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国立民族学博物館所藏の東南アジア

　島嶼部採集のカゴ細工について

中 村 俊 亀 智*

Some Observations on the Basketry of Palawan, 
        Borneo, Java and Sumatra

Takao NAKAMURA

   Two major types of basketry technique are recognized, coil-
ing and weaving. Twilling and hexagonal forms of weaving are 
the dominant types in East and Southeast Asia. 

   Cane and bamboo are the main raw materials used in both 
areas. 
   This paper analizes the National Museum of Ethnology's 
basket collections from Palawan, Borneo, Java, Sumatra, and 
compares the techniques employed with Japanese basket-making 
techniques.

1・ 問 題 提 起

II・採集標本資料の分析

A.フ ィ リピン共和国パ ラワ ン島採集資料

について

B・ ボルネオ採集 の資料 について

　 C・ イ ンドネシア共和国ジャワ,ス マ トラ

　　　東部採集資料について

皿・若干 の考察

附　 本文使用のカゴ細工関係用語

1.問 題 提 起

カ ゴ細 工 の 系 統,な い し,そ の分 布 につ い て は,す で に,お お よ そ,つ ぎ の こ とが

知 られ て い る。

1.カ ゴ細 工 には,大 別 して,「 巻 き カ ゴ細 工 」 と 「組 み カ ゴ細工 」 と の2系 統 が
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あ る。 カ ゴが,仮 りに,タ テ ヨ コの2要 素 か ら構 成 され る とす れば,巻 きカ ゴ細工 は,

ヨ コを タ テで 巻 き な が ら積 み あ げ て ゆ く手 法,組 み カ ゴ細工 は,タ テ ヨ コを編 み あ わ

せ(組 み あわ せ),そ れ に よ って カ ゴ の本 体 を つ く りあ げ る方 法 とい う ことが で き る。

　 2.そ の う ち,組 み カ ゴ細 工(以 下 単 に カ ゴ細 工 とい う)は,日 本,そ の他 の 東 ア

ジア各 地 を は じめ,東 南 ア ジ ア地 域,南 ア ジ ァ地 域,ア フ リカ,ヨ ー ロ ッパ,中 南 米

の一 部 に お こな わ れ て い る。

　 3.な かで も,東 ア ジア地 域 の カ ゴ細 工 と東 南 ア ジ ア地 域 の それ との あい だ に は,

つ よい共 通 性(共 通 的手 法)が み とめ られ る。

　 な お,こ の東 ア ジ ア ・東 南 ア ジ ア系 の カ ゴ細 工 と,ヨ ー ロ ッパ地 域 の カ ゴ細工,ア

フ リカの一 部 にお こな わ れて い る カ ゴ細 工 とは,た とえ,カ ゴ全 体 の 形 が 似 て い る 場

合 で も,そ の手 法 にお い て(編 み方 や材 料 の選 択,加 工 の 技 術 に お い て),大 部 分 の
　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　の　　　　

場 合,お お きなへ だ た りが み られ る。

　 4.　 しか した と え ば,日 本 の カ ゴ細 工 と,そ の ほ か の東 ア ジア地 域 の カ ゴ細 工,な

い しは,東 南 ア ジ アの カ ゴ細 工 との あ いだ に,は た して,ど れ だ け共 通 性 が あ り,ま

た,ど れ だ けの違 い が あ るの か は,充 分,つ きつ め られて い ない 問 題 と な って い る。

　 そ こで,こ の小 文 は,と りあ えず,現 在 まで に,国 立 民 族 学 博 物 館 に所 蔵 され て い

る東 南 ア ジ ア地 域 島嶼 部 採 集 の 標 本 資 料 の分 析 に よ って,た とえば,日 本 の カ ゴ細 工

と東南 ア ジ ア地 域 の そ れ との あい だ に,ど の よ うな共 通性 を も とめ る こ とが で きる か

を,具 体 的 に指摘 しよ う と した もの で あ る。

　 ζ の分 析 のた め,こ こで は,つ ぎの 手段 に よ っだ 。

　 1.　 国 立 民族 学 博 物 館所 蔵 の標 本 資 料 の うち,収 集 の経 過 か らみて,そ の 所 用 地 の

明 らか な もの を え らび,1点 ご とに,形 態,寸 法,編 み方 な どを書 き と め,そ の 結果

を ま とめ る こと に した 。

　 2.形 態,編 み方 の観 察 と記 録 に あた って,こ れ ま でつ づ けて きた,日 本 列 島 の カ

ゴ細 工 に つ い て の分 析 手 段 を[中 村 　 1977:823],と りあ えず,試 み に,そ の まま 利

用 す る こ とに した。 一 般 に,標 本 資 料 を 役 立 たせ る た め に は,標 本 資 料 は,そ の ま ま

の形 で は,各 種 の分 析 の 素 材 とは な って も,材 料 とは な りえ ない か ら,そ の 形 態,構

造 な ど を一 定 の 用語 に よ って 表 現 し,確 認 して お く こ とが以 後 の 分 析 の た めの,前 提

の ひ とつ と な る。 そ こで,こ こで は,す で に 日本 列 島 の カ ゴ細 工 の 調査 に よ って え ら

れ た,本 文 の附 録 と して加 えた 「カ ゴ細 工 関 係 用 語 」 の体 系 を用 い て,分 析 をす す め

る こ とに した。

　 3.　 そ の際,こ の 分 析 で は,カ ゴ細 工 の共 通 的 手 法 の 確認 に 重点 をお き,材 料 の加

　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 131
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工過程や材質の分析はおこなわないことにした。そこで,や むをえず,カ ゴの本体を

構成する材料を,す べて 「タケ」と書きしるし,ト ウその他との区別 はしないことに

した。

　4.　 カゴ細工の比較もまた,本 来は,そ の土地土地のカゴ細工の材料調整の方法や

カゴ編み作業の過程をしらべ,そ の土地のカゴの編み方について,そ の土地の人たち

がどう考え,ど のような用語体系をもとにして技術がつたえられてい くかなどを明 ら

かにした上で,な されねばならないが,し かし,こ こでは,そ のような本格的比較研
　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

究への,ひ とつのいとぐちとしての分析にまとを しぼってみた。 したがって,こ のよ

うな試みによって,た だちに,日 本と東南アジア地域のカゴ細工との同系性や系譜的

関係がたどられるとはいえないが,そ のような研究への問題発見への布石として,こ

の分析をおこなった。

　5.　 なお,日 本列島のカゴ細工からえ られた分析体系が,た とえば変形文法や適用

文法のように,あ る種の汎用性をもつか否かは,い まのところ明らかではないが,東

南アジア地域のカゴ細工にかぎらず,そ の他の地域のカゴ細工の分析についても役立

ちうるとの予想をもつ。他の地域のカゴ細工のこうした分析は,逆 に,日 本のかご細

工の性格や手法をいっそう深 く理解するための手がかりがえ られるのではなかろうか。

　 6.　東南アジァ地域のカゴ細工は,国 立民族学博物館 「東南アジア展示」において,

代表的な標本資料をみることができるが,こ こでは,む しろ,展 示されていない標本

資料をとりあげることにした。ここでえられた結論は,「 東南アジア展示」のカゴ細

工からえられるそれと,ほ とんどかわらない。

Ⅱ.採 集標本資料の分析

　 A.フ ィ リ ピ ン共 和 国 パ ラ ワ ン 島 採 集 資 料 に つ い て

　 こ こに と りあ げ るパ ラワ ン島 採 集 の標 本 資 料 は,い ず れ も,関 西 学 院 大学 パ ラワ ン

島学 術 探 検 隊 に よ って,ひ とつ の 学 術 資料 と して 収 集 され た もの で あ る。 そ の経 過 に

つ い て は,す で に,報 告 書 に よ って 明 らか で[関 西学 院大 学 探 検 隊 　 1968:61,125],

同 地 の ケ ン ・エ イ　Ken-ey族 に よ って 用 い られて い る カ ゴ細 工 を うか が う,確 実 な資

料 とい う ことが で き る。 そ の なか に は,比 較 的小 形 な 円 ロ方 底 形 の ア ジ ロカ ゴ,同 蓋

付 きア ジ ロカ ゴ,バ ラ形 の ア ジ ロ カ ゴな ど が含 まれ て い る が,こ こで は,そ の うちの

4例 を あ げ る こ と にす る 。

　 例1　 [標本 番 号]3516(3収 一11-21-4)　 〔名 称)籠
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　 口の 直 径3L5　 cm,底 の一 辺 の長 さ21な い し22　 cm,高 さ35　 cmの 円 口方 底 形

の台 付 き ア ジ ロカ ゴで,編 み竹 に は,胴 ・底 と も,幅5mmか ら8mmま で の,非

常 に細 い 身 竹 がつ かわ れ て い る。 その た め か,こ の カ ゴを 手 に と って み る と,思 った

よ り も軽 い とい う感 じを うけ る。

　 胴 ・底 の 編 み方 は 「2つ は ね2つ く ぐり」 の ア ジ ロ編 で,タ テ ヨ コの編 み 竹 の交 叉

す る角 度 は きわ めて 鋭 角 的(約30度)で あ る 。

　 この カ ゴで は,こ う した 胴 の 組織 の柔 弱 さを 補 うか の よ うに,底 の まわ りに,幅

24mm,厚 さ2mmの タケ の板 が 口の 字 形 に取 りつ け られて いて,そ れ が ま た,台

の 役 目を か ね て い る。 この タケ の板 の 両 端 はV字 形 に そ ぎ お と され,8cm以 上 も重

ね あわ せ た うえ,幅1.5mmの 身 竹 で,2箇 所,綴 じ あわ され て い る。 台 の役 目を す

る この 板 は,カ ゴの 本 体 か らは,き わ め て 離 れ やす い か ら,そ の4隅 の曲 り角 が 力 竹

と も重 な りあ うよ う に し,そ こを 幅1mmの 皮 竹 で 帯状 に か が って とめ て い る。 そ

の 帯 の 編 み方 も一 種 の ア ジ ロの よ うで あ る。

　 以 上 の 底 の台 の 内側 に は,太 さ約7mmの 丸 竹 が,力 竹 と して,十 の 字形 にか け

わ た され て い る。 この 力 竹 は,そ の ま ま胴 の4隅 を の ぼ りつ め,縁 を外 側 か らと り く

む よ うに して,縁 竹 と胴 の組 織 との あ い だ に は さ み こみ,結 ん で とめて い る。 力 竹 は,

太 さ1.5mmの 皮 竹 で,底 や 胴 に 結 びつ け られ て い る。

　 ま た,や は り胴 の補 強 の た めか,縁 か ら下 へ5cmお りた と こ ろへ,太 さ4　 mm

の 皮竹 を帯 の よ うに ま い て,内 側 と外側 とか ら,胴 を お さえ る よ うに して い る 。

　 縁 仕 上 げ は野 田 口仕 上 げで,一太 さ10mm一 の タ ケを.タテ2一つ に 割 り・,そ れ を 胴 の 内
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　

側 と外 側 と に縁 竹 と して あて,縁 竹 の あ い だ にで き るす き まは太 さ2mmの ッル を

お い て ふ さ ぎ,そ の 上 を きわ めて 細 い(幅1.5mm程 度 の)皮 竹 で,お よそ12　 mm

ご とに か が って とめ て い る。

　 この カ ゴ には,　 カ ゴを 背 負 うた め の負 い緒 が つ け られ て い るが,そ れ は 幅5mm

の 身竹 で,よ くみ る と,う す く皮 を お と した,し な や か で丈 夫 な タ ケで あ る こ とが わ

か る。負 い緒 の両 端 は 隣…りあ う2本 の 力竹 に結 んで あ り,負 い 緒 の 長 さは約110cm

で,前 頭 背 負 い 運 搬法(負 い緒 の ま ん な か を前 頭 部 にか け て背 負 う運 搬 法)で 背 負 う

と,カ ゴ の底 が,ち ょ うど,腰 の あ た りへ くる こ とが 確 め られ る。

　 この カ ゴ と同 じ形 式 の標 本 は,パ ラ ワ ン島採 集 資 料 の う ち,も っと も多 くを 占め て

い るが,そ の 寸法 と割 合 は表1の よ うで あ る。

　 例2　 〔標 本 番 号〕3510(3収 一11-21-3)　 〔名 称 〕 籠

　 円 口方 底 形 台付 き の ア ジ ロカ ゴで,右 上 りの 編 み 竹 に煤 竹(染 竹)を つ か い,簡 単
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な 文 様 を編 み だ して い る。 そ の作

り方 には,全 体 と して おだ や か さ

が あ り,こ の地 方 の カ ゴ細 工 の典

型 と して,ふ さ わ しい ものを そ な

えて い る。 大 きさ は,例1と ほ と

ん ど同 じ,口 の直 径33cm,底 の

一 辺17 .5cm,高 さ28,3　 cmで

あ る。

　 編 み 竹 に は 幅4mmの 身 竹 が

つ かわ れ,そ れ が,底 部 で は,ほ

ぼ直 角 に,胴 の 部 分 で は約30度 で

ま じわ る よ うに 組 み,口 の ひ らい

表1　 パ ラワ ン島採集の円口方底形

　 　 アジロカゴの寸法

標本番号

3516

3515

3517

3520

3519

3518

3513

3509

3510

3514

3511

3512

口 の 直 径

　 (A)
底 の 一 辺 、

　 (A)

高　 　 さ　　(
A)

」

31.Ocm

30.0

27.5

13.　0

14.5

17.0

18.0

19.5

33.0

23.5

16.5

18.5

O.71

0.57

0.65

0.65

0.69

0.65

0,89

0.85

0.55

0.62

0.73

0.62

1.13

0.97

0.96

1.35

1.03

1.06

1.07

1.21

0.85

0.98

0.88

0.84

た底 す ぼみ の 円 口方底 の形 を つ くりあ げ て い る。 編 み 竹 は,い ず れ も皮 を ご く薄 くへ

い だ もので あ る。

　 胴 の編 み 方 で 注 目 され る の は,中 央 か ら上 の部 分 と,や や 下 の部 分 に,黒 く染 め た

染 め竹(煤 竹)を6本 ず つ い れて,右 上 りの 帯状 の 文 様 を 編 み だ す ことで あ る。 よ く

み ると,染 め竹 は,そ の両 端 に色 が の こ り,ま ん な か に は色 が み られず,ま ん な か の

部 分 が くる腰 立 て の あ た りは,あ た か も,ぼ か した か の よ うな 趣 きを て い して い る。

　 この カ ゴ に も,胴 の4隅 と底 の部 分 に太 さ8mmの 力 竹 が2重 に いれ て あ り,例

1と 同 じよ う に,底 の 力竹 は4隅 を 結 ぶ 対 角線 形 に,十 の 字 形 に 取 りつ け られ て い る。

また,胴 の4隅 に か け る力 竹 は,そ のま ま縁 まで の ぽ り,例1と 同 じよ う に,外 側 か

ら縁 を と り こ む よ う に して 縁 に結 びつ け,再 び底 ま で お りて ゆ き,底 の 面 か ら約

25mm下 の と ころ で切 りそ ろえ られて い る。 そ の た め,若 し,こ の カ ゴ に台 の部 分

が と りつ け られ て いな か った ら,4本 の 短 い ア シが み られ る ことで あ ろ う。 これ らの

力竹 は,い ず れ も幅1mmの 皮 竹 で カ ゴの 本 体 に結 ば れ て い る。

　 力 竹 以外,例1と 同 じ よ うに,こ の カ ゴに もま た,縁 か ら5cmほ ど下 の部 分 に,

幅4mmの 皮 竹 を カ ゴ の 内側 と外 側 とに か け,そ の 上 か ら,幅lmmの 皮 竹 を か け

て 胴 の 組織 を お さ え る手 法 が み られ る。

　 縁 仕 上 げ は 野 田 口仕 上 げ で,太 さ10mmの タケを タ テ2つ に 割 って縁 竹 に し,そ

れ ぞ れ,胴 の 内側 と外 側 と にあ て,そ れ を約10mmの 間 隔 で,幅1.5　 mmの 皮 竹
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　

を つ か って,か が って と め る。 この カ ゴで は縁 竹 の あ い だ のす き まは,幅3mmの

身 竹 を い れ て ふ さ いで い る。
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　 台 の部 分 は,幅35mm,厚 さ2mmの 木 か タケ の板 で つ く られ,そ の接 合 に は幅

2mmの 皮 竹 が つ か われ て い る。 そ の皮 竹 の か け方 も,詳 し くは述 べ ない が,き わ め

て 特 徴 的 で,台 の 部 分 が カ ゴの本 体 か らは なれ ない よ うに,力 竹 とい っ し ょに か が ら

れ て い る 。

　 例3　 〔標 本 番 号)3521(3収 一11-21-4)(名 称 〕 籠

　 蓋 付 き 円 口方 底 形 の ア ジ ロカ ゴで,編 み 目の 密 度 が た か く,い っ そ う細 か い 仕 事

が な され て い る。 口 の直 径 は23cm(最 大 幅24.5　 cm),底 の一 辺 の 長 さ は17な い し

18cm,高 さ27　 cmで,底 ・胴 と も,幅3mmの 身 竹 を つ か い,「2つ は ね2つ く ぐ

り」 の ア ジ ロ編 の 編 み方 が み られ る。 編 み竹 の ま じわ る角度 は約60度 で,組 織 全 体 が

織 物 を思 わせ る よ うな しなや か さを も って い る。

　 この カ ゴ に も,例1,例2と 同 じよ うに,幅3cmの タケ の 板 を 口 の字 形 に 折 りま

げ て 底 の下 に つ け,台 の 役 目を させ て い る。台 は,上 端 に近 い と ころ に穴 を 穿 ち,幅

lmmの タケ で カ ゴの 本体 に結 びつ け られ て い る。 この カ ゴ もま た,例2の よ うに,

台 の 各 辺 の 中点 と 力竹 の交 点 を タケで かが り,台 と底 の部 分 との接 合 に苦 心 して い る

様 子 が うか が え る 。

　 力 竹 も,例2と 同 じ よ うに,底 の部 分 に太 さ7mmの タケ を十 の字 形 に い れ,そ

れ を胴 の 隅 の力 竹 にな るよ うに して,細 い タケで 胴 の本 体 に 結 び つ けて い る。 ま た,

胴 の上 部 に は,幅4mmの 皮 竹 が帯 状 に と りつ け られ て い て,い ず れ も,胴 を 内側

と外 側 か らお さ えて い る。

　 縁 の 仕 上 げ は野 田 口仕 上 げで,太 さ7mmの タケ を タテ2つ に割 り,そ れ をつ か

って胴 を 内側 と外 側 か らは さ み,そ の上 か ら幅lmm弱 の皮 竹 を5mmの 間 隔で か

が って 仕 上 げて い る。 縁 の上 に は,幅25mm,厚 さ2mmの タケの 板 を 曲物 状 に綴

じあわ せ た もの を の せ,そ こ に蓋 が か み あ うよ う に して い る 。

　 蓋 は た い らな半 球 体 形 を して お り,そ の 縁 は,や は り野 田 口仕上 げ の方 法 で 処 理 さ

れ て い る。 ただ し,本 体 とち が い,蓋 の ア ジ ロの編 み方 は,編 み竹 を直 角 に交 叉 させ,

表2　 パ ラワ ン島採集の蓋つ きアジロカゴ

標本番号 口 の 直 径
　 (A)

底 の一 辺/
　 (A)

高 　 　 さ/　　(A)

3524

3526

3523

3525

3522

3521

28.Ocm

10.0

15.0

15.5

21.0

24.0

0.63

0.70

0.87

0.84

0.71

0.75

1.25

1.70

1.47

1.87

1.57

0.67

「2つ はね2つ く ぐ り」 に 組 ん で

い る。 こ の蓋 の編 み方 は,つ ぎに

あ げ る例4と もほ とん ど共 通 で,

この カ ゴは,例1や 例2の 円 口方

底 形 の ア ジ ロカ ゴ に例4の よ うな

カ ゴの 形 を 結 びつ けて で き あ が っ

た と い って もよ い 。
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　負い緒は幅10mmで,木 の皮

をたたいて帯状にのばしたものら

しく,そ の両端は,隣 …りあう2本

の力竹に結んでとめてあり,こ の

標本では負い緒の途中が失われて

いるが,その取りつけ方からみて,

表3　 パ ラワ ン島採集 のバ ラ形 カゴ

標本番号 口 の 直 径
　 (A)

底 の一 辺/
　　(A)

3507

3508

3506

3505

50.0

36.5

42.0

38.0

高 　　 さ/
　 (A)

0.14

0.12

0.11

0.15

この カ ゴ も前 頭 背 負 運 搬 法 に よ って 背 負 う こ とがで き る もの で あ る こと を示 して い る。

　 例4　 〔標 本 番 号 〕3507(3収 一11-21-3)　 〔名称 〕 箕

　 南 九 州 か ら南 西 諸 島 にか け て,バ ラとい って,た い らな皿 形 の カ ゴ が用 い られ て い

る。 そ の編 み方 は ア ジ ロ編 で,縁 の仕 上 げ は,お お む ね,野 田 口仕 上げを 基 調 と して い

る。 この カ ゴ の形 もまた そ の バ ラに似 て お り(こ の 種 の カ ゴを バ ラ形 の カ ゴ とい う),

口の 差 しわ た しは長 径51.5cm,短 径48.5　 cm,高 さは約7cmで あ る。

　 編 み 竹 に は幅3な い し5mmの 身竹 がつ かわ れ,「3つ は ね3つ く ぐ り」 に組 まれ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　

て い る 。編 み 竹 が ま じわ る角 度 は,ほ ぼ直 角 で,つ か い ふ る した せ いか,多 少,い び

　

つ で あ る。

　 縁 仕上 げ は野 田 口仕 上 げで,太 さ10mmの 丸 竹 を タ テ2つ に割 り,そ れ を縁 竹 に

して,胴 を 内 側 と外 側 か らは さみ,そ の上 に幅2mmの 皮 竹 を 約10　 mmご とに か

が って とめて い る。 この か が り方 は 日本 の 野 田 口仕 上 げ の や り方 よ りも,か が りダ ケ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　

の間隔が非常にせまい点が特色となっている。縁竹のあいだのすきまは,幅3mm

の皮竹を平三つ組に編んだものでふさいでいる。このあたりが,こ のカゴでは,わ ず
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ　　　　　　

かにみられる装飾的要素となっている。こうした野田口仕上げの際の縁竹のすきまを

ふさぐ手法は,他 の同じ形式のカゴにも共通で,な かには,組 み竹の幅がせまく,縁
　 　 　　　　　　　

竹 のす き まが 充 分 に ふ さが らな くな って しまい,文 字 通 り,形 骸 化 して い る ものす ら

あ る。

B.ボ ル ネオ採 集の資 料 について

　 ボル ネ オの カ ゴ細 工 につ いて は,こ れ まで に も,す で に,い くつ か の研 究 が な され,

と くに,ア ジ ロの 文 様編 みや 特 異 な六 つ 目の 背 負 カ ゴ な どの 技 術 が注 目さ一れ て い る 。

　 以下 の標 本 資 料 は,ボ ル ネ オ北 部 の カ ゴ細 工 の特 徴 を うか が う,よ い資 料 と考 え ら

れ るので,こ こに と りあ げ る。 そ の な か に は,円 口方 底 形 の 野 田 口仕 上 げの ア ジ ロカ

ゴ,円 口方 底 形 共 縁 の ア ジ ロ カ ゴ,円 口方 底 形 ア ジ ロ編 の 背 負 い カ ゴ,四 つ 目編 野 田

口仕上 げの 背 負 い カ ゴ,六 つ 目編 背負 い カ ゴ,ア ジ ロ編 野 田 口仕 上 げ の袋 形 背 負 い カ
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ゴな どの7種 類 が含 まれ て い る。

　例5　 (標 本番 号 〕2635(3収 一　1　G-一一24-5)　 (名 称)籠(小 物 い れ)

　 円 口方 底 形 の編 み 目が き わ め て 細 か い ア ジ ロカ ゴで,口 の 直 径32cm,底 の 一 辺

19cm,高 さ20.5　 cmで あ る。 編 み竹 に は,幅2mmの,ご く薄 い皮 竹 が つ かわ れ

て お り,そ の た め か,胴 に も底 に も弾 力性 が感 じ られ る。

　 この標 本 で は,底 も胴 もア ジ ロ編 で つ くられ て い るが,そ の編 み 方 に は,若 干 の 違

い が み られ る。

　 まず,底 の部 分 で は,中 心部 を なす16cm四 方 の 部分 は,タ テ ヨコの 編 み竹 の通

し方 を か え,た とえ ば,タ テは 「4本 はね1本 く ぐり」,そ れ に対 して,ヨ コは 「4

本 く ぐ り1本 は ね」 で 組 み あ わせ,腰 立 に移 る と き,そ の組 み あわ せ 方 を す こ しず つ

か え る よ うに して,ち ょ うど,折 り紙 の風 車 の よ うな 文 様 を編 み だ して ゆ く。 もち ろ

ん,底 の この 文 様 は,普 通 の 状 態 で は 目に つ か な い はず だ が,そ れ に もか かわ らず,

念 い りに編 み こま れ て い る。

　 胴 の部 分 は,編 み 竹 を2本 ず つ い っ し ょに して,お よ そ60度 の角 度 を 保 って,「2

本 は ね2本 く ぐり」 の 型 で編 んで あ る。 な お,縁 か ら約5cm下 の と ころ か らは,そ

の編 み方 を か え,い まま で2本 ず つ い っ し ょに して きた 編 み 竹 を,1本 ず つ に も ど し,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　ふちした

「3本 はね3本 く ぐ り」 で 編 んで あ る。 これ は,縁 下 の部 分 の 組 織 を 強 化す る た め に

な され た の だ と思 わ れ る。

　 縁 は,野 田 口仕 上 げで,タ ケ か木 か,材 質 は さだ か で な いが,仮 りに タケ とす れ ば,

タケを,タ テ2つ に割 り,胴 の 編 み 目の上 の 部 分 を 内 外 か らお さ え,一それ を 幅 一2mm
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　

の皮 竹 で12mmご と に かが り,ま た,縁 竹 の あ いだ に で き たす き まは,太 さ2mm

表4　 ボルネオ採集の円口方底形野田口仕上

　　　げのアジロカゴ(小 物 いれ)

標本番号

2634

2635

2620

2616

2607

2594

2591

2682

2662

2704

2671

口 の 直 径
　 (A)

24。0

31,0

31.0

29,0

29.0

13.5

21.0

32.　5

33.5

26.0

31.5

底 の一 辺/
　 (A)

0.60

0.65

0.68

0.64

0.66

0.67

0.67

0.74

0,75

0.71

0.63

高　 　 さ/
　　(A)

O.73

0.66

0.　58

0.71

0.81

0.59

0.　60

0.52

0.63

0.73

1.05

の トウを は さみ こん で,ふ さ ぐよ

うに して い る。 この トウ も双 子 編

に編 み,装 飾 性 を もたせ て い る 。

　 例6　 〔標本 番 号〕2634(3収

　 　 一1G-24-5)　 (名 称〕 籠

　 　 (小物 い れ)

　 口 がや や 開 い た 円 口方 底 形 の ア

ジ ロカ ゴで,タ テ ヨ コの編 み竹 の

組 み方 を か え,胴 の部 分 に帯 状 の

文様 が編 み だ さ れ て い る。 寸 法

は,口 の 直 径24cm,底 の一 辺 は
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14cm,高 さ約18　 cmで,前 記

の例5よ り,ひ と まわ り小 形 につ

く られて い る。

　編 み竹 に は,例5よ り も幅 が ひ

ろい,幅3な い し4mmの 皮 竹

が つ か われ て い る。

　底 の編 み方 は,例5の 場 合 と同

じょ うに,中 心 部 で は,

表5　 ボルネオ採集の円口方底形共縁のアジ

　 　 ロカゴ(小 物いれ)

標本番号
口 の 直 径
　 (A)

底 の一 辺/
　　(A)

高　 　 さ/　　
(A)

2617

2613

2656

20。0

20.0

17.0

1.25

1.05

0.74

0.85

0.90

0.94

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「4つ はね1つ く ぐり」 な い し 「1つ はね4つ く ぐ り」 の ア

ジ ロ編 で,や は り,折 り紙 の風 車 形 の 文 様 が 編 み だ され て い る。

　 胴 の編 み方 は 「3つ はね3つ く ぐり」 の ア ジ ロ編 で あ る が,途 中で 編 み 方 を か え,

「4つ く ぐり3つ と ば し」 な どの型 の編 み方 に よ って,3本 の帯 状 の 文様 をつ く りだ

して い る 。 そ して,縁 の下 か ら約4　 cmの と ころ か ら上 部 分 は,「3つ はね3つ く ぐ

り」 の編 み方 で ま と めて い る。

　 縁 仕 上 げ は,一 種 の 野 田 口仕 上 げで,太 さ10mmの タケ(材 質 は 確認 で きな い)

を 塗 料 で 着 色 し,そ れを タ テ2つ に割 った もの で 胴 を 内外 か らお さえ,そ の上 に さ ら

に太 さ3mmの トウの輪 を のせ,そ れ らを,幅2mmの 皮 竹 で か が って とめて い る。

その か が り方 が等 間 隔 にお こな わ れず,皮 竹 は8カ 所 に ま と め られ,3mmほ ど の間

隔 で1カ 所 に9筋 か ら11筋 ま かれ て い る。 こ う した 野 田 口仕 上 げの や り方 は,日 本 の

カ ゴ細 工 に は,ほ とん どみ られ な い や り方 で あ る。

　 この カ ゴで は,縁 を2mmの タ ケで かが るま え に,力 竹 を か け る ら し く,太 さ

10mmの 力 竹 が繍 をお さえ る よ う}こ逆 瞠 形 にか けて あ り,そ の力 竹 は,幅2㎜

の皮 竹 で,胴 の 組 織 に結 びつ け られ て い る。

　 一 般 に,野 田 口仕 上 げで は,縁 竹 を か が る細 い タケ は,縁 の下 を まわ す の が定 法 で

あ る が,こ の カ ゴで は,縁 の上 に,も う一 重,縁 に あた る もの を のせ,縁 竹 を か が っ

た細 い竹 を縁 の下 に まわ さず,縁 竹 の上 にのせ た 「縁 にあ た る もの」 の巻 き竹 に して,

ま わ して ゆ くや り方 が な さ れて い る。 こ こで は,こ のや り方 を 野 田 口仕 上 げ の一 種 と

み た が,そ の ど ち らが 野 田 ロ仕 上 げ の本 来 の形 で あ り,そ れ らは,ど の よ うな 系譜 的

つ な が りを もつ の か,あ るい は,別 系列 と考 え るべ き なの か は,い ま の と こ ろ,は っ

き り して い な い。

　 例5,例6と 同形 式 の カ ゴは,ボ ル ネ オ収 集 資料 の うち,も っと も多 数 を 占め る。

その寸 法,各 部 割 合 は表4,表5に 示 す ご と くで あ る。

　 例7　 〔標 本 番 号 〕2633(3収 一lG-24--5)〔 名 称〕 背 負 い籠(子 供用)
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　負い緒つきの円筒形に近い円口方底形の目編のカゴで,編 み竹には,幅5mmの,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひらぐみ

丈 夫 な 皮竹 が 用 い られ て い る。 負 い緒 は,幅8mmで,三 つ平 組 で あ る。

　 底 部 の 編 み方 は 四つ 目編 で あ るが,そ の 目 の大 き さ は,タ ヶ の幅 と ほぼ 同 じ大 き さ

の5mm前 後 で,き わ め て密 度 がた かい の が特 色 で あ る。

　 それ に対 して,胴 の編 み 方 は,同 じ四 つ 目編 で も,意 識 的 か隅 然 か,や や 目 を大 き

く して い る。 そ して,胴 の上 部(縁 下8cmの 部 分)は,い ま まで の編 み竹 の あ いだ

に,同 じ くらい の幅 の タ ケを1本 ず つ は さ み こみ,目 を うめ る よ う に して い る 。 この

た め,こ の 部 分 は,2本 ず つ タケ を1組 に して,「1本 はね1本 く ぐり」 の,い わ ゆ
　 いちまつ

る市 松 の 編 み方 とな って い る。 こ こに もま た,な に げな い 日常 用 い る カ ゴで あ りな が

ら,ち ょっ と した,心 づ か い が み られ よ う。

　 縁 は野 田 ロ仕 上 げ で,太 さ10mmの タケ(ト ウ)を タ テ2つ に割 り,そ れ を 縁 竹
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よすみ

と して胴 の上 部 を は さみ こみ,つ ぎ に,同 じ く らい の太 さの タケ を カ ゴの 四 隅 に そ え,

そ れ か ら,ひ と まず縁 竹 を胴 の組 織 に,3cmの 間 隔 で野 田 口 と同 じよ うに結 び とめ,

さ らに,縁 竹 よ り は ず っ と 細 い 太 さ5mmの タ ケ を 縁 竹 の 上 に のせ,最 後 に,幅

2mmほ ど の巻 竹 で,縁 竹 と もど も,12mmご とに か が って とめ て い る。 こ う して,

この カ ゴ で は,例6で,か な らず し も明 らか で な か った 一 種 の 野 田 口仕 上 げの 手 法 が,

は っき りと観 察 で き る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 みみ

　 この カ ゴで は,負 い 緒 を と りつ け る,い わ ゆ る耳 は,4カ 所 に あ り,そ の 位 置 は縁

の 部 分 に 隣 りあ って2つ,底 の部 分 に2つ とな って い る。 これ の み で は,リ ュ ックの

よ うに両 肩 に負 い 緒 を か けて背 負 うの か,そ れ と も,前 頭 背負 運 搬 法 に よ って 背 負 う

の か,そ の点 は明 らか で は な い。

　 例8　 〔標 本 番 号 〕2631(3収 一1G-24-5)　 〔名 称〕 背負 い籠

　 ヨ コ28cm,奥 行25　 cm,高 さ55　 cmの 六 つ 目編 の カ ゴで,全 体 の形 は,半 円筒

形 で あ る。

　 と ころ が,六 つ 目編 の 背 負 い カ ゴ と いえ ば,お お む ね,円 筒 形 で,底 と胴 とが 一 体

とな って い る,た と え ば,草 刈 りカ ゴ の よ うな もの が思 いだ され るが,こ の カ ゴ は,

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 せなかあ
そ う した カ ゴ とは,お お い に異 な り,背 中 にあ た る,い わば 背 中 当 て(背 負 い 板)部

分 と,そ の 他 の部 分 とを,そ れ ぞ れ別 々 に こ し らえ,そ れ らを結 合 させ て カ ゴ の形 を

つ くりあ げ る とい う,ま った く違 った 作 り方 が な さ れて い る。

　 その 様 子 を,や や詳 し くみて ゆ く と,半 円 筒 形 の 曲面 部 分(背 中 当 て以 外 の 部 分)

は,幅6な い し8mmの 皮 竹 で 編 ま れ て お り,廻 し竹 にあ た る タ ケの 間 隔 は3cm,

立 竹 の 間 隔 は22mrnほ ど とな って い る。
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　 い ま,こ の部 分 の タヶ配 りを 画 いて み る と,そ れ は,た ぶ ん,つ ぎの よ うに して 編

む ので は な い か とい う ことが 考 え られ る。 まず,幅7mmの 皮 竹 を3本 用意 し,そ
　 　 　 　 まるぐみ

れ を三 つ丸 組 に組 み,太 さ8mmの 紐 を こ し らえ る。 そ の紐 を 地 上 に お い て,ヨ コ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 すみまるくけい
23cm,タ テllO　 cmの 細 長 い隅 丸 矩形 の枠 を つ くり,後 に のべ る背 中 当 て の部 分 と

同 じ要 領 で 立 竹,廻 し竹 を か けて ゆ き,枠 の 内側 に 六 つ 目の編 み 目を つ くりあ げ る。

そ して,そ の長 辺 の一 方 を,背 中 当 て部 分 に,背 中 当 て を編 む と き に,い っ し ょに取

りつ けて ゆ く。

　 い っぽ う,背 中 当 て部 分 は,は じ め,太 さ12　 mmの 丸 竹 を 折 り ま げて,ヨ コ

29cm,タ テ50　 cmの 隅 丸 矩 形 の 枠 をつ く り,そ れ に,幅4な い し5mmの 皮 竹 を

か らげて,タ テ ヨ コ約35mmの 六 つ 目を編 ん で ゆ く。 六 つ 目の廻 し竹(た だ し,カ

ゴがで き あが った状 態 で は水 平 方 向 で は な く垂 直 方 向 に な らぶ こと にな る)の 間 隔 は

約3cm,立 竹 の 間 隔 は2.5　 cmで,や や タテ な が の 目 の形 とな って い る。

　 六 つ 目を 形 作 る立 竹 と廻 し竹 の 様 子 を 図 に写 しと り,そ の タ ヶ配 りを み る と,立 竹

も廻 し竹 も,も と も と,4本 の タケ で編 ん で あ る こ とが 明 らか に な る。 その 場 合,縁

の と こ ろで の タケ の返 し方(結 び 方)は,図1の よ うに,上 下 辺 と左 右 辺 で は 異 な り,

また,タ テの2辺 でタケを結ぶと

き,す でに作 りあげておいた曲面

部の枠と背中当て部分の枠とを,

いっしょに接合 してゆ く。

　こうして,背 中当てに曲面部分
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

を と りつ け て しま う と,背 中 の ま
　　　　　　　　　

うしろで出合 うはずの曲面部分の

長辺(曲 面部分 は結局U字 形に

たわめられ,そ の下のふ くらみの

部分 が カゴの 底と なる)を,幅

4mmの 皮竹で軽 く結び,口 をと

じあわせる。

　負い緒は,木 の皮を幅約3cm

にさいた帯状のもので,カ ゴの底

に2カ 所,耳 をとりつけ,そ の耳

と背中当ての上端左右を結んでと

りつけられている。その様子から

表6　 ボルネオ採集の円口方底形の背負いカゴ

標本番号
口 の 直 径

　 (A)
底 の一 辺/　 (A) 高 　 　さ/　 (A)

2603

2606

2604

42.5

29.　0

35.0

0.64

0.72

0.66

1.15

1.31

1.21

表7　 ボルネオ採集の野田口仕上げの四つ 目

　 　 背負いカゴ

標本番号
口 の 直 径
　 (A)

底 の一 辺/
　　(A)

高 　 　 さ/
　　(A)

2681

2672

41.0

53.0

O.　61

0.57

1.21

1.32

表8　 ボルネオ採集の六つ 目背負いカゴ

標本番号

2631

2632

2585

口 の 直 径
　 (A)

28.0

30,0

23.0

底 の 一 辺/　　(A)

1.96

2.47

a17

高 学　 さ/　　 (A)

0.89

0.67

0.　87
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2

A

　 　　 　 図1　 ボルネオ島採集の背負 いカゴ 〔例8〕 の竹配 り

口ABCDは 背中当ての 枠を示す。 この編み 目は1,2,3,4の4本 の タケの

ループで構成 されてい る。

右上は枠の1,　2点 におけるタヶの結 び方。右中,右 下の図は カゴの成 りた

ちを示す。

み て,こ の カ ゴ は,リ ュ ッ クの よ うに両 肩 に 背 負 う もの だ った こ とが わ か る。 なお,

耳 は,長 さ5cmで,幅3mmの 皮 竹 を ま る く編 んで つ く られ て い る。

　 ボル ネオ収 集 の資 料 中,こ の種 の カ ゴは 約4点 で,そ の寸 法 等 は表8の よ うで あ る。

た だ しジ こ こに あ げた もの以 外 は,立 竹,廻 し竹 の間 隔 が い ず れ も10な い し15mm

で,こ の例 よ り も,い っそ う細 かい 編 み方 が な さ れて い る。

C.イ ン ドネ シア共 和国 ジャワ,ス マ トラ東 部採 集資料 につ いて

　 以 下 に あ げ る標 本 資 料 は,1977年,イ ン ドネ シア共 和 国の ジ ョグ ジ ャカル タ,バ リ

ックパ パ ン,マ ラ ンその他 で 採 集 され た もの で,や がて,本 館 の 所蔵 資 料 とな った も

ので あ る。 そ の収 集 の 経過 につ いて は確 か な 記 録 が の こ され て い て,同 地 方 の カ ゴ細

工 の現 状 を 知 る よ い資 料 とい うこ とが で き る 。 そ の な か に は,女 性 ・子 供 用 の 背 負 い

カ ゴ,円 口方 底 形 のや や 深 い カ ゴ,円 口方 底 形 の 浅 い カ ゴ,穀 物 選 別 用 の半 球 体 形
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(ソ ウ ケ形)の カ ゴ,そ の ほ か,半 円筒 形 の トウ製 の カ ゴな どが 含 ま れて い るが,そ

の うち,3例 だ けを あ げ て み る。

　例9　 (標 本 番 号 〕9948(3収 一一一　2　L　一一23-1)(名 称〕 藤 と竹 の背 負 い カ ゴ

　 ロの 直径34　 cm,底 の一 辺 が15　 cm,高 さ37　 cmの 円 口方 底 形 の 背負 い カ ゴで,

背 負 い カ ゴ の うちで は比 較 的小 形,し か も,全 体 が 細 か いザ ル 目編 を 基 調 に して い る

点 が ひ とつ の特 徴 と な って い る。

　 編 み 竹 は,幅7な い し8mmの 皮 竹 で,皮 の 面 の まん な か が薄 くへ い で あ り,面
　 　　　　　　　　　

を た い らにす る工 夫 が な され て い る。

　 底 の 編 み方 は,四 つ 目編 で,タ テ ヨ コ9本 に10本 の タケ を組 み あわ せ,約10mm

四 方 の 四 つ 目をつ く り,そ の あい だ へ,幅7mm,長 さ13　 cmの タケ を い れ て,目 ・

を 完 全 に ふ さ い で い る。

　 胴 は,ザ ル 目編 で,底 か らあ が った幅7mmの 立 竹 に幅5mmの 廻 し竹 を か らま

せ て編 む 。 と ころ が,口 の あた りで 立竹 の本 数 を数 え て み る と55本 で,そ の うち,底

か らあが った 立 竹 は38本 の勘 定 だ か ら,そ れ に17本 が 追 加 さ れ て い る こ とが わ か る。

そ こで,改 めて,こ の 胴 だ け につ かわ れ て い る立 竹 を 調 べ て み る と,そ れ らは,カ ゴ

の前 後 左 右4面 そ れ ぞ れ,両 側 に近 い と ころ で,し か も,底 か らあが って きた 立竹 の

あ い だへ,ほ ど よ く追 加 され て い る こ とが わ か る(1本 だ け面 の 中央 にい れ て あ る も

の が あ る)。 底 が 四 つ 目編 で,し か も,こ の よ うに 口 が開 い た カ ゴで は,胴 か らの 立

竹 だ け で は,カ ゴの 上 部 で立 竹 の間 隔 が ひ らい て しま うか ら,こ の よ うに して,立 竹

の 間 隔 を等 し く保 つ 工 夫 を した の だ ろ うと思 わ れ る。 乙の 胴 で 薪 し く加 わ る立 竹 は,

胴 の 廻 し竹 の9段 目あ た りか ら挿 入 され て ゆ く。立 竹 の間 隔 を 等 間 隔 に保 つ 編 み 方 に

は,乙 の ほ か,底 を2本1組 に した タケで 編 ん で お き,そ れ を 胴 の と ころで,1本1

本 独 立 きせ る や り方 が な され て い るが,こ こで は,あ くまで,胴 編 の際 の立 竹 の 追 加

で 問 題 の解 決 を は か ろ う と して い る点 が お も し ろい 。

　 縁 は野 田 ロ仕 上 げで,太 さ12mmの タケ を タテ2つ に割 り,そ れ を縁 竹 に して,

内外 か ら胴 の 上部 を は さみ,そ の あ いだ へ 太 さ4mmの 植 物 の ッル を い れて 口を ふ

さ ぎ,幅2mmの トウの皮 竹 で5.5　 cmご と にか が って とめ て い る。

　 この カ ゴに は,底 の4辺 と胴 の4隅 に 力竹 に あた る ものが いれ て あ り,胴 や 底 の 組

織 を補 強 して い る。 まず,底 の部 分 には,長 さ14な い し13cm,太 さ10mmの 木 の
　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 かど

枝(皮 ははいでお く)を 口の字形に組みあわせ,そ れを底の4辺 にあて,そ の角に,

胴の力竹にあたる太さ12mlnほ どの木の小枝の末端がくるようにし,縁 のかがり竹

と同じくらいの幅の皮竹で,枝 に穴をあけたり,切 りこみをいれた りしながら,底 ご
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と巻 い て と めて い る。

　 な お,こ の標 本 で は,胴 の 内側 に幅7mm,厚 さ2mmの 皮 竹 を い れ,外 側 の 力

竹 の 役 目をす る木 の 小 枝 と もど も結 びつ けて あ る。

　 この よ うに,こ の カ ゴ に は,き わ あ て実 用 的 な背 負 い カ ゴで あ る に もか かわ らず,

幅 がせ まい 皮 竹 を つ か い,木 の枝 な どを 加 え て,密 度 の た かい 細 工 が な さ れて い る有

様 をみ る こ とが で き る。

　 例10　 〔標 本 番 号 〕9922(3収 一2L-24-3)　 〔名称 〕 竹 籠
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 だいつ

　 口の直 径33cm,底 径22　 cm,高 さ20.5cmの,台 付 きの 一種 の ア ジ ロ カ ゴで,こ

のほ か,こ れ よ りや や 小 さい 同 じ形式 の カ ゴ も収 蔵 され て い る。小 形 の ほ うに は,随

所 に力 竹 が 挿 入 され,念 い りな 仕 事 が な さ れ て い るが,こ こで は,そ れ よ りも簡 単 な

作 り方 の この標 本 を と りあ げ る。 そ こに は,ほ とん ど,日 本 で はみ られ ない,複 合 的

な カ ゴ の編 み方 が な され て い る。

　 底 は2重 で,胴 につ づ くカ ゴの本 体 の底 は,六 つ 目編 を基 本 に し,そ れ に3本 ず つ
　 　 　 　 　 　 　 リ　　　コ　　　コ

の タケ を 加 え てす き まを ふ さい で い る 。 そ の 目 の大 き さ は,わ ず か11mmで,そ れ

に3本 の タケ を い れて,完 全 に 目を ふ さ いで ゆ くので,底 の 編 み方 に は,き わ め て た

か い密 度 が 感 じ られ る。

　 そ の反 対 に,外 側 の底(下 側 の底)は,幅12mmの 身竹 を 「2つ はね2つ く ぐ り」

に組 ん だ ア ジ ロの 板 で,本 体 と は対 照 的 に,素 朴 な 味 わ いす らた だ よ わせ てい る。

　 胴 の編 み方 は一 種 の ア ジ ロ編 で,幅5mmの 皮 竹 を,右 あが りの 編 み竹 は 「2っ

はね1つ く ぐ り」 に,左 あが り⑦ 編み 竹 は 「1つ はね2つ く ぐ り」 にな るよ うに組 み

あわ せ,ア ジ ロに変 化 を も とめ て い る 。

　 そ して,こ の カ ゴで は,そ の 編 み 竹 の あ い だ へ(編 み竹 の編 み 目の 内側 へ)・ 約

10mmの あい だ を お い て,太 さ3mm,厚 さ2mmの 身竹 を,水 平 方 向 に,ち ょ

うど,カ ゴ を渦 巻 形 に巻 き あ げ る よ うに して,い れ て ゆ く。

　 これ は,は な はだ 珍 しい手 法 で,内 側 に い れ る タケ 配 りは,カ ゴ細工 の ひ とつ の手

法 と して の巻 き カ ゴ細 工 を 思 わせ,事 実,こ の タケ に よ って ひ き お こ され る表 面 の 凹

凸 は,巻 きカ ゴの もつ 趣 きを た だ よわ せ て い る。 この カ ゴの全 体 と して の 比例 関係 も,

あ る種 の 巻 きカ ゴ細 工 の姿 かた ちを思 い お こさせ る。

　 縁 は野 田 ロ仕 上 げで,幅16mmの 薄 い 身竹 を外 側 に縁 竹 と して あ て,内 側 に は厚

さ5mmの 身竹 を そえ,そ の あ い だへ 厚 さ3mmの タ ケを い れ て 口 を ふ さ ぎ,そ れ

らを,幅2mmの 皮 竹 で,6mm内 外 の 間 隔 を お い て,か が って と め る。 こ う して

で きる 縁 の 厚 み は15mmに もお よび,カ ゴの縁 の 内側 に は何 か ワ ラで も束 ねて い れ
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て い た の で は ない か と思 わせ るほ どで あ る。 この よ うな太 い 縁作 りは,あ る種 の巻 き

カ ゴの そ れ を思 わ せ る。

　 な お,こ の標 本 以 外 の1例 で は,野 田 口の か が り方 が よ り複 雑 で,か が りの タケ を

お さえ るた め に,カ ゴ の 内外 に幅3mmの 身竹 が そ え られ て い る。 この カ ゴ に も,

その 身 竹 の 痕跡 と も思 え る もの が,わ ず か にそ え られ て い る。

　 この カ ゴに は,台 の役 目を す る もの が と りつ け られ て い る が,そ れ は幅35mm,厚

さ3mmの 身 竹 で こ し らえ られ た タ ケの 曲 物 で,そ の取 りつ け具合 か ら,は じめ に,

カ ゴ の本 体 の底 の部 分 に,す で に触 れ た外 側 の ア ジ ロ底 を あ て,つ ぎ に,そ の 円周 に

そ って 太 さ8mm,厚 さ7mmの 皮 竹 を あて,そ の 皮 竹 の 外側 ヘ タ ケ の曲 物 の上 端

を あ てが い,ま た そ の 曲物 の上 部 外 側 に幅12mmの 薄 い 身 竹 を か け,ア ジ ロ底,厚

い皮 竹,薄 い身 竹,曲 物 と もど も,約9　 cmの 間 を お い て,幅2mmの ヒ ゴで カ ゴ

の底 に かが って とめ て い る。 そ こに は,必 要以 上 に入 念 な と も思 え る ほ どの 底 作 りが

な さ れて い る。

例11　 〔標 本 番 号〕9915(3収 一2L-24-2)　 (名 称〕 竹 籠

　 ジ ョグ ジ ャカル タで 入手 した と

い う円 口方 底 形 の ザ ル 目編 の カ ゴ

で,表10の よ うに,大 小 と りま ぜ

て4点 収 集 されて い る。 こ こで は,

そ の う ち,も っと も大 形 の もの を

と りあ げ る。 そ こに は,こ れ ま で

あ げて きた カ ゴと も,ま た,日 本

の カ ゴ細 工 に もみ られ な い,い か

に も日常 の カ ゴにふ さわ しい,お

お ま か さ をみ る こ とが で き る。 材

料 の タ ケ に もま た,幅 の ひ ろい身

竹 が つ か われ て い る。

表9　 スマ トラ島マラン採集の円口方底形の

　　　アジロカゴ

標本番号

9922

9921

口 の 直 径

　 (A)
底 の一 辺/　　(A) 高 　 　 さ/

　　(A)

33.0

30.5

0.62

0.　61

0.67

0.64

表10ジ ョグジャカルタ採集 の円口方 底形ザ

　 　 ル目編 のカゴ

標本番号 口 の 直 径
　 (A)

底 の 一 辺/　 (A) 高 さ/　 (
A)

9919

9918

9917

9915

22.0

27.0

3Z　 0

41.0

0.59

0.59

0.59

0.63

0.52

0.52

0.42

0.37

　 底 の編 み方 は,「2つ はね2つ く ぐり」 の ア ジ ロ編 で,タ テ ヨ コ8本 ず つ,合 計16

本 の タケ で構 成 され て い る 。 と ころが,そ れ らの編 み竹 は幅 が一 様 で はな く,ま ん な

か へ,も っと も幅 の ひ ろい(幅4　 cmの)編 み竹 を2本 ず つ い れ,ま んな か か ら遠 ざ

か るに した が って,漸 次,タ ケ の 幅 はせ ま くな り,両 端 に は,幅2cmの 編 み 竹 がつ

か わ れ て い る。 これ は,た い へ ん大 胆 な編 み 方 とい え よ う。

　 これ らの底 を形 作 った 編 み竹 は,そ の ま ま胴 の 立 竹 に かわ るが,し た が って,立 竹
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の 幅 もま た一 定 で はな い が,細 工 の しに くい,カ ゴの隅 の部 分 に,ち ょう ど,幅 の せ

ま い タケ が くる よ うに な る か ら,さ ほ ど問 題 な く,処 理 され て い る。 た だ,幅 の ひ ろ

い,ま ん な か の立 竹 は,腰 立 て の とき,厚 くて た わ め られ ない の で,折 りま げ られ て

い る点 が,い さ さか 気 に か か る。

　 胴 の 編 み方 はザ ル 目編 で,廻 し竹 に は,底 に近 い 部分 に幅3mmの 身 竹,縁 に近

い 部 分 に は,幅2mmの 身 竹 が つ か わ れ て い る。 底 に近 い,腰 立 て の場 所 を 補 強 す

るか の よ うに,底 の外 側 四 周 に は,幅12mmの 煤 竹 が,2本1組 で,井 の字 形 にそ

え られ て い る。

　 縁 仕 上 げ は,一 見,野 田 口仕 上 げ の よ うに み え る,一一Ptの 巻 口仕 上 げ で,幅12　 mm,

厚 さ1.5　 mmの 皮 竹(煤 竹)を い ち ば ん外 側 に縁 竹 と して そえ,そ の 内側 へ 同 じ く ら

いの 幅 の タケ を1枚 は さみ,そ の また 内側 に,あ た か も 曲物 を 思 わ せ る,幅5cm,

厚 さ2.5mmの 身竹 の縁 竹 を あて,そ の 身竹 の下 端 に小 穴 を 穿 ち,外 側 の縁 竹 とも

ど も,幅2mmの 皮竹 で巻 いて 仕 上 げ る。 も っ とも内 側 の幅 の ひ ろい 縁竹 は,両 端

を14cmも 重 ね あ わ せ て接 合 し,そ れ を 幅2mmの 皮 竹 で,4個 所 綴 じあ わせ て い

る。 そ の 綴 じ方 が装 飾 性 を そ な え,そ こに は,カ ゴ細 工 の技 術 と曲 物 の技 術 との結 合

を み る こ とが で きる 。 も しこの カ ゴに,蓋 が あ った とす れ ば,そ れ は,カ ブ セ蓋 の形

式 の もの だ った の で は な か ろ うか 。

Ⅲ.若 干 の 考 察

1.ア ジ ロ カ ゴ の 盛 行

　東 南 ア ジ ア地 域島嶼 部 の カ ゴ細 工 が もって い る傾 向の ひ とつ に,ア ジ ロ カ ゴの盛 行

が あ げ られ る。 以 上 の 標 本資 料 に よ って も,そ の こ とは うか が え よ う。

　 そ の ア ジ ロの 編 み 方 も,幅 の ひ ろい 編 み竹 を 多 用す る 日本 の,と くに,民 具 と して

の カ ゴ細工 とは お お い に ちが い,幅 のせ ま い編 み 竹 をつ か った,き わ めて 密 度 の た か

い ア ジ ロ編 と い うこ とが で きる。 ひ とつ に は,素 材 の材 質 の ちが い もあ ろ うが,民 具

と して の カ ゴ細 工 を み な れ た 目 に は,そ の作 風 が,日 常 の 生 活 用 具 とい うよ りも,工

芸 に ちか い もの に受 け とれ る。 ま た,こ れ らの ア ジ ロの う しろに ひ そむ,カ ゴ細 工 そ

の もの の お か れた 条 件 の ちが い を感 じさせ られ る。

　 こ こ にあ げ た ア ジ ロカ ゴの な か に は,例5,例6の よ うに,染 め竹 を 用 いて 文 様 を

編 みだ す,い わ ゆ る文 様 ア ジ ロの手 法 を発 展 させ て い る例 もみ られ る。

　 円 口方 底 形 の カ ゴ と い えば,ア ジ ロ底 で嗣 が ザ ル 目編 の カ ゴを 思 い うかべ るが,こ
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の地域では,形 は同じ円口方底形でも,ア ジロ底で胴もアジロ編のカゴが多くを占め

る点にも興味をひかれる。

2.ア ジ ロ と巻 きカ ゴ細工 との結合

　 す で に記 した よ うに,例10で は,ア ジ ロカ ゴ の胴 の編 み 目の あ いだ へ,外 部 か らは

み え な い よ う に,あ た か もシ ンの よ うに,細 い タ ケが渦 巻 形 に いれ られ て い る点 に注

意 した 。

　 この手 法 は,あ る い は,組 み カ ゴ細 工 の技 法 と して の ア ジ ロ編 に巻 き カ ゴ細 工 の手

法 が と りい れ られ た結 果 と も考 え られ,日 本 の カ ゴ細 工 に は,ほ と ん ど,見 い だ す こ

とが で き ない 手 法 とい う ことが で きよ う。

　 例10に は,こ の ほか,底 の 作 り方 に も特 色 が あ り,そ の 示す 技 法 に は注 目す べ き も

の が あ る。

3.ボ ル ネオの六つ 目編 背 負い カゴ

　 六 つ 目編 の背 負 い カ ゴ とい え ば,円 筒 形 で 目が あ らい 。草 刈 りカ ゴや ク ズハ キカ ゴ

が 思 い だ さ れ る。 しか し,六 つ 目 カ ゴが,こ う した形 態 を と るの は,け っ して 一 般 的

で は な く,同 じ背 負 い カ ゴで も,ネ パ ー ル 国採 集 の 円錐 形 の 六 つ 目カ ゴ な ど,円 筒 形

の 六 つ 目カ ゴ か らは思 い もよ らな い タケ配 りが な され て い る[中 村1973:89-91]。

　 こ こに あ げ た例8の ボル ネ オ採 集 の 六 つ 目 カ ゴに も,日 本 の 円 筒 形六 つ 目カ ゴ と は

全 然 異 な る発 想 がみ られ る。

　 六 つ 目 とい う編 み方 は,落 ち こぽれ の 心 配 が な い,か さの 割 りに は 目方 が軽 い もの

を 運 ぶ カ ゴの編 み方 と して,も っと も適 した もの だ とい わ れ るが,円 筒 形 の大 形 六 つ

目 カ ゴが 完 成 され る まで に は,お お くの試 行 錯 誤 が な され て いた の で は な か ろ うか。

4.野 田 口 仕 上 げ

　 ここにあげた諸例からもうかがえるように,東 南アジア地域を通 じて,野 田口仕上

げの方式による縁仕上げがひろくおこなわれている。縁仕上げの方式には,野 田ロ仕

上げのほか,巻 口仕上げ,蛇 腹巻き,共 縁などの手法があり,日 本のカゴ細工では,

野田口仕上げは,む しろ,上 品で丁寧な縁づくりとされているが,東 南アジア各地で

は,こ の仕上げ方が,か えって主流をなしているのではないかと思われる。

　縁仕上げの手法は,カ ゴ全体の形や用途とも関係しているが,以 上の事実は,野 田

口仕上げの系譜を暗示するものとして興味深い。
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　 野 田 口仕 上 げ に は,例6の よ うに,縁 の上 に さ らに,タ ケを の せ る,い わば 二 重 縁

の ものが あ り,同 じ発 想 は,南 九 州 そ の ほ か の カ ゴ細 工 に もの こさ れ て い るの で,そ

の点 も問 題 とな ろ う。

5.そ の 他

　 例11を は じめ,こ の地 域 の カ ゴ の台 の 部 分 に,幅 の ひ ろ い タケ を 曲 物状 に し た もの

が取 りつ け られ て い る例 に接 す る。 そ こに もま た,タ ケ の多 面 的 な 利 用法 を う かが う

こ とが で き る。

　 な お,カ ゴ全 体 の寸 法 や 各 部 の 割 合 に つ いて は,別 に国 内 外 の 比 較対 照 の た めの 作

業 をす す め て い るの で,こ こで は,表 に よ って,値 だ けを あげ るに とど めた 。

附　本文使用のカゴ細工関係用語

凡例

　一.カ ゴ細工の用語(術 語)は,そ の土地 によ ってそれぞれ の表現があり,な かには,そ の表

現が必ず しも一定 していない場合があるが,こ こで は,「 日本列島におけるカゴ細工の諸 系列」

使用の用語を もとにして 「中村　 ig77:823],と りあえず,以 下 のように した。

　一.用 語は,な るべ く簡単で,し かも,分 析上必要な もののみ にとどめた。

　一.用 語の配列 はア イウエオ順に したが った。

　一.各 項 とも,最 初 に本文使用の表現をかかげ,つ ぎによみ方,ま たは漢字をあて,そ れに簡

単な説明を加えた。

　一.な お,別 の視角か ら日本のカゴ細工をみることによ って,こ こにあげなか った用語 や用語

体系をたて ることがで きる。それによ って国外のカゴ細工を分析すれば,あ るいは,こ こでは気

づかなか った新 しい見方ができよう。

　　 ア 行

　 ア ジ ロ編(あ じ ろあ み,網 代 編)　 タ テ ヨ コ2方 向 の タケ を,す き まな く組 み あわ せ

る カ ゴの底 ま た は胴 の 編 み方 。 その 組 み あ わせ 方 に は,た い て いの 場 合規 則 性 が あ り,

そ れ を 「2つ はね2つ く ぐり」(あ る タケ が 出会 った 相 手 の タケ の上 を,ま ず2本 と

び こ し,つ ぎ に2本 の タ ケ の下 を くぐる過 程 を繰 りか えす),「3つ は ね2つ く ぐ り」,

「1つ く ぐり2つ は ね」 な ど とい う。「1つ はね1つ く ぐり」の と き には市 松(い ち ま つ)

と いわ れ る文 様 と同 じ文 様 が で き る。 タケ の組 み方 を か え る こ とに よ って,右 また は

左 上 りの 文様(こ れ を 坂 道(さ かみ ち)と い う人 も あ る),回 の 字形 の 文様(同 じ く

枡 組(ま す ぐみ)と い う人 もい る),山 の字 形 の文 様 な どが で きる が,こ こで は,そ

147



国立民族学博物館研究報告　4巻1号

れらには触れなかった。

　編み竹(あ みだけ)　 カゴを構成するタヶの総称。アジロの編み竹といえば,タ テ

ヨコに組まれているタケのすべて。

　円ロ方底形(え んこうほうていがた)　 口が円形で底が方形の形をしたカゴの形容。

底が四つ目編またはアジロ編のカゴのうち,あ る種のカゴがこの形となる。

　 　 力 行

　 力 ゴ(籠)　 タ ケ,ヤ ナギ,イ タヤ,ワ ラ,カ ヤ そ の他 の材 料 を 線 状 ま た は帯 状 に

加 工 した もの を組 み あ わ せ て(編 み あわ せ て)つ く られ る運 搬 具,容 器 の 総称 。 いわ

ゆ るザ ル(旅)も 含 まれ る。一 般 に,底(そ こ),胴(ど う),縁(ふ ち),そ の他(負

い緒 な ど)の4部 分 にわ け る こ とが で き る。 縁 を 編 む過 程 は カ ゴの 本 体 を しめ く くる

過 程 と もな るの で,と くに縁 仕 上 げ(ふ ち しあ げ)と い う。

　 皮 竹(か わ だ け)　 タ ケ は皮 の 部 分(表 皮)と 身 の 部 分(維 管 束 部 分)に わ か れ る

が,そ の うちの 表 皮 を と らず に用 い る編 み竹 の こ と。

　　サ 行

　ザル目編(ざ るめあみ,旅 目編)　 立竹に廻し竹をすきまな く組みあわせる編み方

で,い わゆるザル(旅)を あむときの編み方。胴あるいは底の編み方としてつかわれる。

　蛇腹巻(じ ゃばらまき)　 縁竹のうえから縁巻竹を蛇腹形(じ ゃばらがた)に 巻 く

縁仕上げの手法。

　　タ 行

　立竹(た ちだけ)　 カゴを構成するタテヨコの編み竹のうちのタテ(上 下方向にな

らぶタケ)に あたり,い わばカゴの骨組の役 目をする。

　力竹(ち からだけ)　 カゴの底や胴の部分を強化するためにそえられる編み竹。

　共縁(と もぶち)　 立竹同志を組みあわせてカゴの縁をつ くりあげる縁仕上げの手

法。

　　ナ 行

　野田ロ仕上げ(の だぐちしあげ)　 内外一組の縁竹で胴の上部をはさみ,細 い竹を

いれて縁竹のあいだにできたすきまをふさぎ,そ れ らをかがり竹でところどころ結ぶ

縁仕上げの手法。
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　　ハ 行

　縁竹(ふ ちだけ)　 縁仕上げの過程で,胴 上端部にそえる編み竹で,内 側にそえる

内縁(う ちぶち),外 側にそえる外縁(そ とぶち),そ れにシンになるシン竹などがある。

　縁巻竹(ふ ちまきだけ)　 縁竹をそえた後,そ のうえに巻いて縁をととのえる編み

竹のこと。

　　マ 行

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ふちまきだけ

　巻ロ仕上げ(ま きぐちしあげ)　 胴の上端部(縁 部分)を 縁竹とも縁巻竹でいっし

ょに巻いて仕上げる縁仕上げの手法。

　廻 し竹(ま わ しだけ)　 カゴの胴や底を編むとき,上 下方向の立竹に左右方向に組

みあわせる編み竹のこと。

　身竹(み だけ)　 タケの皮の部分をとりさり,皮 の内側のいわゆる身(み)の 部分

だけをつかう編み竹のこと。

　六つ目編(む つめあみ)　 上下にむかう2方 向の立竹と,左 右にむかう廻し竹とを

組みあわせ,六 角形の編み目をつ くりだす編み方。カゴ細工では,胴 や底の編み方の

ひとつとして知られている。

　　ヤ 行

　四つ目編(よ つめあみ)　 タテヨコ2方 向の編み竹を組みあわせて四角形の編み一目

をつくりだす編み方。胴または底の編み方としておこなわれている。
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附 図 　東 南 ア ジ ァ島嶼 部 の カ ゴ 細 工

1背 負 い カ ゴ(ジ ャ ワ 島)　 高 さ37cm〔 例9〕

2カ ゴ(パ ラ ワ ン 島)　 高 さ35cm〔 例1〕

3蓋 つ き カ ゴ(パ ラ ワ ン 島)　 高 さ27cm〔 例3〕

4背 負 い カ ゴ(ボ ル ネ オ 島)　 高 さ55cm〔 例8)

5　 箕(パ ラ ワ ン 島)　 高 さ7cm〔 例4〕

6小 物 い れ(ボ ル ネ オ 島)　 高 さ18cm〔 例6〕

7　 カ ゴ(ジ ャ ワ 島)　 高 さ20・5cm〔 例10〕

8ザ ル(ジ ャ ワ 島)　 高 さ15cln〔 例11〕
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