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1.は じ め に

文 化 の 進 展,時 代 と と もに 言葉 とそ の 意 味は 変 わ る もの で あ るが,「 手拭 」(て ぬ

ぐい)は 江 戸時 代 か ら今 日まで,木 綿 の 平織 でで きた 日 本手 拭 を意 味 した。 然 し最

近,手 拭 は 日常家庭 か ら殆 ん ど姿 を消 して,代 り に西 洋 手拭 即 ち タオ ルが手 ぬ ぐい

・汗拭 い ・浴 具 と して 手拭 本 来 の機 能 を果 して お り ,「 日本 手 拭 」と ことわ らな け

れ ば 「西 洋手 拭 」と間 違え る程 に語 意が 変わ りつ つ あ る と思 わ れ る。 「風 呂 敷 」の

よ うに生 地 の種類 が 多 く,形 状,用 途 が 限 られZる ものは,そ の 名や 意 味 も当 分

変 わ らな い と考 え られ るが,「 傘 」の よ うに 本来の 機 能 を洋 傘 に 独 占され た もの で

は,「 和 が さ 」 ・「か らか さ 」等 と 指名 しな けれ ば 現 在 は 「こ うも りが さ 」以 外 の

もの を意 味 しない 程 で あ る。 手拭 地 の よさ は,食 器 類 を拭 く布 巾に 今 も生 か さ れて

は い るが,手 拭 本 来 の機 能 に 澄 いて タオ ・レが 優れ て い る た め,家 庭 では 余 り使 われ

な くな った もの で あ る。

この よ うに 手拭 の名 と用 途の かか わ り合 い に関 心 を持 つ たの が 動機 とな っ て,そ

の 歴 史 を調べ て 行 くうちに,伝 統 的な 風 習 ・芸術 と結び つい た 副 次 的の 用 途 に 手拭

が 驚 くほ ど多 く用 い られ,手 拭 独得 の 持 味 を生 か して い る こ とが 判 った。 特 に 急速

に 普 及 した,江 戸 時代 の 庶 民が 工夫 した被 り物 と して の 手拭 の 用 途 には興 味 深 い も

の が あるo

2手 拭の起源

原 始 時 代 には 濡 れ た手 は 自然 に振 りな が ら乾 か した り,手 近 な 自然物 例 え ば 草木

類,砂 等 に こす りつ け るか,身 につ け て い る布 類 で 拭 い て乾 か した こ とは容 易 に 想

像 され る。 身 につ け た 衣服 とは 別の 「きれ 」を使 って 濡 れた 手 や 体 を拭 くよ うに な

っ た の は,そ れ ほ ど遠 い昔 で は なか った と考 え られ る。 手拭 の 起源 は定 か で は な い

が 当然 始 め に使 わ れ た 時 と所 は 文 化の 進度 の 相 違 に したが って様 々 で あ り,歴 史の

古 い 中 国 では 西 歴 紀 元 よ り遙 か以 前 に今 日で い う手 拭 の 類が 使 わ れ てい た こ とは充

分 考 え られ る。 我が 国 では 光 明皇 后(奈 良朝 初期)が 浴 室 で手 巾の 類 を使 っ た とい

う こ とが伝 え られ て い るが,諸 種の 文 献 等 か ら類 推 す る と奈 良時代 以 前 か ら使わ れ
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て い た こ とが 判 る。 「手 拭 」の 語 源 で 文献 に現 わ れ た古 い ものは 平 安 時代 「日本霊

位 記 」に記 さ れ た 「大 乃 己比(た の こひ)」 で,鎌 倉時 代 では 「手 巾(た な こひ)」

又 は 「手 拭(た な こひ)と な り,江 戸 時 代に 今 日 と同 じ発 音 の 「手 巾(て ぬ ぐひ)」

即 ち 「手 拭(て ぬ ぐい)」 とな った ようで あ る。

3.手 拭 地 の長 さと用 途

綿 花は8世 紀,桓 武 天 皇の 時 代に イ ン ド人 の 漂 流者 に よって 日本 に持 込 まれ た と

言 わ れ るが,そ の頃 ま で 手拭 地 と して は,「 カラ ムシ 」の さ らした布,麻 布,葛 布,

絹 布 な どが 用 い られ,手 拭 の使 用 は 宮 中,貴 族,武 家 な どに限 られ て い た ようで あ

る。 室町 後_● 朝鮮 よ り綿 布が 大量 に 輸 入 され て か ら,木 綿 は 手拭 地 の 大部 分 を 占

め る ようにな り,江 戸:● は 綿の衣 服 と共 に手 拭 も一 般 庶 民 の 間 に 普 及 し,そ の用

途 も急速 に広 ま った。 江 戸 期 に 開発 さ れ た 手拭 の 用 途は 実 に 画 期 的 で,手 ふ き,汗

拭 い,浴 具 としての 本 来 の 使 い 方 とは 別の,芸 術 的,装 飾 的 及 び 識 別の 具(身 分 ・

職 業 な ど)と して の 用途 の 拡大 には 目 をみ は る ものが ある。 そ の 大 部 分 は今 も 日本

料 理 の 板 前,そ の他 の職 人 や 澄 祭 りの 氏 子 等の 鉢 巻 と して,ま た 日本舞 踊,高 座 等

の 小 道具,和 服 の 服飾 品 と して よ く見 られ る と ころで ある。 この うちか ぶ り もの と

して の 手拭 の 使 い 方 につ い ては 別 に詳 述す る。

手拭 地の 長さ は古 くは一 定せ ず,短 いの で 鯨 尺の3尺(約114Cllt)長 いの で2丈

1尺(約8m)と 種 々雑 多 で,用 途 に した が って 手拭 地 を適 宜 に切 って 用い たわ け

で,本 来 の 汗拭 い,浴 具 と して の 手拭 地が 腹 巻,褌,帯 と して の 長 尺に 多用 化 され

た の で あ る。 西 鶴 の 「好 色一 代 男 」に 主人 が 手 代 の利 平 に 手拭 を餞 別 に 贈 って い る

こ とが 書 か れ て い るが,年 賀,暑 中見 舞,宣 伝 用,襲 名 披 露 等 に屋号 や 紋 を染 め 出

した もの を得 意 先 に配 る風 習は 現 在 も残 って い る。

この ほ か,手 拭 は 携 帯 に も嵩 ば らず,木 綿 平織 の柔 らか い 生 地 を生 して 救急 時 の

包 帯代 りに も使 用で き る利 点が あ る。

4.手 拭 の か ぶ リ方

か ぶ り方 には 種 々 あ るが 大 き く分 け て鉢 巻,頬 か ぶ り,置 手拭 が あ る。

(1)鉢 巻

鉢 巻 には 手拭 を絞 った り,捩 じった り して 頭 に 巻 く 「向 こ う鉢 巻 」(図1),

「 よこ鉢 巻 」(図2),「 や じ鉢 巻 」(図3),「 診 ん な鉢 巻 」(図4),厂 う し

ろ鉢 巻 」(図5)な どが あ り,そ ば 屋,魚 屋,う な ぎ屋,石 屋,大 工,鳶 職,瓦 屋

等 の 職 人 達の 間 で用 い られ,気 持 ち を引 き しめ,威 勢 を示 す の に役 立 つ よ うで あ る。
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「江 戸の 魚 屋 」(図6)に そ の様 子 が うかが わ れ る。

図1一 向 こ う鉢 巻 図2一 よ こ鉢 巻

図5一 う しろ鉢 巻

図3一 や じ鉢 巻 図4一 おん な鉢 巻

(2)頬 かぶ り

頬 か ぶ りは 手 拭 を頭か ら両 頬 へ か け て

顎 下 で 結ぶ もの で,農 夫 に 多 く用い られ,

図6一 江戸の魚屋別 名 「百 姓 か ぶ り 」(図7)と も
い わ れ

る 。 一 般 に言 わ れ る 「頬 か ぶ り 」(図8)は 頬 で 手拭 の 両 端 を捩 じって挾 む かぶ り

方 で あ る。顎 の 下 で 結ぶ の を 「す っ と こか ぶ り 」と もい い,同 じ よ うなか ぶ り方で

「女 か ぶ り 」(図9)が あ る。 又 これ と似 通 った 頬 か ぶ りに頬 で 結 ぶ 「道 行 」(図

10)が あ り,さ らに鼻 の下 で 結ん だ 「鉄 火か ぶ り」(図11)も あ る。 「鉄 火 か

ぶ り 」は遊 び 人,盗 人な どが用 い る下 品 な頬 か ぶ りと言 わ れ る。 「頬 か ぶ り 」が

「ぬ け ぬ け と素 知 らぬ振 り をす る 」の 意 に用 い られ る の は これか らきた もの と思 う
。

「吹 き 流 し 」(図12)又 は 「吹 きか け 手拭 」と い って 頭の上 に ひ ら りと手 拭 を 置

き,そ の上 か ら塗 り笠 な ど をか ぶ るの も頬 か ぶ りの 類で あ る。 「八 百 屋 の 物 売 り 」

(図13),「 正 月 の 荒 神松 売 り 」(図14)に も頬 か ぶ りの姿 が 見 られ る。

図7一 百姓 夂 は

す っと こか ぶ り

図8一 頬 か ぶ り 図9一 女 か ぶ り 図10一 道 行 図11一 鉄 火か ぶ リ
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図12一 吹 き流 し 図14一 荒 神松 売 り

図13一 八百屋の物売り

(3)置 手 拭

手 拭 を二 つ 折 りに して額 に 澄 き,後 の 両 端 を髷 の後 で 結ん で止 め る所謂 「置 手拭 」

は,「 吉 原か ぶ り 」(図15)又 は 「大尽 か ぶ り 」と もい い,昔 の 大 尽 の 遊 里通 い

の 風 俗 か ら名付 け た もの と思わ れ る。 これ とは 逆 に二 つ 折 りに した手 拭 を頭 にの せ

前 の 両 端 を鼻 にか け て 結 ぶ 防暑 用 のか ぶ り方が 天 保 の 頃流 行 した とあ るが,こ れ も

置 手 拭 の 類 で あ る。 「米 屋か ぶ り 」(図16)と い うの は,糠 ぼ こ りの 中 で 働 く米

屋 が 埃 よけ に考 えた もの で,一 方の 端か ら頭 に巻 きつ けて上 の方 を よせ て,巻 き終

り の 端 を挾 む よ うに して 止 め るか ぶ り方 で,江 戸 で は浅 く京 阪 で は 目の か くれ る程

深 く巻 きつ け た と言わ れ る。 「け ん か か ぶ り 」(図17)も 同 じ ような 巻 き方 で あ

るが,巻 き始 め と巻 き終 りの両 端 を髷 尻 に かけ て 結 ん で とめた もの で あ る。 「姉 さ

ん か ぶ り 」(図18)は 現 在で も時 々見 か け る置 手 拭 の類 で あ る。

図15一 吉原 か ぶ り

一

コ

図16一 米屋 か ぶ り 図17一 けんかかぶ り 図18一 姉 さんか ぶ り

5.手 拭の 染 め と柄

手 拭 が 使わ れ 始 め た 頃は,長 い 間 白生 地が 用 い られ たが,平 安 朝 の 末 期 にな る と

染 地,柄 物 も使 わ れ る よう にな り,江 戸 時 代 には 浅 黄(あ さ ぎ)梅 染(べ っ こ う色)

等 の 鮮や か な染 色 模様 が そ の粋 を競 った。
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当 時か ら伝 わ る赤 手拭 は お もに 京 阪で,水 浅 黄(淡 青)で 染め た無 地 の 「か めの

ぞ き 」は江 戸 で,祭 礼 な どに使 わ れ た もの で ある。

江 戸 時 代の 染手 拭 に は渋 手 拭(柿 手 拭),染 わ け 手拭 な どが あ り,型 染 め ・豆 絞

り ・手 綱 絞 り ・だ ん だ ら横 段 ・芥子 玉(し らみ絞 り)等 染 上 りの きわ め て精 巧 な も

の もで きて,中 期 に はそ の 染 め 方 を競 う「手拭 合 せ 」 といわ れ る趣 味の 会 合 が 盛 ん

に 催 さ れ た といわ れ て い る。

装 飾 品 と して の 飾 手拭 は 緞子(ど ん す)や 縮緬 を白や 赤,水 浅 黄,花 色,紺 な ど

に 染 めた もの で,日 本舞 踊 の 小 道具 に使 わ れ る。 これ らρ踊 り手 拭 の け い こ用 の も

の には,晒 木 綿に 流 儀や 縁 の あ る紋 を染 め た ものが,舞 台用 の もの には 縮緬 にそ の

役 柄 と 関係 の あ る模様 や役者 の 紋 を染 め た ものが 多 い。 江 戸時 代 の 手拭 染 色 に最 も

多 く使 わ れ た藍 草(あ いだ て)と 紅 花 の 草 木 染 め 染料 は 現 在 も使 わ れ て い る。

6.ま と め

手 拭 の 歴史 を見 る と,そ の 生 地は 衣 服 の 繊維 と と もに移 り変 わ りなが ら,手 拭 い

・汗ふ き として の 本 来 の機 能 に最 も適 した 並 巾 ,90cmの 長 さの 木 綿 に 落 ちつ い た

もの で,用 途は そ の 染 色技 術 の 進歩 に ともな って,和 服 の服 飾 品 ・芝居 ・踊 り ・高

座 の 小 道具 等 と多用 化 され て きた こ とが 判 る。

西 洋 タオ ルの 輸入 と と もに,タ オ ル は 実 用 的 な機 能 に 澄 いて 日本 手拭 に優 る こ と

が 一 般 に 認識 さ れ,特 に戦 後 急激 な 生 活様 式 の洋 風化 に 拍 車 をか け られ たか の よ う

に,本 来 の手 拭 の 用 途 では タオ ル に完 全 に そ の座 を奪 わ れ た感 が ある。 しか し,副

次 的 な 用 途,例 えば 和 服,日 本 料理,日 本舞 踊 そ の他 日本古 来 の 伝 統芸 術,風 習 と

結 び つ い た使 い み ち は,タ オ ル では 到 底そ の粋 を表 現 す るわ け に は いか ない の で,

た とえ 日常家 庭 か らはそ の 姿 を 消 して も,こ れ らの 芸 術,風 習が 続 くか ぎり,手 拭

独 特 の 用 途は 今 後 も永 く残 る もの と思 う。
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