じ

地ちりめん（模
も よ う

様のないちりめん）

（生
き い と

糸の一
いちぶ

部（繭
まゆいと

糸）を切
き

ったところを拡
かくだい

大した写
しゃしん

真）
精
せいれん

練することで、外
そとがわ

側の①の部
ぶ ぶ ん

分がなくなり、②の
糸
いと

だけが残
のこ

ります。

紋
もん

ちりめん（模
も よ う

様のあるちりめん）

絹
きぬおりもの

織物「丹
たんごのくに

後国 絁
あしぎぬ

」（正
しょうそういんほうもつ

倉院宝物）

山
さんいんかいがん

陰海岸ジオパーク・立
たていわ

岩

丹
た ん ご

後の織
おりもの

物の道
ど う ぐ

具

内
うちやま

山のブナ林
りん

①①  

②②  ②②  
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２
ふたり

人は苦
くろう

労してちりめんの技
ぎじゅつ

術を学
まな

び、享
きょうほう

保７年
ねん

（1722 年
ねん

）に、ちりめんの技
ぎじゅつ

術を丹
たんご

後に持
も

ち

帰
かえ

ったのです。

④ 丹
た ん ご

後ちりめんの発
はってん

展

　こうして、ちりめんの技
ぎじゅつ

術を習
しゅうとく

得した４人
にん

は、その 技
ぎじゅつ

術を自
じぶん

分たちのためだけに使
つか

わずに、

丹
たんご

後地
ちいき

域の人
ひとびと

々に教
おし

えました。このため、苦
くる

しい生
せいかつ

活をしていた人
ひとびと

々は大
たいへん

変喜
よろこ

び、ちりめんは

「丹
たんご

後ちりめん」として、 丹
たんご

後地
ちいき

域全
ぜんたい

体に広
ひろ

まりました。

　この地
ち

の人
ひとびと

々は、自
じぶん

分たちの努
どりょく

力で、新
あたら

しい絹
きぬおりもの

織物「丹
たんご

後ちりめん」を作
つく

り出
だ

し、苦
くる

しい時
じ き

期

を乗
の

り越
こ

えたのです。

　その後
ご

、「丹
たんご

後ちりめん」は、ちりめんの代
だいひょうてき

表的存
そんざい

在として、友
ゆうぜんぞめ

禅染などの着
きもの

物の生
き じ

地として、

日
にほん

本の着
きもの

物文
ぶんか

化を支
ささ

えてきました。

【丹
たんご

後ちりめんの着
きもの

物】

③ 丹
た ん ご

後ちりめんの誕
たんじょう

生
　丹
たんご

後地
ちいき

域の海
かいがん

岸から離
はな

れた陸
りくち

地では、農
のうぎょう

業と織
おりもの

物が人
ひとびと

々の生
せいかつ

活を支
ささ

えていましたが、江
え ど

戸時
じだい

代

に京
きょうと

都の西
にしじん

陣で新
あたら

しい絹
きぬおりもの

織物「お召
めし

ちりめん」が作
つく

られると、丹
たんご

後地
ちいき

域の絹
きぬおりもの

織物「丹
たんご

後精
せい

好
ごう

」

が売
う

れなくなり、農
のうぎょう

業も凶
きょうさく

作が続
つづ

いたため、人
ひとびと

々の生
せいかつ

活は大
たいへん

変苦
くる

しくなりました。

　ちりめんは、もともと中
ちゅうごく

国から堺
さかい

（大
おおさかふ

阪府）に伝
つた

わり、その後
ご

に西
にしじん

陣に伝
つた

わったもので、生
き じ

地

に「シボ」と呼
よ

ばれる細
こま

かい凸
でこぼこ

凹がある美
うつく

しい光
こうたく

沢を持
も

つ 織
おりもの

物でしたが、当
とうじ

時はその織
おりもの

物を織
お

る技
ぎじゅつ

術は秘
ひみつ

密にされていました。

　そうした中
なか

、峰
みねやま

山（京
きょう

丹
た ん ご し

後市峰
みねやまちょう

山町）の絹
きぬや

屋佐
さ

平
へいじ

治は、丹
たんご

後の人
ひとびと

々を救
すく

うため、「お召
めし

ちりめん」

のような織
おりもの

物を作
つく

ろうと考
かんが

え、京
きょうと

都の西
にしじん

陣で修
しゅぎょう

業し、研
けんきゅう

究を重
かさ

ねましたが、ちりめんの「シボ」

をうまく作
つく

り出
だ

せませんでした。

　そこで、佐
さ

平
へいじ

治は、峰
みねやま

山の禅
ぜんじょうじ

定寺の聖
しょう

観
かんぜおん

世音菩
ぼさつ

薩に断
だんじき

食祈
きがん

願（食
た

べ物
もの

を食
た

べずにお祈
いの

りをす

ること）し、西
にしじん

陣で再
ふたた

び修
しゅぎょう

業し、研
けんきゅう

究を続
つづ

け、長
なが

い苦
くろう

労の末
すえ

に、享
きょうほう

保５年
ねん

（1720 年
ねん

）、ついに

独
どくじ

自のちりめんを作
つく

ることができました。

　また、同
おな

じ頃
ころ

に、後
うしろの

野（与
よ さ の ち ょ う う し ろ の ち く

謝野町後野地区）の織
おりもの

物の問
とんや

屋であった、木
も め ん や ろ く え も ん

綿屋六右衛門

も、ちりめんの技
ぎじゅつ

術を学
まな

ぶため、京
きょうと

都の西
にしじん

陣の織
おりや

屋に頼
たの

んで、加
か や

悦（与
よ さ の ち ょ う か や ち く

謝野町加悦地区）の

手
て ご め や こ え も ん

米屋小右衛門と、三
み

河
ご ち

内（与
よ さ の ち ょ う み ご ち ち く

謝野町三河内地区）の山
やま

本
もとや

屋佐
さ

兵
へ え

衛を西
にしじん

陣へ修
しゅぎょう

業に行
い

かせました。

絹
き ぬ や

屋佐
さ

平
へ い じ

治が禅
ぜんじょうじ

定寺に奉
ほうのう

納したちりめん

杉
すぎもと

本治
じ

助
す け け

家住
じゅうたく

宅
（丹

た ん ご

後ちりめんの始
し そ

祖「手
て

米
こ め や

屋小
こ え

右衛
も ん

門」の本
ほ ん け

家）

常
じょうりゅうじ

立寺の絹
き ぬ や

屋佐
さ

平
へ い じ

治の墓
ぼ ひ

碑

西
にしやま

山機
きぎょうじょう

業場
（丹

た ん ご

後で一
いちばん

番古
ふる

いちりめん工
こうじょう

場）

振
ふ り そ で

袖
成
せいじんしき

人式・結
けっこんしき

婚式・謝
しゃおんかい

恩会などのお祝
いわ

い事
ごと

やパーティ
において、未

み こ ん

婚（結
けっこん

婚していないこと）の人
ひと

が着
き

る
着
き も の

物です。

訪
ほうもん

問着
ぎ

未
み こ ん

婚・既
き こ ん

婚（結
けっこん

婚していること）の区
く べ つ

別がなく、また、
振
ふりそで

袖や留
とめそで

袖のような約
やくそくごと

束事が少
すく

ないため、幅
はばひろ

広く着
き

られる着
き も の

物です。

小
こ

　紋
もん

総
そうがら

柄の紋
もんよう

様があるのが特
とくちょう

徴で、おしゃれ着
ぎ

として
気
き が る

軽に着
き

られる着
き も の

物です。
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（４）丹
た ん ご

後ちりめんは、どこで作
つく

られているの？

　丹
たんご

後ちりめんは、京
きょうとふ

都府の京
きょう

丹
た ん ご し

後市、与
よ さ の

謝野町
ちょう

で主
おも

に作
つく

られています。丹
たんご

後地
ちいき

域は、着
きもの

物に

使
つか

われる織
おりもの

物を日
にほんいち

本一たくさん作
つく

っているところです。

　日
にほん

本の着
きもの

物の生
き じ

地の 約
やく

60％を作
つく

っており、日
にほん

本国
こくない

内で使
しよう

用される生
きいと

糸（絹
きぬ

糸
いと

）の約
やく

30％を使
つか

っています。

　人
ひとびと

々は生
き じ

地にいろいろな模
もよう

様を織
お

り出
だ

す紋
もん

ちりめんを作
つく

り出
だ

すなど、工
くふう

夫を続
つづ

け、丹
たんご

後ちりめ

んが最
もっと

も多
おお

く作
つく

られた昭
しょうわ

和 30～ 40 年
ねんだい

代には、ガチャっと織
お

れば万
まん

単
たんい

位でお金
かね

がもうかる「ガ

チャマン」と呼
よ

ばれるほど、丹
たんご

後地
ちいき

域は絹
きぬおりもの

織物の産
さんち

地として栄
さか

えました。

⑤ 現
げんざい

在の丹
た ん ご

後ちりめん
　日
にほん

本の着
きもの

物を生
せいかつ

活の中
なか

で着
き

る機
きかい

会が減
へ

ったことなどから、丹
たんご

後ちりめんを生
せいさん

産する量
りょう

は減
へ

って

いて、織
おりもの

物の産
さんぎょう

業はとても厳
きび

しい状
じょうきょう

況です。

　けれども、丹
たんご

後ちりめんは、着
きもの

物の生
き じ

地だけでなく、洋
ようふく

服の生
き じ

地にも使
つか

われ、スカーフなどの

小
こもの

物や、家
いえ

の中
なか

の壁
かべ

にはるようなインテリア用
ようひん

品など、新
あたら

しい商
しょうひん

品も作
つく

られています。

　また、フランスのパリで行われたファッションショー（パリ・オートクチュール・コレクシ

ョン（パリコレ））に、京
きょう

丹
た ん ご し

後市と与
よ さ の

謝野町
ちょう

の織
おりもの

物職
しょくにん

人が作
つく

った生
き じ

地を使
つか

った作
さくひん

品が出
しゅっぴん

品され

ました。

　そのほかに、水
みず

に濡
ぬ

れても縮
ちぢ

みにくく、こすれても傷
きず

つきにくい「ハイパーシルク」という

加
かこう

工の技
ぎじゅつ

術や、ポリエステルなどを使
つか

ったちりめんなども 作
つく

られています。

　江
え ど

戸時
じだい

代に「丹
たんご

後ちりめん」を生
う

み出
だ

した 4人
にん

の努
どりょく

力する心
こころ

と織
おりもの

物の技
ぎじゅつ

術は、今
いま

も丹
たんご

後地
ちいき

域

の織
おりもの

物職
しょくにん

人に受
う

け継
つ

がれ、平
へいせい

成 32年
ねん

(2020 年
ねん

) に、生
う

まれてから 300 年
ねん

を迎
むか

える「丹
たんご

後ちり

めん」は、その技
ぎじゅつ

術を更
さら

に発
はってん

展させています。

丹
た ん ご

後ちりめんを織
お

っているようす 丹
た ん ご

後ちりめんを織
お

る機
き か い

械

丹
た ん ご

後ちりめんを使
つか

ったパリコレの作
さくひん

品

丹
た ん ご

後ちりめんを使
つか

ったスカーフなどの小
こ も の

物

丹
た ん ご

後ちりめんの着
き も の

物

織
おりもの

物を作
つく

っているところの数
かず

と仕
し ご と

事をしている人
ひと

の数
かず

京
きょうたんごし

丹後市 与
よさの ち ょ う

謝野町 合
ごう

　 計
けい

事
じぎょうしょすう

業所数 830 400 1,230

従
じゅうじしゃすう

事者数 1,528 836 2,364

織
お

る機
き か い

械の数
かず

京
きょうたんごし

丹後市 与
よさの ち ょ う

謝野町 合
ごう

　 計
けい

小
こはばしょっき

幅織機 2,482 1,212 3,694

広
ひろはばしょっき

幅織機 363 445 808

合
ごう

　 計
けい

2,845 1,657 4,502

（平
へいせい

成28年
ねん

度
ど

京
きょうたんごし

丹後市、与
よ さ の ち ょ う

謝野町 織
おりもの

物実
じったい

態統
とうけい

計調
ちょうさ

査報
ほうこくしょ

告書より）
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（５）丹
た ん ご

後ちりめんは、どうやって出
で き

来るの？

　生
きいと

糸（絹
きぬいと

糸）から丹
たんご

後ちりめんが出
で き

来るまでには、たくさんの作
さぎょう

業や、職
しょくにん

人の経
けいけん

験と高
たか

い技
ぎじゅつ

術が必
ひつよう

要です。

① 生
き

　糸
いと

（絹
きぬいと

糸）
ちりめんの原

げんりょう

料となる生
きいと

糸は、製
せいし

糸工
こうじょう

場
から、写

しゃしん

真のような状
じょうたい

態で箱
はこ

づめで送
おく

ら
れてきます。

③ 整
せい

　経
けい

たて糸
いと

を織
しょっき

機に仕
し か

掛けるための準
じゅんび

備。
120～ 200本

ほん

単
たんい

位の糸
いと

を、織
おりもの

物のたて
糸
いと

の数
かず

だけ一
いちど

度ドラムに 巻
ま

き取
と

り、さら
に男

おまき

巻という糸
いと

を巻
ま

き取
と

る棒
ぼう

に30～ 50
反
たんぶん

分を巻
ま

き上
あ

げます。

② 糸
いと

 繰
く

 り
最
さいしょ

初に、生
きいと

糸をボビン (糸
いとわく

枠 )に巻
ま

き取
と

り

ます。この作
さぎょう

業が完
かんぜん

全でないと、その後
ご

の製
せいひん

品の出
で き

来上
あ

がりに影
えいきょう

響を及
およ

ぼすため、
熟
じゅくれん

練の技
ぎじゅつ

術が要
ようきゅう

求されます。

④ 撚
ねん

　糸
し

よこ糸
いと

に撚
よ

りをかける（糸
いと

をねじる）
作
さぎょう

業。丹
たんご

後独
どくとく

特の八
はっちょう

丁撚
ね ん し き

糸機を使
つか

い、水
みず

を注
そそ

ぎながら糸
いと

1メートルあたり3,000
～ 4,000回

かい

の強
つよ

い撚
よ

りをかけ、シボのも
とを作

つく

ります。

⑨ 検
けん

　査
さ

出
で き

来上
あ

がった全
すべ

てのちりめんは、検
けん

反
たんき

機
にかけて 1枚

まい

ずつ厳
げんじゅう

重に検
けんさ

査します。

⑦ 乾
かん

　燥
そう

精
せいれんご

練後のちりめんを水
みずあらい

洗・脱
だっすい

水し乾
かんそうき

燥機
にかけます。乾

かんそう

燥方
ほうほう

法によってシボや風
ふうあ

合
いに大

おお

きな違
ちが

いが出
で

るため、ちりめんの
種
しゅるい

類に応
おう

じた最
さいてき

適の方
ほうほう

法が採
と

られます。

⑧ 幅
はば

 出
だ

 し
乾
かんそうご

燥後のちりめんは、幅
はば

や長
なが

さが縮
ちぢ

んで
いるため、これを規

きてい

定の幅
はば

・長
なが

さに整
ととの

え
ます。

⑥ 精
せい

　練
れん

織
お

りあがったちりめんのセリシン (生
きいと

糸の
周
まわ

りにあるタンパク質
しつ

) や汚
よご

れを洗
あら

い流
なが

し
ます。この作

さぎょう

業で独
どくとく

特の風
ふうあ

合いを持
も

つ白
しろ

くてやわらかなちりめんとなります。

⑩ 出
しゅっ

　荷
か

厳
きび

しい検
けんさ

査を受
う

けたちりめんには、合
ごうかくひん

格品
は赤

あかいろ

色、不
ふごうかくひん

合格品は青
あおいろ

色で、その結
けっか

果を
表
ひょうじ

示します。製
せいひん

品には丹
たんご

後ちりめんの証
あかし

であるブランドマークをおして、市
しじょう

場に
送
おく

り出
だ

します。

⑤ 製
せい

　織
しょく

糸
いと

を織
しょっき

機に掛
か

けて、織
お

りの作
さぎょう

業に入
はい

りま
す。模

もよう

様のある紋
もん

ちりめんの場
ばあい

合は、こ
こでジャカード機

き

という機
きかい

械を使
つか

い、た
て糸

いと

とよこ糸
いと

を組
く

み合
あ

わせて、美
うつく

しい
模
もよう

様を織
お

り上
あ

げていきます。

お さぎょう

【丹
た ん ご

後ちりめんができるまで】
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② 丹
た ん ご

後ちりめんの材
ざいりょう

料

（６）丹
た ん ご

後ちりめんは、どんな種
しゅるい

類があるの？

　丹
たんご

後ちりめんには、織
お

り方
かた

によって、たくさんの種
しゅるい

類があります。

　絹
きぬ

だけでなく、ポリエステルなどを使
つか

ったちりめんも 作
つく

られています。

　丹
たんご

後ちりめんは、着
きもの

物の生
き じ

地をはじめ、洋
ようふく

服の生
き じ

地や、スカーフなどの小
こもの

物やインテリア 

用
ようひん

品など、新
あたら

しい商
しょうひん

品づくりが進
すす

められています。

　
① 丹

た ん ご

後ちりめんの種
しゅるい

類の例
れい

変
かわ

り無
む じ

地ちりめん
縮
ちぢ

みの欠
けってん

点を、特
とくしゅ

殊な撚
ね ん し

糸（ねじ
った糸

いと

）を工
く ふ う

夫して織
お

り上
あ

げてカ
バーしたちりめん。縮

ちぢ

みにくくシ
ワになりにくいのが特

とくちょう

徴です。

駒
こま

綸
り ん ず

子ちりめん
シャリッとした独

ど く じ

自の風
ふ う あ

合いと
光
こうたく

沢が特
とくちょう

徴。地
じ も ん

紋を生
い

かした染
そ

め着
き も の

物の生
き じ

地としてファンに好
この

まれています。

絹
きぬ

（シルク）
蚕
かいこ

が作
つく

る繭
まゆ

から取
と

り出
だ

して作
つく

る
天
てんねん

然の糸
いと

です。白
しろ

く光
ひか

って美
うつく

しく、
軽
かる

くて、しなやかなことが特
とくちょう

徴で
す。糸

いと

の中
なか

に空
く う き

気をたくさん含
ふく

ん
でいて、熱

ねつ

を伝
つた

えにくいので、絹
きぬ

の織
おりもの

物は薄
うす

くても暖
あたた

かいです。

ポリエステル
石
せ き ゆ

油から作
つく

られる化
か が く

学繊
せ ん い

維で、
丈
じょうぶ

夫で、シワになりにくく、
洗
せんたく

濯しても乾
かわ

くのが速
はや

いのが
特
とくちょう

徴です。

複
ふくごう

合素
そ ざ い

材
材
ざいりょう

料がちがう糸
いと

を組
く

み合
あ

わせて
作
つく

ることで、組
く

み合
あ

わせと織
お

り方
かた

によって、いろいろな織
おりもの

物を作
つく

る
ことができます。

紋
もん

綸
り ん ず

子ちりめん
綾
あや

織
お

りの表
おもて

と裏
うら

を使
つか

って模
も よ う

様を
織
お

り出
だ

したもので、重
お も め

目は付
つ け さ

下
げ・訪

ほうもん

問着
ぎ

など高
こうきゅう

級着
ぎ

に、軽
か る め

目は
襦
じゅばんじ

袢地に使
し よ う

用されます。

金
きんとお

通しちりめん
ちりめん地

じ

に金
き ん し

糸を織
お

り込んだ
ものです。染

せんしょくせい

色性に優
すぐ

れたちり
めんは、あらゆる色

いろ

に染
そ

め上
あ

げ
られますが、金

き ん し

糸は染
そ

まらず
光
こうたく

沢を放
はな

ち、彩
いろど

りが豊
ゆたか

かな着
き も の

物
の生

き じ

地として用
もち

いられています。
銀
ぎ ん し

糸を使
つか

った銀
ぎんとお

通しちりめんも
あります。

一
ひとこし

越ちりめん
古
ふる

い歴
れ き し

史を持
も

つちりめんで、シ
ボが美

うつく

しく、柔
やわ

らかい風
ふ う あ

合いが
楽
たの

しめます。

五
ご ま い

枚朱
し ゅ す

子ちりめん
生
き

地
じ め ん

面の光
こうたく

沢が美
うつく

しいちりめん
で、華

か れ い

麗な中
ちゅうふりそで

振袖や 付
つけ

下
さ

げなど
に使

つか

われます。

紋
もん

意
いしょう

匠ちりめん
よこ糸

いと

を二
ふ た え

重にして地
じ も ん

紋の変
へ ん か

化
と深

ふか

みを出
だ

したちりめん。染
そ

め上
あ

がりに豊
ゆた

かな立
りったいかん

体感があり、無
む じ

地
染
ぞ

めや、ぼかし 染
ぞ

めに多
おお

く用
もち

い
られています。

古
こ だ い

代ちりめん
左
ひだりよ

撚り2本
ほん

、右
み ぎ よ

撚り2本
ほん

の糸
いと

を
交
こ う ご

互に織
お

り込
こ

むため、一
ひとこし

越ちりめ
んよりシボが高

たか

いのが特
とくちょう

徴です。
古
こ だ い

代の生
き じ

地に似
に

ていることからこ
の名

な ま え

前が付
つ

けられ、シボが大
おお

きい
ことから鬼

おに

シボちりめんともいい
ます。色

いろ

無
む じ

地などに使
し よ う

用されます。

絽
ろ

・紗
しゃ

ちりめん
生
き い と

糸１００％で作
つく

られる、シー
スルー地

ぢ

の夏
なつ

向
む

きの織
おりもの

物です。
通
つ う き せ い

気性に優
すぐ

れているため、夏
なつ

で
も心

こ こ ち

地よく着
き

ることができます。

縫
ぬい

取
とり

ちりめん
ちりめんの生

き じ

地に金
き ん し

糸・銀
ぎ ん し

糸・
ウルシ糸

いと

・ラメ糸
いと

などの装
そうしょく

飾糸
いと

を使
つか

って模
も よ う

様を縫
ぬ

い取
と

ったぜい
たくなちりめん。打

うちかけ

掛や中
ちゅうふりそで

振袖・
訪
ほうもん

問着
ぎ

などを中
ちゅうしん

心に豪
ご う か

華さを演
えん

出
しゅつ

します。
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（９）日
に ほ ん

本にはどんな絹
きぬ

の織
おりもの

物があるの？

　日
にほん

本には、いろいろな織
おりもの

物がありますが、絹
きぬ

の織
おりもの

物で、主
おも

なものをいくつか紹
しょうかい

介します。

・ 西
にしじんおり

陣織 

　京
きょうとし

都市の西
にしじん

陣で作
つく

られている絹
きぬおりもの

織物で、1467 年
ねん

に起
お

こ

った応
おうにん

仁の乱
らん

で、西
せいぐん

軍が陣
じん

を構
かま

えた場
ばしょ

所を西
にしじん

陣と呼
よ

ぶよう

になり、そこの織
おりもの

物を西
にしじんおり

陣織と呼
よ

ぶようになったと言
い

われ

ています。

　糸
いと

を先
さき

に染
そ

めてから織
お

る織
おりもの

物（先
さきぞ

染め織
おりもの

物）です。

・ 浜
はま

ちりめん

　滋
し が け ん

賀県長
ながはまし

浜市で作
つく

られている絹
きぬおりもの

織物で、丹
たんご

後からちりめ

んの技
ぎじゅつ

術が伝
つた

わったと言
い

われており、丹
たんご

後ちりめんと同
おな

じように、よこ糸
いと

に強
つよ

い撚
よ

りをかけて作
つく

り、表
ひょうめん

面に「シボ」

という細
こま

かい凸
でこぼこ

凹があるのが特
とくちょう

徴です。

・ 結
ゆうきつむぎ

城紬 

　結
ゆうき

城紬
つむぎ

は、茨
いばらきけん

城県と栃
とちぎけん

木県で作
つく

られている絹
きぬおりもの

織物で、

この地
ちいき

域の領
りょうしゅ

主であった「結
ゆうき

城氏
し

」の名
なまえ

前から、結
ゆうき

城 紬
つむぎ

と呼
よ

ばれるようになったと言
い

われています。

　繭
まゆ

を煮
に

て広
ひろ

げて作
つく

った真
まわた

綿から、手
て

で紡
つむ

ぎ出
だ

した糸
いと

で

作
つく

る「紬
つむぎ

」の代
だいひょうてき

表的な織
おりもの

物です。

　

・ 大
おおしまつむぎ

島紬

　鹿
か ご し ま け ん

児島県の奄
あま

美
み

大
おおしま

島などで作
つく

られている「紬
つむぎ

」の

代
だいひょうてき

表的な織
おりもの

物です。植
しょくぶつ

物を煮
に

た液
えき

で糸
いと

を染
そ

めてから、泥
どろ

の中
なか

で染
そ

めることで、独
どくとく

特の黒
くろ

い色
いろ

に染
そ

められる「どろ

染
ぞ

め」が特
とくちょう

徴で、その他
ほか

にもいろいろな色
いろ

や模
もよう

様に織
お

って

作
つく

られます。

（７）丹
た ん ご

後では、ほかにどんな織
おりもの

物があるの？

　丹
たんご

後では、着
きもの

物の生
き じ

地以
いがい

外に、西
にしじんおり

陣織という織
おりもの

物を織
お

っている職
しょくにん

人さんもいますし、ほかにも

いろいろな織
おりもの

物を作
つく

っています。

　○  和
わそう

装小
こもの

物　　　　………　着
きもの

物を着
き

るときに使
つか

う帯
おびあ

揚げ

　　　　　　　　　　　　　　  や風
ふ ろ し き

呂敷

　○  洋
ようふく

服生
き じ

地　　　　………　洋
ようふく

服に使
つか

う織
おりもの

物

　○  インテリア生
き じ

地　………　家
いえ

の中
なか

の壁
かべ

にはるような織
おりもの

物

　○  カーシート生
き じ

地　………　自
じどうしゃ

動車のすわる席
せき

の表
ひょうめん

面に使
つか

　　　　　　　　　　　　　　  う織
おりもの

物

（８）絹
きぬ

の糸
いと

はどうやって出
で き

来るの？

① 養
ようさん

蚕

　生
きいと

糸（絹
きぬいと

糸）は、昆
こんちゅう

虫の蚕
かいこ

が作
つく

る繭
まゆ

から、糸
いと

を取
と

り出
だ

して作
つく

ります。

　蚕
かいこ

のエサとなる桑
くわ

の葉
は

を育
そだ

てて、 蚕
かいこ

を飼
か

い、繭
まゆ

を作
つく

らせることを養
ようさん

蚕といいます。

② 製
せ い し

糸

　繭
まゆ

から糸
いと

を取
と

り出
だ

し、生
きいと

糸を作
つく

ることを製
せいし

糸といいます。

　製
せいし

糸工
こうじょう

場では、繭
まゆ

を一
いちど

度乾
かんそう

燥させたあとに繭
まゆ

を煮
に

て、糸
いと

を取
と

り出
だ

します。

　取
と

り出
だ

した糸
いと

は細
ほそ

いので、何
なんこ

個かの繭
まゆ

から出
で

た糸
いと

を集
あつ

めて一
いっぽん

本の生
きいと

糸にします。

【着
きもの

物を 1着
ちゃく

作
つく

るためには、たくさんの蚕
かいこ

と桑
くわ

の葉
は

が必
ひつよう

要です】

　着
きもの

物を 1着
ちゃく

作
つく

るためには、 生
きいと

糸が約
やく

900g 必
ひつよう

要です。そのためには、約
やく

2,600 粒
つぶ

の蚕
かいこ

の繭
まゆ

が必
ひつよう

要で、これだけの蚕
かいこ

を育
そだ

てるには約
やく

98kg の桑
くわ

の葉
は

が必
ひつよう

要になります。　　

　着
きもの

物を作
つく

るためには、たくさんの蚕
かいこ

と桑
くわ

の葉
は

が必
ひつよう

要になるのです。

丹
た ん ご

後ちりめんの洋
ようふく

服の生
き じ

地

蚕
かいこ

の一
いっしょう

生 蚕
かいこ

と桑
くわ

の葉
は

西
にしじんおり

陣織

繭
まゆ

生
き い と

糸

浜
はま

ちりめん

結
ゆ う き

城 紬
つむぎ

大
おおしま

島 紬
つむぎ
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（３）日
に ほ ん

本遺
い さ ん

産の「丹
た ん ご

後ちりめん」の物
ものがたり

語には、どんなものが出
で

てくるの？

○ 丹
た ん ご

後ちりめんが育
そだ

てた町
ま ち な

並みや文
ぶ ん か

化

　丹
たんご
後ちりめんは、産

さんぎょう
業として人

ひとびと
々の生

せいかつ
活を支

ささ
えただけでなく、

丹
たんご
後ちりめんを買

か
ったり、京

きょうと
都に運

はこ
ぶためなどに人

ひとびと
々が集

あつ
まり、町

まち

が作
つく
られ、はなやかな祭

まつ
り、唄

うた
や踊
おど
りが出

で き
来るなど、丹

たんご
後地
ちいき
域の町

まち

や文
ぶんか
化を育

そだ
てました。

　丹
たんご
後ちりめんに関

かんけい
係する町

まちな

並みや文
ぶんか
化が、今

いま
も丹
たんご
後地
ちいき
域の中

なか
に残
のこ

っています。主
おも
なものを紹

しょうかい
介します。

・ 金
こ と ひ ら じ ん じ ゃ

刀比羅神社と狛
こま

猫
ねこ

（京
きょう

丹
た ん ご し

後市）

　江
え ど
戸時
じだい
代に、丹

たんご
後ちりめんで栄

さか
えた峰

みねやまはん
山藩の殿

とのさま
様が建

た
てた神

じんじゃ
社

で、とても広
ひろ
く、たくさんの建

たてもの
物があります。

　神
じんじゃ
社の中

なか
の、養

ようさん
蚕（蚕

かいこ
を育
そだ
て、繭

まゆ
を作
つく
らせること）の神

かみさま
様をま

つる木
きしま
島神
じんじゃ
社に、めずらしい狛

こま
猫
ねこ
（猫
ねこ
の石
せきぞう
像）があります。

　ネズミは、蚕
かいこ
や繭
まゆ
などを食

た
べて、絹

きぬいと
糸が作

つく
れなくなるため、人

ひとびと
々

は、ネズミを追
お
い払
はら
う猫
ねこ
をとても大

たいせつ
切にしていました。このた

め、狛
こまいぬ
犬ではなく、猫

ねこ
が狛
こま
猫
ねこ
として、養

ようさん
蚕の神

かみさま
様を守

まも
っている

のです。

・ 丹
た ん ご

後ちりめん小
こ う た

唄（京
きょう

丹
た ん ご し

後市）

　昭
しょうわ
和 10年

ねん
(1935 年

ねん
) に、丹

たんご
後ちりめんの宣

せんでん
伝のため、新

あら
たに

作
つく
られた唄

うた
で、京
きょう
丹
たんご
後ちりめん祭

まつり
などで、唄

うた
に合

あ
わせて踊

おど
られます。

・ 天
あまの

橋
はしだて

立（宮
み や づ し

津市）

　丹
たんご
後ちりめんの産

さんち
地のシンボルにもなっている丹

たんご
後地

ちいき
域の

代
だいひょうてき
表的な景

けいかんち
観地で、天

てん
にかかる橋

はし
のように見

み
えることから

「天
あまのはしだて
橋立」の名

なまえ
前がつきました。

　龍
りゅう
のような地

ちけい
形や、美

うつく
しい松

まつなみき
並木や砂

すなはま
浜があり、宮

みやぎけん
城県の松

まつしま
島、

広
ひろしまけん
島県の安

あ き
芸の宮

みやじま
島とともに、日

にほん
本三
さんけい
景の一

ひと
つとして知

し
られてい

ます。

・  民
みんよう

謡  宮
み や づ

津節
ぶし

　宮
みやづ
津は、江

え ど
戸時
じだい
代までは「丹

たんご
後ちりめん」の主

おも
な生
せい
産
さんち
地で、

「丹
たんご
後ちりめん」を集

あつ
め、主

おも
に京
きょうと
都へ運

はこ
んだ町

まち
でもありました。

　宮
みやつはん
津藩の城

じょう
下
かまち
町として、多

おお
くの商

しょうにん
人や船

ふなの
乗り、観

かんこうきゃく
光客などがた

くさん集
あつ
まり、にぎやかで、芸

げいしゃ
者さんもいました。

　その時
とき
の様
ようす
子を唄

うた
ったのが、民

みんよう
謡「宮

みやづ
津節
ぶし
」という唄

うた
で、丹

たんご
後

２ 日
に ほ ん い さ ん

本遺産「丹
た ん ご

後ちりめん回
か い ろ う

廊」を学
ま な

ぼう

（１）日
に ほ ん い さ ん

本遺産ってどんなもの？

　日
にほん

本遺
いさん

産とは、日
にほん

本の文
ぶんか

化を紹
しょうかい

介するような、特
とくちょう

徴のある地
ちいき

域の歴
れきし

史や文
ぶんか

化の物
ものがたり

語を、国
くに

の

文
ぶんかちょう

化庁が認
みと

めるもので、平
へいせい

成 27年
ねんど

度に作
つく

られました。

　その地
ちいき

域の歴
れきし

史や文
ぶんか

化の物
ものがたり

語と、物
ものがたり

語に出
で

てくるお寺
てら

や神
じんじゃ

社、町
まちな

並み、景
けしき

色などをまとめて、

地
ちいき

域の魅
みりょく

力として日
にほん

本や外
がいこく

国に発
はっしん

信し、観
かんこうきゃく

光客の方
かた

に来
き

てもらったり、特
とく

産
さんひん

品が売
う

れることで、

地
ちいき

域を元
げんき

気にすることを目
もくてき

的としています。

【日
にほん

本遺
いさん

産の認
にんてい

定地
ちいき

域】

　日
にほん

本遺
いさん

産は、全
ぜんこく

国で 54 件
けん

が認
にんてい

定され（平
へいせい

成 29 年
ねん

4 月
がつ

現
げんざい

在）、2020 年
ねん

までに約
やく

100 件
けん

程
ていど

度

が認
にんてい

定される予
よてい

定です。

（２）日
に ほ ん

本遺
い さ ん

産になった「丹
た ん ご

後ちりめん」の物
ものがたり

語はどんなもの？

　絹
きぬおりもの

織物「丹
たんご

後ちりめん」の物
ものがたり

語『300 年
ねん

を紡
つむ

ぐ絹
きぬ

が織
お

り成
な

す丹
たんご

後ちりめん回
かいろう

廊』が、日
にほん

本遺
いさん

産

に平
へいせい

成 29年
ねん

４月
がつ

に認
にんてい

定されました。

『日
に ほ ん

本茶
ちゃ

800年
ねん

の歴
れ き し

史 散
さ ん ぽ

歩』～京
きょうと

都・山
やましろ

城～
（京

きょうとふ

都府山
やましろ

城地
ち い き

域の12市
し

町
ちょうそん

村）

『鎮
ちんじゅふ

守府横
よ こ す か

須賀・呉
くれ

・佐
さ せ ぼ

世保・舞
まいづる

鶴』
～日

に ほ ん

本近
きんだいか

代化の躍
やくどう

動を体
たいかん

感できるまち～
（横

よ こ す か し

須賀市・呉
く れ し

市・佐
さ せ ぼ し

世保市・舞
まいづるし

鶴市）

【日
にほん

本遺
いさん

産になった丹
たんご

後ちりめんの物
ものがたり

語】

　京
きょうとふ
都府北

ほくぶ
部の丹

たんご
後地
ちいき
域を訪

おとず
れると、どこからかガチャガチャという

機
はたお
織りの 音

おと
が聞

き
こえてきます。

　丹
たんご
後は古

ふる
くから織

おりもの
物の里

さと
で、江

え ど
戸時
じだい
代に生

う
まれた絹

きぬおりもの
織物「丹

たんご
後ち

りめん」は、しなやかで染
そ
めた時

とき
の色
いろ
がきれいで豊

ゆた
かなため、着

きもの
物の

主
おも
な生

き じ
地として、日

にほん
本の着

きもの
物文
ぶんか
化を支

ささ
えてきました。

　丹
たんご
後は今

いま
も着
きもの
物の生

き じ
地の約

やく
６割
わり
を作
つく
るなど、日

にほん
本で最

もっと
もたくさんの

絹
きぬおり
織物
もの
を作
つく
る地
ちいき
域で、丹

たんご
後ちりめんは、織

おりもの
物だけでなく、町

まちな
並みや

唄
うた
、踊
おど
りなどの文

ぶんか
化も育

そだ
てました。

　この地
ちいき
域に来

く
れば、約

やく
300 年

ねん
の織
おりもの
物の歴

れきし
史と文

ぶんか
化を感

かん
じることが

できます。

【物
ものがたり
語に関

かんけい
係する市

しちょうそん
町村】宮

みやづし
津市、京

きょう
丹
たんごし
後市、伊

いねちょう
根町、与

よさのちょう
謝野町

丹
た ん ご

後ちりめん
よこ糸

いと

に強
つよ

い回
かいてん

転をかけた生
きいと

糸（絹
きぬいと

糸）
を使

つか

い、生
き じ

地に細
こま

かい 凸
でこぼこじょう

凹状の「シ
ボ」がある織

おりもの

物。しなやかで、染
そ

めた
時
とき

の色
いろ

がきれいなのが特
とくちょう

徴です。

金
こ と ひ ら じ ん じ ゃ

刀比羅神社

木
き し ま

島神
じんじゃ

社の狛
こま

猫
ねこ

ちりめん小
こ う た

唄おどり

天
あまのはしだて

橋立

宮
み や づ

津節
ぶし

と宮
み や づ

津おどり
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ちりめんなどの全
ぜんこく
国の織

おりもの
物や、天

あまのはしだて
橋立や文殊菩

ぼさつ
薩（智

ち
恩
おんじ
寺）などが唄

うた
の中
なか
に出

で
てきます。毎

まいとし
年 8月

がつ
に、

宮
みやづ
津節
ぶし
などに合

あ
わせておどる、市

しみん
民総
そう
おどり大

たいかい
会が行

おこな
われます。

○ ちりめん街
かいどう

道（与
よ さ の ち ょ う

謝野町）

　加
か や
悦（与

よ さ の
謝野 町

ちょう
加
か や
悦地

ち く
区）は、丹

たんご
後地
ちいき
域と京

きょうと
都を結

むす
ぶ丹
たんご
後ち

りめんを運
はこ
ぶまちとして栄

さか
えました。この町

まち
の人
ひとびと
々はちりめんの

生
せいさん
産で得

え
たお
おかね
金を道

どうろ
路や発

はつでんじょ
電所、鉄

てつどう
道などを作

つく
るためにも使

つか
い、

自
じぶん
分たちの力

ちから
で、まちづくりを行

おこな
いました。

　明
めいじ
治・大

たいしょう
正・昭

しょうわ
和時
じだい
代の織

おりもの
物工
こうじょう
場や町

まちや
家などが建

た
ち並
なら
び、当

とうじ
時

にタイムスリップした雰
ふ ん い き
囲気が楽

たの
しめます。

・ 旧
きゅうびとうけじゅうたく

尾藤家住宅（与
よ さ の ち ょ う

謝野町）

　江
え ど
戸時
じだい
代末
まっき
期に建

けんちく
築された丹

たんご
後ちりめんの商

しょうにん
人の家

いえ
で、ちりめ

ん街
かいどう
道のシンボルです。明

めいじ
治・大

たいしょうき
正期には蔵

くら
や座
ざしき
敷などの増

ぞう
改
かいちく
築

が行
おこな
われ、この家

いえ
を建

た
てた尾

び
藤
とうけ
家は丹

たんご
後ちりめんの発

はってん
展に貢

こうけん
献し、

明
めいじ
治時
じだい
代以
いこう
降には銀

ぎんこうぎょう
行業や町

まち
の政
せいじ
治でも活

かつやく
躍しました。

・ 西
にしやまきぎょうじょう

山機業場（与
よ さ の ち ょ う

謝野町）

　明
めいじ
治時
じだい
代の丹

たんご
後ちりめんの織

おりもの
物工
こうじょう
場で、丹

たんご
後地
ちいき
域では、昭

しょうわ
和

２年
ねん
の丹
たんご
後大
だいしんさい
震災で、ほとんどのちりめん工

こうじょう
場が壊

こわ
れましたが、

西
にしやま
山機
きぎょうじょう
業場は丹

たんご
後でただひとつ残

のこ
っている、明

めいじ
治時
じだい
代のちりめ

ん工
こうじょう
場です。現

げんざい
在も織

おりもの
物工
こうじょう
場として使

しよう
用され、ガチャガチャとい

う機
はたおと
音が響

ひび
いています。

○ 三
みごちひきやまぎょうじ

河内曳山行事（与
よ さ の ち ょ う

謝野町）　

　織
おりもの
物の神

かみ
をまつる倭

し
文
どり
神
じんじゃ
社の祭

まつ
りです。

　毎
まいとし
年 5月

がつ
に 12台

だい
の屋
やたい
台が華

はな
やかに町

まち
を巡
じゅんこう
行し、丹

たんご
後ちりめん

で栄
さか
えた様

ようす
子を物

ものがた
語っています。

○ 丹
たんごだいぶつ

後大仏（伊
いねちょう

根町）

　伊
いねちょう
根町の筒

つつ
川
かわ
地
ち く
区では、明

めいじ
治時
じだい
代に地

ちいき
域の人

ひとびと
々が協

きょうりょく
力して製

せいし
糸

工
こうじょう
場を建

た
て、丹

たんご
後ちりめんの材

ざいりょう
料となる生

きいと
糸（絹

きぬいと
糸）を作

つく
りました。

その後
ご
、火

か じ
事のため工

こうじょう
場がなくなってしまいますが、地

ちいき
域の人

ひとびと
々

の努
どりょく
力で再

ふたた
び工
こうじょう
場を建

た
てました。

　その後
ご
、大
たいしょう
正 8年

ねん
に工
こうじょう
場で働

はたら
いていた人

ひと
たちが東

とうきょう
京に旅

りょこう
行をし

ますが、当
とうじ
時はやっていたスペイン風

か ぜ
邪で多

おお
くの人

ひと
たちが亡

な
くな

り、慰
いれい
霊のためにこの大

だいぶつ
仏が建

た
てられました。

　今
いま
は工
こうじょう
場はありませんが、当

とうじ
時の人

ひとびと
々の努

どりょく
力の歴

れきし
史を伝

つた
えています。

ちりめん街
かいどう

道

旧
きゅうびとうけじゅうたく

尾藤家住宅

西
にしやま

山機
きぎょうじょう

業場

三
み ご ち ひ き や ま

河内曳山行
ぎょうじ

事

丹
たんごだいぶつ

後大仏
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