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アンデス地域,ト トラの民族植物誌

山 本 紀 夫*

Ethnobotanical Notes on the Totora Reed in Andes

Norio YAMAMOTO

   Totora (Scirupus  californicus) is a bulrush widely distributed in 
the Americas. In the Andes of South America it grows wild in 
marshy localities from the coastal lowlands to the highlands. In 
the Andes it has been exploited by man, as is evident from archaeo-
logical and historical records. The totora is still locally important, 

and is used, inter alia, for food, forage, fuel, house building (wall and 
roof), mats, floats and sails for fishing, and for the construction of 
artificial islands to provide dwelling space. 

   Based on fieldwork conducted three times, from 1977 to 1979, 
this article discusses the taxonomy, uses and cultivation of totora 
reed in highland Ecuador (among the Otavalo people), the 
northern coast of Peru and the Lake Titicaca area of Peru (Uro), 
and in Bolivia (Aymara). The four different types of reed float 
found in these areas are examined in relation to the physical 
environment, in terms of form and framework, weaving technique 
and usage.
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1.は じ め に

　 1977年6月 末 か ら9月 初 旬 にか けて の約2カ 月 聞,わ た しは 南 ア メ リカ の ア ンデ ス

地 域 で,本 館 の 資料 収 集 調 査 に従 事 した 。本 稿 は,主 と して,こ の 収集 調 査 で 得 られ

た資 料 を も とに,ト トラ(totora)の 呼称 を もつ 植物 の分 類 と分 布,ト トラを 素 材 とす

るモ ノの 製 作 技 術 と利 用 法,ト トラの栽 培 方 法 な どを報 告,こ れ らの報 告 を とお して

ア ンデ ス地 域 にお ける ト トラ利 用 の発 達 の意 義 と背 景 に つ い て若 干 の 考 察 を試 み よ う

と す る もの で あ る。

　 ト トラは 栽 培 植物 で は な く,ア ンデ ス地 域 に 自生 す る 野生 の植 物 で あ るが,テ ィテ

ィカ カ湖 の葦 舟 の 材料 と して利 用 され る ことで,よ く知 られ て い る(写 真1)。 ま た,

ア ンデ ス高 地 で は,ト トラ は原 住 民,イ ンデ ィオ に よ って,家 の 屋 根,壁,マ ッ トな

どの材 料 と して,さ らに食 料,燃 料,飼 料 と して 利 用 さ れ る な ど,さ ま ざま な 用途 を

もち,き わ め て 重要 な植 物 と な って い る。 した が って,ト トラお よ びそ の 利 用 につ い

て の記 述 は 少 な くな く,と くに葦 舟 は,そ の材 料 お よび 形態 が特 異 なた めか,16世 紀 の

ク ロニ ス タの 記録 をは じめ と して,今 日に至 る まで 数 多 くあ る[ア コス タ1966(1590)

CoBo　 l　890;YAcovLEFF　 y　HERRERA　 1934;LA　 BARRE　 1937-1938;TscHoplK

l963;EDwARDs　 l965;SoLa　 1967;VARcARcEL　 1978ほ か]。

　 しか しな が ら,こ れ らの 記述 の ほ とん どが き わ めて 断 片 的 で あ り,単 な るモ ノの 紹

介 に と ど ま って い る。 ト トラ と呼 ばれ る植 物 が 具体 的 には 何 で あ るの か,ト トラを材

料 と して つ くられ る モ ノ の製 作 技 術 や ト トラの 利 用 方 法 な ど につ い て,く わ し く記述

した もの は,き わ め て ま れ で あ る。 た とえ ば,葦 舟 は ア ンデ ス各 地 で み られ,ま た ア

写真1　 ティティカカ湖 の葦舟(ウ ロ族)と トトラ。周辺 の植物 はすべて トトラである
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ンデ ス の伝 統 的 物 質文 化 の なか で は,も っと も よ く知 られ た もの で あ る と 思 わ れ る

が,そ れ さえ も製 作方 法 ま で くわ し く記 述 した も の と し て は,ボ リビア領 ア イマ ラ

(Aymara)族 の 葦舟 につ いて のSolcの 報 告 が 唯 一 と い って よい 状 態 で あ る[SoLc

1967ユ。

　 一 般 に,従 来 の ア ンデ ス にお け る民 族 誌 な ど にお い て は,こ の ト トラ利 用 に か ぎ ら

ず,物 質 文 化 の材 料 や 製 作 技 術 を くわ し く記 述 した もの は,た い へ ん少 な い。 と ころ

が,近 年 の工 業 製 品 の 普 及,交 通 手 段 の 発 達 な どの い わ ゆ る近 代 化 の影 響 を うけ て,

ア ンデ スの 伝統 的 な物 質 文 化 は 急速 に変 化,消 滅 しつ つ あ り,当 然 それ に と もな う民

族 技 術 も消 滅 す る傾 向 にあ る。

　 本 稿 で,葦 舟 を 中心 と して,ト トラ利 用 の実 態 を くわ し く報 告 しよ うとす る意 図 も,

ト トラを 素 材 とす る モ ノや その 利 用 も早 晩 な くな って しま うか も しれ ない,と か ん が

え たか らに ほか な らな い。

皿.調 査および調査地 の概要

　 トトラを材料として製作 されるもののなかで,最 大のものは葦舟である。今回の調

査で,こ の葦舟を収集の対象としたのは,そ れが現在アンデス地域で展示標本資料と

して入手できる最大のもので,博 物館においても展示効果が大きいとかんがえたから

である。したがって,調 査は,現 在なお葦舟を製作している地域を中心におこなった。

調査地は,エ クアドル北部高地,ペ ルー北海岸、ペルー領ティデ ィガカ湖ら およびボ

リビア領ティティカカ湖の4地 域である。

　このうち,ボ リビア領ティティカカ湖をのぞ く,上 記三地点で,葦 舟の製作を依頼

し,製 作技術や利用法を観察,材 料となる トトラは採集 し,脂 葉標本をつ くって,帰

国後同定 した。これらの葦舟,附 属品,製 作道具および材料の トトラは,い ずれも現

在本館に収蔵されている。 ボリビア領 ティティカカ湖の葦舟については,先 述した
　

Solcの くわ しい報告 もあるため,製 作の一部の観察と聞きとりにとどめた。 これら

の調査地での滞在中,周 辺地域を含めて,葦 舟以外の トトラ利用,そ の他の トトラに

かんする情報を集めた。

　なお,こ の収集調査では,各 地点での滞在期間はいずれ もせいぜい一週間と短 く,

調査は充分ではなかった。そのため,そ の後1978年 と1979年 の2回,ア ンデスを訪れ

る機会を得たので,こ れらの調査地を再訪 して短期間なが ら追加調査をおこなった。

調査地は図1の 環境区分図のなかに示 した。この図を参考にしながら以下に,各 調査
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図1　 ア ンデ ス地 域 の環 境 区分 図(C.Troll[1968]を 簡 易 化)

地 の 概 要 に つ い て述 べ て お き た い。

　 エ クア ドル で は,北 部 高 地 の イン バ ブ ラ(Imbabura)地 方 の ヤ ウアル コチ ャ(Ya-

huarcocha)湖 とサ ン ・パ ブ ロ(San　 Pablo)湖 で調 査 を お こな った 。 い ずれ も,エ ク

・ア ドル の 首都 の キ ト((Quito)市 か ら北 方 に 数 十kmの 距 離 に あ って,前 者 は イバ ラ

(lbarra)市 の郊 外,後 者 は オ タバ ロ(Otavalo)市 の郊 外 に位 置 して い る。 湖 面 標 高
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は と もに3,000m前 後 で,湖 の大 き さは正 確 に は あ き らか で ない が,ヤ ウア ル コチ

ャ湖 の方 が す こ し小 さ くて,周 囲 約lkmあ ま り,サ ン ・パ ブ ロ湖 は数kmく らい

で あ る。 この うち,葦 舟 を 観 察,収 集 した の は サ ン ・パ ブ ロ湖 で あ る 。 ヤ ウアル コ チ

ャ湖 で も 葦 舟 利 用 が み られ る と の報 告 もあ った[EDWARDS　 1965]が,現 在 は す で

に葦 舟 製 作 を お こな って い な か った 。

　 エ クア ドル北 部 高 地 は,織 物 とそ の交 易 で よ く知 られ て い る オ タバ ロ(Otavalo)族

が居 住 して お り,さ き に あ げた オ タバ ロ市 や イ バ ラ市 は,こ れ らオタ バ ロ族 の 交 易 の

中心 地 と な って いて,週 に一 度 ご とに 大 き な市 が ひ らか れ る。 オ タバ ロ族 の 生 業 は,

織 物 の ほか に,ト ウモ ロコ シ,小 麦,ジ ャガ イ モ な ど を中 心 とす る農 業 で あ る。 サ ン

・パ ブ ロ湖 お よび ヤ ウアル コ チ ャ湖 の 湖畔 の住 人 も,ζ の オ タバ ロ族 で あ るが,こ の

両 地 域 に特 徴 的 な点 は織 物 や 農 業 の ほ か に,ト トラ を利 用 して,エ ス テ ー ラ(estera)

と よ ばれ る マ ッ トを製 作 し,そ れ を 先 述 した オ タバ ロ市 や イバ ラ市 の市 で 販 売 す る こ

とが生 業 の一 部 とな って い る こ とで あ る。

　 植 生 の うえ で は,こ れ らの 両地 域 は と もに,図1に 示 さ れ て い る よ う に草 地 帯 に属

して い る。 現 在 は,他 の ア ンデ ス高地 と同 様,オ ー ス トラ リア か ら導 入 され た と され

るユ ー カ リが ま ば らに み られ るが,基 本 的 に は高 地 の 寒 さ の た め に草 地 帯 とな って い

る と こ ろで あ る。葦 舟 お よ び マ ッ トに利 用 され る ト トラは,ヤ ウァル コチ ャ湖 もサ ン

・パ ブ ロ湖 も と もに,そ の 湖 畔 の 浅 瀬 に 自生 して い る。

　 ペ ル ー の 海 岸地 帯 で の調 査 地 域 は,北 部 の トゥル ヒー ヨ(Trujillo)市 あ た りか ら南

部 の ア レギ パ(Arequipa)一 市 に一ちカ〉一い カマナ(Camana)市 ま で の ぼぽ 全域 にわ だ る。

この地 域 は,ア ンデ ス 山脈 か らなが れ お ち る河川 に よ って つ く られ るオ ア シス状 の と

ころ を除 けば,大 部 分 が砂 漠 地 帯 とな って い る(図1)。 リマ市 か ら ト ゥル ヒー ヨ市 に

か け て の 中央 海 岸 か ら北部 海 岸 地 域 にか けて は,マ ッ トつ く りな どの ト トラ利 用 が点

々と み ら れ る が,葦 舟 製 作 を お こな って い た の は トゥル ヒー ヨ市 郊外 の ワ ンチ ャ コ

(Huanchaco)村 だ けで あ った 。

　 ワ ンチ ャコ村 は,海 岸 に面 した,戸 数100戸 ば か りの小 さな 漁村 で,生 業 は 葦 舟 を

つ か って お こなわ れ る小規 模 な漁 業 と,や は り ト トラの マ ッ トづ くりで あ る。 ワ ンチ

ャ コ村 の住 民 は,い ず れ もい わ ゆ る メ ステ ィー ソ(mestizo)で,ス ペ イ ン語 の み が 話

され る。 この葦 舟 や マ ッ トづ くりの材 料 と な る ト トラは,村 の周 囲 に は 自生 して い な

い の で,野 生 の もので は な く,栽 培 した もの が つ か わ れ る。

　 3番 目の 調査 地,テ ィテ ィカ カ湖 は,湖 面 標 高3,800mあ ま り,面 積 約8,500　 km2

で,こ の湖 畔 に トトラが 自生 して い る。 た だ し,ト トラ は湖 畔 す べ て に,均 一 に分 布

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 955
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して い るわ けで は な く,テ ィテ ィ カ カ湖 の 北部 と南 部 に,と くに豊 富 に 自生 して い る。

そ して,こ の北 部 で,ト トラを 利 用 して生 活 して い るの が ウ ロ(Uro)族 で,南 部 が ア

イ マ ラ(Aymara)族 で あ る。

　 ウ ロ族 は,ウ ル(Uru)族 と もいわ れ,言 語 的 に は ア ンデ ス高地 の農 牧 民 で あ るケ

チ ュア(Quechua)族 や ア イ マ ラ族 と も異 な る ウル ・チ パ ヤ(Uru-Chipaya)語 族 に所

属 す る。 ウル ・チパ ヤ語族 と して は,そ の 居 住 域 は ペ ル ー領 テ ィテ ィカ カ湖 に浮 島 を

つ く って居 住 す る グル ー プ の ほか に,湖 岸 の 北 側 とボ リビア 領 ポー ポ(Poopo)湖 畔

に も居 住 して い るグ ル ー プが あ る[LA　 BARRE　 1963]。 調 査 を お こな った の は,浮

島 の方 で,こ れ まで 浮 島以 外 の グル ー プ につ いて は 調 査 の機 会 を 得 て な い ので,本 稿

で は ウ ロ族 と い う場 合,こ の 浮 島 に居 住 す る グル ー プ に 限定 す る。

　 この浮 島 に居 住 す る ウ ロ族 は,現 在 人 口約1,000人 ～1,500人 と いわ れ,そ の生 業 は

漁 業 と狩 猟 で あ るが,こ の ウ ロ族 を特 徴 づ けて い るの は ト トラに全 面 的 に依 存 した 生

活 で あ る。 この特 異 な生 活 の た め に,最 近 で は一 部 の浮 島 は観 光 地 化 しつ つ あ る が,

この トトラに全 面 的 に依 存 した 生 活 は変 らな い。 た だ し,湖 岸 に住 む ア イマ ラ族 の影

響 で,ウ ロ語 を は なす 者 は ほ とん ど な く,普 通 は ア イ マ ラ語 が は な され,ス ペ イ ン語

も普 及 しつ つ あ る 。

　 ボ リビア 領 テ ィテ ィカ カ湖 で は,ス リキ(Suliqui)島 で 調 査 を お こな った 。 この ス

リキ島 お よび周 辺 部 は すべ て ア イマ ラ族 が居 住 して お り,農 耕 のか た わ ら小 規 模 な漁

業 も お こな って い る 。

　 こ のテ ィテ ィカ カ湖 お よ び その 周 辺部 も,エ ク ア ドル 北 部高 地 と同 様,植 生 的 に は

草 地 帯 で あ って,樹 木 は移 入 され た ユ ー カ リの ほか に は,若 干 の灌 木 が み られ る程 度

で あ る。 した が って,こ こで と りあ げ た 調査 地 は,海 岸 砂 漠 地 帯 と高 地 草原 地 帯 で植

生 的 には ま った く異 な って い る もの の,一 般 に船 の 材 料 とな る樹 木 が 得 に くい と こ ろ

に位 置 して い る とい う点 で は共 通 して お り,ト トラが 船 の 材料 と して 利 用 され る生 態

的 背 景 が うか が え る 。

皿.　 ト トラの 分類 と分 布

　葦 舟 づ くりを 調 査 した4地 点,す な わ ち エ クア ドル 北 部 高地,ペ ル ー北 海岸,ペ ル

ー領 テ ィテ ィカ カ 湖,そ して ボ リビア 領テ ィテ ィカ カ湖 で の,葦 舟 の材 料 は い ず れ も

ト トラ(totora)と よば れ る植 物 で あ った 。 この う ち,ペ ル ー 北海 岸 の ワ ンチ ャ コ村

で は,後 述 す る よ う に,栽 培 下 に あ る ト トラを利 用 して い た が,そ の他 の地 域 で は い
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ず れ も野生 の ものを 採 集利 用 して いた 。

　 これ ら4地 点 で 観 察 され た ト トラは,い ず れ もき わ めて よ く似 た特 徴 を もって い る。

す な わ ち,そ れ は湖 畔 の浅 瀬 や湿 地 な ど の沼 沢 地 に群 生 して 生 育 して い る多 年 草 で,

そ の 根 茎 は 太 く,長 く,横 に は い,節 か らひ げ根 を だす 。 ま た,こ の 節 か ら,直 径

1～2cm,草 丈2～4　 mに 達 す る,ほ ぼ 円柱 形 の茎 が 直 立 して い る。 この茎 は,内 部

が つ ま って お り,表 面 は な め らか で,濃 い緑 色 を 呈 して い る 。茎 の先 端 は細 く,そ の

先 端 よ り,多 数 の小 穂 か らな る花 序 が あ る(写 真1)。

　 採 集 後 の 膳 葉 標 本 で 同定 した 結果,こ れ らの ト トラ と よば れ る植 物 は いず れ もカ ヤ

ツ リグ サ科 ホ タル イ 属 のScirpus　 cattfornicusで あ った 。　Koyamaに よれ ば,　S.　catzfor一

η磁 ∫ はsubsp.　 catzfornicusとsubsp・Tatoraの 二 つ の 亜 種 に わ け られ[KoYAMA

1963],Heiserは これ らの亜 種 が 別 種 で あ る可 能 性 を示 唆 して い る[HEIsER　 l979]。

subsp.　 Tatoraとsubsp.　 calijornicusの ちが い の うちで,も っ と も 区 別 しや す い特 徴

は,前 者 の花 序 が 密 で あ るの に 対 し,後 者の それ は疎 に な って い る点 で あ る。 この特

徴 に着 目 して,上 記 の ト トラを 分類 す る と,テ ィテ ィカ カ湖 の も の は い ず れ も&

calzfornicus　subsp.　 Tatoraで,ペ ル ー北 海 岸 や エ クア ドル北 部 高 地 の ト トラはsubsp・

catzfornicttsで あ つた 。

　 そ の分 布 はsubsp.　 catzfornicusが 北 ア メ リカの カ リフ ォル ニ ア南 部 か ら,メ キ シ コ

を経 て,チ リ北 部 や ア ル ゼ ンチ ンまで と きわ め て広 いの に対 し,subsp.　 Tatoraの 分

布 は ボ リビ ア,ペ ル ー,チ リ な どの南 ア メ リカ に限 定 さ れ る。 ま た,一 般 にsubsp.

Tatoraはsubsp。 　catzfo-rnicusよ り も高 地 部 に分布 してい るが,　 S.　catzfornicusの 種 レ

ベ ルで は海 岸 の 低地 部 か ら標 高4,000m以 上 の高 地 まで 分布 して い る。 そ して,そ

の 自生 地 は,湖 畔,川 の堤 防,沼 沢 地 な どで あ る と され る[KoYAMA　 l　963;HEISER

l979]。

　 じっさ い に,ア ンデ ス地 域 で は海 岸 低地 部 か らア ンデ ス高 地 部 まで の湿 地 状 に な っ

た と ころ で は,ご く普 通 に この植 物 が み られ る。 しか し,花 序 の構 造 上 の特 徴 を のぞ

けば これ らの二 つ の亜 種 は ほ とん ど区 別 が つ か な い もので あ り,利 用 の点 で もちが い

はな い よ うで あ る。 した が って,以 下 の報 告 で は これ らの 亜 種 を 区 別 しな い で,S.

calzfornicusを ト トラと して 記 述 して ゆ くこ と にす る。

　 た だ し,ア ンデ スの 総 て の地 域 でS.calzforniCUSがtotoraと よば れ て い るわ けで は

な い。 た とえ ば リマ(Lima)市 に ちか い 中央 海 岸 地 域 で は,　totoraと い う呼 称 は ガ マ

(Typha　 sp・)に 与 え られ,　S.　calzfornicusは フ ンコ(junco)と よ ばれ て いた 。 さ らに,

Towleも,ペ ル ー で ガ マ がtotoraと よば れ て い る ことを報 告 して い る。 ペル ー北 海
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岸 地 域 で は,S.　 calzforniCUSはtotoraと よ ば れ る が,フ ン コ は カ ヤ ツ リ グ サ 属 や ホ タ

ル イ 属 の な か で 草 丈 の 小 さ い も の の ほ か,イ グ サ 科 のJttncus　 spp.な ど の 総 称 と な

っ て い る 。Sagasteguiも こ の 北 海 岸 で 草 丈 の 小 さ い ホ タ ル イ 属 植 物 のS.　 oZWや カ

ヤ ツ リグ サ 属 の(],vulgarがjunCOと よ ば れ て い る こ と を 報 告 し て い る ほ か,コ ロ ン

ビ ア で もS.validzcsがjuncoと よ ば れ る[SAGAsTEGul　 l973:137;PEREz　 1978:

281]。 ま た,Heiserに よ れ ば,ペ ル ー 中 央 高 地 で はtotoraはJancus　 sp.の こ と で,

S.californicusはmermeと よ ば れ て い る,と い う[HEIsER　 1979:222]。

　 ・表1は これ らを ま と め た も の で あ る が,こ の よ う に,totoraと よ ば れ る 植 物 は,地

域 に よ っ て は,必 ず し も ＆calzforniCUSで は な い こ と が あ り,ま たS.　 calzfemicusは

totoraと よ ば れ て い な い こ と が あ る 。 と こ ろ が,こ れ ま で の モ ノ グ ラ フ な ど で は

totoraやjuncoと しか 記 述 して い な い 場 合 が 少 な くな い の で,個 々 の 報 告 を 読 む と

き は 注 意 す る 必 要 が あ る 。

　 な お,ウ ロ 族 は,ト ト ラ を さ ら に,二 つ の グ ル ー プ に わ け る 。 オ ル コ ・ ト トラ(orko

totora)と カ チ ュ ・ ト トラ(kachu　 totora)で あ る 。 オ ル コ,カ チ ュ は,そ れ ぞ れ オ

表1　 ア ンデス地域における トトラお よび類 似植物 の呼称 と学名

地 域
(部族名)

コ ロ ン ビ ア

エ ク ア ドル 高 地

(オタバ ロ族)

ペ ル ー 北 海 岸

ペ ル ー 中央 海 岸

ペ ル ー 南 海 岸

ペ ル ー中 央 高 地

ペ ル ー 南 部 高 地

(ウ ロ族)

ボ リビア北部高地

(アイマ ラ族)

ア ル ゼ ン チ ン

呼 称

 junco 

totora 

 totora 

junco 

junco 
totora 

matara 

totora 

merme 

totora 

totora 

junco 
totora

学 名

Scirpus validus 

S. californicus 
subsp. californicus 

 S. californicus 

subsp.  californicus 

S. olney, Cyperus  corymbosus 

S.  californicus 

 Typha sp. 

S.  californicus? 

Juncus sp. 

S.  californicus 

S.  californicus 

subsp.  californicus 

S.  californicus 

subsp.  californicus 

S.  californicus 
T.  angustifolia

報 告 者※

Perez [1978] 

Sagastegui [1973] 

Heiser  [1979] 

Towle [1961]

※無記入は筆者の調査にもとつ く。
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ス,メ スの 意 味 な の で,オ スの トトラ とメ スの ト トラの グル ー プ にわ け るの で あ る 。

ウ ロ族 の表 現 を か り る と,オ ル コ ・ トトラは カ チ ュ ・ ト トラ よ り,草 丈 が大 き く,茎

が太 く,丸 い 。 また,オ ル コ ・ ト トラが 一部 地 域 で しか み られ な い の に対 し,カ チ ュ

・ ト トラ は ど こに で もあ る,と いわ れ る。 これ ま で の報 告 か らみ るか ぎ り,テ イテ ィ

カ カ湖 畔 に 自生 す る ト トラは,す べ てS,cagzfornicuS　 subsp.　 Tatoraと か ん が え られ,

また この種 に雌 雄 異 株 は知 られ て い な い の で,こ の二 つ の トトラの ち が い は,異 な る

環 境 条 件 に よ って生 じた生 態 的 変 種 で あ る可 能 性 が あ る。 ウ ロ族 は,後 に くわ し く述

べ るよ う に,ト トラを葦 舟 や 彼 らの 居 住 す る 島,家 な どの 材料 とす る ほか,食 用 や 燃

料 と して も利 用 し,こ れ らの用 途 に応 じて,オ ル コ ・ ト トラ とカ チ ュ ・ ト トラを つ か

い わ け る。 した が って,こ の ウ ロ族 に よる ト トラの分 類 方 法 は,ウ ロ族 と ト トラ との

長 く,か つ 密 接 な 関係 を示 して い る もの と思 われ る。

IV.　 ト ト ラ の 利 用

1.葦 舟

　 　 1)葦 舟 の 材 料

　葦 舟 は,英 語 でreed　 boat,ス ペ イ ン語 でbalsa(筏)の 名前 で,一 般 に知 られ て い

るが,は じめ に この 名 称 につ いて 検 討 して お きた い。 とく')うのは,葦 舟 や 一reod　boat

の呼 称 か らは,こ れ らの舟 が ア シを材 料 と して い るか の よ うに思 われ るが,前 章 で み

た よ う に,す くな くと も今 回 観 察 さ れ た葦 舟 の 材 料 は い ず れ もア シで はな く,ト トラ

で あ った 。 す な わ ち,ア シが イ ネ科 の植 物 で あ るの に 対 し,ト トラ は カヤ ツ リグ サ科

ホ タル イ属 のS.calzforniCUSで,植 物 学 的 に は ア シ と は ま った く異 な る もの を 材料 と

して い る ので あ る。

　 あ し(葦)舟 やrecd　 boatの 名称 が,い つ 頃 か ら,何 故,つ か わ れ る よ う にな った

の か,明 らか で は な い が,は た して ア ンデ ス地 域 で ア シを 材 料 とす る舟 は存 在 す るの

で あ ろ うか 。 ア ンデ ス地 域 で 葦 舟 の 材 料 につ いて 言 及 して い る報 告 につ いて 検 討 して

お こ う。 テ ィテ ィカ カ湖 の葦 舟 の材 料 につ い て は,Tschopik,　 Solc,　Towleた ちは

Scirpus　tatora　[TscHopIK　 1945:519;TowLE　 l　961:26;SoLc　 l　967:95],　 Cardenaz

は　S・riparius[CARDENAz　 　l　969:81],　 SagasteguiはS・ .　calzferniczts　subsp・tatora

[SAGAsTEGul　 1973:1173]と 報 告 して い る。 これ らの うち,　S.　tatora,　S・プψα7z螂は

現 在S.calzforniCUSの シ ノニ ム とされ て い るの で,テ ィテ ィ カ カ湖 の葦 舟 につ い て は,
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す べ て ア シで は な く ト トラを材 料 と して い る とみて よ いだ ろ う。

　 い っぽ う,ア ンデ ス 各地 の葦 舟 の材 料 に つ い て くわ し く調 査 したEdwardsに よ る

と,ア シ(1)hragmites　 sp。)を 材 料 に して い る葦 舟 が,つ ぎ の二 地 域 で み られ る。 そ れ

は ペル ー南 部 海 岸 とチ リ海 岸 で,後 者 の地 域 で は さ ま ざ ま の植物 が材 料 とな るがPh.

commzanisが も っ と も普 通 の材 料 で あ った とさ れ る[EDwARDs　 1965:14]。 と こ ろが,

これ らの地 域 は後 述 す る よ うに,現 在葦 舟 は消 滅 して い るか,も し利 用 され て いた と

して もきわ め て まれ な状 態 にな って い る と想 像 され る。 つ ま り,現 在 葦 舟 が み られ る

地 域 で の舟 の材 料 は ほ とん どが ト トラで あ る 。 した が って,こ の種 の舟 を葦 舟 と呼 ぶ

こと は厳 密 に は不 適 当で あ る と思 わ れ る が,す で に 葦 舟 お よびreed　 boatの 呼称 が

一 般 化 して い る た め
,こ こで は 植 物 を 素材 に した 舟 とい うほ ど の意 味 で,従 来 の呼 び

方 に従 って お く こと にす る1)。

　 な お,Yacovleff　 y　Herrera[1934-1935]は,ガ マを材 料 に した葦 舟 を 報告 して

い る が,こ れ は 同定 の誤 りで あ る可能 性 が あ る。 さ き にみ た よ うに ガ マ と トトラは 同

じよ うな環 境 の と ころ に 自生 し,と きに ガ マがtotoraと 呼 ば れ る。 しか も,ト トラ

に く らべ る とガ マ の茎 は太 く,か た い た め,こ れ で 葦 舟 を つ くるの は,か な り困 難 が

と もな う と想像 され るか らで あ る。

2)　 エ クア ドル北部 高地 の葦舟(標 本 番 号!2962,12963)

　(1)形 態

　 オ タバ ロ族 は,葦 舟 を ス ペ イ ン語 で カバ ジ ー ト ・デ ・ト トラ(caballlto　 de　totora)

ま た はバ ル サ ・ ト トラ(balsa　 totora)と 呼 ぶ 。 カバ ジ ー トは馬 の こ とで あ り,葦 舟 を

ま た いで 乗 る格 好 が,乗 馬 の とき の それ に よ く似 て い る と こ ろか ら由来 して い る もの

とみ られ る(写 真2)。 い ず れ に して も,先 述 した よ うに オ タバ ロ族 は普 通 ケ チ ュア 語

を は な して い るが,葦 舟 に た いす る ケ チ ュア語 に よ る呼 称 はみ とめ られ なか った 。

　 サ ン ・パ ブ ロ湖 で 観 察 したか ぎ りで は,す べ て の 葦 舟 は 同 じ大 き さ,形 態 を して い る。

す な わ ち,そ の 一 端 が 円錐 形 を した 円柱 の1本 の 胴 で で きて い る。 収集 標 本 を 例 に と

って,大 き さを 示 す と,全 長 が315cm,最 大 幅 は38　 cmで あ る。 中央 部 は 円柱 とい

うよ り,厳 密 には や や楕 円形 を して お り,30～40cm間 隔 に,縄 を つ か って ト トラを

1)葦 舟 は,ス ペイ ン語でbalsa(筏)と 呼ばれ,英 語で もraftやfloatの 名称が与え られるこ

とがある[EDwARDs　 1965;JoHNsToNE　 1980ユ。 日本語で も,筏 船 とい う表現がある[伊藤

1975]。 したが って 舟 とい う語が適当であるかどうか,と い う問題につ いて も議論の余 地は残

されてい る。 しか し,筏 と船のあいだに定義上の厳密な ちがいはないとされ るので(神 戸商船

大学松木哲教授 の御教示 による),こ の点につ いて も従来の呼び方に したが ってお く。
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束 ね て い る 。こ の 縄 は カ ブ ヤ(Cabuya,

Agave　 sp.)が つ か わ れ る 。 先 端 部 は ・e

　 　 　 　　　　

心 もち そ りが つ け て あ る。

　 ② 　製 作 法

　 く採 集〉 葦 舟 の材 料 と な る ト トラは,

湖 畔 に豊 富 に 自生 して い る。 葦 舟 をつ

か って,こ の ト トラの 茂 み に乗 り入 れ,

ナ イ フ(cuchillo)で,で き るだ け茎 の

根 元 か ら切 りと る。 切 り と られ た茎 は

水 面 に 浮 き上 る。 必 要 量 が 採集 で きた

と こ ろで,こ れ らの ト トラを ヒモ の か

わ り に して 束 ね,葦 舟 の後 部 に ゆわ え

て 運 ぶ 。

写 真2　 エ クァ ドル,サ ン ・パブ ロ湖 の葦舟

　 〈乾燥 〉 家 に もち帰 られ た ト トラは2～3日 か ら約1週 間,か げ千 しされ る。家 の

軒 下 な どの 日蔭 で,い くつ か の束 に した もの を壁 に よ り立 た 章 て,乾 燥 す る・ 直 射 日

光 の も とで は,急 激 に乾 燥 す る こ と にな り,そ の結 果,ト トラの茎 が ひ び割 れ を起 す 。

ま た,横 に して地 面 に 置 くと,ま が りが 生 じ る とされ る。

　 〈選 別〉 葦 舟 は,基 本 的 に三 つ の長 さの異 な る ト トラ束 か らで きて い る た め,こ れ を

選 ぶ作 業 が あ る。 約1mの 長 さ の短 い もの,約2mの 中間 の 長 さの もの,そ して そ

れ 以 上 の約3mの 長 い ト トラの 三 つ の グ ル ー プ にわ け る。 そ して,も っ と も短 い も

の を 除 く,残 りの 二 つ の 長 さの 異 な る ト トラ は,そ れ ぞ れ等 量 ず つ,さ らに二 つ の束

にわ け,仮 締 め して お く。

　 〈芯 束 つ ぐり〉　 一 番 短 い ト トラは,こ れ で 船 体 の芯 とな る ものを つ くる。 この芯 束

は,根 に ちか い方 の太 い茎 を 約lmの 長 さ に切 っ た もの で,こ れ を方 向を そ ろえ て

束 ね る。 根 元 の方 の部 分 が直 径 約30　 cmく らい の太 さ にな れ ば,こ の束 の前 後 を や

は り ト トラを つか って,つ よ くむ す ぶ(写 真3)。

　 〈船 体 づ く り〉　舟 をつ くる作 業 場 は 平坦 地 が選 ば れ,そ こにlm前 後 の縄 を,30

～40cm間 隔 に,平 行 に8本 な らべ る(写 真4) 。 この 縄 は,葦 舟 の胴 を締 め るた め ・

の もの で あ る。 つ い で,こ れ らの 縄 と は直 角 に そ の 上 に,も っ と も長 い ト トラ束 の ひ

とつ を 置 き,仮 締 めの ト トラを と く。 そ して ト トラの茎 を均 一 な厚 さ にな るよ う縄 の

上 で ひ ろ げ る(写 真5)。

　 さ ら に,こ れ らの ト トラの ち ょうど 中央 に,中 間 の 長 さの ト トラ束 の う ちの ひ とつ
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'

写真3　 芯束 をつ くる 写真4　 胴を締めるための縄を置く

写真5　 もっとも長い トトラの茎を下 に敷 く 写真6　 長さの異なる トトラをつみか さねる

●

写真7　 芯束を中心に太 い トトラ束をつ くる 写真8　 船首を ヒモで締 めて細 くすれば完成
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を 置 く。 同 じよ う に,束 ねて いた ト トラを と いて,さ きに敷 いた ト トラの上 に 同 じ厚

さに な る よ う積 み か さね る 。 この 上 に,芯 束 と な る短 い ト トラ束 を のせ る。 この芯 束

も ト トラで 束 ね て あ るが,こ の芯 束 は そ の ま ま の状 態 で,次 の作 業 に移 る。

　芯 束 と 中間 の長 さの トトラを一 体 に して,よ り太 い ト トラの束 をつ くる。 この た め

に 中 間 の長 さ の ト トラ束 を,芯 束 の 上 に の せ る。 この中 間 の 長 さ の ト トラ束 は 先 端 部

と中 央部 が ト トラで 仮締 め して あ るが,仮 締 め を してい ない 後部 の ト トラを 芯 束 に そ

わ せ る。 ま た下 に敷 い て あ る,こ れ と同 じ長 さの 中間 の ト トラ も,下 か ら この 芯 束 に

そ わ せ て,芯 束 を 中間 の 長 さの ト トラで お お う(写 真6)。

　 次 い で,中 間 の長 さ の ト トラ束 の仮 締 め を ほ ど き,後 部 か ら じ ょ じ ょに芯 束 と 中間

の 長 さの ト トラの束 を 一 体 化 して ゆ く。 この 作 業 を お こな い なが ら芯 束 か らす こ しず

つ ト トラを ひ き だ し,全 体 と して均 一 な太 さの1本 の ト トラ束 と な る よ うにす る。 ま

た,長 さの異 な る2本 の ト トラの束 が一 体 にな った部 分 か ら,ヒ モの 代 用 の ト トラで

束 ね て ゆ く。 最 後 に,先 端 部 を 束 ね て い た ト トラ も とい て,同 様 の 作 業 を く りか えす 。

　 今 度 は,こ の太 い ト トラ束 を 作 った の と同 じ要 領 で,よ り太 い1本 の トトラ束 を作

る。 この 太 い ト トラ束 の上 に,仮 締 め した長 い ト トラ束 を乗 せ,さ き に下 に敷 い た縄

で,太 い トトラ束 を 中心 と して,上 下 か ら これ を お お い,仮 締 め をす る。 そ して,こ

れ に体 重 を か けて,後 部 か ら上 の トトラを ず ら し,一 体 に して ゆ く(写 真7)。

　 船 首 にあ た る部 分 は,中 央 の ト トラ束 か らの ひ きだ しを少 な く し,じ ょ じょ,に細 く

な る よ うにす る。 形 が と と の った と こ ろで,再 度 縄 を 強 くしめ上 げ る。 最 後 に,船 首

の ト トラをヒモ で しめ で 細 く一すれ ば 完 成で ある(写 真8-)。 一 一.一　 　 .一一一一　 一 一一

　 この作 業 は,船 体 づ くりだ けで 完 成 ま で,一 人 で 約2時 間足 らず で あ る。

　 (3)利 用 法

　 葦舟 は,使 用 の た び に,家 か ら湖 へ 運 ば れ る。 つ ま り,葦 舟 は使 用 後 は家 に も ち帰

られ る。盗 難 を さ け るた め とされ るが,常 時 侵 水 状 態 に して お くこ とは ト トラの 浮 力

を な くす こと につ なが る。 そ れ に もか か わ らず使 用 で き る期 間 は 約1～2カ 月 で あ る。

使 う時 は葦 舟 を背 負 い,湖 に運 び,・浅瀬 に浮 ぺ て,葦 舟 の ほ ぼ 中 央,ペ チ ョ(pecho)と

よば れ る部 分 に乗 る。葦 舟 の胸 の上 で 正座 をす る よ うな 格 好 で座 る。 体 重 によ って 中

央 部 が 沈 み,前 後 端 部 は もち上 る。 と くに先 端 部 は完 全 に浮 き上 った 状 態 と な る(写

真2)。

　 船 を あや つ る道 具 は,カ イ(remo)で あ る。長 さ約Imの 棒 に,長 さ約30　 cm,巾

20cmの 板 を うち つ けた もの がつ か わ れ る。船 は 円底 な の で安 定 が 悪 く,け っ して 立

ち上 る こと は な く,す わ った まま カ イを 使 用 す る。 また,強 い 風,波 が あ る と著 し く
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安 定 性 を欠 くの で,ほ ぽ 静 水 状 態 の 時 だ け,つ か わ れ る。

　 用 途 は,も っぱ ら漁撈 と トトラの採 集 活 動 の た め で あ る。 交 通手 段 と しで の用 途 も

あ るか も しれ な いが,そ れ は 主要 な 用途 で はな さそ うで あ る。 湖 自体 が そ れ ほ ど大 き

な もので は な く,ま た葦 舟 の 使用 の た び に家 か ら運 ぶ こと をか ん が え る と歩 い た方 が

早 いの で あ ろ う。漁撈 は一 本 釣 で,対 象 魚 は マ ス で あ る。

　 さ き に述 べ た よ うに,こ の サ ン ・パ ブ ロ湖 お よび ヤ ウアル コチ ャ湖 に 自生 す る ト ト

ラ は一 般 にエ ス テ ー ラと よば れ るマ ッ トづ くり につ か わ れ,そ の製 作,販 売 は重 要 な

生 業 の 一 部 に な って い るが,そ の た め に は大 量 の ト トラが必 要 と な る。 湖 畔 に 自生 す

る ト トラは 浅 瀬 とは い って も 水 深lm以 上 の と こ ろか ら生 えて お り,ト トラ舟 をつ

か う こ とが必 要 とな るの で あ る。 ト トラの採 集 方 法 は,さ き に葦 舟 製 作 の項 で述 べ た 。

3)　 ペ ルー北海 岸の葦 舟(標 本番号12921,12922)

　 (1)形 態

　 ワ ンチ ャ コ村 で も,葦 舟 は オ タバ ロ族 とお な じよ う に,カ バ ジー ト・デ ・ ト トラ

(caballito　de　totora)と よば れ る。 や は り,葦 舟 に 乗 った姿 が,馬 に乗 った それ に類

似 して い る こ と に起 因す る もの とお もわれ る。 ワ ンチ ャコ村 の 葦 舟 はす べ て 同 じ大 き

さ と型 を して お り,オ タバ ロ族 の葦 舟 を平 行 にふ た つ な らべ て 一 体 に した よ うな形 態

を して い る。 オ タバ ロ族 の もの と著 し く違 う点 は,流 線 形 を した 船 体 と大 き くそ り上

った船 首 で あ る(写 真9)。

　 船 体 は,ス ペ イ ン語 で"棒"ま た は"棒 きれ"を 意 味 す るバ ス トン(bast6n)と よ

ば れ る2本 の ト トラ束 でで きて い る。

このバ ス トンは全 長 が415cmと オ タ

バ ロ族 の葦 舟 よ りは るか に長 いが,太

さ は最 大 の と こ ろで33cmと オ タバ

ロ族 の もの よ り小 さい。 実 際 は,こ の

2本 の バ ス トンを 一 体 に した双 胴 の 船

な の で,船 体 の 幅 は,こ のバ ス トンの

2倍 とな って いて,葦 舟 自体 で 比 較 す

れ ば,長 さ も幅 も,ワ ンチ ャ コ村 の 方

が は るか に大 き い。

　 船体 の後 部 か ら1/3く ら い の と こ

ろ が も っと も幅 が 広 く な って い て 約 写真9　 ワ ンチャコ村 の葦舟
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60cm,そ こか ら前 後 に や わ らか い 曲線 を 描 い て次 第 に細 くな り,後 端 部 は約40　 cm

の幅 とな って い る。 この 後 端 部 か ら最 大 幅 を もつ 船 体 後 部 の1/3は,両 側 に 舷 側 を も

つ 船 倉 の よ うに な っ て いて,こ の部 分 は と くに カ ヘ タ(caj　eta)と よば れ る。 カヘ タは,

船 体 の 後 端部 か ら次 第 に深 くな り,最 大 幅 を もつ 部 分 で も っと も深 く約28cm,幅 が

32cmと な って い る。

　 じつ は,こ の 船体 を構 成 す る2本 の バ ス トンは,そ れ ぞ れ2本 の長 さ の異 な る トト
'ラ束 で で きて い る

。長 い ト トラ束 の なか に,短 い ト トラ束 を も ぐ りこ ませ た 形 とな っ

て いて,カ ヘ タ の も っと も深 い 部 分 は,こ の短 い ト トラ束 の 後端 部 に あ た る と こ ろで

あ る。 この 長 い 方 の トトラの束 は マ ー ドレ(madre),短 い方 は イ ー ホ(hijo)と よば

れ る。 マ ー ドレ,イ ー ホ は,ス ペ イ ン語 で そ れ ぞ れ 母,息 子 を 意 味す るが,こ れ は

バ ス トンの 構 造 が 懐 胎 した状 態 に類 似 して い るた めで あ る と され る。

　 (2)製 作 法

　 〈採 集〉　 ワ ンチ ャ コ村 で は,ト トラ は栽 培 した もの をつ か う。 栽 培方 法 な ど につ い

て は後 述 す るが,ト トラは各 家 族 所 有 の ポ ソ(pozo)と よば れ る水 田状 の と こ ろで 栽

培 さ れて い るの で,こ こで採 集 ず る。 鎌(hoz)で,根 元 か ら切 り と って集 あ る。

　 〈乾 燥〉　 オ タバ ロ族 や 後述 す る ウロ族 の 場 合,船 用 の ト トラの 乾 燥 は 曲 りが生 じな

い よ う,か げ干 しされ るが,こ こで は砂 浜 に広 げ て乾 燥 す る(写 真10)。 した が って,

数 日で ほ ぼ乾 燥 す る。

　 〈ト トラの 選 別 〉 作 業 は 海 に ち か い砂 浜 で お こな う。船 の 完 成 後,海 ま で 運 ぶ距 離

を小 ざ ぐす る た めで あ る。 さ き1に述 べ た よ うに,ワ ンチ ャ コ村 の葦 舟 は,2本 ずつ

長 さ の異 な る計4本 の トトラの 束 で で

きて い るの で,ま ず これ らを 選 ぶ 。約

2mの 短 い ト トラと3mあ ま りの 長 い

ト トラ にわ け,こ れ らを さ らに ほぼ等

しい 量 とな る よ うふ たつ にわ け,砂 浜

に平 行 に広 げ る(写 真11)。

　〈胴 づ く り>　 2本 の胴,つ ま りバ ス

トンの 製 作方 法 は ま った く同 じで,最

後 に一 体 に す る と きまで 別 個 に作 業 を

お こ な う。 ま ず,ひ ろ げ られ た 長 い方

の ト トラを 束 ね,太 い糸 で 仮 締 め して

ゆ く(写 真12)。 この ト トラの束 は 茎 の 写真10　 トトラの乾燥
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写真11　 トトラを等量にわ けて広げ る 写真12　 トトラを束ね,仮 締め してお く

写 真13"マ ー ドレ"の ト トラ束 の うえ に,

　 "イ ーホ"を のせ る

写 真14"マ ー ドレ"の トトラ束 のな か に,

　 "イ ー ホ"を 押 し こみ,一 体 にす る

写真15胴 をあらためて締めなおす。両膝で胴

　をお さえ,手 前に糸を ひいて,そ りをつ くる
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方 向を そ ろえ て,束 ね られ て い るの で,全 体 と して 細 長 い 円錐形 と な る。次 に,同 じ

要 領 で 短 い ト トラ も束 ねて,円 錐 形 の ト トラの束 をつ くる。 この長 い ト トラの束 が マ

ー ドレで
,短 い ものが イ ー ホで あ る。

　 次 に,こ の マー ドレと イ ー ホ をつ か って,1本 のバ ス トンを つ くる。 マ ー ドレの 束

の上 に,イ ー ホの ト トラの束 を方 向 を そ ろえ て乗 せ る(写 真13)。 イ ー ホ の位 置は,そ

の 後端 部 が マ ー ドレの 後端 部 か ら約1mの と ころ に あ る。 マー ドレの 仮 締 め の ト ト

ラは 後部 か らはず して ゆ き,そ の部 分 の ト トラの 束 を ゆ るめ て,イ ー ホ を さ しいれ る。

マ ー ドレの ト トラの 束 を 両 側 に わ け て,そ こ に イ ーホ の ト トラ束 を 押 し こみ,イ ー ホ

を 包 み こむ よ うに,マ ー ドレの ト トラをか き よせ る(写 真14)。

　 この状 態 で,仮 締 め の ト トラに か え て,太 い糸 で 後 端 部 か ら ト トラの 束 を締 め あ げ

て ゆ く。1本 の糸 で,ら せ ん 状 に 強 く締 めて ゆ く。 オ タバ ロ族 の場 合 は,こ の段 階 で

芯 束 か ら少 しず つ ト トラを ひ きだ す 作 業 を お こな うが,こ こで は それ はお こな わ な い 。

した が って,イ ー ホ の ト トラ束 を マー ドレの ト トラで総 て おお って しま うと,こ の イ

ー ホの 後 端 部 とマ ー ド レの間 は 空 洞 に な って しま う。 そ のた め,こ の部 分 は イ ー ホ が

ほ ぼ半 分 く らい か くれ る程 度 に,マ ー ドレの ト トラを ひ き よせ,こ の間 にで きた くぼ

み は先 に みた カヘ タの一 部 とす る。

　 糸 でバ ス トンを全 部 締 め あ げた と こ ろで,ふ た た び後 端 部 か ら強 く巻 きなお して ゆ

く。 と くに先 端 部 は両 足 で 胴 を 押 さ え,強 く手 前 に糸 を ひ きなが ら巻 い て ゆ く(写 真
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

15)。 この作 業 に よ って,こ れ ま で の 円柱 状 の ト トラ束 が,弧 を 描 い た よ うな そ りを

もっ 。.一最後 に,_同 じ要 領 で つ ぐられ た,一もう一 本 の 胴 一(バス 下 ン)之 一 体 にす る。 後

部 の くぼ ん で い る部 分 の 一 端 を あ わせ,糸 で 巻 い て一 体 にす る(写 真16)。 この作 業 で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

も,先 端 部 で は体 重 をか けて,で き るだ け船 首 に あた る部 分 が そ りを もつ よ うにす る。

作 業 は,完 成 ま で,2人 で3～4時 間 で あ る。

　 (3)利 　 用　 法

　 先 にみ た よ うに,ワ ンチ ャコ村 の葦 舟 は,オ タバ ロ族 の そ れ よ りは るか に大 きい た

め,二 人 は 充 分 に 乗 る こと も可 能 で あ る とお もわれ るが,わ た しが みた か ぎ りで は い

ずれ も一 入 で 乗 って い た。 カ ヘ タの す ぐ前 の部 分 に,船 体 を ま た いで 腰 を お ろ し,両

足 は普 通 前 方 に伸 した状 態 です わ る。 オ タバ ロ族 の葦 舟 に く らべれ ば,座 る部 分 は幅

も広 く,し か も双 胴 に な って い る た め,安 定 性 もか な り良 い 。

　 船 を あ やつ る道 具 は カ イ で あ る。 この カイ は カ ー ニ ャ(cafia)ま た は カ ー ニ ャ ・デ

・グ ァヤ キ ル(caｎa　 de　guayaquil)と もよば れ る よ うに 材質 は竹(cafia)で,そ れ を

ふ た つ に割 った も のの ひ とつ がつ か われ る。 幅 が約10cm,長 さが約2mの もの で,
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と くに細工 は して い な い 。 ワ ンチ ャコ

村 周 辺 で 竹 の 自生 して い る と ころ は な

く,こ の か い は カー ニ ャ ・デ ・グ ァヤ

キル とよ ば れて い る こ とで も明 らか な

よ うに エ ク ア ドル の グ ァヤ キ ルか らの

もの で あ る とい わ れ る。

　 船 体 に腰 を お ろ し,両 手 で カ イ を も

って,す わ った まま,こ れ を左 右 に あ

や つ って こ ぐ。 波 に 対 して は,船 体 を

写真17　 ワンチャコ村 の葦舟 の操船方法

直 角 に し,両 膝 を つ い て 船 の 上 で立 ち あ が って,か い を あ やつ って 沖 にで る(写 真17)。

あ る程 度,沖 合 にで れ ば,潮 の動 きが 利 用 で き るの で,そ れ を利 用 して 進 む 。 沖 か ら

岸 にむ か うと きは,波 の 動 きを利 用 し,波 乗 りの 要 領 で進 む た め,カ イ は補 助 手 毅 と

な る。 用 途 は,も っぱ ら漁撈 活 動 の た め に あ る。

　 な お,ワ ンチ ャ コ村 で も,使 用 後 の葦 舟 は,海 か らひ き上 げ,背 負 って 運 び,海 岸

に立 て て保 管 され る(写 真9参 照)。 使 用 可 能 な期 間 は,ト トラの侵 水 や 破 損 な ど の た

め に1～2カ 月 で あ る。

4)　 テ ィテ ィカ カ湖 の葦舟(標 本 番 号12644,12645,12646)

　 (1)形 態

　 テ ィテ ィカ カ湖 で は,葦 舟 は わ た しの調 査 した ペ ル ー領 の 浮 島 で ワル サ(hualsa),

アイ マ ラ族 の住 む ボ リビア 領 の ス リキ 島で ヤ ンプ ー(11ampu)と よ ばれ て い た 。 と も

に,そ れ ぞれ 大 き さの 異 な る三 つ の葦 舟 が あ る と され るが,ア イ マ ラ族 につ い て 観 察

し得 た の は,そ の う ちの ひ とつ だ け で あ った。 ウ ロ族 の 三 つ の葦 舟 の形 態 は 基 本 的 に

同 一 型 式 に所 属 す る。 そ して,ウ ロ族 とア イ マ ラ族 の両 者 と も,船 首 の形 態 的 な ちが

い を 除 けば同 一 型 式 とい え る。 す な わ ち,ア イ マ ラ族 の葦 舟 は両 船 端 部 が そ り上 って

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

い るの に対 し,ウ ロ族 の そ れ は,ほ と ん ど そ りが な い の で あ る(写 真18お よ び写 真1)。

　 ウ ロ族 の三 つ の 大 き さの異 な る葦 船 は,小 さい もの か ら,ヒ ス カ ・ワル 廿(jiskka

hualsa),ナ サ ニ ・ワル サ(nasani　 hualsa),ハ チ ャ、ナ サ 三iワ ル サ(jacha　 nasani

hualsa)と よ ば れ る。 それ ぞ れ 「小 さい葦 舟 」,「鼻 の あ る葦 舟」,「大 きい 鼻 の あ る葦

舟 」 の 意 味で あ る。 細 部 につ い て の大 き さ は後 述 す る こ とに して,こ こで は 全 長 だ け

を示 して お くと,そ れ ぞれ310　 cm,360　 cm,410　 cmで あ る。 これ らは いず れ も,

二 つ の太 い胴(chara),そ の上 に舷 側(pilla)が つ け られ て い る。 ま た,大 き い葦 舟
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写真18ア イマラ族 の葦舟。船首 と船尾 がそり上 って いるのが特徴 的で ある

、 は帆柱 を たて,そ こに トトラでつ く った帆(kaisana)を か け るの が 一般 的 で あ る。

　 い っぽ う,ア イ マ ラ族 の 三 つ の 葦舟 は,チ ョカ ・カ トゥー ニ ャ ・ヤ ンプ ー(chokha

katufia　llampu),コ タ ・サ ラニ ャ ・ヤ ンプ ー(kota　 sarafia　11ampu),カ ル ハ ・ヤ ン

プ ー(carja　 11ampu)と よば れ る。 そ れ ぞれ,「 鳥 を と る葦 舟 」,「湖 を歩 きま わ る葦

舟 」,そ して 「運 搬 用 葦 舟 」 の 意味 で あ る。 この う ち,カ ル ハ ・ヤ ンプ ー と よば れ る

葦 舟 は,現 在 ほ とん ど作 って い な い とい わ れ て い る。 これ らの大 きさ は,聞 き と りた

よ れ ば,全 長 がそ れ ぞ れ,約2m,4m,5mで あ る。 構 造 的 に は,こ れ ら三 つ と も

同 じと され る こ とか ら,以 下 で は ウ,族 の葦 舟 につ いて 記 述 一し,一一ア 千 マーラ族 の そ れ に一

つ いて は必 要 に応 じて触 れ る に と ど め る。

　 これ らの葦 舟 の船 体 の胴 は,外 部 か らは2本 の ト トラ束 か ら構 成 され て い る よ う に

み え る が,実 際 は2本 の 胴 の あ い だ に,芯 束 に 相 当 す る も う ユ本 の細 い ト トラの 束

(chuima)が あ り,計3本 の トトラ束 で で きて い る。 ウ ロ族 の 大 き さの異 な る三 つ の

葦 舟 の うち,ヒ ス カ ・ワル サ は 名 称 か ら も うか が え るよ うに,小 さ い だ けで な く,他

の 二 つ の もの と くらべ て 若 千 形 態 もちが う。 それ は,ナ サ(nasa>と よ ば れ る船 首 と

船 尾 で あ る。

　 三 つ の葦 舟 は い ず れ も,こ の 部 分 が2本 の舷 側,2本 の胴 お よ び 中心 部 の芯 束 の 集

ま る と ころ にな って い る。 ナサ ニ ・ワル サ お よ びハ チ ャ ・ナ サ ニ ・ワル サ で は,両 船

端 部 が 内側 にす こ し折 りか え され た 形 とな って い るが,ヒ ス カ ・ワル サ で は ナサ が 小

さ くて,ほ とん ど 目立 た な い。 これ は,製 作 法 の ちが い に 起 因 す る ので,こ の点 につ

いて は,次 に くわ し く述 べ る こと に しよ う。
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　 (2)製 作 方 法

　 〈採 集〉　 ト トラの 刈 り と りに は,簡 単 な道 具 がつ か わ れ る。長 さ2～3mの 棒 の先

端 部 に ナ イ フ を く くりつ けた鉤 状 の もの で,キ ニ ーニ ャ(kinifta)と よ ば れ る もので あ

る。 テ ィテ ィカ カ湖 畔 で は,ト トラは水 深2m前 後 の湖 畔 の 浅 瀬 に豊 富 に 自生 して

い る の で,こ れ をで き るだ け根 元 に ちか い 部分 か ら切 り と るた め の道 具 で あ る。湖 水

は き わ め て透 明 なの で,葦 舟 の上 か ら トトラの根 元 を見 な が らキ ニ ーニ ャを つ か って

切 りと る。 切 り と られ,浮 き上 って きた ト トラは,そ の ま ま の状 態 で,1～2週 間 放
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　

置 され る。 急 激 な乾 燥 は茎 の ひ び割 れ や ま が りを生 じさせ る た め,こ の 状 態 で適 度 の

乾燥 を待 つ ので あ る。 な お,葦 舟 の 材 料 と な る ト トラは,さ きに述 べ た 茎 が 長 く丸 い

ト トラ,す なわ ちオ ル コ ・ ト トラで な け れ ば な らな い とさ れ る。

　 〈乾燥 〉　 浮 島 に も ち帰 られ た ト トラは,す こ し ず つ 束 ね た もの を 立 て て 乾燥 す る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　

(写 真19)。 オ タバ ロ族 の葦 舟 づ くりで述 べ た よ うに,横 に して 置い て 乾燥 す る と まが
　

りを生 じさせるからである。乾燥期間は季節によって異なるが,普 通1～2週 間であ

る。といっても,葦i舟の材料の トトラは,後 述する浮島の家の壁や屋根の材料とは異

なり,完 全に乾燥 したものではない。完全に乾燥した トトラは,作 業中に折れやす く,

またひび割れ もおこしやすい。このような トトラを葦舟の材料,と くに船体部分につ

かうと,破 損 した部分か ら侵水 して,浮 力を損うからである。 したがって,葦 舟づく

りの作業中でも,乾 燥 しすぎていると思われる部分には打ち水をするなど,こ の点に

はとくに注意が払われる。

　〈準備〉　船つ くりをする場所は,完 成後運ぶのに都合が良いように,浮 島の端の水

辺ちか くの場所が選ばれる。そこに,葦 舟づ くりに必要な トトラが総て運びこまれる。

葦舟づくりの前後に,儀 礼的な行事は一切なく,過 去においてもなかった,と いわれ

る。葦舟づくりをする特別な季節というものはなく,葦 舟製作は必要に応 じておこな

われる日常的な作業なのである。

　葦舟づ くりは,か なり力を要する作業なので成人男子の仕事になっている。 しか し,

葦舟製作に必要な縄づ くりは,一 般に女性や子供の仕事になっており,葦 舟製作の前

に必要量の縄が総て作られる。これまでみてきたエクア ドル北部高地やペルー北海岸

の葦舟製作では,あ りあわせの縄や糸で間にあわせたり,購 入 したものをつか ってい

たが,こ こでは葦舟製作のたびに,新 しい縄がつ くられる。

　 この縄の材料は,チ ジワ(chilliwa)と よばれるイネ科の植物(Festuca　dolieoPhtta)

である。チジワは,も ちろん浮島にはなく,ア ンデスの高原地帯に自生 している野生

植物なので,採 集してくるか,購 入したものをっふう。 このチジワは,草 丈が50～
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70cmに 達 し,そ の茎 の太 さがlmm程 度 と細 長 い もので あ る。 これ を水 に つ けて

濡 らし,さ らに レケ ーニャ(lekkerta)と よ ばれ る木槌 で よ くた た き,や わ らか くして

か ら編 む 。

　 この よ う に して,や わ らか く した 数本 の チ ジ ワの 茎 を1本 に した ものを,両 手 を つ

か って,よ りあわ せ,三 つ 組 に編 む 。 この縄 は丸 組 で は な く平組 で,こ の方 が 葦 舟 製

作,と くに船 体 の 胴 を締 め る の に都 合 が よ く,カ ナ(kana)と よば れ て い る。 ひ とつ

の葦 舟 の胴 の製 作 だ けで,数 十 血 の 長 い 縄 が2本 必 要 と され る。 た だ し,こ の縄 は

途 中 に結 び 目が あ って は な らな い。

　 な お,こ こで葦 舟 製 作 に必 要 な道 具 につ い て ふ れ て お くと,上 で 述 べ た レケ ー ニ ャ

とい う木槌 の ほか には,カ ラバ ト(carabato)と い う手 鉤 だ け で あ る(写 真20)。 ア イ

マ ラ族 も基 本 的 に は同 じで あ るが,木 槌 のか わ りに石 を?か って い た 。

　 〈胴 づ く り〉　葦 舟 を つ くろ う とす る 場 所 に,ま ず サ オ を 横 に して 置 く。 この サ オ

(fiokefia)は,本 来葦 舟 を操 作 す るた め の もので あ るが,こ こで は船 体 の長 さや 幅 を

決 め る ため の 物 差 と して利 用 され る。 この サ オの 上 に,サ オ とは直 角 に数 本 の 縄 を平

行 に お く。 つ いで,こ の 縄 の 上 に,サ オを は さん で,等 量 の ト トラを平 行 に 置 く(写

真21)。 これ が 船 体 を構 成 す る2本 の 胴 に な る部 分 で あ る。

　 ト トラ1本 の長 さは2～3mに な る が,大 きい葦 舟 は,そ れ 以 上 の 長 さ に な る。 ま

た,ト トラの茎 の先 端 部 は 細 く,根 元 に ちか い部 分 は太 い。 した が って,ト トラの 置

き方 は一方 向 に そ ろ え るの で は な く,中 央 部 で トトラの先 端 部 が か さな る よ うに,両

側か ら積 み か さね て ゆ一く『(写真22」。'一とれ らの トトラを束 ね た と き,太 さが等 し く,

しか も長 い ト トラの 円柱 が で き るよ うにす る工 夫 で あ る。

　 つ ぎ に,下 に敷 い た ト トラの上 の ち ょ うど 中央 に,さ らに,ひ とか か え ほ ど の 太 さ

の ト トラの束 を 積 み あ げ る。 この ト トラ束 と,そ の下 に敷 い た ト トラを,は じめ に置

い た 縄 で,ひ とつ に束 ね て 仮 締 め を す る(写 真23)。 そ して,こ の束 か ら ト トラを す

こ しず つ ひ きだ し,ま た 両端 部 に ト トラを さ しいれ,こ の ト トラ束 の太 さを 整 え て ゆ

く。

　 分 担 して 作業 を進 め る場 合,上 記 の作 業 と平 行 して芯 束 づ くりが お こな われ る。 こ

の芯 束(chuima)は,ス ペ イ ン語 でcorazon(心 臓)と 呼 ばれ て い るが,中 央 部 が

10cmあ ま りの細 長 い紡 錘形 を した ト トラの束 で あ る(写 真24)。 芯 束 の 製作 方 法 は

基 本 的 に胴 づ くり と同 じで あ るが,こ れ を ト トラを つ か って束 ね る。

　 〈船 体 の 製 作>　 2本 の 太 い 円柱 状 の トトラ束 と1本 の 細 長 い紡 錘 形 の芯 束,こ れ ら

を 一 体 に して 船体 にす る。 そ の作 業 に さ きが けて,こ れ らの ト トラ束 に 水 を か け る
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写真19　 トトラの乾燥 写真20 carabato(右)と1ekkefia(左)

写 真21 尺棒がわ りのサオの両側に トトラを敷 く

㍗

写真22 トトラを積みか さねる

響

写真23仮 締めを して,ト トラ束の太 さを知 る 写真24船 体 の長 さにあわせて芯束をつ くる
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写真25 縄か けの前 に,ト トラ束 に水を

かけて乾燥をふせ ぐ

写真26縄 どお し

'ゴ
、

写真27 芯束は両端以外は胴で締められ
見えなくなる

写真28体 重をかけ,さ らに胴を締 め上 げる

写真29胴 の先端部か らトトラを さし入れ

　　　　形を ととのえる
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(写 真25)。 芯 束 は軽 いの で,湖 水 につ けて,濡 らす 。 いず れ も乾燥 を 防 ぐた め で あ る。

ト トラが 乾燥 しす ぎ る と,縄 で締 め て一 体 化 す る と きに,折 れ た り,ひ び割 れ を お こ

す か らで あ る。

　 この 段 階 で,2本 の ト トラ束 の あ いだ に置 い た サ オ は と り去 り,か わ り に芯 束 を お

く。 これ か らは,こ の芯 束 が船 体 の 長 さを 知 る 目安 と な る。 こ う して,す こ し間 隔 を

あ けて平 行 に 置い た3本 の ト トラ束 の 下 に,前 後 に2本,ト トラを 束 ね た もの を枕 と

して 置 く。 これ で トトラ束 を うか し,縄 を と お しや す くす るの で あ る(写 真26)。

　 縄 の とお し方 は,芯 束 と1本 の 胴 が ひ とつ の輪 の なか に,は い る よ うに 巻 く。 そ の

た め に,普 通 は一 人 が2本 の ト トラ束 の あ いだ に は い り,芯 束 を また い で 縄 を と お し

て ゆ き,こ れ を両 側 に い る人 間 が 助 け る 。つ ぎ に,も う1本 の縄 で,残 りの胴 と芯 束

が や は り一 つ の 輪 の な か に,は い る よ うに巻 く。 この よ うに,2本 の 縄 をつ か って 交

互 に巻 いて ゆ く。 全 部,巻 きお え た あ と,巻 きは じめ の部 分 に もど り,2本 の ト トラ

束(胴)の 両 側 か ら縄 を ひ い て締 め あ げて ゆ く。

　 ア イ マ ラ族 の ト トラ舟 製 作 で は,こ の部 分 の 作 業 が こ れ と は 若 干異 な って い る。

Solcの 報 告 に よ る と,縄 の と お し方 は 基本 的 に 同 じで あ るが,芯 束 を巻 く縄 は,芯

束 の 外 側 だ けで な く,一 部 は芯 束 を貫 通 させ て い る ので あ る[SOLC　 1967]。

　 芯 束 は,両 側 か らそ れ ぞ れ1本 の縄 で ひ っぱ られ る。 胴 部 の ほ うは2本 と も,そ れ

ぞ れ,同 じ1本 の 縄 で 外側 に 引か れ るた め,3本 の ト トラ束 は芯 束 を 中心 に して 一体

にな って ゆ く。 そ の 結 果,芯 束 は両 側 の トトラ束 で は さ まれ,両 端 部 を残 して,ほ と

ん ど見 え な くな る(写 真27)。

　 〈船 体 の 整 形〉　 トトラ束 の下 に 置い た 枕 を と りはず し,今 度 は船 体 の 上 に乗 って,

さ らに 強 く縄 を しめ 上 げ る。 また,こ れ を裏 が え しに し,同 様 に して,船 体 を締 め る。

体 重 を か けて,強 く縄 を ひ くた め,こ れ まで 円柱 状 だ った胴 は扁 平 に な り,全 体 と し

て,船 体 は厚 い 板状 に な る(写 真28)。 この状 態 か ら芯 束 の もつ 役 割 が うか が え る。

す な わ ち,芯 束 が な け れば ワ ンチ ャ コ村 の葦 舟 の よ うに,船 体 の2本 の トトラ束 が 接

した部 分 には 深 い 窪 み がで き る。 ウ ロ族 や ア イマ ラ族 の葦 舟 の 場 合,こ の芯 束 の存 在

に よ って,2本 の胴 の あい だ の 窪 み は ほ とん どな くな り,平 坦 な船 底 お よ び平 底 を 提

供 す る こ とに な る。 こ の点 で,ウ ロ族 の葦 舟 は,オ タ バ ロ族 や ワ ンチ ャ コ村 の も の に

く らべ ると,筏 よ り船 にちか い もの と な る。

　 しか し,こ の段 階 で は,ま だ船 体 と な る胴 の両 端 部 は不 ぞ ろい で,し か もそ こか ら

は芯 束 が とび だ して い るた め,こ れ を 船 ら し く整形 す る。 具 体 的 な作 業 と して は,胴

の ト トラ束 を芯 束 の 長 さに あ わせ る と同 時 に,そ の形 も船 ら し く流線 形 にす る。 この
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ため に,再 度,2本 の枕 の 上 に,船 体 を 置 き,こ の上 にの って体 重 をか けな が ら縄 を

ひ く。 この 作 業 に よ って,こ れ ま で扁 平 で あ った船 体 の 両 端 部 が そ り上 って くる。 ま

た,こ の 両 端部 か ら,す こ しずつ ト トラを ひ きだ して,胴 の ト トラ束 を 芯 束 の 長 さに

あ わせ る(写 真29)。 胴 部 か ら,ひ き だ した ト トラだ けで は 充 分 で は な い ので,先 端

部 か ら新 しい ト トラを さ しこん で形 を と との え る。 この部 分 も,さ きと 同 じ要 領 で 縄

を とお し,ひ い て み る。 ト トラが ひ きだ され た 胴 の一部 は 当然 細 くな って お り,ま た

凹 凸 もで き る。 こ こに も,ト トラを さ しこん で 形 を と との え る。

　 整 形 が終 る と,再 度,縄 を締 め なお して ゆ くが,さ らに強 く締 め あげ るた め に,道

具 が つ か わ れ る。 さ きに 縄 づ く りで つ か わ れ た木 槌 と手 鉤 で あ る。 この 木 槌 で,船 体

を 締 め て い る縄 の周 辺 部 を た た いて,ゆ るみ を生 じさせ,こ れ に手 鉤 を とお して 強 く

ひ く。 は じめ に縄 づ くりで,結 び 目を つ くらず に長 い縄 を作 る と述 べ た のは,こ の た

めで あ る。 つ ま り,結 び 目の あ る縄 で は,強 く締 め られ た2本 の胴 の あ いだ を 縄 が と

お らない の で,そ の結 果 船 体 を 固 く締 め上 げ る こ とが で き な いか らで あ る。

　 船 体 づ く りの しめ く くりは,船 体 の両 端 の 形 を 整 え,船 首 と船 尾 を つ くる ことで あ

る。 この船 体 の両 端 部 は,こ れ まで 見 て きた よ う に,2本 の胴 と芯 束 の計3本 の ト ト

ラ束 が集 合 す る と こ ろ とな って い る。 したが って,こ の 部分 が葦 舟 の も っ と も重 要 な

と こ ろに な って い て,作 業 もきわ めて 慎 重 に お こなわ れ る 。 た だ し,こ れ ま で の作 業

で は,大 きさ の異 な る三 つ の タ イ プ の葦 舟 の製 作 法 は ま った く同 じで あ った が,こ の

船 首(尾)づ く りと,こ の 後 につ づ く舷 側 づ く りで は,ヒ ス カ ・ワル サ と よば れ る,

も「6と も小 さい 葦 舟 だ けが,す こ し異 な って い る。

　 ヒス カ ・ワル サ の船 体 を構 成 す る2本 の ト トラ束 は,他 の 葦 舟 の もの と くらべ る と

細 く,そ の 両 端部 は数 本 の トトラで で きて い る よ うな細 い もの で あ る。 これ を,束 ね

て,垂 直 にた ち上 らせ て い る。 と こ ろが,残 りの 二 つ の葦 舟,ナ サ ニ ・ワル サ とハ チ

ャ ・ナ サ ニ ・ワ ル サ で は,2本 の 胴 の両 端 部 が 太 く,こ れ を そ り上 らせ る た め に は,

す こ し工 夫 が 必 要 とな る。 す なわ ち,こ の部 分 の ト トラを折 りまげ る際 に,ト トラの
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

茎 の 内 側 を ナ イ フで そ ぎ落 して,ま げ やす く した上 で,縄 で強 く締 めて,そ りを つ く

る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

　 ア イ マ ラ族 の葦 舟 は,こ の船 首(尾)が,長 く,し か もそ りが大 きい 。 この点 につ
　 　 　 ソ

いて,Solcの 報 告 で は,そ の製 作 法 は あ き らか で は な いが,お そ ら く,こ こで み た

ナサ ニ ・ワル サ や ハ チ ャ ・ナ サ ニ ・ワル サ の 胴 の両 端部 か らの トトラの ひ き 出 しを 多
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

く し,同 様 の 方法 で そ りがつ け られ て い る もの と想 像 され る。

　 〈舷 側 の す えつ け〉　 この作 業 で,ヒ ス カ ・ワル サ と他 の葦 舟 との 大 きな ちが い は,
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写真30舷 側づ くり(ヒ スカ ・ワルサ) 写真31舷 側づ くり(ナ サニ ・ワルサ)

前 者 の 舷 側 は船 体 の一部 と して作 られ るの に対 し,後 者 の それ は,別 個 に舷 側 と な る

ト トラ束 をつ くり,こ れ をす えつ け るの で あ る 。 ま ず,ヒ ス カ ・ワル サ の 方 か らみ て

ゆ こ う。 船 首 にす こ し残 され て い る細 い 垂 直 の ト トラ束 の両 側 に,そ れ ぞ れ数 本 の ト

トラの茎 の根 元 を 縄 で む す び つ け る。 この 縄 は,船 体 を締 めて きた もの で あ る。 つ ぎ

に,ト トラの茎 をす べ て船 体 の側 に折 り曲 げ,縄 で,折 りま げた ト トラが 一つ の輪 の

な か に は い る よ うに,船 端 部 か ら船 体 を巻 い て い る 縄 に と お しなが ら,こ の縄 と ト ト

ラで舷 側 の フ レー ムを つ くる。 そ して,こ の フ レー ム の なか に,ト トラを つ め て舷 側

を つ くる ので あ る(写 真30)。

　 これ に対 して,ナ サ ニ ・ワル サや ハ チ ャ ・ナ サ ニ ・ワル サ で は,さ きの 芯束 づ くり

の よ うに,船 体 の 大 き さに あ わせ て,ト トラで仮 締 め した ト トラ束 を つ くる。 これ を

船 体 の上 に乗 せ た うえ で,や は り船 端 部 か ら,船 体 を締 め て い る縄 に とお しな が ら舷

側 の ト トラ束 をす えつ けて ゆ く。 この 作 業 と並 行 して,芯 束 の 形 を 整 え て舷 側 をつ く

るの で あ る(写 真31)。

　 (3)利 用 法

　 ウ ロ族 の大 き さの 異 な る三 つ の ト トラ舟 は,そ れ ぞれ 用 途 が 異 な って い る が,そ れ
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に つ いて 述 べ る まえ に,葦 舟 全 体 と して,そ の利 用 法 で 注 意 しな けれ ば な らな い点 に

つ い て ふれ て お こ う。 さ きめ 製 作 法 の と ころ で み た よ うに,ウ ロ族 の葦 舟 は,船 首 と

船 尾 が 構造 的 に も っ と も重 要 な部 分 とな って お り,こ の 部 分 に は絶 対 に足 や 腰 を か け

て は い けな い とされ る。 この部 分 を損 傷 す る と,船 体 を構 成 す る3本 の ト トラ束 お よ

び舷 側 が 分 解 して しま うか らで あ る。 そ のた め,ウ ロ族 の葦 舟 の耐 用 期 間 は,こ の部

分 の と り扱 い如何 に よ って,大 き く異 な って くる とい わ れ る。 す なわ ち,こ の船 首

(尾)を 慎 重 に扱 え ば,そ の利 用 は 約1年 は可 能 で あ るが,そ うで ない 場 合 は 半 年 も

つ か え な い,と され る。 な お,ア イマ ラ族 の葦 舟 も含 め て,テ ィテ ィカ カ湖 で は,使

用 後 ひ きあ げて 乾 燥 す る こ とは な い。 した が って,自 然 な状 態 で も,こ の葦 舟 は水 を

す い,次 第 に浮 力 を 失 って くる。

　 さて,利 用 方法 につ いて 具 体 的 に み て ゆ こ う。 も っ と も小 さ い葦 舟,ヒ ス カ ・ワル

サ は 狩 猟 用 で,狩 猟 の対 象 は 鳥で あ る。 テ ィテ ィカ カ湖 は 水 鳥 の 多 い こ とで よ く知

られて い るが,と くに多 い の は 湖 畔 の ト トラの 茂 み で あ る。 狩 猟 の 方 法 は,オ ンダ

(honda)や ボー ラ(bola)な どの 投石 具 が使 われ る と され るが[LA　 BARRE　 l963;

TscHoPIK　 I963],現 在,こ の方 法 は ほ とん ど消滅 して い る よ うで あ る。

　 観 察 した方 法 は,次 の よ うな もので あ る。 ト トラの茂 み近 くに水 鳥 を発 見 した と き,

ヒス カ ・ワル サで 茂 み の 反 対 側 か ら接 近 す る。 舟 を あ やつ る道 具 は サ オ で あ る。 ト ト

ラの生 え て い るあ た りは 比 較 的 浅 い ので サ オ を つ い て進 み,で き るだ け水 鳥 に近 づ く。

水 鳥 が 逃 げそ うに な る と,サ オ を 強 くつ いて,鳥 に む か って突 進 す る。水 鳥 は急 に は

飛 び上 れ ず,一一ト.トラ の茂 み に 逃 げ こむ;一茂 みの な が で は;密 生 す る 下 トラの茎 が邪 魔

に な って,そ れ ほ ど遠 くへ は逃 げ られ な い。 その 逃 げ こん だ と思 われ る と こ ろに,葦

舟 を乗 りい れ,サ オ で強 くそ の あた りを た た い て,鳥 を と る。 この ほか,こ の ヒス カ

・ワル サ を つ か って 鳥 の 巣 を探 し,卵 を手 に 入 れ る。 い ず れ に して も,狩 猟 は機 敏 な

動 きが 要 求 され,ま た それ を つ か う場 所 が トトラの茂 みの なか な の で,小 さ な舟 とサ

オで の 操 船 が も っと も目的 にか な って い る もの とお もわれ る。

　 中間 の 大 き さの葦 舟,ナ サ ニ ・ワルサ の 用途 は漁撈 用 で あ る。 この テ ィテ ィ カ カ湖

の漁撈 法 につ い て は,多 くの報 告 が あ る ので[TsGHoPIK　 1963ほ か],こ こで は漁撈

活 動 に お け る葦 舟 の利 用 に か ぎ って 報告 す る。 ナサ ニ ・ワル サ は2～3人 は 充分 乗 れ

るが,さ し網 漁 も追 い 込 み漁 も一 人 で 葦舟 に乗 る。 舟 を あ や つ る道 具 は サ オ とカ イ で

あ る。浮 島近 くで は 船 の な か で立 ち上 って サ オ をつ いて 進 む が,遠 く離 れ る と水 深 が

深 くて サ オ を使 用 す る こ とは で き な い。 す わ った状 態 で,カ イ を あや つ って 進 む 。 と

くに さ し網 漁 の場 合 は,片 手 で カ イ を あや つ りな が ら,も う一 方 の手 で網 を操 作 す る

977



国立民族学博物館研究報告　　5巻4号

ことが で き るか らで あ る。 追 い 込 み 漁 の 場 合 は,二 隻 の葦 舟 を つ か う。 舟 に は それ ぞ

れ一 人 ず つ 乗 って,平 行 に走 らせ,魚 の群 を 探 す 。魚 の群 が みつ か れ ば,魚 の進 む 前

方 に ま わ りこん で 網 を お ろ し,二 隻 の葦 舟 は 離 れ て,網 を ひ ろげ る。 つ い で,サ オで

湖 面 をた た きな が ら,魚 を網 の ほ うに追 い や り,網 を しぼ る。 これ は,さ し網 と異 な

り,狩 猟 と同 様,か な り機 敏 な動 きが 要 求 され,ま た 深 い と ころ で は網 が 底 につ か な

い た め浅 瀬 で の 漁 法 とな って い て,も っぱ らサ オ が利 用 さ れ る。

　 も っと も大 きい ハ チ ャ ・ナサ ニ ・ワル サ は,遠 距 離 の 旅 行用 で あ る。 具 体 的 に は,

湖 岸 の チ ュク イ ト(Chucuito)の 市 な ど に,で か け る と きな ど につ か う。操 船 の道 具

は,サ オ,カ イ,帆 が あ る。 サ オ は浮 島 か ら離 れ る と き,ま た 接岸 す る とき につ か う

くらい で あ る。 カ イは 風 が な くて 帆 だ けで は進 まな い とき の補 助 手 段 と して の役 割 の

ほか,舵 と して の役 割 が 大 きい 。 帆 は,最 近 布 製 の もの が 多 くな って い るが,テ ィテ

ィ カ カ湖 本 来 φ もの と して は,さ きに述 べた ト トラの 一 枚 の帆 の もの で あ ろ う・

　 帆 を は るマ ス トに あた る柱 は い ず れ も2本 で,先 端 で むす ばれ ▽の 逆 の 字 の形 に な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ

って い る。 マ ス トは船 首 か ら1/3く らい の と こ ろの 舷 側 の両 側 に,穴 が あ け られ,そ

こに立 て て あ る。 マ ス トを 支 え るの は 船 首 と船 尾 か ら張 られ た縄 で あ る。 マス トの先

端 部 には,さ き に葦 舟 づ くりで み た カ ラバ トと よば れ る木製 の手 鉤 が つ い て い て,こ

れ に縄 を と お して 吊 り下 げ て い る 。 帆 の下 端 部 は 一 方 だ け固定 して,も う一 方 の端 の

縄 は,船 を あや つ る男 が 握 り,帆 を操 作 す る(写 真32)。

　 以 上,み て きた よ う に,ウ ロ族 の三 つ の葦 舟 は,そ れ ぞ れ用 途 が異 な って い るが,

これ らの葦 舟 が,こ こで 述べ た用 途 以 外 に利 用 され な い とい うわ けで は ない 。 後 に述

写 真32帆 つ きの トトラ舟(ハ チ ャ ・ナサ ニ ・ワル サ)
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べ る よ う に,ウ ロ族 は浮 島 に住 ん で お り,そ こで は,ど こへ行 くに も葦 舟 が 欠 か せ な

い。 した が って,狩 猟 用 と され る ヒス カ ・ワル サ や漁撈 用 の ナサ ニ ・ワル サ が しば し

ば浮 島 間 の 交 通 に利 用 され る。

　 な お,ア イ マ ラ族 の葦 舟,チ ョ ッカ ・カ トゥー ニ ャ ・ヤ ンプー,コ タ ・サ ラー ニ ャ

・ヤ ンプー,カ ル ハ ・ヤ ンプ ー も,ウ ロ族 の場 合 と 同様 に,そ れ ぞ れ狩 猟 用,旅 行 用,

運 搬用 と,大 き さに よ って 用 途 が 異 な って い た よ うで あ るが,そ の利 用 法 な ど,詳 細

は 明 らか で は ない 。

　 　 5)　 葦 舟 の 比 較 考 察

　 これ まで 報 告 して きた よ うな植 物 の 茎 を 束 ね て つ くった,い わ ゆ る葦 舟 は,材 料 を

トトラに限 らな けれ ば,南 ア メ リカだ けで は な く,北 ア メ リカや オ セ ア ニ ア,ア フ リ

カ な ど で も広 く利 用 され て い た こ とが 知 られ て い る[HoRNELL　 1970;JoHNsToNE

l980ほ か]。 南 ア メ リカで は,そ の製 作 利 用 地 域 は ア ンデ ス地 域 に 限定 され て い た

が,か つ て は,さ き に報 告 した地 域 の ほか に,コ ロ ンビア,ア ル ゼ ンチ ン,チ リな ど の

ア ンデ ス 山 中 の湖 沼 や 太 平洋 岸 地 域 で も,葦 舟 が利 用 さ れ て いた[EDWARDS　 1965;

PEREz　 l971]。 と くに,ペ ル ーか らチ リにか けて の 海 岸 地 帯 で は広 く葦 舟 が利 用 さ

れ て いた こ とが知 られ て い る。

　 葦 舟 につ い て,こ の ア ンデ ス地 域 と他 の 地 域 を 比 較 す る と,ア ンデ ス地 域 に は も っ

と も多 様 な形 態 の葦 舟 が み られ,し か もそ の なか に はテ ィテ ィカ カ湖 の葦 舟 の よ う に

きわ めて 技 術 的 に す ぐれ た ものが み られ る こと が指 摘 され て い る[HORNELL　 l970]。

そ れ で は,一何 故,テ ンデ ス地 域 で,こ の よ うな葦 舟 の利 用 法 の 発 達 が み られ た の か 。

ま た,こ れ まで 重 要 な 役割 を はた して きた は ず の葦 舟 が,何 故,現 在 急 速 に消 滅 の傾

向 に あ るのか 。 葦 舟 の 報 告 の ま とめ と して,こ れ らの 問題 につ い て 若 干 の考 察 を加 え

て お きた い 。

　 は じめ に,ア ンデ ス地 域 で,い つ 頃か ら,ど の よ うな葦 舟 が利 用 され て い た の か,

と い う問 題 につ いて 概 観 して お こ う。 現 在 知 られ て い る葦 舟利 用 の もっ と も古 い資 料

は,最 近 チ リの海 岸 地 帯 で 出 土 した葦 舟 の模 型 で あ る。 これ は約2,000年 前 の もの と

推 定 され て い るが,材 料 がreedで,こ れ を束 ね た もの とな って お り,そ の 構 造 は現

在 ペ ル ー北 海 岸 で つか わ れ て い る葦 舟 に類 似 して い る[JoHNsToNE　 I　980:14]。

　 ペ ル ー の海 岸 地 帯 で は,プ レ ・イ ンカ 期 の 葦 舟利 用 の情 報 が モチ ー カ(Mochica)

文 化 や チ ム ー(Chimi)文 化 の土 器 の モ チ ー フか ら得 る こ とが で き る2)。 写 真33は モ

　2)モ チーカ文化,チ ムー文化 はともにペルーの北海岸地域で栄 えた文化で,そ の時代は前者が

　 A・D・100-800,後 者 はA.D.1,　 100-1,470年 頃と推定 されてい る[ル ンブレラス　 1977]。
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写真33一 人乗 りの葦舟(モ チーカ文 化)

　　　　ペル ー,天 野博物館(Muse◎Amano)

　　　　所蔵

写 真34二 人 乗 りの葦 舟(チ ムー 文化)

　　　　　ペ ル ー,国 立人 類 学 考 古 学博 物 館

　　　　　(Museo　 Nacional　 de　Antropologia　 y

　　　　 Arqueologia)所 蔵

写 真35舷 側 のあ る葦舟(チ ム ー文 化)

　 　 　 　 ペ ル ー,国 立人 類 学 考古 学 博 物 館(Museo

　 　 　 　Nacional　 de　Antropologia　 y　Arqueolo-

　 　 　 　 gia)所 蔵
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チ ー カ文 化 の 土 器 で,先 端 が 細 くな った1本 の 胴 の 上 に,一 人 の男 が 乗 って い る姿 を

あ らわ した もの で あ る。 これ は,エ クア ドル 高 地 で 現 在 み られ る葦 舟 に きわ め て似 た

タ イ プ の もの で あ る 。写 真34は チ ム ー文 化 の もの で,細 くな った先 端 が そ り上 り,後

端 部 が切 れ 落 ちた 形 を して いて,そ の 形態 はペ ル ー 北 海 岸 の葦 舟 に ちか い 。写 真35も

モ チ ー カ文 化 の もの で,太 い胴 の 両 側 に,舷 側 とみ られ る もの が あ り,船 首 に は ペ ル

ー の北 海 岸 で つ か わ れ る の と同 じよ う なカ イを も った 人 物 が み え る。 この 葦 舟 は,ア

イマ ラ族 の葦 舟 とペ ル ー 北 海 岸 の葦 舟 との 中間 型 と み る こ とが で き るだ ろ う。

　 これ らの モ チ ー フか ら,当 時 ペル ーの 海 岸地 帯 に は,い くつ か の形 態 の葦 舟 が み ら

れ た こ とが わ か る。 これ らの葦 舟 の用 途 につ いて も,や は りモ チ ー フか ら知 る こ とが

で き る。 図2は や は りモ チ ー カ文 化 の土 器 表 面 に描 かれ た絵 で あ る が,こ れ か ら葦 舟

をつ か って の漁撈 活 動 の 様 子 が うか が え る。 な お,ア ンデ ス高 地 部 で は,葦 舟 につ い

て の考 古 学 的 な資 料 は得 られ ない が,す くな くと もテ ィテ ィカ カ湖 な どで は,さ き に

述 べ た ア コ ス タを は じめ とす る ク ロニ ス タ の記 録 な どか ら先 ス ペ イ ン期 に葦 舟 が利 用

され て いた こ とが あ き らか で あ る。

　 さて,表2は 前 節 で 述 べ た こ とを簡 単 に ま と め た もので あ るが,他 の 地 域 の葦 舟 を

も含 め て,そ の構 造,用 途,環 境 な ど につ い て比 較 検 討 して み る こと に しよ う。

　 ま ず,葦 舟 の分 布 につ い て み て ゆ こ う。現 在,す で に消 滅 して い る地 域 も含 む な ら

ば,葦 舟 は エ クア ドル か らチ リ,ア ル ゼ ンチ ンま で の ア ンデ スの 広 い地 域 で 製 作 利 用

さ れて いた 。 しか も,そ の利 用 地 域 は ほ とん どが,ア ンデ ス高 地 部 か 太平 洋 岸 の 海 岸

図2　 モ チ ー カ時代 の漁撈 光 景[JOYCE　 1912]
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表2ト ト ラ 舟 の 比 較

地 域
(部 族)

エ クア ドル 局

地

(オ タノ・ミロ族)

名 称

caballito　 de

totora

構 造

単 胴

大 き さ
(cm)

最大長315

〃 幅38

〃 高　23

使用場所

湖

主要用途

漁　 　 　携

卜トラ刈 り

署 貨
ナ イ フ

備 考
(標本番号)

ペルー北 海岸

ペ ル ー領 テ ィ

テ ィカカ 湖

　 (ウ ロ族)

ボ リビア領テ
ィティカカ湖

(アイマラ族)

caballito　 de

totora

双　胴

jiskka hualsa 胴

東

側

双

芯

弦

nasani　 hualsa 〃

jacha　 nasani

hualsa

〃

chokha　 katufia

llampu

〃

kota　 salafia

llampu

〃

carja　 llampu 〃

最大長415

〃 幅60

〃 高28

最大長310

〃 幅　68

〃 高 　35

最大長360

〃 幅90

"高 　31

最 大 長410

〃 幅100

〃 高 　 56

海

湖

〃

〃

湖

〃

〃

漁撈

狩 猟

漁撈

旅 行

狩 猟

漁撈

運 搬

ナ イ フ

ナイフ

木 槌

手 鉤

〃

〃

ナ イフ

石

〃

〃

12962

12963

12921

12922

12646

12645

12644

/
地域に限定されている。 これは,こ の地域が,一 般に船の材料となる木材の入手の困

難なところであることを物語っている。換言するならば,ア ンデス地域における葦舟

利用の発達には,ア ンデス高地部が森林限界をこえたところであり,海 岸地帯がほと

んど砂漠地帯となっている生態的背景が指摘できる。同じ南アメリカでも樹木が容易

に入手できるアマゾン地域やエクア ドルの海岸部では,葦 舟利用はみられないのであ

る。

　 つ ぎ に,葦 舟 の 用 途 に つ いて み て ゆ こ う。葦 舟 の 主 た る用 途 は,漁撈 や狩 猟,ト ト

ラの 採集 で あ って,水 上 交通,輸 送 は第 二 義 的 で あ る。 これ が,生 業 の面 か らの葦 舟

利 用 の発 達 の背 景 を うか が わせ る。 す な わ ち,南 ア メ リカの 太 平 洋岸 地 域 は,く りか

え し述べ て きた よ うに,ほ とん ど砂漠 地 帯 で あ って,農 耕 適 地 は き わ めて 限 られ て い
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る。 したがって,そ こでの主要食料資源は海産物で,こ の海産物を得るために,海 岸

地帯では,古 くか ら,広 く,葦 舟の開発がおこなわれたものとかんがえられるのであ

る。

　これは,ア ンデス高地部でも,同 様のことがいえる。アンデス高地部は,海 岸地帯

とは逆に,一 般に動物性食料資源の入手が困難な地域である。 したがって,葦 舟を利

用 してとれる魚,鳥,鳥 の卵などは,そ れぞれの地域できわめて重要な産物となって

いる3)。また,後 に述べるように,こ れらの湖畔に自生するトトラはきわめて有用な

植物であり,こ の植物を大量に採集するためにも,葦 舟が必要となるのである。

　それでは,ほ ぼ同 じような用途をもつ葦舟が,地 域によって,多 様な形態を示して

いるのは何故であろうか。これは,葦 舟の利用される環境のちがいを反映 していると

思われる。その好例は,テ ィティカカ湖のウロ族とアイマラ族の葦舟にみることがで
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

きる。ウロ族の葦舟は船首が短 く,ま たほとんどそりがないが,こ れは主 として トト

ラの茂みのなかで使用 されるため,長 い船首は操船に支障をきたすのである。いっぽ

う,ア イマラ族の大きくそり上った船首は,と きに高波の生 じる沖合で利用するのに

好都合なのである。

　 エクアドル高地 とペルー北海岸の葦舟の形態および構造のちがいも,利 用される環

境のちがいから説明できそうである。エクアドル高地の葦舟は構造がきわめて簡単で

あるが,こ れは比較的小さな湖で,し か も強い風のあるときは使用 しないなどの条件

にあわせて作られているものとみられる。ペルー北海岸の葦舟は,そ り上 った船首,

流線形の船体が特徴的であるが,ゴ亡れらは高い波のあゴる海で使用するのに適 している。

さらに,構 造の上でも,ペ ルー北海岸の葦舟は双胴で,1本 の胴のエクア ドル高地の

葦舟にくらべれば,は るかに安定がよく,海 上での長時間の漁撈 活動にも耐えうるよ

うにつ くられているのである。

　 ところで,南 アメ リカにおける葦舟は,各 地で別個に発明されたのではなく,そ の

起源はひとつで,お そらく海岸地帯から内陸部に伝えられた,と かんがえられている

[EDwARDs　 1965:112]。 また,さ きにみたように,現 在アンデス地域にみられる葦

舟の諸形態の原型に相当するものが,ほ とんど先スペイン期にペルー北海岸地域で利

用されていたとみられる。これらのことか ら,過 去か ら現在にかけてアンデス地域で

みいだされた多様な葦舟は,海 岸地域のものが伝播後,そ れぞれの環境に応 じてより

適 したものが開発された結果であると思われる。

3)ペ ルー中央高地の フニン湖(Lago　 Junin)で は,葦 舟が魚や鳥を とるためだけで な く,食 用

　蛙をとるためにもつかわれる[FARFAN　 1949:133]。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 983

___一



国立民族学博物館研究報告　 5巻4号

　 最 後 に,ア ンデ ス各 地 で 急 速 に葦 舟 が 姿 を消 しつ つ あ る原 因 に つ い て みて お こ う。

現 在,こ の傾 向 の も っと も著 しいの は,ペ ル ー北 部 海 岸 地 域 で,ペ ル ー南 部 か らチ リ

に か けて の 海 岸 地域 で は,葦 舟 利 用 は 消 滅 した もの と み られ る。 この 海岸 地 帯 は,早

くか ら原 住 民 文 化 が 消滅 し,メ ステ ィー ソ化 が 進行 した た め,よ り耐久 力 の あ る木 造

船 が葦 舟 に と って か わ ったの で あ ろ う。

　 この よ うな 傾 向 は,テ ィテ ィカ カ湖 で も生 じて い る 。 ア イ マ ラ族 で は,ウ ロ族 と同

様,用 途 に応 じて 三 つ の大 き さ の異 な る葦 舟 が 利 用 さ れ る とい うが,現 在,よ くみ ら

れ るの は,こ の う ちの ひ とつ,コ タ ・サ ラ ニ ャ ・ヤ ンプ ー とい う中型 の もの だ け で あ

る。 実 際,ア イ マ ラ族 の 話 に よ って も,カ ル ハ ・ヤ ンプ ー とい う大 型 の葦 舟 は,も う

ほ とん どつ く られ な い とい う。 この ボ リ ビア領 テ ィテ ィカ カ湖 で は,現 在 木造 の 帆船

が 普 及 して お り,お そ ら くカ ル ハ ・ヤ ンプ ーは これ に と ってか わ られ た もの と思 われ

る。 この 帆船 は,主 と して漁撈 用 の もの な ので,当 然漁撈 用 の葦 舟 と して つ か わ れ て

いた コ タ・サ ラー ニ ャ・ヤ ンプ ー も,こ の 影響 を受 けて 少 な くな って い る。 そ の 背 景 に

は,ア イ マ ラ族 の漁撈 の 対 象 とす る魚 が マ スで あ り,こ れ は イ ンデ ィオの 市 場 よ り都

市 部,た とえ ば ボ リビア の首 都 の ラパ ス(La　 Paz)な どで 高値 で取 り引 き され る と い

う状 況 が あ って,そ れが 葦 舟 の 利 用 方 法 に も大 き な変 化 を 生 じさせ た ので あろ う。

　 い っぽ う,お な じテ ィテ ィ カ カ湖 に居 住 しな が ら,ウ ロ族 の 場合,葦 舟 の利 用 には,

そ れ ほ ど変 化 が み られ な い。 これ も,ウ ロ族 の生 活 環 境 や 社 会 的 状 況 に そ の原 因 が 求

め られ よ う。 ウ ロ族 の居 住 す る の は浮 島で あ り,ど こへ 行 くに も,葦 舟 が不 可 欠 な も

の とな って い る。 また,そ の生 業 は,葦 舟 を利 用 して お こな う狩猟 と漁撈 で あ る。 そ

の狩 猟 は,湖 畔 に 自生 す る ト トラ の茂 みで お こな わ れ,漁撈 活 動 も ト トラの生 え る浅

瀬 にみ られ る小 魚 を 対 象 と して お り,ア イ マ ラ族 の よ うに テ ィテ ィカ カ 湖 の沖 に まで

出 て お こな う もの とは 異 な る 。 しか も,湖 岸 には 農 耕 を お こな うア イマ ラ族 が居 住 し

て お り,彼 らに と って は ウ ロ族 の供 給 す る魚 が 貴 重 な 蛋 白源 と な って お り,い っぽ う

ウ ロ族 に と って は交 換 によ って得 られ る農 産 物 が 不 可 欠 な ので あ る。

　 した が って,ト トラ に全 面 的 に依 存 した生 活 を お くって い る ウ ロ族 を の ぞ け ば,他

の 地 域 で は,現 在 の 傾 向 か らみ て,葦 舟 は近 い将 来,姿 を消 す 可 能 性 は きわ め て た か

い,と か ん が え られ る。

2.エ ス テ ー ラ と バ ス ケ ッ ト

　 1)　 エ ス テ ー ラ

ト トラの 茎 を 編 ん で作 られ た ア ンペ ラや糸 や縄 で と じたマ ッ ト状 の ものは,ア ンデ
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ス地 域 で は 一般 に ス ペ イ ン語 で エ ステ ー ラ(estera)の 名前 で知 られ て い る。 この エ ス

テ ー ラ は,ト トラだ け で な く,ガ マ や ア シで もつ く られ るが,こ れ まで に,わ た しが

直 接 製 作 方 法 を 観 察 し,収 集 で きた もの は,エ ク ア ドル の サ ン ・パ ブ ロ湖 とテ ィテ ィ

カ カ湖 の も ので,と もに ト トラを 材 料 とす る もの で あ った 。

　 Heiserに よ る と,ペ ル ーで は,こ の エ ステ ー ラに二 つ の タ イ プ が あ る と さ れ る

[HEIsER　 1979:226]。 ア ジ ロに編 ん だ エ ス テ ー ラ(woven　 estera)と 縄 な ど で と じ

た エ ステ ー ラ(twined　 estera)で あ る。 わ た しが 収 集 で きた エ ステ ー ラ の う ちで,サ

ン ・パ ブ ロ湖 の もの がwoven　 esteraで あ り,テ ィテ ィ カカ 湖 の ウ ロ族 の家 の 壁 や 屋

根 がtwined　 esteraの 例 に あ た る と み られ る。 した が って,以 下 に,そ れ ぞ れ に つ

い て,製 作 方 法 や 利 用 方 法 を み る こと に しよ う。

　 (1)サ ン ・パ ブ ロ湖 の エ ステ ー ラ(標 本番 号 　13038,13039)

　 さ きに述 べ た よ う に,エ クア ドル の サ ン ・パ ブ ロ湖 や ヤ ウ ア ル コ チ ャ湖 々畔 に居 住

す るオ タバ ロ族 は,農 業 の か た わ ら,　 トトラの エ ス テ ー ラ製 作 を お こな って,生 計

を た て て い る。 この エス テ ー ラに は,大 きさ や 形 に ほ と ん ど変 化 は な く,い ず れ も約

1.8×1.2mの 長 方 形 の もの で あ る。 この 製 作 は,男 の 仕 事 で あ り,屋 内 で お こな わ

れ る。

　 製 作方 法 は,ま ず 刈 り と って き た ト

トラを数 日間 平 坦 地 に寝 かせ,天 日で

半 乾燥 状 態 にす る。 これ を土 間 で,ほ

一ぼ 同 じ長 さ に.そろ えた トートラの茎 をラ

1本 お きに逆 方 向 に な らべ,こ の両 端

を 柱 な どで お さ え る。 つ ぎに,手 に も

った1本 の ト トラを土 間 にな らべ た ト

トラ とは 直 角 に,1本 ず つ,く ぐらせ

な が ら,と お して ゆ く。 この 作業 を く

りか え して,ト トラを ア ジ ロ に編 んで

ゆ く。 同 時 に,ト トラ と ト トラが交 叉

す る部 分 を,こ ぶ し大 の表 面 が な め ら

か な石 を つ か って,よ くたた く(写 真

36)。 この 作 業 に よ って,　 ト トラの 丸

い茎 は扁 平 に な り,編 目 は 目 のつ ん だ

もの と な る。 ト トラを半 乾 燥 状 態 に と

写 真36　 アジロの綱み 目を石でたたき,目 の

　 　 　 つんだもの とする
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ど あて お くの は,こ の作 業 の た め な の で あ る。 編 み上 げ た と こ ろで,こ の エ ステ ー ラ

の 端 の 部 分 か ら出て い る茎 は,す べ て折 りか え され,そ れ を エ ステ ー ラの 編 み 目につ

き さ して,端 を そ ろ え る。

　 利 用 の方 法 は,日 本 に お け る ゴザ な ど と 同 じよ うに,土 間 に敷 い てつ か うほ か,小

屋 の壁 と して も利 用 さ れ る。 普 通 は,キ ト市 や オ タバ ロ市 に 運 ば れ,そ こで 売 られ る。

　 な お,わ た しは,ペ ル ーで は,こ の タイ プ の ト トラ の エス テ ー ラを見 る機 会 を得 て

い な いが,沿 岸 地 帯 で は広 く,こ の エ ステ ー ラが 製 作 され る とい う情 報 を得 て い るほ

か,そ こ で は ア シで あ るcarrizo(Phragmites　 sp.)の 茎 で もエ ステ ー ラはつ くられ,

家 の壁 と して 利 用 され て い る。

　 (2)ウ ロ族 の 家(標 本 番 号 　 12721)

　 ウロ族 の居 住 す る家 は,柱 を の ぞ け ば,す べ て ト トラで で きて い る。つ ま り,家 の

屋 根,壁,入 口 の材 料 が トトラで あ る。 この家 の形 態,大 き さは,浮 島 で みた か ぎ り
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　　　　　り

で は,ほ ぼ同 じで あ る。 す な わ ち,矩 形 の プ ラ ンを も ち,周 囲 の柱 にむ しろ状 の 壁 を
　 　 　 　 　 　 　 　 の　　　の　　　　

め ぐ ら し,2枚 のす だれ 状 の ト トラの エ ステ ー ラを 切 妻屋 根 と して い る。 入 口 は,普

通,壁 の エ ス テ ー ラの一 端 を ひ らき戸 の よ うに して い る。大 きさ は,入 口の あ る横 側

の 一 辺 が 約1.8m,側 壁 のあ る,も う一辺 が 約2.5m,高 さは棟 木 の あ る も っと も高

い と こ ろで約2mで あ る。

　 製 作 方 法 は,ま ず壁 と屋 根 用 の エ ステ ー ラ をつ くり,つ ぎ に柱 をた て て,こ れ に チ

ジ ワの縄 で,屋 根 や壁 を と りつ け る。 この屋 根 と壁 にな るエ ステ ー ラは 製 作法 がか な

り異 な る。 ま ず,壁 用 の エス テ ー ラづ く りか ら,み て ゆ くこ と に しよ う。

　 壁 用 の エス テ ー ラ製 作 も,葦 舟 の 場 合 と同 じよ う に,ま ず縄 づ く りか ら始 め る。 た

だ し,こ の縄 の材 料 は や は りチ ジ ワで あ るが,葦 舟 づ く りにつ か わ れ た もの と は異 な

り,二 つ編 の 丸組 みでphalaと よば れ る もので あ る。 この縄 づ く りは 女 性 の仕 事 と

な って い るが,壁 づ くりそ の もの は男 性 が お こな う。壁 は,一 枚 の 細長 い エ ステ ー ラ

で で きて い る ので,作 業 に さ きが け て葦 舟 用 の サ オ を,こ の場 合 も物 差 と して つ か・い,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ●

全 体 の長 さ を決 め る。 つ い で,こ の サ オ を壁 の幅 にあ わせ て2本 つ きた て,さ らに こ

れ らの柱 と平 行 に,壁 の 長 さ にあ わ せ て2本 のサ オを た て る。 これ らの柱 の外 側 に そ

れ ぞれ1本 ず つ 棒 を 横 に置 く。 この棒 をつ か って,約30cm間 隔で,平 行 に縄 を は

る(写 真37)。 ち ょ うど ア ンデ ス の織 機 の うちで,水 平 機 を 使 用 す る と き,タ テ糸 を

とお した状 態 で あ る。

　 この縄 を は った 一 端 に座 り,人 手 が得 られ る場 合 は,一 人 ひ と りが,そ れ ぞ れ これ
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らの 縄 の 端 に座 る。 そ して,ひ と握 り

ほ どの 太 さの ト トラの束(約10本)を,

4本 の 縄 の うえ に,縄 と は直 角 に 置 く。

つ いで,こ の ト トラ束 を,そ れ ぞ れ が

もつ,も う1本 の 縄 で巻 き,さ きに 張

った縄 の下 を く ぐらせ て 強 くひ く(写

真38)。 この 状 態 で,あ らた に ト トラ

束 を 置 き,こ れ を さ き と同 じ要 領 で 縄

で 巻 い て締 め る。 作 業 を す る者 は,座

った まま の状 態 で 前 進 しな が ら,こ の

作 業 を く りか えす 。 こ う して,さ き に

張 った 縄 の も う一 方 の端 まで 編 み あが

れ ば,こ の縄 とそ れ ぞれ が もつ,も う

1本 の縄 をむ す ぶ。 最 後 に,こ の エ ス

テ ー ラの 両端 か ら,は み 出 してい る ト

トラを ナ イ フで 切 り落 す 。

　 この よ うに壁 用 の エス テ ー ラづ くり

は,最 初 に縄 を は って しま え ば,あ と

は 比較 的容 易 で,そ の 作 業 は子 供 で も

で き る。 い っぽ一う,屋 根 冊 の エ ステ ー

ラづ くりは,か な りの慎 重 さ と技 術 が

要 求 され る。 まず,材 料 が 吟 味 され る。

壁 用 の ト トラは,と くに選 ば れ る こと

は ない が,屋 根 用 の ト トラは先 述 した

オル コ ・ トトラだ けが 材 料 とな る。 つ

ま り,茎 が 太 く,長 く,し か もま が り

写真37　 ウロ族の家 の壁づ くり。 まず平行 に

　 　 　 縄を はる

写真38水 平 にはった縄の上 に,ひ と握 りほ

どの トトラ束を置き,こ れを もう1

本の縄でゆわえ る

の な い茎 だ けが つ か わ れ る。 さ らに,作 業 中 に,ひ び 割 れ て い る ものや 折 れ た もの が

見 つ か れ ば,そ れ も捨 て られ る。

　 した が って,屋 根 用 の エ ス テ ー ラづ くりは,熟 練 した 男 が一 人 で お こ な う。 材料 選

び を終 えた の ち,充 分 に 乾燥 した トトラを,先 端 部 お よび 根 元 の部 分 は折 り と って 捨

て,ほ ぼ同 じ長 さ,同 じ太 さ の ト トラに そ ろ え る。 つ ぎ に,方 向 を そ ろ えた,こ れ ら

の ト トラの 茎 を6本 ず つ手 に と って,茎 の ほ ぼ 中央 に糸 の つ い た針 を と おす 。6本 の
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茎 を針 で つ ない だ 状 態 で,こ れ らの ト

トラを,針 の部 分 を 中心 と して,1本

お き に ト トラの 上 下 を逆 にす る(写 真

39)。 ト トラの 茎 の根 に ちか い 方 は 太

く,先 端 の 方 は細 くな って い る ので,

この 作業 で ト トラを そ ろえ た とき,両

端 が 等 し くな る よ う にす る工 夫 で あ る。

つ ぎ に,隣 り合 った ト トラの茎 と茎 の

あ い だ に,す き間 が で きな い よ う,糸

を と お して,つ な ぐ。この 作 業 を く りか

え す こと に よ って,ト トラの エ ステ ー

ラは 中央 に と お され て い る1本 の糸 で

つ な が れ た状 態 とな る。 屋根 の長 さ に

なれ ば,こ の糸 の とお って い る 中央 部

と両 端 の あ い だ に も,針 で そ れ ぞ れ も

う1本 の 糸 を とおす 。 最 後 に,こ の 両

端 には,壁 用 の エ ステ ー ラづ くりで使

った の と同 じ縄 で双 子 に編 ん で と じる

(写 真40)。 で きあ が った エ ステ ー ラは,

ト トラの スダ レ とい った感 じの もの で

あ る。 葦 舟 の 帆 は,こ れ を使 うわ けで

あ るが,屋 根 の 場合 は,こ れ と ま った

く同 じ もの を,も う1枚 つ くる。 そ し

て,こ の2枚 の エス テ ー ラの縄 で と じ

て あ る部 分 を,さ らに も う1本 の縄 で

と じて,1枚 にす る。

　 以 上述 べ て き た よ うに して,壁 と屋

根 にな る エ ス テ ー ラが で きあ が った と

こ ろで,こ れ らを組 みた て る。 そ のた

写真39　 ウロ族 の家の屋根づ くり トトラの茎

　　　　の中央部 に糸をとおす

写真40両 端を縄で双子 にとじる

め に,ま ず柱 をた て る。 この柱 は,コ

ジ ェ(kolle)と よば れ るテ ィテ ィカ カ湖 畔 に 自生 す る灌木 で,浮 島 に は もち ろ んな い

の で,湖 岸 で 購 入 して くる。 約2mの 棟 木 を ささ え るた め の や や長 い3本 の 柱,壁
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用 の 短 い 数本 の柱,そ して 棟木 と柱 を 補 強 す るた め の4本 の 柱 が あ る。 いず れ も直 径

10cmた らず の細 い もので あ る。

　 まず,棟 木 を さ さえ るた め の柱 をた て る。 入 口 に あ た る部 分 には,50cmほ ど の間

隔 を あ けて,長 さの等 しい2本 の 柱 を,先 端 部 が くっつ くよ う,斜 め に さ し こむ 。 こ

の2本 の柱 か ら約2mの と ころ に,も う1本 の や や 長 い柱 を,入 口 の2本 の柱 と同

じ高 さに な る よ う,ま っす ぐ立 て る。 この柱 の先 端 部 と,さ きに た て た2本 の柱 の 先

端 部 に棟 木 の両 端 を縄 で く く りつ け る。 ま た,こ れ らの 柱 を 中 心 に,矩 形 状 に,短 い

柱 を ほ ぼ等 間 隔 にた て る。 この柱 は,写 真41に み られ る よ う に横 木 を あ て,チ ジ ワの

縄 で む す ぶ。 な お,こ れ らの柱 の位 置 を 決 め るた め に は,や は り葦 舟 の サ オ がつ か わ

れ るが,細 部 につ いて は短 く折 った ト トラが 物 差 と してつ か われ る。

　 壁 用 の エス テ ー ラの と りつ けは,入 口右 側 の柱 に,エ ス テ ー ラの一 端 を縄 で む す ん

でか ら,さ きに た て た柱 の周 囲 に エス テ ー ラを め ぐ らす 。矩 形 に たて られ た 柱 の 周 囲

を一 巡 した エ ス テ ー ラを入 口の も う1本 の柱,つ ま り左 側 の柱 に縄 で む す ぶ 。 つ ま り,

側壁 とな る エ ステ ー ラは途 中 の柱 で とめ る こ とは な く,入 口の2本 の柱 だ けで とめ ら

れ て い る ので あ る。 な お,側 壁 用 の エ ス テ ー ラは入 口の 左 側 の柱 の と こ ろ にそ の 端 が

きて い るわ けで は な く,約1mほ ど残 さ れて お り,こ れ が ひ らき戸 の よ うに,入 口

と して つ か わ れ る。 屋 根 の と りつ け は,き わ め て簡 単 で あ る。2本 の 短 い棒 の先 端 部

を 縄 で むす んだ もの を ふ たつ つ くり,こ れ を写 真42の よ うに棟 木 の 前 後 に のせ る。 こ

れ が,屋 根 を さ さえ るた め の 垂木 と な る。 この 上 に,屋 根 用 の エ ステ ー ラをか ぶ せ る。

2枚 の エス テ ー ラが つ な ぎ合 わ さ れ て い る部 分 が棟 木 の と ころ に くる よ うに 置 く。 こ

のエ ス テ ー ラは,棟 木 よ り,前 後 約lmほ ど長 く,こ の部 分 は 中 央 が と じ られ て い な

い た め,両 側 を か さね て,前 後 に た らす 。 これ で,こ の家 の前 後 の 壁 の うえ の部 分 が

と じ られ る。 最後 に,こ の屋 根 の 上,両 側 に縄 をわ た し,縄 の両 端 は壁 を と じて い る

縄 の ひ とつ にむ す び つ け て お く(写 真43)。 風 で 吹 き とば され な い た め の工 夫 で あ る。

　 この屋 根 は天気 が 良 くな る と茎 が 乾 燥 して ス キ間 が で き るが,雨 で濡 れ る と茎 が膨

張 して ス キ間 は な くな り,雨 漏 りが しな い,と い われ る。 そ の た め に,屋 根 の 材 料 と

な る ト トラは慎 重 に選 ば れ,し か も1本 お きに 上下 が逆 に され るな ど の工 夫 が 加 え ら

れ て い る。 しか し,そ れ で も充 分 で はな い ら し く,ま た 寒 さを 防 ぐた め もあ って,こ

の屋 根 は も う一 枚 か さね られ るのが 普 通 で あ る。 壁 は,ト トラを 何 本 も束 ね て 数cm

の厚 さ があ り,し か もさ き にみ た よ うに,特 殊 な 編 み方 が ほ ど こされ て い て,ア ジロ

や 双 子 編 み の よ うな ス キ間 は ま った くな い 。 これ も,標 高3,800mあ ま りのテ ィテ

ィカ カ湖 上 で の 寒 さ を防 ぐた めの工 夫 で あ る。
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写真41ウ ロ族の家づ くり。柱 の周囲に壁をめ ぐらす

写真42棟 木の上 に垂木をのせたあと,屋 根をかぶせ る

写真43屋 根の上 にとおした縄で屋根 をお さえる
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　 と ころで,さ き に浮 島で み られ る家 はす べ て,ほ ぼ同 じ形 態,大 き さで あ る と述 べ

た が,こ れ は 材 料 の トトラの性 質 に起 因 して い る。 とい うの は,浮 島 とい う特 殊 な環

境 に住 む ウ ロ族 に と って,一 般 に建 築 材 料 と され る木 や土 は た いへ ん 入手 しに くい も

の で あ り,そ の 家 の 構造 は ト トラを最 大 限 に利 用 した もの と な って い る。.し か も,ト

.トラの茎 の長 さは せ いぜ い2～3mで あ り,そ れ を,こ こで み た よ う な屋 根 の 製作 法

を と る と,利 用 で き る部 分 は さ らに か ぎ られ て くるか らで あ る。

　 この 家 の な か で,屋 根 は 直 射 日光 に さ らされ,雨 に もうた れ る た め,せ いぜ い1年

で,傷 み が 生 じて くる が,そ の場 合,屋 根 全 部 を と りか え るの で は な く,部 分 的 に修

復 す る。 な お,こ れ らの家 の 具 体 的 な利 用 方 法 につ い て は,浮 島 の項 で 述 べ る こ と に

しよ う。

　 (3)エ ステ ー ラの分 布

　 前 節 で み て きた よ うに,テ ィテ ィ カ カ湖 の ウ ロ族 の 家 の 壁 と屋 根 は,異 な る製 作 方

法 に よ る もので あ った 。 ア メ リカ大 陸 原 住 民 の カ ゴ細 工 につ いて 詳細 な調 査 を お こな

ったMasonの 分類 方 法 に した が う と,前 者 はwrapPed　 twined　 weaving　 }cよ る もの

で あ り,後 者 はplain　 twined　 weavingに よ る もの で あ る[MAsoN　 l976]。 ま た,

エ クア ドル 高 地 の オ タバ ロ族 の エ ステ ー ラは,い わ ゆ る ア ジ ロ編 みで,twilled　 work

に よ る。'した が って,ア ンデ ス 地 域 で は,ト トラを 材 料 とす る エ ステ ー ラの 製 作 方法

に は,厳 密 に はす くな くと も三 つ の タイ プ が み と め られ る。

　 さて,さ きに報 告 した 地 域 以外 で の エ ズテ ー ラの 分 布 に つ い て概 観1し,ア ンデ ス地

一域 にお〔け るエ ステ 弘 一ヲの特 徴に つ い て 検 討 して お こ う
。 た だ し,こ れ まで ア ンデ ス 地

域 に お け る エ ステ ー ラの報 告 は きわ めて 限 られ,し か も製 作 法 ま で くわ し く記 述 した

報 告 は皆 無 とい って よい状 態 に あ るた め,上 に 述 べ た三 種 類 の エス テ ー ラそれ ぞ れ の

分 布 につ い て 述べ る こと はで きな い 。 したが って,こ こで は,便 宜 的 に さ き のHeiser

の分 類 法 に した が って,ウ ロ族 の家 の屋 根 お よ び壁 に つ か わ れ る エス テ ー ラをtwined

esteraと し,オ タバ ロ族 の エ ステ ー ラをwoven　 esteraと して,そ れ ぞ れ の分 布 につ

い て み て ゆ く こと に した い。

　 twined　 esteraは,テ ィテ ィカ カ湖 畔 の陸 地 に住 む ウ ロ族 の家 や ア イマ ラ族 の葦 舟

の 帆 に み られ る[LA　 BARRE　 l　963;TscHoPIK　 l　963]。　Heiserはtwined　 csteraの

例 と して,ペ ル ーの ク ス コ地 方 で み られ る貯 蔵 用 の 入 れ物,タ ッケ(tacke)を 報 告 し

て い る。 また,ペ ル ー の海 岸 地 帯 で は,イ ンカ 期 の ミイ ラ の包 み と して,　 ト トラの

twined　 esteraが 利用 され て いた[TowLE　 I952:232-233]。 この海 岸 地 帯 で は,現

在 ガ マを 材 料 と して,twined　 esteraが つ く られ,小 屋 の 壁 にす る例 が み られ る。
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　 woven　 esteraは,エ ク ア ドル の サ ン ・パ ブ ロ湖 の ほか,ヤ ウ アル ・コチ ャ湖 で も

大 量 に製 作販 売 され て い る。 ま た,ペ ル ー の海 岸地 帯 で は,ト トラの ほ か に,ア シで

woven　 esteraが つ く られ て い る。 しか し,こ の タ イプ の エ ステ ー ラは,す くな くと も,

これ まで,わ た しが 観 察 した か ぎ りに おい て は,テ ィテ ィカ カ湖 畔 を 含 む ペル ー南 部

高 地 で は み られ な い。Heiserも,ク ス コや ア レキ ッパ な ど の ペル ー南 部 地 域 で は,エ

ステ ー ラそ の もの が み られ な い,と 報 告 して い る[HEIsER　 1979:228]。

　 こ う して みて くる と,・ 雨 レー か らボ リビ ア にか けて の 中央 ア ンデ ス 高地 部 で は,エ

ス テ ー ラの製 作 利 用 の例 は 決 して多 くは ない よ うで あ る。 つ ま り,ウ ロ族 にみ られ る

ト トラを家 の屋 根 や 壁 の エ ス テ ー ラ と して 利 用 す る方 法 は,中 央 ア ンデ ス高 地 部 で は,

む し ろ例 外 的 な存 在 で あ るよ うに思 わ れ る。 この ア ンデ ス高 地 部 で は,一 般 に家 の壁

は ア ドベ でで きて お り,屋 根 は,イ チ ュ(ichu,　 Festntca　sp.,　Sti　a　sp.)で ふ か れ,敷

物 は ア ルパ カや 羊 の 毛皮,お よ び,こ れ らの獣 毛 の織 物 が つ か わ れ て い る。 これ に対

し,さ き に指 摘 した よ うに,湖 上 で 生活 す る ウ ロ族 に と って は,こ れ らの材料 が入 手

しに くい もので あ り,そ れ ゆ え に ト トラの エ ス テ ー ラと して の利 用法 が発 達 した とか

ん が え られ る。

　 中央 ア ンデ ス高地 とほ ぼ 同 じ自然 環 境 下 に あ るエ クア ドル 高地 で の ト トラの エ ステ

ー ラと して の 積 極 的 な利 用 は どの よ うに理 解 で き るで あ ろ うか
。 これ に は,以 下 の理

由 がか ん が え られ る。 エ ク ア ドル 高 地 部 は,中 央 ア ンデ ス 高地 と く らべ る と,獣 毛 用

の家 畜 が 相対 的 に少 な く,敷 物 と して獣 毛 は あ ま り利 用 され な い よ うで あ る。 しか し,

イ ンカ期 頃 に は,こ の エ ク ア ドル 高 地 で は リャマや アル パ カ が か な り飼 わ れ て い た こ

とが 明 らか な の で,そ の 当時 は現 在 の 中央 ア ンデ ス南 部 高地 と 同様 に獣 毛 や そ の織 物

が敷 物 と して 利用 され て いた こ とが,か ん が え られ る。 この リャマや アルパ カ の減 少

は,ス ペ イ ン人 の侵 入 と と も に始 ま ったが,オ タバ ロ族 の エ ス テ ー ラ製 作 は,こ の頃

よ りさか ん に な った ので は な いか,と 思 わ れ る。

　 じつ は,オ タバ ロ族 が現 在 製作 して い る エ ステ ー ラは,中 米 の グ ァテ マ ラや メ キ シ

コで 製 作 され る もの に よ く似 て い る ことが 指 摘 され て い る[SAENs　 l　933;64,　 HEIsER

1979:226]。 そ して,中 央 ア メ リカに お け る エ ステ ー ラの 呼 称,ペ タ テ(petate)が16

世 紀 には ペ ル ーで つ か わ れ て い た ことが 知 られ て お り,現 在 で も エ クア ドル や ペル ー

の一 部 地 域 で は エ ステ ー ラの か わ りに ペ タテ と呼 ぶ と ころが あ る と され る。 これ らの

こ とか ら,現 在 エ クア ドル や ペル ーの 海 岸 地 帯 で み られ るwoven　 esteraは 本 来 中 央

ア メ リカ か ら伝 播 した もの で あ る ことが 想 像 され る ので あ る。
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2)　 バ ス ケ ッ ト

　 ト トラの 茎 を 編 ん で作 られ る もの と して,最 後 にバ ス ケ ッ トにつ い て 検討 して お こ

う。 とい うの は,ペ ル ー の海 岸 地 帯 で は,先 スペ イ ン期 の遺 跡 か ら ト トラを材 料 と し

た バ スケ ッ ト類 が 出土 して い る と され るが[YAcovLEFF　 y　Mu肌LE　 l932],今 回

の 収 集調 査 で は,わ た しが観 察 す る こ との で きた の は一 例 だ けで あ った。 それ は,写

真44に み られ る よ うな 大 きな カ ゴ(canasta)で,製 作 法 の詳 細 は 不 明 で あ るが,い わ

ゆ る巻 き上 げ細 工(coiled　 basketry)に よ る もの で あ った 。

　 い っぽ う,ペ ル ーの 国 立 人 類学 考 古 学 博 物 館(Museo　 Nacional　 de　Antropologia

y　Arqueologia)お よび天 野 博 物 館 に収 蔵 さ れ て い る,海 岸 地 帯 で 出土 したバ ス ケ ッ ト

類 約30点 につ い て観 察 して み た結 果 で は,そ れ らは,い ず れ も一 辺 が30cm程 度 の

箱型 の もの(twilled　 basketry)で,使 用 され て い る植 物 の茎 の直 径 は1mm程 度 の

細 長 い もの で あ った 。先 述 した よ うに,ト トラの 茎 は普 通lcm以 上 あ り,こ の点 か

らみ て も,こ れ らの材 料 は,す くな く と も ト トラ,す な わ ちS・calzfornicusと はか ん

が え られ ない 。 ペ ル ー の海 岸 地 帯 に は,ト トラよ り植 物 体 の小 さい,S.　 o勿 癖,　Juncus

sp.,(Cyoerus　sp.な ど が 自生 して お り,

茎 の 太 さな どか らみて,こ れ らの植 物

が 材 料 と してつ か われ た 可能 性 の ほ う

が,は るか に たか い。

　 いず れ に しで も,ア ンデ ス地域 で は

バ ス ケ ッ ト製 作 は あ ま りみ られ ず,と

くに高 地 部 で は,バ ス ケ ッ トそ の もの 、

が,ほ と ん どみ ら れ な い 。 これ は,

きわ め て 多 様 な バ ス ケ ッ トが 開 発 さ

れ た北 米 イ ンデ ィア ン と く ら べ る と

[DRIvER　 1961;MAsoN　 1976],対

照 的 で あ る。 ア ンデ ス 地域 に も,ト ト

ラ,そ の他,上 で 述 べ た よ うにバ ス ケ

ッ トの 製作 材 料 に な り得 る植物 が豊 富

に み られ る こ とか ら,こ れ ら両 地 域 に

お け るバ ス ケ ッ ト製 作 技 術 の 発 達 の大

きな ちが い は 環境 以 外 の 要 因 に よ る も 写真44　 トトラの巻か ご
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の と思 わ れ る。

　 この 問題 につ いて,以 下 に,わ た しの か ん が え を述 べ て お こ う。バ ス ケ ッ トの 主要

な 用 途 が,も の の貯 蔵 や運 搬 に あ る こ とを か んが え る と,ア ンデ ス地 域 で は,バ ス ケ

ッ トにか わ る もの と して,さ きに 述 べ た 獣毛 で織 られ た 織 物 が あ る。 そ して,ア ン

デ ス地 域 は獣 毛 を材 料 とす る織 物 の技 術 が よ く発 達 した と こ ろ と して 知 ら れ て お り

[GAYToN　 1978:269-297],こ の点 で は,全 体 と して北 米 イ ンデ ィア ンと対 照 的 な

状 態 にあ る よ う にお もわ れ る。 しか も,ア ンデ ス地 域 で は,も の の輸 送 に は リャマ を

使 う こと が一 般 的 で,こ の た め に もバ スケ ッ トよ り,織 物 で で きた袋 物 の方 が都 合 の

良 い こと がか ん が え られ る。 実 際 に,駄 獣 が 多 く,現 在 で も さか ん に織 物 が つ くられ

て い るペ ル ー南 部 高地 の伝 統 的 な原 住 民 文 化 の な か で はで は,バ ス ケ ッ トの 利 用 が,

ま った くみ られ な い の で あ る。 これ らの こ とか ら,中 央 ア ンデ ス地 域 で,エ ステ ー ラ

や バ ス ケ ッ トが あ ま り開発 され ず,現 在 も,ほ とん ど普 及 して い な い の は,こ の地 域

の 牧 畜 や織 物 の発 達 と密接 な 関係 が あ る とか ん が え られ る。

3。 浮 島

　 トトラで,居 住 す るた め に人 工 の 島 を つ くる の は ペル ー 領 テ ィテ ィカ カ湖 畔 に 居住

す る ウ ロ族 だ けで あ る。 ウ ロ族 が,い つ ごろか ら,何 故,湖 上 で生 活 す る よ うに な っ

た の か,と い う点 に つ い て は未 解 決 の 問題 と して 残 され て い る。 しか し,少 な く と も,

ス ペ イ ン人 侵 入 時 代 には,ウ ロ族 は す で にテ ィテ ィ カ カ湖 で湖 上 生 活 を お くって いた

こ とが知 られ て い る。

　 16世 紀,ク ロニ ス タの ア コス タは,ウ ロ族 の生 活 につ い て,つ ぎ の よ う に述 べ てい

る。 「ウ ロ族 の部 落 は,す べ て,湖 の 上 に浮 ぶ ト トラの バ ル サ舟 の上 にあ って,そ れ

ぞ れ の 間 で結 び合 わ され,岩 に 固定 され て い る。 そ して,そ の場 所 か ら動 きだ しで,

村 ご と別 の場 所 に移 って しま い,昨 日あ った と思 う場 所 を 今 日探 して も,人 も村 も跡

か た もな く消 えて い る よ うな ことす らあ る」[ア コ ス タ　 1966(1590):184-185]。

　 当 時 の ウロ族 の集 落 が ア コス タの 記 述 ど お りの もの で あ ると す る と,現 在 ウ ロ族 が

居 住 す る人 工 の ト トラの 島 は,こ れ とは か な り異 な った もの で あ る。 テ ィテ ィカ カ湖

の 北 端,カ パ チ カ(Capachica)半 島 とチ ュク イ ト(Chucuito)半 島で か こ まれ た湾 岸

には ト トラが 密 生 して い る が,ウ ロ族 の居 住 す る島 は,こ の ト トラの 茂 み を利 用 して

つ くられ る。 この 島 は,一 般 に ス ペ イ ン語 でisla　fiotante(浮 島)の 名 前 で 知 られて い

るの で,以 下 で は ト トラで つ く られ る人 工の 島を 浮 島 と して記 述 して ゆ くこと にす る。
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　 浮 島 つ くりにつ い て は,こ れ まで 実 際 に観 察 す る機 会 を 得 て い ない が,聞 き得 た情

報 に よれ ば,そ れ は つ ぎ の よ う な もの で あ る。 テ ィテ ィカ カ湖 は,雨 期 と乾期 でか な

り湖 面 が 上下 す るが,浮 島 のつ くられ る ト トラの茂 み の あ た りは水 深2～3mの 浅 瀬

で,ト トラの茎 は 湖 面 か ら1～2mで て い る。 この トトラの基 部 をす こ し残 して刈 り

と る。 この刈 り と った 跡 に,ト トラの 茎 や根,古 くな った 葦舟 な ど を湖 面 まで積 み あ'

げ る。 さ らに,こ の 上 に,大 量 の トトラの茎 を,湖 面 よ り20～30cm高 くな るまで

積 み あ げ る。

　 これ で,一 応 浮 島 は で きた わ けで あ るが,浮 島の 周 囲 の トトラの茂 み は,浮 島 に葦

舟 をつ け る部分 だ け刈 り と り,残 りはで き るだ け刈 りと らない で お く。 こ の ト トラの

茂 み が,島 に積 み あ げた トトラの流 出を 防 ぐと同時 に,風 を 防 ぐ役割 もは た す 。 さ き

に み た よ うに,ウ ロ族 の家 は,ほ と ん どが ト トラでで きて お り,強 い風 に は耐 えな い

か らで あ る。 した が って,そ の 家 も,浮 島 の周 囲 の ト トラの茂 み とほ ぼ同 じ高 さ に作

られて い るの で あ る。

　 な お,こ の状 態 で も,浮 島 の 周 囲 の ト トラの 流 出 は さ け られ ず,ま た浮 島の 水 面下

に あ る ト トラは腐 って きて,そ の部 分 は沈 下 して くる。 こ こには,新 しい ト トラを 補

充 した り,島 の周 囲 も流 出 した トトラをか き寄 せ て,し ば しば 補 修 が お こな われ る。

　 い ず れ に して も,こ の浮 島 は,ア コス タが 記 述 して い る よ うな,葦 舟 の 上 に あ るわ

けで は な く,ま して移 動 も しな い。 た だ し,浅 瀬 の 湖底 か ら大 量 の トトラを積 み あ げ

た だ け の 島 なの で,そ の上 を 歩 けば,当 然 厚 い マ ッ トの上 で も歩 い て い る よ うな状 態

に は な る。

　 さて,ペ ル ー領 テ ィテ ィカ カ湖 畔 には,こ の よ う な浮 島 が約100あ る とい わ れ る。

しか し,作 業 だ けを す る よ うな小 さ な浮 島 を除 き,家 が あ って,実 際 に居 住 して い る

浮 島 は 約60と いわ れ る。 この浮 島 は,大 きさ も,形 態 も さま ざ まで あ るが,比 較 的大

き い もの と して はTranipata,　 Huacahuacani,　 Santa　 Maria,　 Llachupunco,　 Iska

Kapi,　 Kapi　 Cruz,　 Kala　 Ncgroな どが知 られ て い る。 この うち,も っ と も大 き く,

また 家 屋 数 も多 い浮 島 は トラニパ タ(Tranipata)島 で,つ いで ワカ ワカ ニ(Huaca-

huacani)島 で あ る。

　 こ こで は ワカ ワカ ニ島 を 例 に,具 体 的 に 浮 島 の利 用 の方 法 を 示 して お こ う(写 真45)。

図3は 島 の実 測 図で あ る。 最 大 幅 が 約50m,面 積 は約1000m2で あ る。 近 年,浮 島

が観 光 の対 象 とな って いて,ワ カ ワカ ニ島 も,そ の 例外 で は な く,ト ラニパ タ島 に つ

い で観 光 客 が よ く訪 れ る と ころ と な ってい る。 浮 島 の北 側 に半 島 状 に の びて い る部 分

は,観 光 客用 の船 をつ け る波 止 場 とい うべ き もの で,最 近 この浮 島 に つ け加 え られ た
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写真45ワ カワカニ島の浮島

図3　 ワ カ ワ カ ニ 島 の 浮 島
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とされ る。

　 浮 島 の 周 囲 は,こ の波 止 場 の 部 分 を の ぞ くと,ほ とん どが ト トラの茂 み で か こわ れ

て い て,部 分 的 に,ト トラ の茂 み が 切 れ て い る と こ ろが み られ るが,こ こは 各 家 族 が

所 有 す る葦 舟 を つ け る た めの 空 間 で あ る。 ま た,図3の 右 下部 の半 島 状 にな った と こ

ろ は,バ レイ シ ョの菜 園で あ る。 この耕 地 の土 は浮 島 に は な い の で,湖 岸 か ら運 ん で

きた もので あ る。 ま た,家 の周 囲 にみ られ る乾 燥 中 の ト トラの 束 は,燃 料,家 の補 修,

そ の他 につ か わ れ る。 な お,図 には 示 さな か ったが,家 の 周 囲 に ト トラで つ くった 小

屋 に若 干 の クイ(Cavia　 Porcellus)も 飼 わ れ て い る。

　 この浮 島 で み られ る10戸 の 家(uta)の う ち一軒 だ けは トタ ン屋根 で あ るが,こ れ は

島 の住 民 共 有 の 倉 庫 とな ってい る。 残 りの9戸 は,さ き に述 べ た よ う に,屋 根 も壁 も

トトラでできているもので,大 きさも

ほぼ等 しい(写真46)。 図4は,こ れら

の家の家族構成を示 したものである。

家屋番号7は 夫婦ともにすでに死亡 し

ていて,現 在は無住である。家屋番号

4は 未亡人が1人 で居住 している。残

りの家の家族構成は,い ずれも核家族

で,こ の浮島全体でみると親族のみで

構成されている。
写真46　 ワカ ワカニ島の家

図4　 ワ カ ワ カ ニ 島 の 家 と 家 族
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　 これ らの う ちで,家 屋 番 号1に 居住 す る世 帯 だ けが2戸 の家 を も って い る が,隣 接

す る2戸 の北 側 の家 は もっぱ ら倉 庫 お よ び調 理 用 に つ か われ て い て,居 住 す るの は 南

側 の家 で あ る。 この世 帯 は,家 屋 番 号8と 同 様,家 族 が7人 と,こ の浮 島 で は家 族 数

が も っと も多 く,寝 る以 外 の 空 間 が な い ので あ る。 家 屋番 号8の 場 合 は,家 の外 に コ

シナ ・ウ タ(cocina　 uta)と よば れ る調 理用 の 小 屋 を も って お り,そ こで 調 理 が お こ

な わ れ る。

　 この コ シナ ・ウ タ とい う調 理 小 屋 は,土 製 の炉 を おい た そ の す こ し外 側 に 雨 や 風 を

防 ぐた め に ト トラで 小 屋 が け を した だ けの 簡 単 な もので あ る。 この炉 の 燃 料 は 乾燥 し

た ト トラな ので,天 井 の ひ くい ウ ロ族 の ト トラの家 で はつ か え な い。 家 屋 番 号8以 外

で は,家 屋番 号2の 世 帯 だ けが,こ の炉 を 所 有 して い るが,そ の他 はす べ て 灯 油 用 の

コ ンロを も って お り,家 の 中 で使 用 して い る。

　 な お,結 婚 して新 世 帯 が で き る と,新 し く家 が つ くられ,そ こ に新 夫 婦 は移 り住 む

こと にな るが,浮 島が 小 さい場 合 は,浮 島 を 拡 張 す るか,両 親 の 住 む浮 島 の ちか くに

新 しい 浮 島 がつ くられ る。

　 最 後 に,ウ ロ族 が,何 故,浮 島 とい う特 殊 な 環 境 で生 活 して い るの か,と い う問 題

につ いて ふ れ て お こ う。 さ き に述 べ た よ うに,彼 らが,い つ 頃か ら,何 故,湖 上 で 生

活 す る よ うにな った のか と い う点 につ い て は不 明 で あ るが,現 在 の生 業 形 態か らみ る

か ぎ り,浮 島で 居 住 す る利 点 は 明 らか で あ る。 す なわ ち,テ ィテ ィカ カ湖 畔 に群 生 す

る ト トラの茂 み や そ の周 辺 で み られ る水鳥 お よ び魚 を生 業 資源 と して い る ウ ロ族 に と

って,こ の ト トラの茂 み の なか につ くられ る浮 島 は彼 らの生 業 活動 に きわ め て好 都 合

な の で あ る。

4。 食 料,そ の 他

　 ト トラを食 料 と して 利 用 す る とい う情 報 を 得 た の はテ ィテ ィ カカ湖 畔 の ウ 自族 お よ

び ア イ マ ラ族 で あ る。 ウ ロ族 もア イ マ ラ族 も,と もに ト トラの茎 の 基 部 約30cmほ

どを チ ュ ヨ(chuyo)と よ び,こ の皮(sirupi)を は い だ髄 を生 食 す る。 と くに,ウ ロ

族 は,こ の 茎 だ けで な く,根 茎 も食 用 にす る。 これ には サ ッカ(saca)と よ ば れ る も

の と シ ピ(sipi)と よば れ るふ た つが あ るが,前 者 は その 年 に で た新 しい 根茎 で や わ ら

か く,後 者 は古 い 根 茎 な ので 固 いが,い ず れ も調 理 の 必要 は な く,や は り生 食 され る。

　 ア イ マ ラ族 につ い て は,そ の利 用 の 実 際 を観 察 す る機 会 を得 て いな い が,ウ ロ族 で

は 副 食 的 な役 割 を は た して い る。 葦 舟 や 家 の製 作,島 の 補修 な どで,大 量 の ト トラが

刈 りと られ るが,そ の 際,茎 の基 部 だ けは 食用 に供 され る。 ま た,浮 島 の 対岸 に あ る
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 タ
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ChucuitoやPunoの 市 に も って ゆ き,そ こで 売 る こ と もあ る。 また,　Cardenazも

ボ リビア 領テ ィテ ィ カ カ湖 畔 の ア チ ャカチ(Achacachi)の 市 で,食 用 の ト トラの茎

が売 られ て い た こ とを報 告 して い、る[CARDENAz　 1969:82]。 これ らの こ とか ら,ス

リキ 島 や浮 島 だ けで な く,テ ィテ ィ カ カ湖 畔 で は ト トラが広 く食 用 と して 利 用 され て

い る こと がか ん が え られ る。

　 と ころ で,考 古 学 的 な報 告 に よ る と,か つ て は ペル ーの 海 岸地 帯 で も,ト トラは食

用 と され て いた,と され る。2,500B・C.と 推 定 され る ペ ル ー北 海 岸 の 初 期 農 耕 民 の

遺 跡,ワ カ ・プ リエ タ(Huaca　 Prieta)で は,海 産 物 の 利 用 の ほ か に,ヒ ョウ タ ン

(Lagenaria　siceraria),カ ボ チ ャ(Oeccurbita　SPP・),マ メ(Phaseolus　 sp.,　Canavalia　 sp.),

棉(Gossypium　 barbadense),ト ウガ ラ シ(CaPsicum　 sp.)な ど を栽 培,さ ら に 野 生 の

ScirPus　(americanus?)や(]2Perus　 sp.,ガ マ な どの 根 が食 用 と され て い た[WHITAKER

and　 BIRD　 1949:3;BENNETT　 and　 BIRD　 l960:89]。 当時 は,ま だ灌漑 の 技 術 は

知 られ て お らず,農 耕 は も と もと川 か 地下 水 に よ って,う るお さ れ た場 所 に か ぎ られ

て い た。 この よ うな場 所 に は,当 然 ガ マ や ト トラが 自生 して い た こ とが 想 像 さ れ,上 記

の 栽 培 植物 と と もに,こ れ らの 野 生 植 物 も食料 資 源 と して利 用 され て い た の で あ ろ う。

　 した が って,ト トラ は この海 岸 地 帯 で の 農 耕 開始 以 前 の 重 要 な植 物 性 食 料 資 源 で あ

った こ とが か ん が え られ る。 とい うの は,ワ カ ・プ リエ タで 発 掘 され た栽 培 植 物 のほ

とん どが,ペ ル ー の海 岸 地帯 に起 源 した もの で は な く,他 の 地域 か ら導 入 され た もの

だ か らで あ る[PlcKERsGILL　 l969:54-58]。 ま た,く りか え し述 べ て きた よ うに,

ペ ル ー の 海岸 地 帯 は ほと ん どが 砂 漠一で,植 物 が み られ るの は ほほ 河 川 流 域 の オ ァ シス

状 の と こ ろに 限定 され る。 この オ ア シス状 の と こ ろで,食 用 とな る植 物 は さ らに限 定
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1

され,主 要 な もの と して は ト トラとガ マ ぐらい で あ ろ う。

　 また,ワ カ ・プ リエ タの 遺跡 が先 土 器 時 代 の もの で あ り,ト トラが生 食 で き る こ と

を か ん が え る と,こ の 可能 性 は よ り大 き くな る 。 じつ は,ト トラを含 む ホ タル イ属 の

植 物 を 食 用 に す る の は ア ンデ ス にか ぎ らず,そ の 例 は世 界 中 で み られ る。 た とえ ば,

北 ア メ リカ で は,さ ま ざ まの ホ タル イ属 植 物 の 根茎,若 芽,花 粉,種 子 が 食 用 に され

る[YANoVsKY　 1936]。 ま た,根 茎 と茎 だ け に か ぎ って も,イ ン ド,ア ジァ,オ ース

トラ リア,北 ア メ リカ,中 央 ア メ リカ な どで 食 用 と して 利 用 され る ことが 知 られ,そ

の多 くは生 食 さ れ る ので あ る[TANAKA　 l976]。

　 ア ンデ ス高 地 部 で は トトラにか ん す る考 古 学 的資 料 は ま った く得 られ て い ない が,

海 岸 地 帯 と同 じ こと が,こ の高 地 部 で もい え るか も しれ ない 。 す な わ ち,ア ンデ ス 高

地 部 は 寒 さの た め に,ほ とん どが草 地 帯 も し くは サ バ ンナ帯 とな って い て,や は り食
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用 と な る植 物 は きわ め て限 定 され る。 しか も,そ こに は,と き に 「水 草 を食 べ る人 た

ち」とい わ れ るほ ど ト トラを 食 用 と して い る ウ ロ族 が居 住 して お り[L　ABARRE　 l　963:

575],テ ィテ ィカ カ湖 畔 には,こ の ウ ロ族 にか ぎ らず,か な り広 く ト トラが食 用 と し

て利 用 され て い た ら しい ので あ る[HoRKHEIMER　 l　973:104-105]。 した が って,ア

ンデ ス高 地 部 で も,テ ィテ ィカ カ湖 畔 な ど の よ う に ト トラが大 量 に 自生 して い る と こ

ろ で は,ト トラが食 料 と して,か な り大 きな役 割 を は た して き た可 能 性 が か ん が え ら

れ る ので あ る。 もち ろ ん,こ れ は,現 在 の と こ ろ,ほ とん ど資 料 もな い た め,推 論 に

と ど ま らざ るを え な い が,と にか く ト トラの食 料 と して の重 要 性 に,も っと注 目 して

よ いだ ろ う。

　 最 後 に,以 上 述べ て きた もの 以外 の ト トラの利 用 に つ い て簡 単 にふ れ て お こ う。 そ

の他 の用 途 と して は,飼 料,燃 料 と して の利 用 が あ る。 エ ク ア ドル の オ タバ ロ族 で は,

ト トラは 牛 や 馬 の飼 料 と して,ペ ル ー の ク ス コ地 方 で も牛 の飼 料 と して利 用 さ れ る と

ころ が あ る。 また,さ き に述 べ た よ うに,ウ ロ族 の浮 島で も ク ィや 牛 を飼 って い る と

ころで は,ト トラが飼 料 とな る。

　 燃 料 と して 積 極 的 に ト トラが 利 用 さ れ る のは,ウ ロ族 の浮 島だ けの よ うで あ る。 他

の地 域 で も,ト トラが 自生 して い る と ころで は,こ れ が燃 料 と して利 用 され て い るか

も しれ な い が,そ の重 要 性 はあ ま り大 き くはな い で あ ろ う。 現 在,ア ンデ ス地 域 で は,

灯 油 の コ ンロが 普及 して お り,ま た高 地 部 で は そ れ に加 えて 灌 木 や 家畜 の糞 な どの 燃

料 が比 較 的 容 易 に入 手 で き るか らで あ る。

　 ウ ロ族 の 場 合,ト トラが 積 極 的 に燃 料 と して 利 用 さ れ る の は,灌 木 もな く,わ ず か

の家 畜 しか い な い浮 島 とい う環 境条 件 に加 え て,そ の生 業 と密 接 に関係 して い る。 浮

島 に居 住 す る ウ ロ族 の生 業 は,こ れ ま で みて きた よ うに,狩 猟 と漁撈 で,と くに魚 は

自家 消 費 す る量 よ り,湖 岸 の市 で農 産 物 と交 換 され る ほ うが は るか に多 い。 それ は,

生 魚 の ほか,天 日で乾 燥 した もの,さ らに焼 き魚 な ど で あ る。 この焼 き魚 をつ くるの

に大 量 の ト トラが燃 料 と して 必 要 な の で あ る。

　 この焼 き魚 の 加工 は,一 般 に一週 間 に一 度,土 曜 日に お こ なわ れ る。 湖 岸 のチ ュ ク

ィ トな どで,日 曜 日ご と に ひ らか れ る ア イ マ ラ族 の市 にむ けて,つ く られ るの で あ る。

方法 は,い わ ゆ る地 炉 で,焼 き石 をつ く り,そ れ で魚 を焼 く。 石 は,湖 岸 か ら運 ん で

き た もの で,い ず れ も20～30cm大 の扁 平 な もので あ る。 これ を焼 くた めの 簡 単 な

炉 が あ り,乾 燥 した ト トラが燃 料 と して つ か われ る。 焼 きあ が った石 を,直 径2～3m

の 円状 に敷 き,こ の上 に魚 を,さ らに そ の上 に 焼 き石 を お くた め,大 量 の ト トラが 必

要 と な るの で あ る。
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V.　 ト ト ラ の 栽 培

　 ト トラは,さ き に述 べ た よ う に,ア ンデ ス全 域 で,海 岸 低 地 部 か ら高 地 部 まで の泥

湿 地 な どで 幅広 く自生 して お り,そ こで は,こ れ らの野 生 の ト トラが採 集 利 用 され て

い る。 と こ ろが,先 述 した よ うに,ペ ル ー北 海 岸 の ワ ンチ ャコ村 だ け が ト トラを栽 培

して い る と こ ろ と して 知 ら れ て い る[EDwARDs　 l　965:16;HEIsER　 I　979:230-

231]。 しか し,そ の 栽培 の実 態 につ い て は,こ れ まで 報告 が ない の で,以 下 に概 要 を

述 べ て お こ う。

　 ト トラは,ポ ソ(pozo)と よ ばれ る水 田状 の 窪 地 で 栽培 さ れ る(写 真47)。 ポ ソは大

き さは一 定 で は な いが,一 辺 が5～10mの 正 方 形 な い しは長 方 形 で,1.5　 mほ ど 掘

り下 げ られ,そ の底 には30～50cmの 深 さで,水 が は られ て い る。 ワ ンチ ャ コ村 で

は,こ の ポ ソが200あ ま りあ る とい わ れ,集 落 か らす こ し離 れ た海 岸 に そ って,北 方

に1㎞ ほ ど の間 に点 在 して い る。

　 この ポ ソに は られ た水 は,村 人 に よれ ば,海 水 を ポ ソ と海 の あ い だ の海 岸 の 砂 が 濾

過 す るた め,真 水 で あ る と いわ れ る。 しか し,実 際 は,海 水 を利 用 して い るの で は な

く,後 に述 べ る よ うに,地 表 ちか くの 地 下 水 を利 用 して い るの で あ り,そ のた め に地

表 を堀 り下 げて い る もの と思 われ る。 また,ト トラを ポ ソ 内で 栽 培 す る こと は,結 果

的 に,海 側 か ら吹 く強 い風 か ら ト トラを 守 る役 割 もは た して い る。 折 れ た ト トラは,

葦 舟 の材 料 と して 利 用 で きな い か らで あ る。 した が って,し ば しば ポ ソの周 囲 に,古

写真47　 トトラ栽培用のポソ。後方にみ えるの

　 　 　 が防風用のタパ ソン

写真48　 トトラ収穫後のポソの状態
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くな った葦 舟 や エス テ ー ラな どを な らべ て,タ パ ソ ン(tapazon)と よ ばれ る風 よ けが

つ くられ る。

　 この ポ ソ は,そ れ ぞ れ の 家族 が所 有 す る もの とな って い て,一 世帯 あ た り2つ か ら

4つ の ポ ソを 所 有 して い る。 したが って,こ の ポ ソの 栽 培,管 理,利 用 も家 族 単位 で

お こなわ れ,さ きに 述 べ た葦 舟 や エ ステ ー ラづ くりの際 に も家族 が必 要 に応 じて,各

世 帯 所 有 の ポ ソか ら採 集 して きて,つ か う。採 集 方 法 は,ト トラを基 部 か ら切 り とる

だ け な ので,毎 年植 え か え るわ けで は な い(写 真48)。 採 集 後 の切 株 か ら,あ らた に茎

が生 育 し,約 半 年 で生 長 す るか らで あ る。 た だ し,10年 ご とに,こ の ポ ソ 内の ト トラ

は全 部 植 え か え られ る。 そ の方 が,ト トラの生 育 は よ り良 い もの とな る,と いわ れ る。

な お,植 え 付 けは,種 子 で は な く,根 茎 が つか われ る。

　 さて,ワ ンチ ャ コ村 にお け る トトラの栽 培 は,村 人 に よ れ ば30～40年 前 に始 ま った

とさ れ る。 そ れ 以 前 は,ワ ンチ ャコ村 か ら数kmの と こ ろに あ る チ ム ー文 化 の 中心 地,

チ ャ ン ・チ ャ ン(Chan　 Chan)遺 跡 の ポ ソに 自生 す る トトラを利 用 して い たが,ポ ソ

内 の水 が か れ た た め,ワ ンチ ャ コ村 に移 し,栽 培 が始 め られ た,と い う。Edwards

も,こ れ と同 様 の 情報 を得 て い る[EDwARDs　 l965:16]。 そ の情 報 に も とつ いて,

1977年Heiserは チ ャ ン ・チ ャ ン遺 跡 で ト トラの 調 査 を お こな ったが,現 在,そ こ一き

は ほ とん ど トトラは み られ ず,ポ ソは ガ マ で 占め られ て い た。 そ して,お そ ら くこれ

は ガ マ が ト トラに お きか わ った ので あ ろ う と推 測 して い る[HEIsER　 I979:231]。

　 と ころで,こ の チ ャ ン ・チ ャ ン遺跡 で,か つ て トトラが生 育 して い た と思 わ れ る と

ころ は,矩 形 の 池 で,こ れ は水 供給 用 の ものか,あ るい は 畑 の跡 とみ な され る もので

あ る。 この よ う に地 表 を堀 り下 げ,地 下 水 を得 て,そ こで作 物 を栽 培 す る農 耕 方法 は,

ペ ル ー の海 岸 地 帯 で は,広 く存在 し,マ ハ マ エ ス(mahamaes)の 名 前 で 知 られ て い

る[PARsoNs　 1968;MosLEy　 1969;RowE　 I　969]。　Kautzら は,ワ ンチ ャ コ村 が

位 置す る モチ ェ(Moche)谷 で,こ の マ ハ マ エ スの発 掘 を お こな い,花 粉 分析 な ど の

結 果 か ら,そ こで は トウ モ ロ コ シを は じめ とす る作物 とと もに,ト トラ も栽 培 されて

い た ことを 報 告 して い る[KAuTz　 and　 KEATINGE　 1977:86--97]。 そ して,こ の マ

ハ マ ェ スの 使 用 年代 は先 ス ペ イ ン期 の後 期 また は植 民地 時 代 初 期 と推定 して い る。

　 現在 の と こ ろ,ト トラ栽 培 につ い て の考 古 学 的 な報 告 は,こ のKautzら の もの が

唯一 な ので,そ れ が,い つ 頃,何 故,栽 培 され る よ うに な った か,と い う問題 につ い

て は今 後 の よ り多 くの発 掘 報 告 を 待 た な けれ ば な らな い。七 か し,注 目す べ き ことは,

他 の地 域 で は,採 集利 用 され て い る野生 植 物 が,こ こで は,古 くか ら積 極 的1と栽 培 さ

れ て い る点 で あ る。 これ は,換 言 す れ ば,ト トラが そ れ だ け,こ の地 域 の住 民 に と っ
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て重要な役割をもつ植物であったということを物語るものにほかならない。

VI.お わ り に

　 以 上,ア ンデ ス 地 域 に お け る ト トラ(ScirPUS　calzfornictts)の 分 類 分 布,利 用,栽

培 な ど につ い て 報告 して き た。 と くに,現 在 本 館 で 収 蔵 さ れて い る,ト トラでつ く ら

れた 葦 舟,家 の屋 根 や 壁 とな るエ ステ ー ラ,マ ッ トな ど につ い て は,そ の製 作 方 法 や

利 用 方 法 を くわ し く紹 介 した 。 これ らの 報 告 の な か で,問 題 とな る と ころ は,そ れ ぞ

れ の項 で 論 じて き た。 推 論 に とど ま った 部 分 も少 な くな いが,そ れ らにつ いて は資 料

の増 加 を ま って,あ らた め て論 じた い とか ん が え て い る。

　 最 後 に,本 稿 を と じるに あた って,こ れ ま で 述 べ て きた こ とを 要約 し,今 後 の 問 題

につ い て,一,二 ふ れ て お きた い。

(1)ア ンデ ス地 域 で,　 ト トラ とよば れ る植物 に は,カ ヤ ッ リグサ 科 のScirPus　 spp・,

　 Cyperus　sp.,イ グサ 科 のJuncus　 SPP・,ガ マ 科 の7》 加sp・ な どが あ る。 この な か

　 で,現 在 葦 舟 の 材 料 とな って い るの は,ScirPz`s　 catzfornicusで あ り,テ ィテ ィ カカ

　 湖 の そ れ はsubsp、 　Tatoraで,エ クア ドル北 部 高 地 や ペ ル ー北 海 岸 の 葦 舟 の 材料 は,

　subsp.　caltfomicassで あ る こ とを 明 らか に した 。

(2)ト トラ(S.　calzfornicus)は ア ンデ ス地 域 で は,海 岸低 地 部 か ら標 高4,000　 mあ ま

　 りの高 地 まで の泥 湿 地 帯 に 自生 して い る植 物 で,草 丈 が3～4mに 達 し,茎 が 丸 く,
　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　り　　　　

一細 長 く,し か もまが りが ない の で～ これ らの 特 徴 が 利用 され;一葦 舟 の ほ か に も,家

　 の屋 根,壁,マ ッ トな ど につ か わ れ る な ど,原 住 民 文化 の なか で,,大 き な役 割 をは

　 た して い る こ とを報 告 した 。

　(a)葦 舟 は,エ ク ア ドル 北 部高 地(オ タバ ロ族),ペ ル ー北海 岸,テ ィテ ィ カ カ湖

　 　 の ペル ー領(ウ ロ族)と ボ リビァ領(ア イマ ラ族)の4地 点 で,製 作 方 法 や 利 用

　 　方 法 を 比 較検 討 した 。 これ らの葦 舟 は,形 態 や構 造 に,か な りの ちが い が あ る も

　 　 のの,系 譜 的 には 同 じで あ る とか ん が え られ,そ の ちが い は 使用 さ れ る環 境 や利

　 　用 方 法 の ち がい を反 映 した もの とな って い る。

　(b)　 トトラを 編 ん だ り,縄 で と じて つ く られ る エ ステ ー ラ(estera)の 製 作 方法 や

　 　利 用法 を 報 告 した 。 そ の 製 作 方 法 は,ア ジ ロ 編 み(woven　 estera)と 双子 編 み

　 　 (twined　 estera)の ほ か に,ウ ロ族 の 家 の壁 がwrapPed　 twined　 weavingの 方 法

　 　で 編ま れて い る こ とを指 摘 した 。

(c)こ れ らの製 作 方 法 と材 料 との 比 較 か ら,従 来 トFラ と して報 告 され て い る ペル
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　　一海岸で出土 したバスケ ット類の材料は,イ グサ科やカヤツリグサ科カヤツリグ

　　サ属のものである可能性を示した。

　(d)　トトラでつくられる家と島の製作方法や利用方法を報告 し,こ のような特殊な

　　利用方法は,ウ ロ族の生活環境と社会的背景に,そ の原因が求められることを指

　　摘 した。

　(e)　トトラの食用 としての利用方法の存在か ら,ア ンデス地域では,海 岸地域と高

　　地部の両地域で,農 耕以前には食料資源として,大 きな役割をはたした可能性の

　　あることを指摘した。

　(f>　トトラの燃料としての重要性も,浮 島に居住するウu族 に限定されるが,こ れ

　　も彼 らの生活環境に加えて,生 業形態に大きな関係がみとめられる。

(4)　トトラの栽培方法,そ の歴史についても検討を加えた。

(5)こ れ らの報告を通じて,ア ンデス地域における トトラの利用の発達の背景には,

　海岸地帯がほとんど砂漠地帯で,高 地部は森林限界をこえた草地帯となっていて,

　そこに居住する人間にとって利用できる植物はきわめて限られ七いることを指摘し

　た。

　 以 上,主 と して ト トラ利 用 の 技術 的 側 面 につ い て,報 告,検 討 して きた が,今 後 の

問題 と して,と くに興 味 ぶ か い 問題 につ い て,ふ れ て お くこ とに しよ う。

　 その 第r番 目の 問題 は,葦 舟 の表 象 の意 味 で あ る 。ウ ロ族 の葦 舟 は,心 臓(chuima),

足(challa),腕(pilla),鼻(nasa)な ど の部 分 呼 称 が 与 え られ て い る。 また,ワ ンチ

ャコ村 の 葦 舟 も,2本 の胴 が,そ れ ぞ れ,母(madre),息 子(hijo)と よば れ る2本

の ト トラ束 で で き て お り,さ らにオ タ バ ロ族 の 葦 舟 も,胴 の一 部 が,胸(pecho)と

よば れ るな ど,葦 舟 が動 物 を 表 象 して い る こ とが 十分 に かん が え られ る。

　 じ っさい に,さ きに示 した モ チ ー カ文 化 の土 器 か ら,当 時 ペル ー北 海 岸 で つ か わ れ

て い た葦 舟 が 動 物 の モ チ ー フ に よ って 描 かれ て い る(図3)。 これ らの葦 舟 が,具 体

的 に,何 の 動物 を表 象 して い るの か,さ らには,そ れ が ど の よ うな 意 味 を も って い る

の か,今 後 あ き らか に した い問 題 の ひ とつで あ る。

　 つ ぎ に,ト トラの所有 権 と い う問 題 が あ る。 忌olCに よ れ ば,ボ リビ ア領 ア イ マ ラ族

の場 合,テ ィテ ィカ カ 湖 畔に 自生 す る トトラは小 面 積 ず つ にわ け られ,そ れ ぞれ の部

分は 各 家 族 の 所 有 す る もの と な って い る,と され る[SOLC　 1967:96]。 ウロ族 の 場

合,こ の よ うな情 報 は 得 て い な いが,少 な くと も浮 島 の 周辺 に 自生 す る ト トラは,浮

島 の ど の家 族 が 採 集 して もよ い,と いわ れ る。 た だ し,さ き にみ た よ うに,浮 島 は親
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族で構成されているものとみられることから異なる親族間における トトラの所有の関

係について億今後の調査に待たなければならない。いずれにしても,テ ィティカカ湖

　畔に自生する トトラには,何 らかの所有権がみとめられるようで,そ れが日本におけ

・る入会権のようなものであるのか,も しそうであるならば,そ の組織等はどのように

　なっているのか,今 後明らかにしなければならない問題である。
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