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 2.愛 知県北設楽郡豊根村

 3 岐阜県神戸町瀬古
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 5 長野県上水内郡戸隠村

I/.若干の考察

1.問 題 提 起

 中部 地 方 の タケ カ ゴ 細工 は,東 北地 方 の タ ケ カ ゴ細 工 と同 じよ う,に,ネ マ ガ リダ ケ

の タ ケ カ ゴ細 工,シ ノ の カ ゴ細 工,マ ダ ケ の カ ゴ細 工 の3系 列 に整 理 して み る こ とが

で き る。

 た だ,中 部 地 方 の タ ヶ カ ゴ細 工 は,東 北地 方 の カ ゴ細 工 と ちが い,そ の地 域 の 大 部

分 は,す で に,マ ダ ケ の勢 力圏 に含 まれ,マ ダ ケ の カ ゴ細 工 の 幾 つ か の流 れ が形 成 さ

れて いて,は るか に複 雑 な 様相 をて い して い る。

 そ の こと は,国 立 民 族学 博 物 館 所 蔵 の 旧 文部 省 史 料 館(以 下 文史 と書 く)の 資 料 に

よ って も うか が う こ とが で き る。 文 史 資 料 の うち,中 部 地 方 を 所用 地 とす る もめ の う

ちに は,幅 の ひ ろ いマ ダ ケ を いか した,大 型 の 背負 カ ゴ が あ り,6つ 目編 や ネ ジ リカ

ゴ の系 列 に含 ま れ る もの もあ り[文 史1968:10],ま た,同 じマ ダ ケで も,細 工 の こ

まか い台 所 用 の ザ ル や ビク,碗 カ ゴ,豆 腐 カ ゴ,塩 カ ゴ,花 つ み カ ゴ,草 つ み カ ゴ,

メ シ ビツ,そ れ に4つ 目の メカ イ もあ り[文 史 1968:..,62,80,82,90,100,102,

108,llO, II8,120,122,124],佐 渡 に は,サ ドソ ウケ を は じめ,モ ミ ドウ シ,魚 カ

ゴ,ミ ソ コ シそ の ほか,す ぐれ た カ ゴ細 工 が お こな わ れ て い る[文 史 1968:40,46,

68,70,80,90]。 シノ,ス ズ の カ ゴ細 工 に つ いて は,必 ず しも あ き らか で は な い が,

ネマ ガ リダ ケ の カ ゴ細 工 に つ い て は,ソ バ アゲ ザ ル,ザ ル,ワ ン カ ゴ,ク ワ ボ テ な ど,

い くつ か の 標本 が採 集 され て い る[文 史 1968:30,40,56,76,120]。

 こ こで は,比 較 的最 近 の採 訪 を も とに して,中 部 地 方 タケ カ ゴ の そ う した姿 の わず

か ば か りを,追 って み よ うと思 う。

*国 立民族学博物館第4研 究部
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 この小 文 を ま と め るた め に,と りわ け,次 の事 柄 に注 意 した。

 1 分 析 の素 材 と して は,文 史 資 料,現 地 で の聞 き と り,そ れ に,統 計 資 料 や 地 域

概 要 を 参 照 し,こ れ まで の よ うに,聞 き と りは 野 帳 に記 し,そ れ を 聞 き書 の形 に ま と

め,聞 き書 を 引用 す る形 で 小 文 を構 成 した 。

 2 採 訪 の 際 に うか が った事 柄 は,本 来,論 文 に お け る 引用 とま った く同 じよ うに,

同 席 され た方 々の お名 前 と と もに 明 記 して,い ち い ち 出所 を あ き らか にす べ きで あ る

が,い ろい ろ考 え たす え,こ こで は 本 文 中 に,い っさ い,個 人 の お 名 前 はだ さ な い

こ とに した 。 しか し,も し聞 き ちが い ・思 い ちが い ・そ の ほか 不 適 当 な と こ ろが あ っ

た とき に は,す み や か に誤 りを た だ しY4 Vい と思 う。

 3 小 文 で は,聞 き書 に よ るだ けで は な く,な るべ く採 訪 地 で 生 産 され た カ ゴを も
                            

とめ,し ば ら く手 元 に お いて つ か い,使 い ご こちな どた しか め,聞 き書 の 裏 づ けに し

た 。

 4 カ ゴ 自体 め 分析 をす す め る場 合,用 語 に よ る形 態 記述 は さ け られ な い手 段 で あ

るが,し か し,カ ゴの技 法 な ど につ いて の用 語 は,そ れ ぞ れ,そ の土 地 に よ って 異 な

るか ら,こ こで は,な るべ く簡 単 な用 語 法 を用 い る ことに し,と りあ えず,次 の約 束

で 用 語 を適 用 した。

 カ ゴ… … い わ ゆ るザ ル を 含 む 。 カ ゴ の う ち,タ ケ を材 料 に した もの を タ ケ カ ゴ と い

 う。 こ こで は例 外 的 に 竹箕 を カ ゴ の仲 間 に い れ た。

 タケ ・・… ・カ ゴ を編 む の に つ か うタ ケで,タ ケ の横 断 面 につ い て,そ の 中 心 点 を とお
                                  おおわり  こ

 る線(直 径)に したがってタケを切断することを割るという。タケ割には大割と小
 わり

 割 を区 別 す る。 ま た,割 った タケ を,タ ケ の ま わ りの接 線 に平 行 に切 断 す る こ とを
                                  かわだけ             みだけ

 へ ぐと い う。 タケ に は,皮 の 部 分 の つ い た皮 竹 と皮 の つ か な い身 竹 を区 別 す る。
                  よ つ め む つ め     ざるめあみ

 カ ゴ の編 み 方 …… カ ゴ の編 み方 に は,4っ 目,6っ 目,ア ジ ロ,筑 目編 を 区 別 し,
                                めとお

 目 を全 部 ふ さい で しま うこ とを 目潰 し,透 き間 を あけ て ふ さ ぐ ことを 目通 し(目 透

 し),目 潰 の タケ を 目潰 し竹,目 通 しの タケ を 目通 し竹 とす る。 縁 の仕 上 げ に は,
       あ   の だ ぐち し あ   じやばらまき ともぶち    まきぐち し

 共 縁,巻 口仕上 げ,野 田 口仕 上 げ,蛇 腹 巻 の4つ の 型 を 区別 す る。 縁 に そ え る タケ
  ふちだけ

 を縁 竹,縁 に巻 くタケ を巻 竹 とい う。 カ ゴ に は,底,胴,縁 の3つ の部 分 を区 分 し,
            こしたて

 底から胴にいたる過程を腰立 という。

 5 地元での呼び名は,こ れまでの慣例にしたがって片仮名で表記 し,意 味のとり

にくいものには漢宇の当て字をつけた。聞き書か らの引用にに*を 附して,拠 りどこ

ろを示した。

 6 ここにあげた以外,も ちろん,中 部地方には取 りあげねばならないヵゴの生産

地がたくさん残されている。佐渡のカゴ細工には触れなかったし,富 士山麓のカゴ細

工や,南 信のカゴ細工にも触れなかった。この小文が,各 地のカゴ細工のこれまでは

たした役割を掘 りおこす緒 となればと思う。なお,カ ゴ細工にたずさわる方 々,ひ と
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りひ と りにつ い て,ど の よ うにす ぐれ た 技能 を もち,ま た,職 業観 に裏 づ け られ て い

るか を あ き らか にす る こと は,も とよ り,大 切 な ことで あ る。 しか し,こ こで は,カ

ゴ細 工 を その 地 域全 体 の文 化 遺 産 の ひ とつ と考 え て,そ れ には 触 れ な か った。

皿.5つ の 事 例

1.静 岡県沼津市久連

a と ころ

 静岡県東部最大の商工業都市沼津の中心街から南へ3kmほ どくだると,も との御

用邸,い まの沼津御用邸記念公園につく。現在 ここには市立沼津歴史民俗資料館が開

館 し,漁 携関係の民具や,縄 文か ら奈良平安にいたる市内出土資料の意欲的な展示に

接することができるが,そ こか ら馬込,獅 子浜をとおり,「 大久保の鼻」 という岬を

まわるあた りから,駿 河湾を とりこむようにして,伊 豆半島西北端の大瀬崎まで,

13kmの 海岸線がつづいている。この海岸線は複雑にいりくみ,そ の入江に面 して18
           くつれ
の集 落 が な らん で い る。 久 連 の集 落 もそ の ひ とつで,ち ょう ど旧御 用邸 の真 南 に位 置

して い る。 そ の あ た りは,海 岸 近 くま で 山 が せ りだ し,等 高 線 を 追 って ゆ くと,西 伊

豆 ス カ ィ ラ ィ ンの あ る標 高982mの 達 磨 山 に達 す る こ とが で き る。 久 連 に は飽 玉 白

珠 比 嘩 命 神 社 が あ り,前 面 の海 岸 に は,海 面下12mの と こ ろか ら 「ワ ラサ 根 」 とよ

ぶ,ワ ラサ,ア ジ,イ サ キ な ど の よ くとれ る 場 所 が あ り,そ こは海 底 の お花 畑 といわ

れ て い る。

 沼 津 市 全 体 の 産業 人 口 の うち,53.6%が 流 通 部 門,40%が 製、造 ・建設 部 門で,農 業

に したが うひ とた ちの割 合 は5.3ｰ0,漁 業 に従 事 す る ひ とた ちの割 合 は,水 産 ・養 殖

部 門 を含 めて1.2ｰ0に す ぎ な いが,久 連 を含 む西 浦 ・内浦 地 区 に つ い て み る と,農 業

人 口は全 体 の43.5%を 占め,漁 業 に した が う人 の 割合 も9.o ｰoに お よび,第3次 産業

の比 重 は35ｰ0と な って い る[沼 津市 1976:1,24-25,90-91 ]。 な お,漁 業 で は,ア

ジ の水 揚 が もっ と も多 く(29.9%),金 額 的 に も上 位 を しめ(22.7ｰ0),そ れ に つ い で,

マ グ ロ(15.4%),カ ツ オ(11.0%)の 扱 い 量 が これ に つ づ いて い る。

   0 タ ケ

 久 連 で は,現 在,カ ゴ細 工 に は モ ウ ソ ウダ ケが つ か わ れ て い る。 しか し,こ れ は

「この と ころ,マ ダ ケ が 枯 れ て しま った か らで,10年 前 に は,圧 倒 的 に マ ダ ケ が つか

わ れ た」*。マ ダ ケ の タケ ヤ ブ は,伊 豆 な ら,ど こに で も,た や す くみ られ るが,「 沼

津 の町 に タケ を 専 門 に 商 買 に して い る タケ 屋 が あ り,そ こか ら買 って きた」*。む か し

は,18・18cmも の で6本1束,21.21 cmも ので5本1束,24.24 cmで4本1束,

27.27cmも の で3本1束,30.3 cmの タケ は,30.3 cm 1本 に18.2 cmの もの1本

を つ け て1束 に し,お い て い って くれた とい う。材 料 の タ ケ は,冬 に買 い た め て お き,
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カ ゴ を編 む と き,編 む カ ゴの種 類 に よ って,立 竹 な ら 「シ キ(底 の幅)と カ ブの 深 さ

に よ って 長 さを き め」*,ノ コギ リで その 長 さに切 り,ナ タ で2つ に割 り,さ らに,幅

5mmぐ らい に小 割 に し,廻 し竹 な ら 「3枚 に へ ぐ。身 と皮 と が半 々 にな る くらい に

へ いで お いて ,身 の ほ う は 全 部 捨 て て しま い,残 った皮 の ほ うを,ま た,2枚 に へ

ぐ」*。 もっ と も,「 直径136.4cm・ 深 さ48.5 cmの4ツ 目 の野 菜 カ ゴの よ うな もの

を編 む場 合 に は,厚 く2枚 に へ ぐ」*。廻 し竹 は 「細 い 幅 で,長 く しな い と い け ない の

で,ヘ グの が,こ と さ ら難 しい。 同 じ幅 で 同 じ厚 さに して お か な い と,あ とで とて も

編 み に くい」*。壁 ぎわ に は,長 さ3.64mく らい の 細 い竹 が,コ イル の よ う に大 き く

巻 い て お いて あ る。 それ が 廻 し竹 に つ か わ れ る。

   c 編 み方

 久連 で は,立 竹 を タ テ ヒ ゴ,廻 し竹 を マ ワ シ と呼 ん で い る。

 タ ケ カ ゴ細 工 を 習 い は じめ,最 初 に お ぼ え させ られ るの は,底 編 だ とい う。 「む か

しは,親 方 の と こ ろ に6年 か ら7年 住 み こみ,そ れ が お わ って か ら礼 奉 公 を して 独 立

した もの だ が,は じめ は,底 の シキ を編 む の か ら教 わ る」*。い ま作 られ て い る カ ゴ は,

お お か た,目 の細 か い筑 目編 で,そ れ だ け に,廻 し竹 を揃 え て お く こ とが必 要 に な る

の だ が,そ の底 編 は ア ジ ロ編 で,「3つ お き に(3つ 跳 ね3つ 潜 りで)組 み,そ れ か

らナ ナ マ ワ シ(7廻 し)を か け,ナ ナ マ ワ シの とき に ウ ソ とい って,ア ジ0に 組 ん だ

タ ケ の な かか ら1本 だ け出 して きて,タ テ ヒゴ を2本 ず つ い っ しょに な る よ うに し,

胴 もそ の ま ま編 ん で ゆ く」*。そ の 様子 に つ い て は後 に触 れ よ う。 とに か く 「シ キ をつ

くるの が,い ち ば ん難 し く,こ とに ナ ナ マ ワ シで ア ジ ロ の タケ を2本 ず つ に わ け,タ

テ ヒ ゴに して ゆ くの が難 しい」*。そ こで錯 覚 す る と筑 目編 は で きな い し, 「シキ の編

み 方 で,カ ゴの全 体 の形 や格 好 が き ま る」*。

 カ ゴ細工 の修 業 は,そ の あ と 「3年 か ら4年 もか か って タケ ヘ ギ を お ぼ え」*,「 最

後 は クチ マ キ(縁 仕 上 げ)や,力 骨 を い れ る仕 上 げ の工 程 を お そ わ った」*。ク チ マ キ

に は 「そ の 年 に で た新 しい タ ケ をつ か い,こ れ も約3.6mの 長 さに,し か も薄 くへ い

で おい た もの を つ か う。 ク チ マ キ の タケ は,幅6mmで4枚 に へ ぐ」*。 「縁 ま で き

た タ テ ヒゴ は,縁 か ら3.03cmぐ らい 出 た と ころで 先 を 切 り,縁 に 平行 に折 りま げ,

そ れ に厚 さ5mm・ 幅10mmの タケ を い れ て 骨 に し,そ の うえか らクチ マ キ の タ ケ

を ひ とつ お きに2回 巻 き,そ の う えか ら,さ らに,皮 竹 を反 対 の方 向 に巻 い て お く」*。

久 連 で は,2重 の 巻 口仕 上 げ が縁 仕 上 げ の共 通 手 法 とな る。 「ク チ マキ の あ とで,チ

カ ラ(力 骨)を2本 い れ る」*。

 以 上 の カ ゴ細 工 の 様 子 を1イ ソ ビク につ い て 確 か め て み よ う(附 図1)。 この イ ソ ビ

ク は 口 の直 径 が28cm・ 高 さ28 cm・ 底 の直 径 は21 cmで,全 体 的 にふ っ く らと し

て いて,し か も非 常 に密 度 の た か い編 み 方 が な され て い る。 つ か って あ る タケ も,肉

が厚 く,丈 夫 で 手 に と って み る と予測 以 上 に重 い こ とに気 づ く。 実 際 に計 って み る と
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540gと な る。

 底 は ア ジ ロ編 み で,中 心部 は,幅5mmの 皮 竹 ・身 竹 を交 互 に 組 み,3本 の タ ケ

を組 合 わせ て1筋 を構 成 し,2つ 跳 ね2つ 潜 りで 編 ん で い る。 中心 部 の ま わ りの7廻

しに は,幅3mmの 皮 竹 を いれ,そ の まわ りに,こ れ よ りや や 細 い幅2mmの 皮 竹

を12回 廻 し,い ず れ も,皮 の 面 が カ ゴ の 内側 に で る よ うに して いれ て い る。 ア ジ ロの

部 分 は皮 竹 ・身竹 を交 互 に組 合 わ せ,し か も3本1筋 に ま とめ て あ る の で,筋 に よ っ

て,皮 竹 が ま ん な か に くる筋 と,両 側 に くる筋 とが あ り,そ れ も文様 と して の 面 白 さ

に結 びつ いて い る。

 胴 は筑 目編 で,立 竹 は皮 竹 と身 竹 とを 組合 わ せ,2本1筋 で た て て い る 。底 の ア ジ

ロは5筋 に5筋,都 合10筋 で つ く られて い るの で,つ か って あ る タケ は30本 とな る 。

これ を胴 で2本 ず つ に ま とめ る と30筋 に な り,偶 数 筋 で旅 目 は成 りた た な くな るか ら,

7廻 しに うつ る と き,そ の 廻 しの タ ケ の うち1本 を,そ れ とな く立 竹 に加 え る。 腰 立

は ゆ るや か で,胴 の廻 し竹 は 幅2mmで,皮 竹 と身竹 を交 互 に い れ,幅10mmか

ら20mmの 縞 状 の 文 様 を 編 み だ して い る。

 縁 仕 上 げ は2重 の巻 口仕 上 げで,立 竹 を 細 か く割 り,折 りま げ た後,幅9mmの

皮 竹 を 添 え,そ の うえ を右 巻 に幅12mmの 身竹 を巻 き,ま たそ の うえ か ら幅8mm

な い し7mmの 皮 竹 を左 巻 に,1目 お きに 巻 い て 仕 上 げ て い る。 この2重 の 巻 口仕

上 げの 手 法 は,養 蚕 や 漁 業 の カ ゴ細 工 の な か で育 て られ た 関東地 方 の タ ケ カ ゴ細 工 の

そ れ と[中 村 1977:179],ま った く共 通 の もの で あ る 。 西 伊 豆 の カ ゴ細 工 は,箱 根

以 東 の カ ゴ細 工 とつ な が り あ って い る。

 この カ ゴ に は,幅25mm・ 厚 さ2mmの 丈 夫 な 皮 竹2組 が,力 骨 と して い れ て あ

る。 力 骨 は,底 編 と は直 接 関 係 な く,底 の外 側 で 十 の 字 型 に 組 ま れ,組 み 目を ハ リガ

ネ で か が り,胴 の外 側 か ら縁 の外 側 を廻 り,胴 の 内側 に はい り,縁 か ら9cmの と こ

ろで,ハ リガ ネ で とめ られ て い る。

 イ ソ ビ ク は,縁 の下 に紐 をつ け,力 骨 に とお し,腰 に さ げ る よ うに す る とい う。久

連 の イ ソ(磯)に は,12月 か ら1月 ・2月 に か けて,ノ リ,コ ブ ノ リ,ヒ ジ キ な ど がつ

く。 イ ソの ノ リの 採集 権 は地 域 の婦 人 会 が も って い て,1月20日 頃 か ら月2回 ぐ らい,

「潮 が ひ い たの を 見 計 らい,地 区 ご と に,い っせ い に,1軒 で1人 ず つ 出 て,ノ リ ト

リをす る」*。た い て い,体 力 の あ る若 い人 た ちが 参 加 す るが,「 イ ソに はい るま え か

ら,た くさ ん ノ リが つ きそ うな 場 所 の 見 当 をつ けて お き」*,合 図 と と もに 「片 手 にサ

サ ラや カ イ(鉄 の 刃 の つ い た ヘ ラ),片 手 にザ ル を もち,腰 に イ ソ ビク を しば りつ け」*

浜 に お りて ゆ く。 「海 水 は ピザ ぐ らい あ り,潮 が満 ちて くるま で の2時 間 か ら3時 間

が 勝 負 な の で,イ ソ はた い へ ん な 忙 しさ だ」*。ビ ク に半 分 と るに は,上 手 な人 で3時

間 ぐ らいか か り,か き と った ノ リは,ノ リカ キ ザ ル に い れ,と き ど きま とめて イ ソ ビ

ク に あ け,家 で オ オ イザ ル に移 して 洗 い,庖 丁 で こまか くた た い た 後,ノ リゴ モ の う
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え にお い た ワ ク(枠)の なか に流 しこみ,し ば ら くか わか し,10枚 ず つ に ま とめ て 出

荷 す る とい う。 た だ し 「久 連 で は,ほ とん ど 自家 用 に して い る」*。

   d 種 類

 中 伊豆 タ ケ カ ゴ製 造 組 合 が,1969年 に取 り決 め た値 段 表 に は,次 の26品 目が あ げ ら

れ て い る。 この組 合 は,こ の 辺 りの カ ゴ屋 さん た ち が加 入 し,1962年 頃 に は 組合 員60

人 余 だ ったが,最 近 で は実 際 に カ ゴ を つ くる人 は3人 に な って しま った とい う。 「タ

ケ が枯 れ て しま い,若 い 人 た ちが勤 め に 出 る よ うに な って,後 継 が い な くな って しま

った か ら」*。

 ア ジ ロ カ ゴ,カ クカ ゴ(角 カ ゴ),シ ャク マル ビク(尺 丸 ビク),コ シ ビク(腰 ビク),

 マ ユ カ ゴ,シ ャ ク ヨ ンパ イ ス ケ(尺4パ イ ス ケ),メ カ ゴ,カ ク ボ ウ ラ(角 ボ ウ ラ),

 マル ボ ウ ラ,シ バ カ ゴ,ダ ル マ カ ゴ,オ オザ ル,イ ッ トザ ル,ゴ シ ョウザ ル,サ ン

 ジ ョウザ ル,ニ シ ョ ウザ ル,ク ワ シ ョイ,ク サ カ リ,ク ワ ッ ミ,ミ カ ン ト リカ ゴ,

 カ ツギ カ ゴ,イ ソ ビク,カ ニ ウケ(カ ニ 笙),ウ ナギ ウケ,ア ジ ロ ミ(網 代 箕),タ

 ケ ミ。

 この値 段表 に は,ミ カ ン採 りの カ ゴ2,養 蚕 用 の カ ゴ3,浜 ・イ ソ用 の ビ クや ウケ,

そ れ に畑 仕 事 ・山仕 事 の 背 負 カ ゴな どが 含 ま れ て い る。 そ の う ち,現 在,よ くつ くら

れ て い るの は 表1の よ うで あ る。            '

 「毎 年,9月 か ら10月 末 まで は,ミ カ ン採 りに つ か う ビクを つ くるの に追 わ れ,そ

の あ と,1月 か ら4月 ま で は イ ソ漁 用 の カ ゴ に追 わ れ,イ ソ用 の カ ゴの あ い ま に,'ザ

ル な ど を こ し らえ る」*。 「4月 す ぎ る と ウナ ギ の モ ジ リ(笙)や カ ニ モ ジ リな ど の 注 文

が あ り,そ の仕 事 の あい だ に ザ ル や漁 の カ ゴ を編 む」*。集 落 の 背 後 の 山 腹 に は ミカ ン

畑 が ひ らけ,こ の 辺 りの ミカ ンは西 浦 ミカ ンの 名 で市 場 に出荷 され て い る。 と った ミ

カ ンは ミカ ンカ ゴ にい れ て6kgず つ 運 び,そ れ を カ ッギ カ ゴに移 して お ろ して く る。

表1,久 連 の カ ゴ

品 目 壁 」 シ  キ
1高 さ 備 考

1 ミ カ ン の ビ ク 18.18
cm !   25

.76
crn

2 イ ソ ビ ク 21.21 24.24

3 テ ジ カ ゴ 36.36 7.58 ハ エ ナ ワの カ ゴ

4 ハ ズ カ ゴ 54.54 28.79 カ ワハギを とるときに

5 ウ ナ ギ モ ジ リ 27.27 66.66 ウケのこと

6 カ ニ モ ジ リ (10.0) 98.48

7 サ カナホ シカゴ 60.6 6.06

8 ザ ル  (大) 48.48 27.27

ザ ル  (小) 13.64 13.64

9 ア  ジ  ロ 90.9 シイタケをほす のに

10 シ ョ イ カ ゴ 27.27 46.97
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 編 ん だ カ ゴ は,仲 買 の ひ と の手 で,田 方郡 一 帯 か ら,湯 ケ島,戸 田 あ た りまで 売 ら

れ て ゆ く とい う。

2.愛 知県北設楽郡豊根村

   a ところ

 マダケを材料にしたカゴ細工は,狩 野川下流域か ら揖斐川の流=域まで,東 海地方の

平野部にひろくゆきわたっている。

 それなら,東 海地方の山間地帯には,ど のようなカゴ細工がおこなわれているのだ

ろうか。
                       とうえい

 豊橋 で 飯 田線 に乗 りか え,急 行 で64分 ほ ど ゆ くと東 栄 につ く。 そ こで お り,山 道 を

22kmほ ど北 にた ど る と豊根 村 の役 場 の あ る下 黒 川 に つ く。 そ こか ら,さ らに北 へ

16kmほ ど ゆ けば,長 野県 との県 境 の 新 野 峠 に っ く。

 豊 根 村 は人 口2180,面 積12.028haで,土 地 は起 伏 が は げ し く,平 坦 な土 地 がす

くな く,89、5ｰ0が 山林 で,耕 地 は10.3ｰ0に す ぎ ず,し か も,か つ て は 農 業 に従 うひ と

の割 合 が48%に お よび,1戸 当 りの 平 均 耕地 面積 は56a,自 給 率 は40%と 推 定 され

て い る[豊 根 村郷 土 史 研 究 会 1960:46-48]。 しか し,年 平 均 気 温 は11.5ｰCで,最

低 気 温 は1月 に は 一8。Cに な るが,年 間 降 水 量 は愛 知県 で も っと も多 く,林 が よ く

そ だ ち,ス ギ,ヒ ノキ の 良 材 の 産地 と して 知 られ て い る とい う。現 在,第2次 産 業 の

収 入 の 比 重 は57・7%で,農 業 収 入 の24・6%,林 業 の21・3 ｰoを お さ え て い るが[豊 根

村1971:1],196Q年 の 統 計 に よれ ば,林 業 収 入 は51・1%で,農 業 の26・1%を ひ きは

な し,村 の 経 済 に大 き な割 合 を 占 めて い た こ とが わか る。 豊 根 村 は ま た,花 祭 の里 と

して もひ ろ く知 られ て い る。

   b タ ケ

 豊 根 村 で は,カ ゴ 細工 の材 料 と して,む か しか ら,マ ダ ケ とス ズ が つ か わ れ て い る。

 ス ズ は,「 この辺 の山 な ら,た い て い ど こにで も繁 茂 し」*,「 植 林 す る のに 困 る ぐ

らい密 生 して い る」*。品 質 もよ く,行 李 な どの 材 料 と して,最 近 で は,長 野 や 松 本 方

面 に 出 さ れ て い る ほ どだ とい う。 「寒 に切 っ たの が い ちば ん よ く,反 対 に,タ ケ ノ コ

の で る時期 の は虫 が は い って い る か らだ めだ 」*が,そ の お の お の を,身 竹 と皮 竹 と

に へ ぎわ け,「 身 の ほ うを 捨 て,皮 の ほ うを2つ にへ ぎ,皮 の方 だ け を,主 と して つ

か う」*。 と くに 「家 で つ か うの は,耐 久 力 が あれ ば よ い か ら」*皮 竹 だ け を材 料 にす

る。 マ ダ ケ の 場合 に も,「 だ い た い,こ の ぐ らい の大 き さ の カ ゴな ら,こ の ぐ らい の

厚 さ の タケ が とれ れ ば い い と い う こ とが,経 験 的 に わか るか ら,そ れ に応 じて,へ ぐ

と き に身 の厚 さを加 減 して ゆ く。 また,割 り方 も加 減 す る」*。

 マダ ケ は,カ ゴ細 工 につ か うのな ら,「2年 か ら3年 目 の もの が よ く」,普 段 か ら

注 意 して みて お き,「 よ さそ うな タケ を ゆ ず って も ら って くる」*。も ち ろん,自 分 の
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家 に よい タ ケ が あ れ ば,そ れ を 切 って くる。 「素 人 は,タ ケ の い い の をつ か わ な い と,

細 工 が しに くいか ら,余 計,タ ケ 選 び に苦 労 す る。 タケ の 良 しわ る しは,肌 で み わ け,

カ ゴの 種 類 に よ って,ど の く らい の 太 さで,ど うい う タケ を つ か った らよ いか 」*を見

きわ め る。 「林 の な か に生 え て い る,青 いや わ らか い タケ を さ が しだ して くる」*。「野

原 に生 え た タ ケ は黄 色 味 を お び て い て,こ わ い」*とい う。 「土 の 関係 か らか,岩 場 の

タケ は 悪 い し,林 の なか の タケ は タチ が い い。 タケ ヤ ブ を み て 切 らな い と,薄 く細 か

くへ げ るよ うな の が とれ な い」*。 切 って きた タ ケ は,ナ タで 木 口 に 割 り目 を いれ,

「4つ に 割 り,さ らに2つ に小 割 し,そ れ を ま た2つ に割 り,全 体 を16に 割 り」*,幅

15mmの 編 竹 を こ し らえ る。 密 生 して い る スズ の な か か ら 「い い の を 選 んで カ マで

刈 り,枝 を は らい,直 径30.3cm・ 長 さ181.8 cm・ 重 さ 約22.5 kgの 束 に ま とめ,

3カ 所 を フ ジの つ る で しば り」*,家 まで 運 ん で くる。 い まで は,林 道 が つ い た の で車

が は い るが,1955年 頃 ま で は,シ ョイ オ ロ シ と い って 背 負 って きた とい う。 そ れ を

「小 刀 で こ じい て,4つ に割 り,皮 の部 分 と身 とに へ ぎ わ け,身 の ほ うは 全 部 捨 て,

皮 竹 を主 に して つ か う」*。

   c 編 み方

 豊 根 村 に は,現 在,カ ゴ細 工 を 専業 にや る ひ とは な い とい う。 むか し も,専 門 の カ

ゴ 屋 の ひ と は ほ とん どい な か った ら し く,「 は じめ は,1年 間,自 分 の家 で つ か え る

だ け の(使 い料 と して の)カ ゴを つ く りた い と思 って,カ ゴ細 工 を は じめ た」*り,

「家 で タ ケ ヤ ブを も って い て,何 か タ ケ が上 手 に利 用 で きな い か と思 った。 そ れ に,

11月 か ら2月 にか けて 雪 が 降 り,戸 外 の仕 事 が で き ない か ら,カ ゴ細 工 を や って み よ

う と思 い,50年 ぐ らいま え か らは じめ た」*と い う人 も い る。 最 初,「 別 に先 生 な ど い

な い か ら,見 よ うみ まね で こ し らえ た り,そ れ まで に使 って い た カ ゴ を みて,そ の 通

りに作 った。 慣 れ て くる と,上 手 に つ くれ る よ うに な る。 そ の う ち,近 所 の ひ とか ら

も作 って お い て くれ と い って 頼 ま れ るよ うに な り,冬,暇 を み て,カ ゴ をつ く りた

め た」*。 「カ ゴ細 工 は,こ の 仕事 が好 き で な けれ ば で きな い し,た とえ好 きで も,自

分 の と ころ に タケ が なか った り,よ い材 料 が手 に は い らな か った り して,途 中 で や め

て しま った ひ と もあ る」*。

 カ ゴ 細工 につ か う刃 物 も,古 くな った カ マ を利 用 して,小 刀 を 自分 で工 夫 して,ナ

タの か わ りに役 立 て た り して い る。 こ こで は,「 台所 用 のザ ル な どは東 栄 方 面 か ら売

りに くるが」*,ほ とん ど の カ ゴ は,地 元 の い わ ば セ ミプ ロ の カ ゴ屋 さん た ちが こ し ら

え る。 ち ょうど,花 祭 につ か う面 のか ず か ず を,専 門 の面 打 ち にま か せ な い で,村 の

なか の 上 手 な ひ とた ち が,自 分 な りに工 夫 して,こ し らえ あ げて しま う よ うに 。

 その た め か,こ こで は,立 竹 ・廻 し竹 ・編 み方 ・そ の他,カ ゴ細 工 の 術語 とお ぼ し

き もの につ い て の 伝 え は な い よ うに思 え る。 ま た,そ の必 要 も な い模 様 で あ る 。
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 カ ゴ細 工 で,も っ と も 「難 しい の は,編 む こ とで,メ カ ゴな ど,1目 編 み ち が えて

も,カ ゴに な らな い」*。カ ゴ細 工 の なか で,「 メ カ ゴほ ど難 しい もの は な い。 タケ を
                の           

組 み ちが え る とカ ゴに な らな い し,ご まか しが きか ない 。 メ カ ゴ(6つ 目編 の カ ゴ の

こと)さ え お ぼえ れ ば,ほ か の カ ゴは楽 につ くれ る」*。カ ゴを 編 み は じめ た頃 は 「目

が で き な いで 失 敗 ば か り して い た」*。 「6つ 目 は編 み は じめ,ま ず1本 の タ ケ を お き,

そ れ に左 廻 りに1本 ず つ,タ ケ を ま え に お い た タ ケ の下 へ 下 へ とい れ て ゆ き,ま ん な

か の ロ ッカ ク(6角)を つ くり,あ とは順 に,そ の まわ りに タケ を た して ゆ けば よ い」*。

そ の ほ か,「 底 の 隅 で タケ を お こす と ころが 難 しい。 タケ が 起 きる よ うに,底 を組 ん

で お か ね ば な らな い」*。

 編 み 方 は,ス ズ の場 合 を のぞ けば,6つ 目 目通 しに 限 られ る。

 豊 根 で は,タ ケ を へ ぐよ り も,タ ケ を組 ん で カ ゴを 編 む 過程 の ほ うが0し い とい う。

そ うは い って も,タ ケ へ ぎの 作 業 が や さ しい は ず はな い の だ が。

 「直径30.3 cmの メ カ ゴ を編 む に は,タ テ の タケ(立 竹),ア イサ の タケ(目 通 し

竹),ヨ コの タケ(廻 し竹)と も,長 さ75.75cmの タケ を 用 意 す る」*。 「縁 ま で編

み お え た ら,タ テ の タ ケ の先 を割 り,縁 の む き に,そ れ を た い らに 倒 し,そ れ に タ ケ

(縁竹)を い れ,ハ リガ ネで 巻 いて と め る。 ハ リガ ネ が なか った と き には,今 年 の シ

ンコか,1目 お きに トウ ヅル(藤 ツル)で 巻 い た り した」*。

 い ま,キ ノ コ採 りな ど につ か う6つ 目 目通 しの メカ ゴ(附 図1)に つ い て み よ う。

この カ ゴは 口の 直径 が27cm・ 高 さ31 cm・ 重 さ2609で,高 さ は直 径 と4 cmし
                          ロ                    

か ちが わな いの に,た い へ ん 細長 く,そ して,ど こ とな くもの や わ らか な印 象 を う け

る。 お そ ら く,そ れ は全 体 の プ ロ ポ ー シ ョン と,タ ケ が ほ とん ど身 竹 で あ る こ と と関

係 して い るか らで あ ろ う。重 さ も,思 っ た よ り,ず っ と軽 い。 皮 竹 は,中 心 とな る底

の まん なか の6つ 目を構 成 す る3組 の タ ケ にだ けつ か わ れ,あ とは,底 まわ りの廻 し

竹 を除 けば,立 竹 ・廻 し竹 ・目通 し竹 と も,す べ て 身 竹 が つ か わ れ て い る。 立 竹 に は

幅8mm,胴 の廻 し竹 に は,や や 幅 のせ ま い7mm,目 通 し竹 に は12 mmの タケ が

つ か わ れて い る。 立 竹 同 志 の あ い だ の 間 隔 は25mm前 後 で,底 廻 りの隅 の 目 の数 は

4,ま ん なか の 行 の 目の 数 は7で,底 の 目 の数 は37と な り,底 もま た 目通 し竹 を いれ

て6つ 目目通 しの編 み 方 で 編 ん で あ る。 目 の密 度 がや や こん で い るた めか,立 竹 と廻

し竹 の 幅 が,や や 全 体 の 形 に 比 して せ ま い た めか,カ ゴ全 体,ど こ とな く柔 か み が あ
                                    

り,実 際 に も,底 の最 大 幅 は28cmな ので,し もぶ くれ に み え る こ とが あ る。 そ う

した 作 りは,豊 根 の カ ゴの 多 くに 共 通 す る 。

 縁 は 巻 口仕 上 げで,立 竹 を 折 りま げた あ と,そ の外 側 に 幅10mm・ 長 さ2.5 mm

の皮 竹 を い れ,う えか ら幅7mmな い し10mmの 身 竹 を1目 とば しに巻 いて 仕 上

げて い る。巻 竹 の巻 き具 合 な ど,か な らず し も,判 で お した よ うで は な い が,そ れ が
            む      

また手作りのあたたかさを伝えて くれる。

359



'国立民族学博物館研究報告  2巻2号

表2豊 根 村 の カ ゴ

1地 区 寸ゆ)法1材 測  使 い 途
1 メ カ ゴ 川 48×38×70(h) マ キ ノ コ と りや ク ワ切 りに

メ カ ゴ 川 58×58×16(h) マ 野菜な どを洗 うときに

メ カ ゴ 黒 28×27×31(h) ク サか り,サ トイモ,苗 と りに

2 シ ョイ カ ゴ 川 59×51×45(h) マ クサ カ リにせお ってゆ く

シ ョイ カゴ 黒 60.6×90.9(h) ショ イタ につ けて

3 ザ   ル 川 40×10(h) ス コメとぎや水 きりに

4 イ カ キ 川 46×35.5×14(h) ス コメとぎや水 きりに

イ カ キ 黒 63×63×20(h) ダイズやダイコンのキ リボシを

5 コ シ カ ゴ 川 8×7×33(h) ス サ カ ナ と り,キ ノ コと り に

6 ホ ボ カ ゴ 黒 30×31×40(h) ス キ ノ コ と り,ク ワ ツ ミに
          馳

7 ボ   テ 川 75.8×45.5(h) クワのハいれ

川は川宇連,黒 は下黒川,マ はマダケ,ス はスズ,(h)は 高 さ,寸 法は実測値

   d 種 類

 「むか しは,ど の 家 で も,軒 な み ウマ を 飼 って い た」*。い まで も,県 境 の 茶 臼 山 に

は愛 知 県 種 馬 育 成地 が設 け られ て い る く らい,こ の村 と ウマ との 関係 は深 い とい う。

ウ マ は信 州 へ ぬ け る街 道 の輸 送 に も利 用 され た が,「 む か しは,金 肥 は ほ とん どつ か

わ ず・ も っぱ らマヤ ゴエ 、(厩肥)を 肥 料 に した 」*。 「10a当 り750 kgか ら1125 kg

で,近 い 田畑 へ は シ ョイ タ(背 負梯 子 の こと)で75kgか ら112.5 kgず つ,1日 に

30回 も40回 もは こん だ」*。 「マ ヤ ゴ エの た めの ホ シク サ は,5月 か ら10月 の あ い だ,

自分 の 山か ら刈 って きて,シ ョィ タで5束 ず つ は こび,朝 は や くか ら2シ ョィ と って

き て,ウ マ ヤへ1束 放 り こむ 。 マ ヤ ゴエ は 田 の ク ロ に121.2cmの 高 さに 積 ん で お き,

4月 末,田 にス キ こむ 。5月 頃,ま だ クサ が 短 い とき に は,刈 った クサ を シ ョイカ ゴ

に い れて,75kgず つ背 負 って き た」*。

 豊 根 で み られ るカ ゴ は,い ま は それ ほ ど 多 くな く(表2),ほ ぼ7種 類 で,6っ 目

目通 しの メ カ ゴ類 と,台 所 でつ か う筑 目編 の ザ ル ・イ カ キ の類 と にわ け られ る。 そ れ

に,ボ ボ カ ゴ とい う,2つ 跳 ね2つ 潜 りの ア ジ ロの カ ゴ もつ く られて い る。 同 じ呼 び

名 の カ ゴで も,こ こで は,ひ とに よ って 使 い 途 が ちが い,同 じ種 類 の カ ゴで も,寸 法

が い く らか ず つ違 う とい う。 近 所 の ひ とた ちの 注 文 に応 じて,寸 法 な どは 加 減 す るか

らで あ る。

 1916年 の統 計 に よ れ ば,蚕 の生 産 額 は 全 体 の30・1%を 占め,米 の1・6倍,用 材,.薪

炭,シ イ タケ の 産額 を合 計 した 林 業 収入 に 匹 敵 した こ とが わか る[愛 知県 教 育 委員 会

1970:ll]。 しか し,1929年 頃 を境 に して 養 蚕 は急 速 に衰 退 し,養 蚕 に関 係 した カ ゴ

もほ とん どみ られ な くな って い る[豊 根 村 郷 土 史 研 究会 1960:51]。
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3.岐 阜県神戸町瀬古

   a ところ
 こうどちよう

 神 戸 町 は,面 積18.5km,人 口17,400で,濃 美 平 野 の西 北 部 に あ り,南 は大 垣 市

につ づ き,北 側 は揖 斐 川 に よ って 隣 接 の 町 村 と区切 られ て い る。 町 全 体 が,た い らな

沖 積 層 の うえ に あ り,ふ る く延 暦 寺 の 荘 園 と して 開 か れ,町 の 名 も,神 領 と して の 神

戸 に 由来 す る とい わ れて い る。 町 の 中心 部 には,近 江坂 本 の 日吉 大 権現 を うつ した 日

吉 神 社 が あ り,4月13・14日 の例 祭 は山 王 様 の 火祭 とよ び,豪 快 な御輿 の お渡 が お こ

なわ れ る。町 の 中心 街 は,む か しか ら,こ の お 祭 の た め に道 幅 を ひ ろ くと って あ る ほ

どで あ る。

 町 の全 面 積 の52.3%が 田畑,17.4ｰ0が 宅地,そ れ に21.6pOが 道 路 ・水路 ・河 川 ・鉄

道 用地 に よ って しめ られ,耕 地 の90.7%は 水 田 で,米 作 の比 重 が 絶 対 的 に たか く,は

や くか ら露 地 栽 培 が さか ん で,東 海 の 疏 菜 供 給地 とい わ れ て い る。 しか し,い まで は,

産 業人 口 の45.600が 製 造 業 で,と くに そ の う ちの39,7ｰ0ま で が,近 代 的設 備 を ほ こる

地 元 ゐ繊 維 メ ー カ0に 吸 収 され て い る。 ま た,こ の数 年 間 の人 口増 加 は い ち じる し く,

1970年 か ら5年 間 にお け る人 口の 伸 び は,70年 の人 口 の39.3%に も達 して い る[岐 阜

県 神戸 町1975:1-6]。

   b タ ケ
 せ こ

 瀬 古 地 区 で は,い ま は タケ ミ(竹 箕)ば か り生 産 して い る。 材 料 は マダ ケ で 「最 適

期 は4年 な い し5年 で,現 在 は熊 本,鹿 児 島 両県 か らい れて い るが,む か しは」*,西

へ6kmほ ど い った,標 高924 mの 「池 田 山 の麓 に タケ ヤ ブ が あ り,タ ケ を商 う専

門 の タ ケ屋 が いて,切 った タケ を筏 に 組 み」,支 流 の 粕 川 か ら揖 斐 川 を お ろ し,「 そ れ

を,15.15 cmの もので8本,18.18cmで5本,21.21 cmで4本,24.24 cmで3

本,30.3cmも の で1本 に21.21 cmの タ ケ1本 を つ けて1束 に ま と め,運 ん で くれ

た」*。

 買 った マダ ケ は,「 カ ゴ の編 み 方 に よ って,ナ タ で16か ら20に 割 り,5枚 に へ ぐ」*。

こ う して つ く りだ され た テー プ 状 の 編 竹 を,こ こで は,イ タ(板)と よ ん で い る。 「イ

タ は,薄 い と こ ろ と厚 い と こ ろ とが あ って は な らな い か ら,イ タを つ くるの が,い ち
                   めん

ば ん難 しい。 イ タは 庖 丁 で 両 側 を み が き,面 を と って お く。 箕 のつ くり方 で,最 初 に

や らさ れ るの が この 作 業 で あ る」*。イ タ は 「組 む ま え に1日 か わ か して つ か う。1枚

の箕 をつ くる のに,3枚 ア ジ ロで イ タを90枚 用 意 す る」*。

   c 編 み方

 瀬 古 の竹 箕 には,2枚 ア ジ ロ と3枚 ア ジ ロ とが あ る。2枚 ア ジ0は2つ 跳 ね2つ 潜

りの ア ジ ロ編,3枚 ア ジ ロは3つ 跳 ね3つ 潜 りの ア ジ ロ編 で あ る。2枚 ア ジ ロで は 「イ

タ の幅 を1.36cm,3枚 ア ジ ロは0.97 cmに す る。 物 差 を あて て へ ぐわ け で は な い か
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表3 瀬 古 の 竹 箕
}

型
準 標

1容 量} 口 の 巾 1奥 行1 高 さ

大

中

小

型

型

型

   !18

14.4

9

    cm 45
.45

 40.91

 36,36
"

   cm45
.45

28.79

25.76

21.21

18.18

15.15

cm

ら,厳 密 な もの で は な いが,割 り加 減 か らイ タ の 寸法 は お のず と決 って しま う。 この

幅 が 同 じイ タを 何 枚 組 合 わ せ るか に よ って,全 体 の大 き さが 決 って くる」*。実 際 に は,

イ タを約80。 の 角度 で組 合 わ せ,た い らな ア ジ ロ編 の 面 を つ く り,45.45cmほ ど編 ん

だ と こ ろで,両 側 を折 り,そ の 部 分 とま ん な か の た い らな部 分 との イ タ同志 を ア ジ ロ

に組 ん で ミの尻(他 の産 地 で は カ マ ドとい う と ころ もあ る)の と こ ろを 編 ん で ゆ く。

その 様 子 は,こ こで は触 れ な い。

 縁仕 上 げ に は 「トウ(藤)を 巻 い て 仕 上 げ る トウマ キ(藤 巻)と,タ ケ を 巻 くタケ

マ キ(竹 巻)と が あ る」*。 ミに は 「そ れ ぞ れ,地 方 に よ って好 み が あ り,縁 の作 り方

や 口の 開 き具合 が異 な る。 三 重県 で は タケ マ キ で,岐 阜県 下 で は トウ マキ が よ ろ こば

れ て い る。 福 井 や石 川 の 両県 で は,縁 に ワ ラを巻 く と ころ もあ る」*。 ミの 形 に は,梯

形状 に 「口の開 い たオ カ メ とい う型 と,口 の す ぼ ま った(丸 箕 形 の)も の とが あ る」*。

オ カ メ に す るか,マ ル ミにす るか,縁 に何 を巻 くか は,「 仲 買 の人 た ち の注 文 に よ っ

て 作 りわ け る」*。瀬 古 の タケ ミは,各 地 の フ ジ ミ(藤 箕)や 静 岡 の茶 箕 に く らべ,ず

っ と腰 が た か い とい わ れて い る。 これ は,瀬 古 の ミが,お 米 の脱 殻 調 製 の た め の もの

で あ る こ と と係 りあ って い る。 「お米 を181い れ て も,こ ぼ れ お ち な い よ うに で き

て い る」*。

 ミサ キ(口 の 部 分)に は,強 化 す る た め 「15.15cmの イ タを,メ ク ジ リで 目 を あ

けて,差 しこん で お く。 ま た,カ ドが い ちば ん 弱 い の で,チ カ ラダ ケ(力 竹)を い れ,

皮 竹 を8枚 で お さ え て動 か な い よ う にす る」*。で きあ が った タケ ミは,ヒ トコオ リと

い って,30枚 ず つ に ま とめ,む か しは天 秤 で か つ い で 出 荷 した 。 「そ の後,車 か ら リ

ャ カー へ,そ れ か ら軽 自動 車 がつ か わ れ る よ うにな った 」*。

   d 種 類

 瀬 古 で は,181,14.41,91の3種 類 の ミが つ く られ て い る。・寸 法 は 完 全 に 規 格

化 され て い て,表3の よ うに,大 型 か ら中型,中 型 か ら 小 型 に ゆ くに した が って,

3.03cmの 割 で ち い さ くな って ゆ く。

 ミは,農 業 を い とな む 人 た ちに と って は必 需 品 で,「 脱 殻 した モ ミを,家 の 前 庭 に

敷 いた ム シ ロの うえ に ひ ろ げ,2日 間 か わ か し,そ れ を トウ ミ(唐 箕)に か け るが,

ひ ろ げ たモ ミを い れ る と き,ト ウ ミに いれ る と き,機 械 か らで た コ メ ヌカ を 袋 に い れ
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る と き,選 別 す る とき,い ず れ も ミが つ か わ れ る」*。現 代 の機 械 化 され た 脱殻 調 製 で

も,ミ は や は り必要 な ので あ る。 「この 辺 で は,稲 を 刈 り,10株 を1束 にま と め,田

で モ ミに して しま う。 む か しは ア シブ ミ(足 踏 脱 殻 機)で 実 を お と し,モ ミ ドウ シで

ふ る い わ け,コ メ と モ ミとを選 りわ け,ミ です くって ビ ク(ワ ラで こ し らえ た 容 れ 物)

に うつす 。 そ れ を家 まで リヤ カ ー で 運 び,軒 先 へ お いて お く」*。 「門 口 に ム シ ロを敷

き,ビ クか らム シ ロヘ ミで移 し,ま る2日 か わ か し,ド ウス(土 日)で モ ミス リ(籾

す り)を し,カ ワを む き,ト ウ ミに か け て ヌ カを 分 離 し,カ ナ ドウ シで お米 と モ ミを

選 りわ け,お 米 に な った もの を18 1の ミで 計 りなが ら72 1俵 につ め る。 ア シ ブ ミは

1940年 頃,コ ンバ イ ンは1967年 か らは い った」*。だか ら,「 ミは1軒 の家 で7丁 か ら

8丁 もな けれ ば農 業 は や って い けな か った」*。

 こ こで は2毛 作 が お こな わ れて い る。 「稲刈 は11月 は じめで,稲 刈 が す ん だ あ と,

181.8cm間 隔 を お いて 土 を 盛 りあ げ,ク ワで ミゾ(溝)を たて,カ ラス キ で耕 起 し,

ピコー キ とい う道 具 で砕 土 し,11月10日 頃 か らム ギ マ キ に かか る」*。夏 は 「6月 上旬

に ムギ カ リを し,ウ ネ だ った と ころ を掘 り くず し,整 地 した あ と,6月20日 頃 か ら田

植 をす る」*。その 農 作 業 の あ い だ を みて,「 田植 が す ん で か ら秋 作 業 にか か る まで,

ミをつ くる」*。瀬 古 で は,タ ケ ミの生 産 が,重 要 な 副 業 とな って い る。1960年 前 後 ま

で は カ イ コが 盛 ん にお こ なわ れ て い た が,そ の頃 まで は, 「春 さ き,養 蚕 のサ ナや ク

ワ ツ ミカ ゴ,マ ユ カ ゴな どを つ くって い た」*とい う。

4.石 川県羽咋郡志賀町

   a ところ
           と き

 国 鉄 金沢 駅 の駅 前 か ら東 来 行 の 特 急 に の り,能 登 海 浜 道 路 を とお って約1時 間 ほ ど

ゆ くと,志 賀 町 の 中心 の高 浜 町 のバ ス タ ー ミナル に つ く。 高 浜 町 は,も と若 狭 高 浜 の

漁 師 た ちが移 住 して きて 開 いた 町 とい い,高 浜 港 を ひか え,南 に は海水 浴 で に ぎ わ う

大 森 海 岸,北 に は磯 場 の志 賀 浦 海 岸 が つ づ い て い る 。町 の東 側 は遍 照 ケ岳 な ど,お お

む ね標 高130mか ら200mほ どの 丘 陵 が あ り,内 部 まで 水 田が つ くられ,古 墳群 な

ど の文 化 遺 産 が 散在 し,明 るい景 観 をて い して い る。

 志 賀 町 の町 域 は6,517haで,そ の57%が 山林 原 野 で あ るが,27.8%は 水 田,10. 6%

が畑 で,田 畑 の う ち92ｰ0が 基 盤 整 備 をお え,大 型 の農 業用 機 械 が導 入 され つ つ あ り,

い っぽ うで は,能 登 中核 工 業 団 地 や 都 市 計 画公 園 と して の柴 木 総 合 公 園 の造 成 もす す

め られ て い る。 人 口 は約17,400で,地 勢 と交 通 に め ぐま れ て い る た めか,第1次 ・2

次 ・3次 産業 に した が う人 た ちの割 合 が,そ れ ぞ れ 全 体 の1/3ず つ で均 衡 し,第2次

産 業 に 従 う人 た ち の うち34.3ｰ0は 製 造 業 で,地 元 の 近 代 的 設備 を もつ 多 くの職 場 が そ

の 勤 め先 とな って い る[志 賀 町 役 場 1976:1-6]。 港 で は,タ イ,カ レイ な ど,年 間

300 tの 水揚 が あ る と い う。
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 福 井 ・石 川 両県 に わ た って,マ ダ ケ の カ ゴ細 工 が お こな わ れ て い る が,そ の有 様 は,

志 賀 町 の タ ケ カ ゴ 細工 に よ って うか が う こ とが で きよ う。

   b タ ケ

 材 料 の マ ダ ケ は,「5年 ぐ らいた った もの だ と油 が ぬ け てつ か い に くいの で,3年

ぐ らい の もの が ネバ リが あ って よ い」*と い う。 「生 の もの は 弱 いか ら,冬 の あ い だ買

い た め て お い て,枯 れ て きた の を つか う」*。 「む か しは,山 へ い って タケ を 切 り,

37.5kgず つ1束 に た ばね て 運 ん だ 」*。高 浜 か ら6kmほ ど南 に あ る上 棚地 域 の丘 陵

地 帯 に は 良 質 の タ ケ が とれ る ので,そ こか ら買 った とい う。 「春 に切 った タケ は虫 が

つ くの で,タ ケ の切 り時 期 は11月 で,専 門 の タケ 屋 が,30.3cmも ので1本1束,

24.24cmの もの で1束2本 の 割 で た ば ねて 売 りに くるの を,い っぺ ん に 買 って お

く」*。この 割 だ と,15.15cmの もので1束4本 な い し5本 とな る が,そ れ で は細 す

ぎて 細 工 に む か な い か ら,せ いぜ い,21.21cmの もの を つか った 。買 った タケ は2

つ に割 り,貯 え て お く。 こ う して割 って お くと, 2年 で も3年 で も保 存 で き る とい

う。

 「タケ は,つ くる カ ゴ に よ って 大 き さや 幅 や厚 さが ちが うか ら,へ ぎ方 が 難 しい」*。

と くに志 賀 町 で は 何 種 類 もの カ ゴ を1軒 の カ ゴ屋 さん が,そ れ ぞ れ 作 りわ け る仕 事 の

や り方 な の で,こ とさ らそ の技 術 が 要 求 され る。 「子 供 の 頃,小 学 校 か ら帰 って く る
         

と,け い こ して こい とい わ れ,刃 物 を つか わ な いで」*,長 さ10cmぐ らい の 薄 い短

冊 型 の タケ の 切 れ は しで,「 見 よ うみ まね で,へ い だ タケ の切 れ端 同士 をか み あ わ せ,

細 か く割 る練 習 を した 。 い っぽ うの タ ケ の腹 で こず い て,い っぽ うの タ ケの 木 口に 切

り目を い れ,ナ タを 動 か す の と同 じよ うに タケ を動 か して,い っぽ うの タケ を 割 って

ゆ く。 そ う して,ナ タ で割 る とき の指 の 感覚 を お ぼ え る」*。 「割 る とき の手 加 減 を お

ぼ え させ られ た ものだ 」*。

 「タケ ヘ ギ が で き る よ うに な る と,マ メ テ ゴ(豆 テ ゴ)の よ うな簡 単 な もの を 編 ん

で,形 の と り方 を 勉 強 す る 。 ど ん な カ ゴで も,い っぺ ん に格 好 は とれ な いか ら,何 遍

もや りな お す」*。 「父親 か らカ ゴ細 工 を習 った が,や.り 方 を きい て も教 えて くれ な い 。

自分 で 考 え ろ,ひ とに い わ れ る よ り も自分 で おぼ え ろ とい って,決 して教 え て くれ な

か った」*。寸 法 な ど も,他 人 が つ く った カ ゴを み て,自 分 で 割 りだ し物 差 を つ くった

とい う。 だ か ら 「仕 事 に教 え られ た よ うな ものだ 」*。

   c 編 み方

 志 賀 町 で は,廻 し竹 を ア ミソ,立 竹 を タ テ,腰 立 を コ シア ゲ とい う。 編 み 方 は,基

本 的 に旅 目編 で あ る。

 まず,2つ に割 って 保 存 して お い た タ ケを 「作 るカ ゴの(廻 し竹 ・立 竹 の)長 さに.

あ わせ て ノ コギ リで 切 り,ナ タ で4枚 にへ ぐ。皮 の 部分 と身 の部 分 とをへ ぎわ け,そ

れ か ら身 の ほ うを,さ らに 細 か く2枚 にへ ぐ。 タ テ は余 り薄 い と弱 くて い けな い し,
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厚 い と採 算 が とれ ない か ら,こ の程 度 のへ ぎ方 が ち ょう どよ い」*とい う。

 「底 は,た いて い,4角 で,タ テ の あ いだ に,ハ サ ミとい う厚 い タケ を組 み こむ。

マ メ テ ゴ な ら,タ テ は10本 で,そ れ に5本 のハ サ ミを 加 えて 底 をつ くる」*。底 編 は4

つ 目 目潰 しで,ハ サ ミは 目潰 し竹 と い って よい(附 図2)。 「い まで は,こ の 底 の 形

式 が お こな わ れ て い る が,む か しは,ハ サ ミを十 文 字 に な らべ,そ れ に タテ を4本 組

み あわ せ,放 射状 に タ ケ を な らべ る底 の 作 り方 が お こな わ れて い た」*。また,ア ジ ロ

編 の 場 合 に は,2つ 跳 ね2つ 潜 りの ア ジ ロ編 が な され た とい う。 廻 し竹 の 最初 の1本

の こ とを ヨダ ンマ ワ シ(4段 廻 し)と い い,立 竹 は偶数 な の で そ れ を奇 数 本 に して 筑

目編 を な りた た せ る た め に,立 竹 の う ちの1本 を2つ に 割 り,4段 廻 しの末 端 を そ こ

には さ み こんで,す ぐ腰 立 に か か る。

 「カ ゴ の編 み 方 で,い ちば ん難 しい の は,コ シ の あ げ方 で,タ テを しな やか に擁 め

な が ら,急 に 曲 げ ない よ うに して形 を と って ゆ き,胴 の なか ほ どま で 編 ん だ ら,今 度

は肩 口 が しま る よ う,お さえ 加 減 に して編 み こん で ゆ く。 この胴 か ら肩 へ の編 み 具合
     くち
が難 しい。 口 の しま らな いカ ゴ くらい,み っと もな い形 の カ ゴ は な い」*。
                           へ

 縁 ま で編 み お え る と,幅10mmぐ らい の 縁 竹 を あて,「3.03 cmほ ど余 分 を み て,

タ テの 先 を 折 り と り,長 い の はハ サ ミで 切 り,長 さ181.8cmの ニ ガダ ケ で,1目 お

きに 巻 い て ゆ く」*。 「最 初 に巻 いた ニ ガ ダ ケ と,つ ぎに 巻 い た タ ケ とが 重 な りあわ な

い よ う に気 を つ け る」*(附 図2)。 「縁 の 仕 上 げ 方 で,カ ゴ が格 好 よ く も悪 くもみ え る

よ う にな る」*。

 高 浜 か ら4km北 上 した志 賀 浦 の 百 浦 や 小浦 の イ ソ地 帯 に は,テ ングサ,エ ゴ,ノ

リな ど がつ く。12月20日 頃 か ら2月 の 末 まで,冬 の さむ い さな か,岩 場 につ い た イ ワ

ノ リ の採 取 が お こな わ れ る。 そ れ は女 の人 た ちの 仕 事 で,イ ワノ リは香 が たか く,高

価 に売 られて い るが,採 集 作 業 に は危 険 が と もな い,波 に さ らわ れ る人 が絶 え な い と

い う。 この とき腰 につ けて ゆ くヨ コテ ゴ につ いて,以 上 の カ ゴ細 工 の 様子 を み る と,

この テ ゴは 高 さ21cm・ 底 の タ テ は15cm・ 底 の ヨコ は23 cm・ 重 さ3359で,底
                                                                                                 コ

か ら10cm上 の あ た りにふ ・くらみ が あ り,そ の部 分 の 値 は28 cmに25 cmで,ふ
                                                                                            

く らみ は底 の タテ ヨコ の22%な い し67ｰｰと な る 。 この ふ く らみ の張 りの 線 が,こ の カ

ゴ全 体 に充 実 感 を 与 え て い る。

 底 は4つ 目 目潰 しで,正 確 に幅.8 mmに 割 った皮 竹 と身竹 とを1本 ず つ 合 わ せ て1

筋 と し,4つ 目を 形 作 って い る。4つ 目は7筋 に5筋 で,計24本 で つ く られ て い るが,

廻 し竹 をか けて 筑 目編 を 完成 させ る た め,7筋 の う ちの 正 面1筋 だ け,1筋1本 の 立

竹配 りにす る。.目潰 し竹 は 幅15mm・ 厚 さlmm・ 長 さ22 cmの 皮 竹 で,皮 の 面 を

カ ゴの 内側 に む け て 目 をふ さ いで い る 。

 胴 は旅 目編 で,廻 し竹 に は幅3mmか ら2mmの もの を つ か い,皮 竹 と身 竹 を 交

互 に いれ,肩 に な り次 第,幅 のせ ま い 廻 し竹 を いれ る よ うに して 肩 の線 を だ して い る。
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廻 し竹 は長 さ2.8mほ どで,底 に も胴 に も よ くタ ケ 作 りが な され た良 質 の タケ が 用

い られ,編 み 方 も手 が た く,密 度 が たか い。

 縁 は,巻 口仕 上 げ で,立 竹 の先 端 を2つ か ら3つ に 細 か く割 り,縁 の方 向 に2本 い

っ し ょに折 りま げ,そ の外 側 に 幅6mm・ 厚 さ4mm・ 長 さ75 cmの 皮 竹 を あて,

そ の 上 か ら幅7mmの 皮 竹 を,1目 ご とに2度 巻 き,厚 さ12mm前 後 の 縁 を つ く

り あげ て い る 。縁 竹 と巻 竹 は,て いね い に面 が と って あ り,縁 仕 上 げ は簡 素 で す っ き

り とま とめ られ て い る。 口 の大 き さ は21cmに17.5 cmで,小 判 形 を して い て,口

と底 の タ テ ヨ コの割 合 は,タ テ1に 対 して,ヨ コ1.2な い し1.5と な る。 立 竹 は縁 の と

こ ろで,最 後 まで,2本 い っ し ょに して 折 りま げ られ,立 竹 と立 竹 の あい だ の 目に巻

竹 を巻 いて 仕 上 げ る。 そ こで,巻 竹 と巻 竹 との あ い だ に は透 き間 が で き,そ の透 き間

か ら下 の縁 竹 や立 竹 の折 り具 合 が み え て しま う。 巻 竹 の巻 き方 に,と くに 注意 した り,

て い ね い な縁 竹 づ く りが な され るの は,そ の点 か ら も必 要 な ので あ る。

   d 種 類

 志 賀 郷 竹 細 工 同業 組 合 の値 段 表 に は,つ ぎ の24種 類 の カ ゴが み られ る。

 ウマザ ル(馬 筑),ヂ ュ ウテ ゴ(中 テ ゴ),ヨ コテ ゴ(横 テ ゴ),マ メ テ ゴ,カ タ ニ

 ザ ル(肩 荷 筑),ハ エ ナ ワ(延 縄),イ コ ゾ コ,ノ リホ シ(海 苔 ほ し),ト リカ ゴ(鳥

 カ ゴ),ク ワ ツ ミ(桑 つ み),ノ リア ライ,ウ ドンカ ゴ,ソ オ ケ,セ ンタ ク カ ゴ(洗

 筑 カ ゴ),ワ ンカ ゴ(碗 カ ゴ),ッ メ カ ゴ(詰 カ ゴ),カ ク カ ゴ(角 カ ゴ),ニ カ ゴ(煮

 カ ゴ),ナ エ カ ゴ(苗 カ ゴ),ザ ル ブ タ(筑 蓋),バ イ カ ゴ,ザ ル,イ カ カ ゴ

 この うち,中 テ ゴは 一 名 バ バ テ ゴ とい い,畑 仕 事 や,イ ワ シ漁 に も って ゆ くカ ゴ,

マ メ テ ゴ は子 供 の お も ち ゃで,キ ノ コ採 りに もつ か う筒 型 の ちい さな カ ゴ
,イ コ ゾ コ

は ビク,鳥 カ ゴ は ヒ ヨ コを い れ る4角 な カ ゴ,ソ オ ケ は コ メ トギ に つ か い,18 1,

14.41,5.41な ど4種 が あ り,ツ メ カ ゴ は海 水 浴 に くるひ とた ちの お みや げ に貝 な ど
                 

を いれ る6つ 目の い れ この カ ゴ,角 カ ゴ は御 用 カ ゴで 町 へ 買 物 にゆ く とき に背 負 って

ゆ くカ ゴ,煮 カ ゴ は イ ワ シが た くさ ん とれ る と き,釜 で煮 て肥 料 にす る とき につ か う

カ ゴ,ザ ル蓋 はカ タ ニザ ル の蓋 で,魚 を売 る と き,魚 を な らべ るの に もつ か い,バ イ

カ ゴ はバ イ貝 を い れ る貝 カ ゴ で,こ こで は テ ゴや 御 用 カ ゴ,延 縄 な どの 漁 につ か うカ

ゴ,台 所 用 の カ ゴ,そ れ に 若干 の農 業 用 の カ ゴが つ くられ て い る。

 これ らの カ ゴ は,「 お 客 の注 文 が あれ ば,い くつ で もつ くる。 カ ゴ屋1人1人 ク セ

が あ るか ら,カ ゴ 細工 は,だ い た いの 形 や 寸法 は 同 じで も,カ ゴ ひ とつ ひ とつ,同 じ

に はで きな い もの だ」*。 「わ れ われ の 仕 事 は,き ま って いて,き ま らな い よ うな もの

だ 」*とい う。 「む か しは,家 々 を1軒1軒 廻 って歩 い て売 った もの だ 。 家 に よ って,

大 き めに して くれ,小 さ く して くれ とい わ れ る。 だ か ら,寸 法 は,そ う厳 密 な もの で

は な い」*。

 志 賀 町 で も,む か しは養 蚕 が盛 ん にな され て い た。 春 か ら秋 にか けて,朝 は や くか
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らカ ゴを売 りに あ る い た。 む か しカイ コの盛 ん な とき に は,そ れ は忙 しか った。 養 蚕

は,戦 後衰 え は じめ,い まで は もうや らな いが,盛 ん な時 期 に は,朝5時 か ら晩10時

まで,ヨ ナ ベを して,仕 事 をつ ぎか らっ ぎへ こな した 。冬 は ク ワつ み のオ オ ザル,中 ザ

ル,掃 立 の小 ザ ル,マ ユ イ レカ ゴ な どを つ くる」*。そ れ が現 在 で は,「 冬 はバ ィカ ゴ,

ノ リカ ゴ,夏 は み や げ の た め の カ ゴ,そ の あい ま に,頼 ま れ れ ば御 用 カ ゴや ソ ウ ケ を

つ くる」*。

5.長 野県上水 内郡戸隠村

   a と こ ろ

 中部 地 方 にお け る,い わ ゆ る ネ マガ リタケ 細 工 の代 表 的 な 産地 とい え ば,た め らい

な く,戸 隠 村 の 中 社地 域 を あ げ る こ とが で き る。 中 社 は,ネ マ ガ リタ ケ細 工 の み な ら

ず,全 国的 にみ て,タ ケ カ ゴ細工 の代 表 的 な生 産 地 の ひ とつ に か ぞ え る こ とが で きよ

う。

 戸 隠 の カ ゴ細 工 の 起 源 は,近 世 初 頭 の検 地 の時 代 にま で さか の ぼ る といわ れ て い る

が,は や くか ら,戸 隠 に参 詣 す る人 た ちの よ い おみ や げ とな り,近 世 の末 か らの 養 蚕

の発 達 や畑 作 の展 開 と あ い ま って,県 外 に もそ の名 を知 られ るに い た った とい う。 い

ま で こそ,中 社 ま で は,長 野 の バ ス タ ー ミナ ルか ら戸 隠 有 料 道 路 バ0ド ライ ンを つ か

って,1時 間 ほ ど で ゆ け るが,も と は,入 山 か ら豊 岡 をぬ け,約18kmの 曲 り くね

った 山 道 を た ど らね ば な らなか っ た し,村 の全 面積131.7km2の ほ とん どは 山地 で,

1戸 当 りの耕 地 は,わ ず か に2な い し3aで,主 作 物 は,ト ガ ク シダ イ コ ン,ジ ャガ

イモ,ソ バ の 類 に か ぎ られ た ので,む か しか ら,薪 炭 の生 産 や 運 送,養 蚕,タ ケ カ ゴ

細 工 に よ って現 金 収 入 を え な け れ ば な らなか った とい わ れて い る。

 戸 隠 村 は,飯 縄 山 の南 の麓 に ひ ろが る標高900mか ら1000 mの 地 帯 と荒 倉 山 の

東 側0帯,そ れ に,標 高1100mか ら1200m代 の中 社,宝 光 社 の2集 落,中 社 か

ら村 境 の 大 橋 ま で,5.5kmに わ た る戸 隠 高 原 の4つ の ブ ロ ック か らな る。 冬 は雪 が

深 く積 るが,雪 質 とス ロー プ に め ぐまれ,戸 隠 高 原 に は国設 ス キ ー場 が 設 け られて い

る。

   b タ ケ

 ネ マ ガ リダ ケ は,細 い の な ら,「 中社 附近 や 飯 綱 の 西側 の ス キ ー場,瑞 璃 山 や怪 無

山 の ス ロー プ に も,奥 社 へ ゆ く参道 の西 側 に も,密 生 して い るが,太 い よい タケ は,

奥 山 へ いか な い とな い の で,村 境 か ら黒姫 山 の南 斜 面 まで と りに ゆ く」*。戸 隠 で は,

尾根 を ツル ネ,山 腹 をノこバ,窪 を タル ミ,沢 をサ ワ とい って い る。 「オネ に は 短 い

タケ しか生 えて い な いの で,サ ワの斜 面 に密 生 す る ネ マガ リの な か か ら,適 当 な 太 さ

の もの を切 って くる」*。サ ワに 面 した斜 面 に は,以 前,ナ タで 切 り と った タケ の 切 株

が,ち ょ うど竹 槍 を な らべ た よ うに た って い て,注 意 して い な い と足 を踏 み ぬ きか ね

367



国立民族学博物館研究報告  2巻2号

な い有 様 で あ る 。

 ネ マ ガ リダ ケ は,「 長 いの は 大 人 の ウデ2つ 《フタ ヒロ)も あ る」*。 「俗 に ミロ ク

ス ン とい って,ヒ トヒロ に,親 指 と人 差 指 を ひ ろ げた 長 さ3つ 分 を 加 え た 長 さ」*のタ

ケ が ち ょうど よ い とい う。 フ タ ロ ク の もの もつ か わ れ る。

 切 りあ つ め た タ ヶ は,ヒ キダ ケ とい って,山 の沢 を利 用 して運 び だ して くる。 この

沢 の 搬 出 路 を ア ラシ とい う。 「小 さい タケ な ら150本 か ら200本,大 きい タケ な ら50本
        の    

ず つ 束 ね」*,束 の も との ほ うを 頭 の 上 に しば りつ け,タ ケ の先 の ほ うを,沢 の水 の な

か に つ け,ひ きず りな が ら,か け お りて くる。 「こ う して 搬 出 した タケ は,む か しは,

ウ マの 背 に6束 ず つ つ け,家 まで は こび,1月 の あい だ陰 干 しに して お く」*。 「ク ワ

ボテ(桑 ボ テ)な ら,1日 切 っ た分 量 で1日 分 作 れ る」*。1958年 頃 か らタケ の 搬 出 に

自転 車 を つ か うよ うに な り,時 期 に よ って は,沢 を 引 きお ろ した タケ を,山 の な か の

ドバ(土 場)ま で 運 び,そ こで,ナ タで4つ に割 り,細 い ク キ の上 の ほ うはセ ンで へ

ぎ,下 の ほ うはナ タ で へ ぎ,皮 と身 をへ ぎ わ け,身 の 部 分 を全 部 捨 て,皮 竹 だ けを 折

りま げて,背 中 当 て に ニ ナ ワ(荷 縄)で 背 負 って 帰 った 。現 在 で は,車 が つ か え るの

で,い くぶ ん 楽 に な った の で は な か ろ うか 。

   c 編 み方

 中社 で は,立 竹 を ツ ク リダ ケ,ま た は サ ンジ ャク,廻 し竹 を マ ワ シ とい って い る。

立 竹 に は 幅5mmの 皮 竹,廻 し竹 に は幅2mmの 皮 竹 が つ か わ れ る。

 細 工場 に は,厚 さ30mm,タ テ ヨコ45.45 cmの 四 角 な板 の 台 が あ り0ソ バ アゲ ザ ル

な ど編 む と きに は,こ の板 の うえ に長 さ40 cmの 皮 竹 を3本 ず つ い っ し ょに な らべ

て お き,片 足 で タ ケ を押 え なが ら,板 の う え にか が み こんで,底 の 中心 の ア ジ ロを編

ん で ゆ く。 そ れ が お わ る と,ナ ナ マ ワ シ(7廻 し)と い って,い ま編 ん だ ア ジ ロの う
                            

え に両 足 を か け,か が み こむ よ うに して,か らだ を ぐる ぐる廻 しなが ら,相 当 な速 さ

で廻 し竹 を か けて ゆ く。 この過 程 で3本1筋 だ った 立 竹 を2本 ず つ に分 け,放 射状 に

ひ ろ げて ゆ く。 水 で タケ を しめ し,キ リ(錐)の 先 で 編 目を つ め な が ら,ナ タの柄 で 目

を た た いて 目を締 め て ゆ く。 この廻 し竹 に は 「2年 か ら3年 た った,こ わ い タケ が つ

か わ れ る」*。

 底 編 が お わ る と,カ ゴ の 内側 にナ ベ の蓋 の よ うな ま る い板 の 型 を あ て,ヒ ゴで カ ゴ

の い ま ま で編 んだ と ころ を仮 りに とめ,ナ タで 廻 し竹 の先 を削 り,新 しい タ ケ を加 え

な が ら,腰 立 にか か る。 それ ま で は,皮 の 面 を カ ゴ の 内側 にむ けて 編 ん で い たが,こ

れ か らは外 側 に む け て編 む。

 縁 まで 編 み お わ る と,ハ サ ミで立 竹 の 先 を 切 りそ ろえ,立 竹 を折 りま げ,小 刀 で端

を切 り,ま るい型 板 を はず し,直 径 を計 り,あ らか じめ,両 端 を削 って 輪 に して お い

た縁 竹 を,小 さい カ ゴ な ら1本,大 きい カ ゴ に は2本 い れ,サ ワギ リとい う,刃 の ま

ん なか に溝 の つ い た 道 具 を つか って,巻 竹 を3回 巻 い て ゆ く。
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               表4 ソ バ ア ケ が で き る ま で

            時  間
イ ベ ン ト

aゴ
 b,

(a'-a'一 ・)
Σb'

1底 のアジロをあみはじめる 15=00 0:00 0=00

2底 のアジロをあみおわ る 15;05 0=05 0105

3 ナナマワシをかけは じめる 15=05 0300 0105

4 タテを2本 ずつにわける 15=19 0:14 0:19'

5 ま るい型 をあて る 15=23 0;04 0323

6 コシァゲ にかかる 15=25 0:02 0:25

7 タテのさきを,き りそろえる 15=34 0:09 0134

8 タテをお りまげ る 15:34 0:00 0:34

9ま るい型 をはずす 15=37 0:03 0:37

10 サ シワタ シを はかる 15:38 0=01 0138

11 フチのまきだけをつ くる 7=00 0:00 0338

12 フチのタケをあてる 7;15 0:15 0=53

13 フチをサワギ リでかが る 7:21 0306 0=59

14 タケの出をなお し,で きあが り 7:30 0=09 1:08

(注)10の イペ ン トで,そ の 日の仕事は切 りあげ,11か ら次 の日になる。

 あ る1枚 の ソバ ァゲ ザ ル に つ いて,そ れ を 完成 す る まで の 様 子 を,時 間的 に追 って

み る と,表4の よ う にな る。

 ソバ アゲ(ソ バ を ひ と りひ と りに盛 りわ け るの につ か うザ ル)に つ い て カ ゴ の編 み

方 を 調 べ て み る と次 の よ うで あ る。 こ のザ ル は 口の直 径24.5cm・ 高 さ35 mm・ 重

さ80gの 浅 皿 型 で あ るが,底 の 中 心 の差 渡10 cmが ア ジ ロ編,そ れ か ら胴 に か け て

筑 目編 縁 は巻 口仕 上 げ とな る。 全 体 は丈 夫 な皮 竹 で 編 ん で あ る。 底 の ア ジ ロ は,幅

5mmの 皮 竹 を3本 ず つ1筋 に ま と め,2つ 跳 ね2つ 潜 りで4筋 ず つ 組 み合 わ せ1そ

れ に,タ テ に2本 の タケ を 組 み合 わせ た筋 と,ヨ コに1本 の タケ だ けの1筋 とを 編 み

こみ,都 合54本 の立 竹 で 編 ん で い る。 底 の 中心 がで き あが る と,幅3mmの 皮 竹 を

3つ 跳 ね の要 領 で か けて ゆ き,そ れ ま で3本 ユ筋 だ った編 竹 を2本 ず つ に分 け,旅 目

編 に も って ゆ く。 底 の 中 心 を形 作 る タケ の 数 は54な ので;2本 ず つ にま とめ る と奇 数

筋 に な るか ら,筑 目 が な りた つ 。

 そ れ か ら,廻 し竹 を11回 まわ し,そ れ まで よ り もす こ し細 い幅2mmの 廻 し竹 で

胴 を 編 む。 底 の直 径 は19.5cmで,胴 は ゆ る やか に編 ん で あ る。 胴 の廻 し竹 の うち,

1本 だ け は,皮 が カ ゴの外 側 に で る よ う,細 か い心 づ か い を して い る。

 縁 ま で の ぼ りつ めた 立 竹 は,縁 の下 で1本 ず つ に わ け られ,い ま まで は2本 い っ し

ょだ った もの が,1本 ず つ 引 き は な さ れ る よ うな格 好 で折 りま げ られ,そ の外 側 に 幅

8mm・ 厚 さ2mmの 皮 竹 を そ え たの ち,上 か ら幅6mmの 皮 竹 を巻 い て仕 上 げ ら

れ て い る。 巻 竹 は,立 竹1本 ずつ の あ いだ にで きた 目 を1目 お き に,透 き間 な く巻 い
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て ゆ く。 縁 の太 さは,こ う して12mmに な るが,こ の巻 口仕 上 げ は,伊 豆 の2重 の

巻 口仕 上 げ と も,能 登 の 巻 口仕 上 げ と も別 の もの で あ る。

   d 種 類

 戸 隠 の ネ マガ リタ ケ 細工 は,旅 目編 の カ ゴ と,目 の 細 か い6つ 目編 の カ ゴ と,そ れ

に ブ タ カ ゴ(豚 カ ゴ)や,リ ン ゴ園 で つ か う目 の大 きい6つ 目の テ カ ゴ の3つ にわ け

られ る。 そ の うち,旅 目編 の ボ テ と リ ンゴの テ カ ゴ につ いて は,す で に 触 れ て み た

[中村 1973:72-76,1969:315-317]。

 1960年 当 時,盛 ん につ く られ て い た の は,ソ バ アゲ の ほか,ク ワ の葉 な どを い れ る

3つ の ボテ(直 径54.54 cmの オ オ ボ テ,48.48 cmの ナ カ ボ テ ,45.45 cmの ハ ンボ

テ),直 径51.51cm・ 高 さ15.15cmの セ ンベ ッカ ゴ(選 別 カ ゴ),ビ ク,キ ノ コ ト リ

の カ ゴ,そ れ に3種 類 の ミ(藤 箕,36 1,27 1,18 1),家 庭 用 の ザ ル や セ ッケ ンイ レ

な どだ った 。

 しか し,養 蚕 が盛 ん にお こな わ れ た 時代 に は,素 材 的 にか な らず し もむ い て い た か

どうかは別にして,養 蚕用のカゴが大量につ くられ,村 の繍 の大きな補いと罷 た

とい う。1882年 の 「信 濃 国 地 名一 覧 」 に は,戸 隠 の 名産 と して,ソ バ,氷 餅,幣 軸 竹

(ヘ ィ チ クダ ケ,ネ マ ガ リダ ケ),蚕 カ ゴの4つ を あ げて お り,養 蚕 カ ゴが,は や く

か ら,生 産 され て い た こ とが わ か る が,明 治 の末 か ら大 正 に か けて は,「 カ ゴさ え お

ぼ え て い れ ば暮 ら して ゆ け ると い われ て カ ゴ細 工 を は じめた 」*といわ れ る く らい,養

蚕 カ ゴ が,た くさん つ く られ た 。 そ の ほか で は,1955年 前 後 か ら,ほ とん どつ くらな

くな って しま った が,直 径57・57cmの,目 の 細 か い6つ 目編 の モ ミ ドオ シ(籾 通 し)

が よ くで まわ った と い う。 モ ミ ドオ シ は,別 名,ト ガ ク シ と いい,県 内 は も とよ り
,

県 外 で もさか ん につ か わ れ た 。

 戸 隠 の ネ マガ リタケ 細 工 も,こ の よ うに して,時 代 の波 を うけな が ら,現 在 の形 に

まで 次 第 に と との え られ て い った こと は疑 いな い 。

皿.若 干 の 考 察

 1 0般 に,職 人の仕事の仕方には,自 分のミセ,な いしは仕事場に落着いて客の
             いじよく

注文をうける店職(い わゆる居職)の 形と,注 文する人のところにいって仕事をする
でしよく

出職 との2つ の 型 が あ る とい われ て い る。 しか し,町 方 の職 人 の み な らず,ム ラの職

人 ま で 視 野 に い れ て考 え る と,2つ の 区分 だ けで は 表 わ しつ くせ な い,さ ま ざ ま の区

分(段 階)が あ る 。愛 知県 豊 根 村 の カ ゴを つ くる人 た ちの よ うに,自 分 で 材 料 を 選 び,
      つか りよう

運 び,自 分 の 使 い料 だ け をつ くる とい う と ころか ら出発 して,隣 …近 所 の 必 要 を まか な
                          たけみ

う とい う例 か ら,岐 阜 県 神 戸 町 の カ ゴ屋 さん た ちの よ うに,竹 箕 だ けを,問 屋 か らの

大 口注 文 で,大 量 に生 産 す る とい う型 もあ る。 そ して,そ の あい だ に は,沼 津 市 久 連
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の カ ゴ屋 さ んや石 川県 能 登 志 賀 町 の カ ゴ屋 さん た ちの よ うに,20数 種 の カ ゴ細 工 を,

注 文 次 第 で つ く りわ け ね ば な らな い例 な ど も,い た って ひ ろ くみ られ る。 そ こで,そ

れ ぞ れ の仕 事 のす す め方 ・営 み方 に応 じて,カ ゴ の形 の と り方 や カ ゴ細 工 の 手 法 が ど

の よ うに 対 応 して い た か は興 味 あ る問 題 に ちが い な い 。

 2 そ れ は そ れ と して,伝 統 的 な生 活用 具 をつ く りだ す,こ れ ま で の や り方 で は,

技 術 を 身 に つ け る仕 方 と して,い わ ゆ る職 人 と して の修 業 が主 流 で あ った 。子 供 の と

きか ら,親 方 の と ころへ 弟 子 に はい り,た い て い,親 方 の家 の 家 事 手 伝 な ど しな が ら,

仕 事 の雰 囲気 や 仕 事 ぶ り,客 との 応 対 の仕 方,仲 間 同志 のつ き あい な どを 身 に つ け,

そ れ か ら何 年 か か って 基 礎 的 な 技 術 を 習 い,さ らに ウデ をみ が く。 独 立 で きる よ うに

な る と,礼 奉 公 を して,ひ と りだ ち して ゆ くので あ る。 しか し,簡 単 な生 活用 具 で は,

素 人 とフ。ロの差 が ど こ にあ るか は 伏せ る とす る と,た とえ,親 方 の と ころ へ 出入 り し

な くて も,人 に頭 を お さえ られ な くて も,仕 事 ぶ り,労 働 の 型,道 具 の使 い方,技 術

上 の術 語 ・用 語,さ らに構 造 へ の 知識 な ど伝 え られ な くと も,カ ン と根 気 さ え あ れ ば,

結 構 上 手 につ くれ る し,も と も と 自分 た ちで つ か う もの なの だ か ら,心 の こ も った,
                                 

使 い ご こち の よ い もの を つ くりだ す可 能 性 を もって い る。 あ る もの が伝 え られ,定 着
                                                コ           

して ゆ く とき,お そ ら く,道 具 や機 械 ばか りで な く,制 度 も,こ とば も,し ぐさ も し
         

きたりも,AとBと のあいだには,形 のうえではよく似ていても,そ れが偶然の結果

である場合がありうるし(独 立発生 ・可能性の制限など),意 識的に似せる場合でも,

作 りだす技術がつたえ られる場合(こ れには厳密に伝え られる場合 とそうでない場合

とがある),そ して,し かも,形 が同じ場合 と似ていない場合,技 術は直接に伝わら
               

な く と も,出 来 あ い の もの を ま ね る こ とか ら,形 は それ ほ ど ちが わ な い もの を つ く り

だせ る場 合 な どが あ りう る。 豊 根 の カ ゴ細 工 の あ りか た が,こ の最 後 の型 に ふ くま れ

る。 カ ゴ細 工 とい う もの は,本 当 は,そ うい う もの なの か も しれ な い し,そ うい う行

き方 もあ って よ い。

 3 カ ゴの 形 や 作 りに は,た い て い,む か しか らそ の 土 地 で ま も られ,育 て つ づ け

て きた,ま た,そ う した型 を支 え る,そ の土 地 特 有 の 好 み が あ る 。久 連 の 関東 風 の2

重 の 巻 口仕 上 げ の 手 法 や,志 賀 町 の能 登 の カ ゴ にみ る2重 の 巻 口仕 上 げ,豊 根 の6つ

目 目通 しな ど もそ の1例 で,同 じノ リ採 りの カ ゴで も,久 遠 と志 賀 町 で は,こ こで と

りあげ た よ うに,形 は ま る で ちが う。 神 戸 町 の竹 箕 の と こ ろで 紹介 した よ うに,ミ の

縁 づ く りに は,は っき り意 識 さ れ て い る よ う に,と こ ろ に よ って作 りが は っき り異 な

る。 そ こで,そ れ ぞ れ の形 や技 術 が どれ ほ どの ひ ろが りを も って い る か が,あ らた め

て,問 題 に され て よ い 。

 4 マ ダ ケ の カ ゴ 細工 とネ マガ リダ ケ の タケ 細 工 との あ い だ に は,も し仮 り に こ の

2つ の カ ゴ細 工 が,ま った く独 自 に形 作 られ た もの で は な い と した ら,ど の よ う な関

係 が あ った の だ ろ うか 。 この2つ の カ ゴ細 工 の あ い だ に,た とえば,親 子 の 関 係 が あ
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った と した ら,ど ち らが 親 な の だ ろ うか。 ま た,姉 妹 の 関 係 が あ った と した ら,ど ち

らが妹 な のか 。 あ るい は;2つ は異 母 兄 弟 なの だ ろ うか 。 とお くさか の ぼ って,た ぶ

ん,殻 物 栽 培 と結 び つ い て,マ ダ ヶ の タ ケ細 工 が 列 島 を 北 に の ぼ り,そ の影 響 か らネ

マガ リや スズ の カ ゴ細 工 が生 ま れ た とい う思 い つ き もで き る し,い っぽ うで は,こ れ

ま で掘 りだ され た 遺 物 や 遺跡 の有 様 か ら,も うす こ し古 い 時期,す で に別 のル ー トを

とお って,カ ゴ細 工 が,こ の列 島 に根 づ いて い て,そ こに南 の(と い うい い方 は ま こ

とに不 正 確 な い い 方 な の だ が)カ ゴ細 工 が お よん だ とい う思 いつ き も成 りた つ 。 こ う

した,我 が 国 の カ ゴ 細工 の起 源 につ いて は,も ち ろん遺 物 や遺 跡 の 様 子 か ら裏 づ け ら
                                

れ ね ば な らな い が,そ う した推 測 へ のい と ぐ ちを,マ ダ ケ な りネマ ガ リダ ケ の タケ 細

工 の現 状 の,詳 しい比 較 か らた ど りは じ め る追 い つ め方 が あ って よ い。2つ の タケ 細
                            コ                

工 の係 りあい を,そ こま で さ か の ぼ らせ る こ とを た め らい が ち な人 た ち に とって も,

マダ ケ,ネ マ ガ リ,そ れ ぞ れ の カ ゴ細 工 を 独 自 に発 展 さす こ とを試 み る人 た ちに と っ

て も,2つ の カ ゴ細 工 を 比べ あ わせ て み る こ とは,い と ぐ ち とな る に ちが いな い 。
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中村  中部地方 タケカゴ細工の諸相

1 イ ソビク,静 岡県沼津市久連。

2 メカゴ,愛 知 県豊根村。

3 ヨコテゴ,石 川県羽咋郡志賀町。

4 バイカゴ,同 上。

5 ソバアゲザル,長 野県上水内郡 戸隠村中社。

6 セッケ ンィ レ,同 上 。

  附図1 中 部 地方 の タケ カ ゴ細 工
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 7 久連 のイソビクの縁づ くり

 8 豊根 村のメカゴの縁づ くり

 9 志賀 町のヨコテゴの縁づ くり

 ユ0 ヨコテゴの底の中心部

 11志 賀町 のザルの底あみ

 12 タケを割 る(志 賀町)

附 図2 中部 地方 の タケ カゴ細 工
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13愛 知県豊根村 のカゴ細工

14   同

15   同

16   同

17長 野県戸隠村の カゴ細工,ト ガ クシ(ム ギブル イ)

18   同

 附図3 中部地方のタケカゴ細工
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19 タケキ リに山へはいる        20 タケを切る

21 タケを束ねる            22 タケヘギ

23 タケヘギ(ナ タで身 をそ ぎお とす)   24 タケヘギ(ナ タで割 る)

     附 図4 戸 隠 村 の ネ マガ リタケ細 工(196ユ 年)
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