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中 国地方 タケ カゴ細工 の一側面

日本列島におけるカゴ細工の諸系列 (5)一
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皿・若 干 の 考 察

1.問 題 提 起

 中 国地 方 は,以 前 か ら,竹 細 工 の さ かん な 地 方 と して 知 られ て い る。

 と くに,山 ぞ いの地 帯 で は,身 の しま った 上 質 の マ ダ ケ を 産 し,そ れ を 素 材 に した

カ ゴ 細 工 の い くつ か は,工 芸 的 に も極 めて す ぐれ た もの と して,た か く評 価 され て い

る。

 と ころ が,こ れ まで,こ の 報 告 で ひ とつ の根 拠 と して きた 旧 文 部省 史 料 館 資 料 の タ

ケ カ ゴ 細工 を み る と,こ の地 方 の カ ゴ細工 は,わ ず か10例 にす ぎず[文 部 省 史 料 館

1968:36,42,52,56,74,106,146,177],全 体 的 な 展 望 を う る 資 料 と して は,充 分

な もの とは い い が た い。

 そ こで こ こで は,次 の手 順 に よ って,こ の小 文 を ま と め る こ とに した 。

 1 鳥 取 ・岡 山両 県 につ いて は,そ れ ぞ れ,県 立 博 物 館 所 蔵 の 標 本資 料 を参 照 し,

また,カ ゴ細 工 の現 状 につ い て の情 報 を い た だ き,全 般 的 な状 況 の把 握 に つ と め た。

広 島 ・山 口両 県 に つ い て は,芸 北 民 俗 博 物 館 の資 料 を みせ て いた だ くと と もに,二,

三 の友 人 を 介 して 資 料 を あ つ め た 。

 2 以 上 を も とに して,現 在,タ ヶ カ ゴ細 工 の生 産 が お こな わ れ て い る地 域 の う ち,

役 場,教 育 委 員 会 な どに お願 い して,資 料 を 提 供 して下 さ る方 々を 紹 介 して い た だ き,
                

(a)ど の よ うな と ころ で,(b)ど の よ うな タケ を素 材 に して,(c)ど の よ うな 編 み方

で,(d)ど の よ うな カ ゴ細 工 が作 りだ され て きた か につ いて,聞 き書 きを つ くり,そ

れ を 引 用す る形 で 小 文 を構 成 した 。 この種 の 引用 文 に は*を つ けて 他 と区 別 した 。

*国 立民族学博物館第4研 究部
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 3 それとともに,各 地域のカゴ細工の特徴を把握するために,標 本 となりうる資

料をわけていただき,そ の形態と技術上の特色を,こ れまでこの報告で用いてきた分

析用語(文 末の別表参照)を 用いて記述 し,他 の地方のカゴ細工との比較研究のため

の足がかりとした。

 4 なお,今 回もまた,本 文中には個人のお名前はださなかった。それぞれのカゴ

細工は,そ れがどんなにす ぐれたものであろうとも,そ の地域の文化が生みだしたも

のだとかんがえ,こ こで もまた,地 域の文化的遺産としてのカゴ細工という点を重視

した。また,地 元でつか う呼び名(い わゆる地方名,方 言名)は,こ れまでの民俗文

化財の調査の慣例にしたがい,片 仮名で記 し,古 い長さや重さの単位は,換 算 して小

数点以下2ケ タの数字で示 した。

 5 この小文は,1977年 度国立民族学博物館における各個研究の報告の一部である。

瀬戸内海や日本海沿岸の漁具としてのカゴなど,中 国地方のタケカゴ細工 として,と

りあげねばならないものは,数 おお く残 されている。いずれ機会があれば,手 がけて

みたいと思う。

豆.4つ の 事 例

1.鳥  取  市

a と ころ

 い うま で もな く,県 庁 の所 在 地 で,か つ て32万 石 の城 下 町 と して さか え た 所 で あ る 。

人 口122,311,世 帯 数35,384(1975年)。 第3次 産 業 に従 う人 た ちの 割 合 は,全 人 口の

56ｰ0を 占 め,所 得 の うえ で もたか い比 重 を もつ が,最 近 で は,電 気 機 械 の 生 産 額 が 出

荷 額 の40%を 占 め るに い た って い る。 はや くか ら,二 十 世 紀 ナ シや 松 葉 ガ ニ,モ ズ ク,

ほ しカ レイ な ど と と もに,竹 細 工 が名 産 と して あ げ られ,現 在 で も,約10軒 ほ どの 竹

細工 店 が,市 内 に ミセ を もつ[鳥 取 市 1976:1,2,13,27]。

  b タ ケ
                                

 山 陰 の マダ ケ は,寒 冷 なた めか 「質 が しま って,か た い」*と い わ れ る。 しか も,

節 と節 との あ い だ の長 さが長 く,細 工 につ か う には,「45.45 cmか ら56.06 cmほ ど

の もの を つ か う」*。 そ うい う良 質 の マ ダ ケ は,「 入 家 の ま わ りよ り も,ブ ナや ケ ヤ キ

の 混生 林 の な か に そだ った もの」*で,よ い タ ケ が得 られ る場 所 は,せ い ぜ い,「 半 径

5kmの 範 囲 内で,3ケ 所 か4カ 所 しか な い」*と い う。

 こ こで は,立 竹 を ホ ネ(骨),廻 し竹 を ホダ ケ とい う。

 立 竹 は,底 と胴 の部 分 に縁 の 折 り こみ部 分 だ け余分 に み て,「 カ ゴ の高 さ よ り4.55

cmだ け 長 く とる」*。

 一 般 の 家 庭 用 の カ ゴ の場 合,立 竹 は,「 割 った タ ケ を ミカ ワ(身 皮)1枚 に へ ぐ」*。
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大割,小 割したタケを身竹と皮竹 とにへぎ,身 竹は1枚 だけつかうだけで,内 側の部

分は捨ててしまうのである。

  c 編み方
                                           

 「鳥 取 で カ ゴ と い え ば,テ カ ゴの こ とを さす」*。テ カ ゴ は,昔,つ み くさや 田 んぼ

の タニ シを と りに ゆ くと き,畑 ヘ ナ ス や キ ウ リを と りに ゆ くと き,あ るい は種 モ ミな

どを い れ る カ ゴで,大 中小 の3つ の種 類 が あ る とい う。 ここで は,カ ゴの 寸法 を シキ

(底 の タ テ ヨ コ)で 計 るが,大 は18.18cm,中 は15.15cm,小 は12.12cmと な って

い る。

 テ カ ゴ の底 編 は,4つ 目 目つ ぶ しの編 み方 で,こ の 編 み方 を こ こで は イカ ダ と呼ぶ 。

「俗 に カ ゴゾ コ(籠 底)と いえ ば,イ カダ の こ とで あ る」*。 底 編 に は,こ の ほ か,ア

ジ ロ編(2つ とび2つ く ぐり,ま た は,3つ とび3つ く ぐ り)も な され た が,こ の編

み 方 は身 竹 を おお くつ か うよ うな カ ゴ にみ られ,「 最 近 で は,ほ とん ど や られ な い(身

竹 を 多 用 す る カ ゴ よ り も皮 竹 を た くさん いれ た カ ゴの ほ うが,ど う して も売 れ るの で,

身 竹 を お お くつ か うカ ゴ は最 近 で は,ほ とん ど作 らな い)」*。

 テ カ ゴ の縁 仕 上 げ は野 田 口仕 上 げ で,こ れ を こ こで は ア テ ブ チ と い って い る。縁 仕

上 げ に は,こ の ほか,マ キ ブ チ(巻 縁)と い って巻 口仕 上 げ の方 法 や,カ エ シマ キ(返

巻 き)と い う蛇腹 巻,そ れ に,エ ビ ドメ と呼 ぶ 共 縁 の 手 法 が行 わ れ た が,い ず れ も,

ご く限 られ た もの に しかつ か わ れず,「 数 がす くな い」*と い う。

 野 田 口仕 上 げ の場 合,縁 の と こ ろで立 竹 を 折 りま げ,内 側 の縁 竹(こ れ を ウ チブ チ

とい う)と 外 側 の縁 竹 との あい だ に サ サ ラを いれ る。 「サ サ ラ は,カ ブ(株)の ほ うか

ら6枚,ま た は,8枚 に割 り,さ ば きが よい よ う に,先 の ほ うで とめ る」*と い う。

 カ ゴ の形 が で き あが る と,そ れ に手 を つ け,最 後 に力 竹 を か け る。「手 をか け る と

きに は,節 の 位 置 に気 をつ け,バ ラ ンス を と る こ と」*が 大 切 だ とい う。 力 竹 の こ と

は ハ リダ ケ(張 り竹)と 呼 ぶ が,「 力竹 に は,ハ リダ ケ と,底 を 編 む とき に,力 竹 を

い れ て お か な い と腰 が たた な い よ うな4つ 目の モ ノイ レな ど の 力竹 との2種 類 が あ り,

後 者 の こ とは オ コ シダ ケ とい う」*。

 い ま,底 の タ テ ヨコ が18.5cm,カ ゴ本 体 の 高 さが22 cmの テ カ ゴ につ いて,そ の

編 み 方 を み る と次 の よ う にな る。

 ま ず,全 体 の形 は,い わ ゆ る円 口方 底型 で 肩 が や や 張 り,口 が や やす ぼ ま って い る

の が 特徴 で,そ れ に,カ ゴの 本体 か ら15.5cmの 高 さ に な る よ う手 が と りつ け られ,

総 高 は37・5cm,重 さは41 5 gと な って い る。 カ ゴの 肩 幅 は27cm,で,ち ょ うど 口

の広 い 陶器 の ッ ボを 思 わ せ,全 体 と して,手 が た く量 感 に あ ふ れ た作 りを み る ことが

で き る。

 立 竹 は幅12 mmで,タ テ ヨ コ7本 の 計14本 で,厚 さlmmほ ど に,や や薄 くへ

い で あ る。 底 編 で は,幅15な い し17 mmの 皮 竹 を つ か って 目 をふ さい で い る。底 編
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では,と くに底の周囲を形作る立竹と,目 つぶ し竹のうちの2本 に皮竹をっかい,編

み目を強化 している。

 胴はザル目編で,底 から出発 した立竹は,か なり垂直にのぼってゆく。廻 し竹は幅

3mmで,立 竹の本数からいって,ち ょうど双子編のように,上 下のタケを2本1組

にして編んでゆくことがわかる。 この場合には,上 のタケが身竹,下 のタケには皮竹
                 コ   

が つ か わ れ て い る。 胴 の ふ くらみ は,底 か ら17cmの と ころ,す な わ ち,全 体 の高

さの下 か ら3/4の と こ ろで,も っ と も大 き な値 と な る。

 口の直 径 は,外 側 か ら外 側 まで24.5cmで,底 の タテ ヨ コよ り,約3割 ほ ど広 い

こ とが わ か る 。 縁 の 内側 に は幅18mm厚 さ5mmの 身 竹,し た が って,か な り厚

い縁 竹 が あ て て あ り,そ れ が 全 体 の様 子 を 引 き しめ る の に役 立 って い る。縁 の外 側 に

は同 じ幅 で,厚 さlmmの 皮 竹 を い れ,幅15mmの 幅 の ひ ろい縁 が 形 作 られ る。

サ サ ラ は8つ に 割 り,厚 さ は3mm幅10mmで,ハ リガ ネで10カ 所 ほ どか が って

と めて あ る。 内 側 の縁 竹 は上 下 で おお き く面 が と って あ る 。

 手 は幅22mm厚 さ4 mmの 丈 夫 な タケ で,胴 の も っ と も 幅 の ひ ろい 部分 か らカ

ゴ の編 み 目 に はい り,底 の ま ん な か まで きて,両 端 を交 差 させ て とめ られて い る。 そ

の よ うな手 の つ け方 に も,丁 寧 な仕 事 の有 様 をみ る こ とが で き る。

 底 の力 竹 は幅20mm厚 さ3mm長 さ25 cmで,皮 竹 が対 角 線 状 に いれ て あ る。

  d 種 類

 こ こで は,「 戦 前 は テ カ ゴ や ソ ウケ が 大 量 に作 られ た」*と い う。養 蚕 が さ か ん に な

さ れ た時 代 に は,ク ワ ボ テや カ イ コカ ゴな どが 作 られ た。 「竹細 工 で,テ カ ゴ を編 む

の は,ほ ん の手 は じめ の よ う な もの だ」*。 それ で も,「 戦 前 は,テ カ ゴだ けを 専 門 に

こ し らえ て生 計 を た て て いた 人 た ち もい た ほ ど だ」*。

 ]958年 前 後 に は,動 力 の タケ へ ぎ機 械 が導 入 され,ナ シ カ ゴや マ ツバ ガ ニ を い れ る

カ ゴの量 産 が 可能 に な る。 そ の い っぽ うで は,量 産 が むず か しい,工 芸 竹 細 工 と して

の カ ゴが 専 門 に 作 りだ さ れ て い る。

2.島 根県鹿足郡津和野町

  a ところ

 津和野町は山口市と益田市 とのほぼ中間にあり,古 い武家屋敷や商家のたたずまい

から,山 陰の小京都といわれる。 最近では,「 全国各地から観光客が急激に増加し」

「健康的な観光商業都市 として発展しつつある」[津和野町 1975:1]。 町域の8Q%余

りが山林で,「 平地 はきわめてす くな く」,林業のほか,コ メ,茶,ク リ,シ イタケ,

ワサビなど作 られている。第1次 産業に従 う入たちの割合は,1955年 には第3次 産業

のそれの,ほ ぼ2倍 となっていたが,1965年 にはほぼ等 しくなり,そ の状況が現在ま

でつづいている。
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  b タ ケ

 カ ゴ細工 の 「材 料 は全 部 マ ダ ヶ で,3年 ぐ らい の もの を近 くの家 か らゆ ず りう けて

くる」*。 「黒 土 の と こ ろで,林 の な か に そだ った タケ が よ く,そ う した 場 所 に 生 え る

タ ケ は節 が たか い(節 と節 との あ い だ が長 い)」*と い う。 ソ ウ ケで は,節 と節 との あ

いだ が,39.39cmぐ らい の タ ケ が用 い られ る。「10月 に切 った タケ は虫 が つ か な い と

い って,そ の頃 にま とめ て 切 り,40束 か ら50束 も,切 りた めて お く」*。

 「切 った タケ は,使 う とき,タ ケ の質 に も よ るが,2つ に大 割 りに し」,立 竹 な ら,

「割 った タケ を,は じめか ら(立 竹 の)2本 分 の 幅 に小 割 り して ゆ き」*,皮 の ほ うか

ら約4mmの 厚 さ にへ ぎ,「 内側 の 身 の部 分 は捨 て て しま い,そ の あ とで,身 と皮 と

にわ け,さ らに2つ に(立 竹 の幅 に)割 る」*。廻 し竹 な ら,大 割 りに した タ ケ か ら廻

し竹4本 分 の 幅 の もの を とる(長 さ は4.55mか ら5.45m)。 ソ ウケ に つ か う廻 し竹

は,へ い で 身 の ほ うを捨 て,2つ に割 り,さ らに2つ に割 り,「 お 米 が 目に は さ ま ら

な い よ う,丁 寧 にカ ドを と り」*,断 面 半 円形 状 に して お く。 「こ こで は,身 を つか う

カ ゴは,め った に作 らな い。 身 を つ か った カ ゴ は,ど う して も,売 れ な い か ら」*。

 こ こで は,立 竹 を ホ ネ(骨),廻 し竹 を ヒゴ と呼 ん でい る。

  c編 み 方

 ソ ウケ を編 む とき に は,立 竹 を な らべ,「 まん な か(中 央 部)か ら ヒゴ を か け て ゆ

く。 ヒゴ は縁 の と ころで ひね り,い つ も皮 が外 側 に,カ ドを お と した ほ うが 内側 に な

る よ うにす る」*。

 「縁 に は,マ ル ゾ ウ ケ な ら,154・53cmの 輪 に な る よ うに 曲 げ て お い た厚 い皮 竹 を

い れ る。 輪 の両 端 は9.09cmぐ らい 重 ね あ わせ てハ リガ ネ で とめ て お く」*。 これ に

廻 し竹 をか けて ゆ く。

 「縁 に は,ま ず ウ チブ チ(内 側 の縁 竹)を あ て,次 に ソ トブ チ(外 側 の縁 竹)を あ

て,そ の あ いだ にホ ダ ケ(サ サ ラの こと)を は さむ 。 ホダ ケ は1本 の タケ を 先 か らカ

ブ 麻)の ほ う にむ か って10に 割 った もので,縁 は最 後 にハ リガ ネで 巻 い て 仕 上 げ る」*。

 ソ ウケ を 編 む 過 程 で,い ちば ん む ず か しい の は どの 部 分 な の か 。 「ソ ウケ は,足 で

お さ え なが ら編 む の で,ど う して も全 体 の 形 が た い らに な って くる。 それ を,最 後

に形 を と どの え る と き,縁 をお しこん で ま るい形 に仕 上 げ る。 そ の 手 加 減 が む ず か し

い」*と い う。

 ソ ウケ の縁 仕 上 げ は,「 昔 は,山 に生 え て い る ツヅ ラを つ か った ら しい が,ハ リガ

ネ が はや くか らつか われ,ツ ヅ ラで か が った もの は,だ い ぶ ん 昔 に な くな った」*。

 カ タ クチ ソウ ケ(ク チ ゾ ウケ)に つ いて,そ の 値 を計 って み る と,長 径43.5cm短

径40cm高 さ15・5 cm重 さ6159で,縁 の平 面 は タ テ ヨ コ40 cm余 りの方 形 の な

か に お さ ま る こ とが わか る。 カ タク チ ソウ ケ はザ ル 目編 の 半球 体 状 の カ ゴ で,長 径 方

向 に 幅12cmの 口が つ い て いて,長 径 上 の約4:6の 部 分 が も っ と も幅 が ひ ろ く,
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そ こが両 手 を か け る と こ ろ と もな り,ま た,立 竹 が 集 ま る と ころ ともな って い る。立

竹 は幅10mm厚 さlmmで,皮 竹 と身竹 を1本 ず つ1組 に し,短 径 の方 向 に平 行

に な る よ うに お か れ て い る。 立 竹 の長 さ は,主 要部 分 で56cm前 後 で,立 竹 の1組

を構 成 す る2本 の タヶ は,底 の あ た り,す な わ ち中心 の とこ ろで は,た い らに2枚 を

透 き間 な くあ わせ て お き(こ の あ た りで の1組 の 幅 は20mmと な る),両 縁 の縁 に

か か る と ころ で は,2本 を1つ に 重 ね あわ せ,も っ と も幅 の ひ ろ い部 分 の 両側 の 立 竹

は,重 ね る箇 所 を3つ に裂 いて,重 ね あ わ せ やす く して い る。 ソウ ケ に は,長 径 方 向

に立 竹 が はい る型 と,こ の ソ ウケ の よ うに 短径 方 向 に立 竹 が はい る型 とが あ り,そ れ

に よ って ソ ウケ全 体 の編 み方 も異 な る。

 廻 し竹 は,幅2.5mm厚 さ2mmの 皮 竹 で,皮 が 表側 にで る よ うに して立 竹 に か け

て ゆ く。廻 し竹 の身 の側(内 側)は,面 を とる とい うよ り も,む しろ ま る く削 られ,断 面

半 円形 で あ る。廻 し竹 は,す べ て,縁 の なか に はい って い る はず の 幅15mm厚 さ3mm

の皮 竹(?)に か け,こ の タケ を 越 え る とき,ひ とね じ り して か け て ゆ く。 口の 部 分 に

は,外 側 に幅14mm厚 さlmmの 皮竹 が いれ て あ る。 立 竹 は全 部 で13組 で あ る。

 縁 は野 田 口仕 上 げ で,幅20mm高 さ21 mmに お よぶ 。 縁 に は幅21 mm厚 さ

3mmの 皮 竹 を 内側 と外 側 とに あて,幅15mm厚 さ4mmの サ サ ラが いれ て あ る。

サ サ ラは,前 記 の とお り10に 割 り,17カ 所,ハ リガ ネ で か が って とめ る。

 津 和野 の カ ゴ細 工 で,も うひ とつ忘 れて な らな い もの に ア ユ カ ゴが あ る。 す で に,

民 芸 の領 域 で 紹介 され,高 さ34 cm厚 さ10cm,口 の直 径ll.5cm,底 の 幅15cm

で,口 の ま るい,肩 の張 った ビ クで あ る。 この ビク に よ く似 た形 の もの と して は南 西

諸 島 の同 じ用 途 の カ ゴ な ど を あ げ る こ とが で き る[文 部 省 史 料 館 1968:ll3]。 しか

し,こ の アユ カ ゴ よ り も,幅 が もっ とず っ と厚 い 。 な お,肩 の線 は,下 か ら15cm

の あ た りに あ り,総 高 の半 分 よ りや や 下 の 位 置 に あ る。

 底 編 は変 形 の ザ ル 目編 で,幅7mmの 皮 竹7本 と幅10mmの 皮 竹3本 で構 成 さ

れ て い る 。 こ れ らの 立 竹 は,い ず れ も胴 の立 竹 と して 縁 ま で の ぼ って ゆ く。 幅 の ひ ろ

い3本 の 立竹 の うち,ま ん な か の1本 は,こ の カ ゴの 肩 の 線 を形 作 る。 この立 竹 とそ

の他 の 立竹 との あ い だ に は,肩 の 附近 で間 隔 が あ いて しま うの で,途 中 か ら2本 の 立

竹 を 加 え て 間 隔 を うめて い る。 廻 し竹 は幅2な い し3mmの 皮 竹 で,上 半分 に幅 の

せ ま い皮 竹 が つ か わ れて い る。

 縁 は巻 口仕 上 げ で,縁 竹 と して 幅6mmの 皮 竹 を つ か い,そ の上 に幅7mmの 皮

竹 を 巻 い て と めて い る。

 この カ ゴ に は,力 竹 が 巧 み に い れて あ り,両 肩 に はllmm,中 央3本 に は13mm,

も っ と も外 側 に は幅17mmの 皮 竹 が つ か われ て い る。

  d 種 類

 現 在,こ こで作 られ て い るカ ゴ は,ソ ウケ,ア ユ カ ゴ,ト リノ ス な どで あ る。
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 ソ ウケ に は,一 般 家 庭 で お米 を と ぐの につ か う片 口型 の ク チ ゾ ウケ と,正 月 の餅 揺

きの と きモ チ ゴメ を い れ る,い っそ う半 球 体 形 の マル ゾ ウ ケ とが あ る。 ク チ ゾ ウケ に

は大 中小 の3つ の型 が あ り,そ れ ぞ れ,ゴ シ ョ ウ トギ,サ ンジ ョウ トギ,イ ッ シ ョウ

トギ な ど と呼 ばれ て い る。 「実 際 に はい るお米 の量 は,ほ ぼそ の倍 はい る」*。 ソ ウ ケ

の 大 きさ は 「口縁 の 長 さ で き ま り,中 型 のサ ン ジ ョウ トギ で は,輪 の長 さ1.36m,立

竹 の数13本,立 竹 の長 さ75.75cm,ゴ シ ョウ トギ は立 竹15本 で,輪 の 長 さは 中型 よ り

9.09cm長 く,小 型 は 中 型 よ り9.09 cm短 い」*。

 これ に対 して,マ ル ゾ ウケ は9.004ト ギ18.004い りで,口 縁 の 長 さ は154.53cm,

直径48.48 cm,高 さ18.18cmで,立 竹15本 で 編 む とい う。 立 竹 の 長 さ は78.78 cm

とな って い る。 この よ うに,ソ ウケ で は編 み 方 が一 定 だ か ら,主 要 な部材 の寸 法 が き

ま る こと に よ って,お の ず か ら,全 体 の 形 が 規制 さ れ て ゆ く。

 ア ユ カ ゴ は 「ア ユ釣 りに腰 につ けて ゆ く ビク の こと」*,「 トリノス は,野 菜 と りな

どに,畑 へ 背 負 って ゆ くカ ゴ」*で,い ず れ もザ ル 目編 で あ る 。

 昔 は,4軒 か ら5軒 ぐ らい カ ゴ屋 が あ り,旧 村 の範 囲 の家 々か らの注 文 で カ ゴ を こ

し らえ,と きに は,出 張 して,カ ゴを 編 ん だ とい う。

3.岡 山県真庭郡勝山町月田

  a ところ

 岡山県中部地方の商工業の中心地津山市から,新 見行きの快速にのりかえて,約1

時間ほど乗ると勝山駅につ く。勝山町は,か つて三浦氏2万3千 石の陣屋のおかれた

場所で,現 在でも古い町並がのこされている。町全体の85.3%が 山林で,し かも水田

の割合がたか く (耕地全体の64%を 占める),山 林の78.3%は 私有林 となっていて,

極度に集約的な林業がいとなまれ,ま た原木の集産地として も全国的に知 られている。

1972年 の人口は11,682(世 帯数3002)で,こ こでもまた,そ れ以前の10年間に,第1

次産業に従う人たちの数が6割 か ら3.5割 にまで激減 し,そ のかわりに第2次 ・3次

産業に従う人たちの比重が2倍 近 く増加している。竹細工の生産地の月田は,勝 山の

駅か ら南西5kmほ どのところにあり,勝 山町竹工協同組合によって竹細工の生産販

売がさかんにおこなわれている[勝 山町 1975:3,6,7,8]。

  b タ ケ

 1971年 度,通 産省の伝統的工芸品の指定申請のために地元で調査された資料によれ

ば,月 田で昔から作 られ,現 在でも月田の竹細工を代表する製品といわれるソウケは,

次の生産工程によって生みだされるという[勝 山町 1976]。 ここではその資料をも

とにして説明してみよう。
   マダケ

 1 「真竹」 月田の竹細工には 「すべて岡山,広 島中北部の寒冷山地のマダケ」が

 つかわれている。この地帯のマダケは,弾 力性にとみ,し かも,油 脂を豊富に含む
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とい う。

2 「選 別 と切 り取 り」10月 下 旬 か ら1月 の あい だ,ツ チ(土 ノの 日を除 い て(土 の ・

日に 切 った タケ に は虫 が つ い て い る とい う古 い伝 え が あ る),一 本 一 本,タ ケ の 良

し悪 しを吟 味 しなが ら,タ ケ を切 って ゆ く。

3 「貯 蔵 」 切 った タケ の 色 ッヤ を保 つ た め,通 風 の よい 場 所 に貯 え て お く。
  スントリ

4 「寸 取 」 ソウ ケ は ワダ ケ(輪 竹),ソ トワ(外 輪),ホ ダ ケ(穂 竹),ウ チ ワ(内

輪),シ ンボ ネ(芯 骨),ヒ ゴの6種 類 の 材 料 か らな る。 そ の それ ぞ れ の材 料 に あ わ

せ て タケ キ リノ コギ リで切 断す る。 そ の とき所 定 の 寸 法 を とる た め につ か わ れ る一

種 の定 規 を ス ンダ ケ(寸 竹)と い って い る。 ス ンダ ケ は 幅30mmの タケ に 物 差 の

よ うに 目盛 を した もの で あ る。

5 「荒 割 」 切 って か ら6カ 月以 上経 た もの は,1日 水 に 浸 し,ナ タ で節 を お と し,

タ テ に2つ に割 る。'これ は大 割 の過 程 に あ た り,大 割,小 割 と も,柄 の重 い,全 長

33.5cm,刃 の長 さ20.5 cm,刃 の 幅4.5 cmの 両 刃 のナ タ(コ ガ タナ とい う)が つ

か わ れ る。

       図1 勝 山町 月 田の ソウケ と コガ タ ナ

aは オオゾウケの平面図(た だ し左側半分)。

    XX'は 長径の線を示す。ただ し実線は口の内側 の線を あらわす。

bは オオゾ ウケの断面図(長 径面)。

cは オオゾウケの断面図(短 径面)。 点線 はXYを 半径 とする円の線,オ オ

    ゾウケのほうが,わ ずか に急な ことがわか る。

dは ソウケ作 りの主要工具 としてつかわれている コガタナとい うナタ。

813



                       国立民族学博物館研究報告  2巻4号

表1 大割(荒 割)か ら小割(細 割)へ[勝 山町 1976に よる]

      小  割

材  料

A B

備    考
幅 陣 さ 幅 陣 さ

a ワ ダ ケ(輪 竹)

b ソ ト ワ(外 輪)

c ホ ダ ケ(穂 竹)

d ウ チ ワ(内 輪)

e シンボネ(芯 骨)

f ヒ  ゴ

mm

20

25

17

26

25

18

  Inm      mm      mm

5-10    16     3

 〃      22

 〃      17

 〃      25

 〃      21

 〃      2

 1.5

  5

3-5

  1

  2

両端 はクサビ型

先端 はクサビ型

4枚 にへ ぐ

表 のなか で,た とえば,aワ ダケの場合,丸 竹を2つ に大割 りした ものを,小 割 の うちAの 過程 で,目

分量でハ ジか ら順 に幅20mm厚 さ5mmか ら10 mmに 割 り,小 割の うちのB過 程で,さ らに, 幅

16mm厚 さ3mmに な るように削 る。ただ し, Aの 過程 ではへ く'作業はしない.

   ホソワリ

 6 「細 割 」 荒 割 した もの を,そ れ ぞ れ の材 料 の 幅 にあ わ せ て,端 か ら細 か く小 割

 りに し,所 定 の厚 さ にへ い で ゆ く。 タ ヶ をへ ぐ こと を,こ こで は ヘ チ ル と い って い

 る。 各 材 料 は幅 も厚 さ も細 か く一 定 して い る(表1)。 さ らに 削 り台 とい う台 を つ

 か って面 を とる。

 7 「編 み」 材 料 が そ ろ う と,ワ ダ ケ に シカ ケ ヒゴ をか け,チ ュ ウ(中)ヒ ゴ,ア ゲ

 (上)ヒ ゴ,へ 虫 辺)ヒ ゴ,ツ メ ヒゴ の順 で ヒゴを か け,縁 に ウチ ワ,ソ トワ を あて,

 そ の あい だ に ホダ ケ を いれ,口 を ふ さい で,「 ッ ヅ ラ とい う ッヅ ラ フ ジ科 の植 物 の
      

 くきで か が って」 野 田 口仕 上 げ の 方 式 で仕 上 げ る。

 8 「仕 上 げ」 (略)

 材 料 につ か うタ ケ は,「3年 か ら5年 の もので,伸 びが よ く,節 が 低 く,色 ッ ヤが

よ く,先 枯 が な く,も ち ろん,虫 が つ い て い な い よ うな もの を 選 ぶ 」*。い わ ゆ る 「目

通 りで21cmの もの な ら長 さ7mか ら8m,目 通 り24 cmの も のな ら9mか ら

10m。 節 の あ い だ は,タ ケ の まん な か の部 分 で39.39 cmな い とつ か え ない」*。 そ

して,「 ひ とつ の オオ ゾ ウケ を 編 む の に タ ケ が2本 い る」*。タ ケ は,「 昔 か らの経 験 で,

黒土 に そだ った もの よ り も,岩 山 の,か た い 赤土 の と ころ に そだ った もの の ほ うが つ

か い やす く,雑 木 林 に そだ った タケ は,ス ギ 林 に そ だ った タ ケ よ り も,水 気 がす くな

く,繊 維 が 細 か い」*と い う。

 表1は,大 割 か ら小割 へ の割 り方 を,各 材 料 ご とに表 に ま と めた もの で あ る[勝 山

町 1976]。 こ こで い うワダ ケ は縁 の な か に い れ る縁 竹,ソ トワ は外 側 の縁 竹,ホ ダ

ケ は ササ ラ,ウ チ ワ は内側 の縁 竹,シ ンボ ネ は立 竹,ヒ ゴ は廻 し竹 の こ とで,サ サ ラ

は,「 根 元 か ら割 って きて,先 端 を8cmぐ らい 残 し,8本 に割 る」*。 こ こで は,材

料 の 長 さや 幅 や厚 さが,表 に示 す こ とが で き るほ ど,材 料 が は っ き りと規格 化 さ れ て

814



中村 中国地方タケカゴ細工の一側面

い る。 そ れ は月 田の カ ゴ細工 の ひ とつ の 特 徴 で もあ る 。

 10年 ほ ど前 か ら,タ ケ は, 「広 島県 東 部 の 東 城 町,西 城 町,岡 山県 中部 の 加 茂 川 町,

御 津町 ま で切 りに ゆ く」*。いず れ も,40kmほ ど離 れ た 場 所 で あ る。「ほ とん ど90%

は自分 で 買 い に ゆ き,一 本 一 本 みて,切 って くる。 自分 で切 った ほ うが,無 駄 が な い

し,作 る に も自信 が もて る」*と い う。

 ス ンダ ケ に は,元 か ら166,158,155,130,86cmの と ころ に 目盛 が あ り,166 cm

の 目盛 は ソ トワ とホ ダ ケ の長 さ,158cmの 目盛 は ウチ ワの 長 さ,130 cmは ヒゴ,

86cmは シ ンボ ネの 長 さを示 す 。 こ こで は,円 周24 cmの タケ か ら,根 元 の3節 で

シ ンボネ,次 の3節 で シ カ ケ ヒゴ,ま ん な か の2節 か らアゲ ヒゴ,そ の 上 の2節 で チ

ュ ウ ヒゴ,そ の上 の3節 で ヘ リ ヒゴ を と り,そ れ よ りや や 細 い,円 周21cmの タ ケ

の根 元5節 で ソ トワ,そ の 上 の4節 で ホダ ケ,そ の 上 の3節 か ら ウチ ワ,そ の 上 の3

節 で ワダ ケ を と る とい う。1本 の タ ケ で も,節 と節 との あ い だ の長 さ は,下 か ら次 第

に 長 くな り,ま た 中心 を す ぎる と漸 次 短 くな る。 そ の 性質 を利 用 して,各 材 料 に あ っ
                                             

た 部分 を つ か うよ う,経 験 的 に,タ ケ の切 り方 まで 規 格 化 した の が以 上 の しきた りな

の で あ る。 そ こに は また,1本 の タケ で も無 駄 な く利 用 しつ くそ う とす る工 夫 が な さ

れ て い る 。 そ の た め に は,タ ケ を 切 る とき,1本1本 タゲ の太 さや材 質 を吟 味 して,

材 料 が そ ろ うよ うにす る こ とが 要求 さ れ る 。

 ここで は,タ ケ ヘギ は ・「ソ ウケ の 編 み 方 を ひ と とお り教 わ って か ら習 う」*と い う。

「編 み方 を手 が けて い る う ちに,自 然 と,ヒ ゴ の厚 さや ホ ネの 厚 み に対す る感 覚 がで

き あが る」*。「ヒゴ 作 りを お ぼ え るま で に は1年 か か る。 そ して,最 後 に,シ ンボ ネ

を作 る の を おぼ え る。 ホ ネ は幅 や 厚 さ に差 が あ って は な らな い か ら,シ ンボ ネ を 作 る

作 業 は,と くにむ ず か しい 。 い まで も,シ ン ボネ を や らさ れ る と,終 った らや れ や れ

とい うほ どだ」*。 シ ンボ ネ は,皮 と も4枚 にへ ぎ,ヒ ゴは大 割 か ら幅18mmに 小割

り した もの を,節 を お と し,ま ん な かか ら2つ に(幅9mm)し,そ れを2枚 に へ ぎ,

さ らに4つ に割 って,幅2mmに まで 幅 を せ ば め て ゆ く。 タケ をへ ぐと き,タ ケ の

切 口に ナ タ(コ ガ タ ナ と呼 ば れ て い る)で キ ズ を い れ,ナ タ を垂 直 に たて る よ う に し

て,ナ タ の背 中 の方 で タケ を わ けて ゆ く。 ナ タ の刃 の も との ほ う7cmの 部 分 に は刃

が な く,そ こを に ぎ って,柄 と刃 先 との均 衡 を と りなが らへ い で ゆ く。

  c編 み方

 前 記 の 資 料 に よれ ば 「編 み」 の工程 は さ らに6工 程 にわ け られ て い る。 こ こで も,

前 記 の資 料 を も とに して説 明 して み よ う。

 1 「輪 作 」 曳ワヅ ク リ)縁 の な かへ い れ る タ ケ,す なわ ち ワを 作 る工 程 で,ワ の

 両 端 はハ リガ ネで とめ て お く。 ワの形 は隅 丸 の短 形 で,「 曲 り角 に節 が こな い よ う

 に気 を つ け る。 こ う して 一 度 曲 げ た タ ケ は,も う も とへ は もど らな い」*。

 2 「芯 入 」(シ ン ィ レ) ヒゴ に は5つ の種 類 が あ る。 ソ ウケ の長 辺 が 正 面 に くる
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 よ う,ソ ウケ を お い て み る と,ま ん な か が やや くぼみ,底 の線 は 弓 な りに曲 って い

 る こ とが わ か る(図1)。 この くぽん だ 中 央 部 の ヒゴ を シカケ ヒ ゴ(仕 掛 ヒゴ),そ

 の両 端 の ヒゴを ナ カ グ ミ(中 組),そ の外 側 の 腰 立 直 前 の部 分 に あ た る部 分 の ヒ ゴ

 を アゲ ヒゴ,腰 立 の ヒ ゴを ヘ リヒゴ,さ らに そ の両 外 側 の ヒゴ を ツメ ヒゴ と よん で,

 完 全 に識 別 して い る。5種 類 の ヒゴ は,曲 り角 に 当て る ヒ ゴは そ の ヒゴ な りに,ま

 ん なか にか け る ヒ ゴは そ れ な りに,幅 や厚 さが 微 妙 に異 な る。 もち ろん,そ れ は手

 加 減 ひ とつ で 作 りわ け られ る 。月 田 の ソ ウ ケ の場 合,立 竹 は長辺 の方 向 にむ けて い

 れ るが,立 竹 を た い らに な らべ,ま ん な か に シ カケ ヒゴを21本 か け,片 側 の コ ボ ネ

 にか け,次 にま ん な か の シ ンボ ネ に か け,そ れ か らコ ボネ の順 で繰 返 して ゆ く。 立

 竹(ホ ネ)に は,シ ンボ ネ(芯 骨)と コ ボ ネ(小 骨)と が あ り,シ ンボ ネを ま ん な

 か に いれ,コ ボ ネ を そ の 両 側 に い れ る。 シ ン ボ ネ は コ ボネ よ り幅 が広 く,コ ボ ネ は

 中 心 か ら外 側 へ,順 に,イ チバ ンボ ネ(1番 骨),ニ バ ンボ ネ(2番 骨),サ ンバ ン

 ボ ネ(3番 骨)と い う。

 3 「中 組 」(ナ カ グ ミ) シカ ケ ヒ ゴの 両 側 に ナ カ ヒゴ を か け る工程 で,ナ カ ヒゴ

 は20本 で あ る。 そ の とき,立 竹 を締 めつ け る よ う に して 目をつ めて ゆ く。

 4 「上 げ ヒゴ」(ア ゲ ヒゴ) シ ン ボ ネの両 端 を 曲 げ,ワ に か け る。 コ ボネ の 末 端

 は 口で5つ に細 か く割 り,ま る味 をつ け る よ う,ワ にそ って た わ め なが ら縁 に か け

 て ゆ く。 そ れ に ア ゲ ヒゴ を か け,ほ ぼ全 体 の曲 率 が きま る。

 5 「辺 り ヒゴ」 い リヒゴ)皮 ヒ ゴ(皮 作 りの ヒゴ)】0本 にニ ク ヒゴ(肉 ヒゴ,

 身 竹 の 廻 し竹 の こ と)7本 を,全 体 の形 を そ ろえ る よ うに しな が ら,か けて ゆ く。

 6 「ツ メ ヒゴ」 立 竹 のす ぼ み 具合 を 調 整 しな が ら,皮 ヒゴ,ニ ク ヒゴを 交 互 に8

 本 ず つ か けて ゆ く。

 こ こで は,以 上 の製 作 工 程 そ の ものが,ソ ウケ を 作 る仕 方 を修 得 す る過 程 と直 接 に

結 びつ い て い る。

 ソ ウケ を 「習 い は じめ て,は じめ て の人 は ナ カ グ ミの 工 程 を受 け もつ。 は じめて で

は・ ホ ネの か け具合,ホ ネ の 間 隔 の あ け方 ものみ こ めて い な い か ら,あ らか じめ,シ

カケ ヒゴを か けて お い た の を ま わ して,ナ カグ ミを させ」*,立 竹 の 間 の と り方 を お ぼ

え させ る。 「次 に シカ ケ を か け る の を お ぼえ,そ れ か ら3教 程 目に ヘ リヒゴ,4番 目

に ツメ ヒ ゴ,5番 目 にア ゲ ヒゴ とな る」*。 「アゲ ヒ ゴま で か け られ る よ うにな れ ば,

ひ とつ の ソ ウケ を,だ い た い,独 力 で 作 れ るま で にな って い る」*。そ こまで くるの に

2年 はか か る と い う。 「縁 の仕 上 げの 仕 方 も 自然 にお ぼ え,ヒ ゴ の厚 み や ホ ネ の厚 み

加 減 も,お の ず か らわ か って くる」*。 こ う した 作 業 を くりか え し,そ の うち に は,

「1日1っ ぐら い しかで き なか った も のが,6つ も7つ も作 れ る よ う にな る」。 そ こま

で きて,は じめ て,い わ ゆ る仕 事 に な るの で あ る。

 材 料 の タケ か ら各部 分 の材 料 を と る取 り方,各 部 分 の 材 料 の作 りわ け と使 いわ け,
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各 部材 に細 か く呼 び 名 を つ け,は っき りと識 別 す るや り方.し か も,そ れ らが,作 業

を す す め る上 で 巧 み に分 業 化 され,ソ ウケ 作 りを習 い お ぼ え る訓練 の 過 程 と結 び つ く

こ と,そ れ らの技 術 上 の 特 色 は,あ る い は,他 の地 域 の ソ ウケ作 りに も,多 か れ す く

な か れ み られ る ことか もしれ な い が,そ れが,_ ..の ソ ウケ の場 合 に は,典 型 的 に,

か つ 見事 に体 系 化 され,量 産 の 手 法 と して確 立 され て い る。

 オ オ ゾ ウケ は,手 元 の ソ ウ ケ に よれ ば,高 さ19cmで,他 の地 方 の ソ ウケ に く ら

べ,い っそ う深 くな って い る。 口 は長径48.5cm,短 径43 .5 cmで 隅 丸 の短 形,断 面

を と って み る と,前 記 の よ う に,左 右 面 で は半 円形,前 後 か らみ る と舟 底 形 で,し か

も,両 端 が深 く,ま ん な か が5mm程 度浅 くな って い る。 重 さ は8059で,や や重 く

感 じ られ る。立 竹 は0ま ん な か4本 が 幅22mmの 身 竹 で,そ の 両側5本 が幅15mm

の 身 竹 で この幅 のせ まい ほ うの 身 竹 は,縁 に近 づ き 次第,中 心 か ら両 翼 に ひ ろ が る よ

う にい れ て あ り,そ の部 分10cmほ ど の と ころ は5つ に割 って あ る。 廻 し竹 は,す

で に説 明 した よ うに,わ ず か70cmの 曲面 に,幅2mmか ら1.5mm,厚 さ2mm

か ら1.5mmの 皮 竹 や 身 竹 が,各 部分 ご とに使 い わ け られて い る。 全 体 の形 に く ら

べ,・廻 し竹 の幅 がや や 細 く,し た が って,編 み 目の密 度 の高 い こ と も,こ の ソ ウケ の

ひ とつ の 特 色 か と思 われ る。

 縁 は野 田 口仕 上 げで,縁 の 幅 は20mm厚 さ22 mm,内 側 と外 側 に厚 さ1.5mm

の皮 竹 を い れ,そ の あい だ に 厚 さ3mmの 皮 竹 を8つ に割 った サ サ ラを い れ,そ れ

を太 さ2.5mmの ツ ル で]7カ 所 か が って とめ て い る 。縁 は セ イが 高 く,幅 が ひ ろ く,

単 に丈 夫 で あ るば か りで な く,全 体 を手 堅 くひ き しめ るの に役 立 って い る。

 廻 し竹 や サ サ ラにつ か わ れ て い るタ ケ の節 も また全 体 に変 化 をつ け る,ひ とつ の 要

素 と な って い る。

  d 種 類

 月 田で は,現 在,ソ ウ ケ の ほか,果 物 や 魚 の モ リカ ゴ(盛 りカ ゴ),パ ンカ ゴ,買

物 カ ゴ,花 器,食 器 い れ,ド ジ ョウカ ゴ,テ ンプ ラや ザ ル ソバ 用 の カ ゴ,飯 籠 な どが

勝 山町 竹 工 協 同組 合 を通 して 出荷 され,例 年,全 国展 示 会 に も出 品 され,東 京 の百 貨

店 に も進 出 して い る。 そ の生 産 額 は1975年 度6700万 円 に お よぶ と い う。 ま た,民 芸 と

して高 く評 価 され,す で に ひ ろ く紹 介 され て い る。

 ソ ウ ケ に は,オ オ ゾ ウケ の ほ か,メ シゾ ウケ,コ メ アゲ ゾ ウ ケ,コ エ ゾ ウケ,ミ ゾ

ウ ケ の5種 類 が あ り,そ れ ぞ れ形 や 大 き さを異 に して い る 。オ オ ゾ ウケ は月 田 の ソ ウ

ケ を代 表 す る製 品 で0コ メ184は い る と ころか ら,お コメ を俵 につ め る と き,マ ス

と して の役 目 もは た し,ム シ ロ にほ した モ ミを取 りい れ た り,秋 の 収 穫 期 には,現 在

で も,さ かん に用 い られ て い る。 一 名 タ ンガ メゾ ウケ と呼 ば れ て い る。 コ エ ゾ ウケ は

田 畑 へ ほ ど こす 肥 料 の 運搬,ミ ゾ ウケ は,い わ ゆ る石 箕 で,土 木 工 事 の と きの 土 砂,

小石 の運 搬 につ か わ れ て い る。 ソ ウケ の 生 産 は,月 田 の竹 細工 の生 産 の約4割 を 占め

817



国立民族学博物館研究報告 2巻4号

表2 ソ ウ ケ の 規 準

種 類
長 さ 縁 竹 の 長 さ ヒ ゴ の 長 さ

cm cm

1 オ オ ゾ ウ ケ 157.06 155.00

2 メ シ ゾ ウ ケA 130.29 87.85

メ シ ゾ ウ ケB 136.35 81.81

3 コメアゲ ゾウケ 130.29 115.14

4 コ ェ ゾ ウ ケ 166.65 127.26

5 ミ ゾ ウ ケ (略) (略)

ソウケの大 きさは縁竹 の長 さできまる。

て い る と推定 され てお り,昔 か ら板 箕 を つ か う島根 県 津 和 野 地 方 や,収 穫 に桶 をつ か

う習慣 の あ る広 島 県 の一 部 を の ぞ き,岡 山 ・広 島両 県 内 に 出荷 され て い る とい う。 勝

山 町 竹 工 協 同組 合 で は,現 在51人 の 組 合 員 が 生 産 に たず さわ って い る。]97]年 の資 料

に よれ ば,生 産 に従 う人 た ち の年 令 構 成 は,40代 ・50代 が半 数 を 占 め,60代 が15・7%,

70代 以 上 が]3.7%で,こ こで も後 継 者 の 養 成 が 問 題 化 しつつ あ る。 また,経 験 年 数 で

は15年 以 上20年 未 満 ・20年 以 上25年 未 満 の 人 た ちが,そ れ ぞ れ29.4%,10年 以 上15年

以 下 ・25年 以 上30年 以 下 の人 た ちが,そ れ ぞ れ19. 9%で,い ず れ も豊 富 な 経 験 の 蓄積

を物 語 る。

4.岡 山  市

  a ところ

 岡山地方は,昔 か ら竹細工の産地 として全国的にも名のとおったところである。 こ

こには,岡 山市を中心に岡山県竹製品工業組合があり,県 全体で約600人 が加盟 して

いるという。市内だけでも,組 合員は24人で,昔 は,青 年学校でも竹細工の講習が正
                      も

課 に と りい れ られ た ほ どで,戦 前 戦 後 を 通 じて,盛 りカ ゴや 花 器 な どを 中 心 に,輸 出

用 の 竹 細 工 もな さ れ た。「コ メア ゲザ ル で もバ ンカ ゴ(他 の地 方 で い う御 用 カ ゴ)で も

岡 山の もの は丈 夫 な こ とで 定 評 が あ った」*。

  b タ ケ

 材 料 はマ ダ ケ で,「4年 か ら5年 の もの を使 う」*と い う。 材 料 の タケ は,岡 山市

附近 で も得 られ た が,山 ぞ い の地 帯 ま で切 りに い った 。 「若 い と き に は近 在 の 山ヘ タ

ケ を切 りに い った 。 津 山 線 の 野 野 口 や高 梁 川 中流 右 岸 一帯 」*で,い ず れ も市 内 か ら

12kmか ら15km離 れ た場 所 で あ る。 「昔 は よい ヤ ブ(藪)が,と ころ ど こ ろに あ っ

た ので,た くさん の タケ の な か か ら,よ い タ ケ を選 ん で 切 って くる。 よ い タケ だ け を

切 って くる の だか らタケ を 切 るの が実 に た の しみ だ った」*。 「タ ケ は,ア キギ リ(秋
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切 り)と い って,9月 に切 った も の が よい」*。 「川 べ りの タ ケ は細 工 が しや す い が性

質 は よ くな い」*。反 対 に 「赤 土 の と こ ろに生 え る ヤ マダ ケ は節 は低 い が,性 質 が よ く,

ゆ るみ が な い」*と い う。「切 った タ ケ は,昔 は馬 車 を た のん で 車 に つ けて 家 ま で 運 ん

だ」*。

 切 って き た タケ は,カ ゴを 作 る と き,「4つ に大 割 り に し,ホ シカ ゴ(後 出)の 場

合 に は4枚 にへ ぎ,そ の ほか の 内側 の 部 分 は捨 て て しま う」㌔ 「身 を余 計 につ か う果

物 カ ゴ で は6枚 か ら8枚 にへ ぐ」*。へ ぐと きに は,こ こで も,口 で へ ぎ取 る ほ うの タ

ケ の サ キ を くわ え,へ ぎ お とす ほ うを 足 の親 指 で お さえ る。 な お,「 ヤ プ か ら切 って

きた タヶ は 表側 に ア カが つ いて い るか ら,割 る ま え に 洗 う。 竹 細 工 を習 い は じめて 最

初 に させ られ る仕 事 が そ れで,そ れ か ら,タ ケ を 大 割 りにす る仕 事 や,タ ケ ヘギ をお

ぼ え る。 タ ケ ヘギ で は,最 初 にア ラヘ ギ(荒 へ ぎ)を お ぼ え,そ の 後,さ らに細 か く

へ ぐ作 業 を す る」*。

 こ こで は,立 竹 を タ ッ,廻 し竹 を ヒ ゴダ ケ とい って い る。

  c編 み 方

 ホ シカ ゴ は,エ ビや ハ ゼ な どを 干 す の に一 般 の家 庭 で使 う カ ゴで,農 村 地 帯 で は梅

干 な どを つ くる とき に も使 わ れ る。 「ど この家 庭 で も,日 常,割 に よ くつ か わ れ る カ

ゴで,都 市 部 で は小 さ い ホ シカ ゴ,農 村地 帯 で は 大 きい ホ シ カ ゴが 使 わ れて い る」*。

 立 竹 は周 囲18cmほ どの ロク ス ンダ ケ な ら,16に 小 割 りに し,幅10mm長 さ50

cmの 寸 法 にそ ろえ て お く。 廻 し竹 は, nク ス ンダ ケ な ら16に 小 割 りに した もの を,

さ らに4つ ず つ に割 り,よ い タ ケ な ら,幅4mmに して お く。

 ホ シ カ ゴの 底 編 は4つ 目編 で,「 た くさん 作 る とき は,最 初 に4つ 目の見 本 を作 っ

て お き,そ の 上 に タ ケ を な らべ て,目 の大 き さが そ ろ うよ うにす る」*。 ま た,「 廻 し

竹 を余 りつ か わ な い よ うな6つ 目 の カ ゴ しか 編 ま な い,俗 に(目 の あ るカ ゴ だ け を専

門 に作 る)メ モ ノ シ(目 物 師)と い う人 た ち は6つ 目の ホ シ カ ゴを つ くる」*。カ ゴの

底 の編 み 方 に は,「6つ 目の ほ か,ザ ル で は菊 底,ミ ソ コ シ の よ うな もの に は ア ジ ロ

編 が あ る。 しか し,ア ジ ロ は年 寄 が や った く らい で,い まで は岡 山で はほ とん ど しな

い」*と い う。

 縁 仕 上 げ は野 田 口仕 上 げ で,こ の編 み方 を ヒラ ブチ とい って い る。 「ま た,ハ リガ

ネで 縁 竹 を く くるの で,ト リブ チ と もい う」*。「縁 の仕 上 げ方 に も,そ の人 の 流儀 に

よ って,ヒ ラブ チ の 上手 な人 と マ キ ブ チ(巻 口仕 上 げ)の 上手 な人 とが あ り,ど う し

て も自然 に,マ キ ブ チ 専 門 の人 は ヒ ラブ チ を き ら う」*よ うに な る。 野 田 口仕 上 げ に

す る とき に は,「 縁 まで きた タケ を 折 りか え し,と くに よ い カ ゴな ら,そ の 先端 を全

部 とめ るが,普 通 は上 下2本 の廻 し竹 でハ ジを と め,そ の サ キ は切 り揃 え,ウ チ ブ チ

(内 側 の縁 竹)を あて,そ れ か らソ トブ チ(外 側 の縁 竹)を あて,そ の あい だ へ,セ

ンボ ンワ リ(千 本 割,サ サ ラの こ と)を いれ る。 セ ンボ ンは タ ケ の サ キか ら割 って ス
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エ(根 本 の ほ う)を の こす 。 セ ンボ ンは,1本 のセ ン ボ ンダ ケ を6つ に割 る」*。縁 を

か が るの に,「 一 般 に はハ リガ ネ をつ か うが,な か に は カ ズ ラ をつ か う と こ ろ もあ り,

高 価 な カ ゴ の場 合 に は トウ(籐)が っ か わ れ る」*。

 こ こで は 力竹 を ハ リダ ケ とい い,「 カ ゴの 本 体 が で きあ が った と こ ろで,後 で 差 し

こみ,そ れか ら手 を つ け る」*。

 「カ ゴ を編 む と き,も っ と もむず か しい の は,底 か ら胴 を お こす と きで,口 が ひろ
                       

が らな い よ うに しか も,縁 が ま るみ を もつ よ う に,立 竹 を お こ して ゆ く」*。0

 手 元 の ホ シカ ゴの本 体 は,高 さ8cmの ザ ル 目編 の カ ゴで,カ ゴ全 体,都 会 的 な 洗

練 さ れ た味 わ い を も って い る。 総 高32cm,タ テ ヨ コ38 cm,重 さ5159で,皮 竹 の

青 さ が身 竹 の色 に調 和 して色 彩 感 をた だ よわ せ て い る。 実 際 に は,こ の ホ シカ ゴ よ り,

ひ とまわ り大 きい カ ゴが,よ く使 わ れ る とい う。

 底 は26cm四 方 で,幅12 mmの 皮 竹(し か も薄 い皮 竹)を タテ ヨ コ4本,都 合

8本 用 い,そ れ を 囲の 字 の 形 に い れ,そ れ に幅12mmか ら14 mm,厚 さ1mmの

身 竹 を8本 ず つ,全 部 で16本 で底 編 を構 成 す る。 目の タ テ ヨコ は,お お む ね9mm

とな って い る。底 まわ りの タ ケ に は身 竹 が つ か わ れ て い る。

 廻 し竹 は 幅4mmの 身 竹 と皮 竹 で,そ れ を い っ し ょに して縁 ま で12段 にか け て ゆ

く。

 口の形 は タ テ ヨコ38cmの 隅 丸 の 方 形 で,縁 の 幅 は12mm,高 さ20 mmで,内

外 に厚 さ1.5mm内 外 の皮 竹 を いれ,そ の あ い だ に6つ に割 った サ サ ラを いれ,幅

3mmの トウで巻 いて17カ 所 を とめ て い る 。 この カ ゴで は野 田 口の重 ね 目 に工 夫 が し

て あ り,外 側 の縁 竹 を サ サ ラの根 元 の 位 置 よ り も5cmほ ど長 くと り,縁 に と りつ け

られ た手 の な か へ通 す よ うに して,な に げ な く とめて い る。

 底 に は幅20mm厚 さ3mmの 皮 竹 が 力 竹 と して い れて あ る。 力竹 は底 の四 隅 を

対 角線 状 に結 んで い れ て あ り,底 の組 織 を 引 き しめ る効 果 を 充分 に はた して い る。

 手 は幅15mm厚 さ3mmの 皮 竹2本 を 組 み合 わせ て編 ん で あ る。 手 の形 は,ほ

ど よい半 円形 で,持 ちや す い よ う,面 が きれ い に取 って あ る。縁 か ら縁 まで の 手 の長

さ は約60cm,そ の両 端60 cmは,そ れ ぞ れ3枚 にへ ぎ,曲 げ よ くし,外 側 か ら縁
                

に まわ し,ひ とひね り して 隣 りの 手 に 巻 き,最 後 に,外 側 か ら胴 の編 み 目 に深 くさ し

こん で とめ て い る。 この 最 終 部 で は 幅 が や やせ ま くな る よ うに 削 って あ る。 手 の 画 く

曲 線 とい い,手 の幅 とい い,取 りつ け方 と い い,そ こ に は,タ ケ本 来 の持 ち味 を よ く

生 か した,な に げ ない 心 づ か い が な さ れて い る。 意 匠 的 に も,こ の ホ シ カ ゴ は学 ぶ べ

き もの を 多 く も ってい る。

  d 種 類

 昔 か ら,こ の あ た りで は,ホ シカ ゴの ほ か,ミ ソ コ シ,ミ ズ キ リ(ザ ル),メ ザ ル,

コ メ アゲ ザル,そ れ に農 業 用 の カ ゴ と して,ハ ツ ミカ ゴ,ク サ カ ゴ
,堆 肥 運 搬 カ ゴ,
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ナ エカ ゴ(苗 カ ゴ),ク ワ ツ ミ,そ の ほ かバ ンカ ゴ な どが 作 られ た とい う。

 その な か で,ミ ソコ シ,メ ザ ル,ハ ツ ミカ ゴ な どの,ま るい 形 の カ ゴ を,こ こで は

マル モ ノ (丸物)と い い,こ れ に対 してバ ンカ ゴ の よ う な直 方 体 状 の カ ゴを カ ク モ ノ

(角 物)と い う。 また,6つ 目カ ゴ を メモ ノ とい い,「 それ ぞ れ 得 意 に して そ れ だ け を

専 門 に作 る人 た ちが あ り,マ ル モ ノ師,カ クモ ノ師,メ モ ノ師 な ど と呼 ん で い た」*と

い う。 ここで は,こ の よ うに して カ ゴ細 工 に も,は や くか ら専 門 分 化 が お こな わ れ て

い た こ とが わ か る。 そ れ に,入 れ 子 の ト リコ ミカ ゴ な ど の よ うな 工 芸 的 な竹 細 工 を す
     ぶんじん し

る人 た ち は文 人 師 とい われ て い る。 そ こに,こ の地 方 の竹 細 工 の もつ,ひ とつ の雰 囲

気 を 感 じと る こ とが で き る。

U.若 干 の 考 察

 1 以上,こ こでとりあげた,い ずれの例からもうかがえるように,中 国地方のタ

ケカゴ細工は,大 局的にみて,マ ダヶを素材にしたタケカゴ細工の発展としてとらえ

ることができる。さらにいえば,マ ダケの皮竹 と,そ れに近い良質の身竹を材料にし

たカゴ細工の発達としてとらえることができよう。中国地方のタケカゴ細工の場合に

も,た しかに,農 業や養蚕の用具としてのタケカゴ細工を発達させた過去をもち,身

竹を多 く用いたカゴ細工 も作 られたが,し かし,現 在では,ほ とんど,皮 竹 と皮竹に

近い身竹のみを利用し,身 の多くを捨ててしまうようなタケカゴ細工に収束されつつ

あると思われる。そのことはまた,タ ケへぎの技術や,タ ケ作 りの習得方法に,す く

なからず影響を与えている。

 2 中国地方のタケカゴ細工を特徴づける手法のひとつに,ザ ル目編で縁を野田口

仕上げにしたカゴの手法がきわだつ。そのよい例は,こ こで とりあげた,鳥 取地方の

「カゴ」やソウケであり,岡 山のホシカゴである。もちろん,野 田ロ仕上げの手法は

全国的にみられるし,巻 口仕上げや共縁の手法が中国地方で行われなかったのではな

い。それに,勝 山町月田や津和野でみてきたように,ソ ウケではこの縁仕上げの手法

は,立 竹のかけ方か らいって,ほ とんど必然的なものですらある。それにもかかわ ら

ず,中 国地方のタケカゴ細工といえば,ザ ル目編で野田口仕上げのカゴが思いうかぶ。

それはまた,素 材としてのタケの質やタケ作 りのあり方とも密接に結びついている。

 3 ヵゴの生産面で,と くに注目しなければならないのは,月 田ソウケの場合であ

る。すでに記 したように,月 田ソウケでは,ソ ウケを形作る各部分ごとに幅や厚さの

異なる材料がつかわれ,そ れが,組 合の多 くの人たちのあいだの仕事上の分担(協 同

作業)を 前提にし,作 りわけられる。この材料の作りわけは廻し竹(ヒ ゴ)に まで及

び,あ たかも,ひ とつの機器が幾つかの部分品か ら組み立てられるように,系 統だっ

て生産されてゆくのである。その生産を分担する人たちの仕事は細かく専門化 し,そ
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れがまた竹細工の習得の過程とも重なりあう。 このような多量生産のすすめ方は,多

くの職人をかかえた工房や協同作業による竹細工が,全 国的にほとんどみられなくな

っている現在では,き わめてまれな例なのではなかろうか。

 4 中国地方のタケカゴ細工で,と くに注目してよいのは,都 市におけるタケカゴ

細工,と りわけ,在 来の生活に用いられるカゴの手法を踏まえながらなされている工

芸竹細工の存在である。もちろん,鳥 取や岡山のみならず,幾 つかの古い都市には同

じような傾向がみられる。 しかし,「 文人師」 という表現に示されているように,こ

こにははや くか ら工芸竹細工への方向が用意され,現 在では,そ の線の上にある人た

ちによって,す ぐれた生活のカゴが作 られている。 ここにあげることができた岡山の

ホシカゴも鳥取の 「カゴ」 も,い ずれもそのよい例である。月田のカゴ細工や津和野

のカゴ細工は,こ れまで,す でに民芸の分野でとりあげ られているが,そ れ以外,都

市生活を背景にした,こ れ らの竹細工のなかにもまた,中 国地方のタケカゴ細工が行

きついた,ひ とつの集約点をみることができるのではなかろうか。
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附表 「日本列島におけるカゴ細工の諸系列」使用 のカゴ細工用語集

1・ タケ作 り一

 一大割(お おわ り), タヶをセンイの方 向に,タ テに2つ ない し3つ に

「一談 翻 大割にしたタケ懲 さらに細かくタテに割鶴

一 へ ぐ(剥 ぐ),割 った タケを,割 った方向 と直角 に,タ テにうす く分
   けること,

 一皮竹(か わだけ),皮 のついた材料 のタケ(材 料 のタケ は皮 と身 にわ   かれる)
。             ・

 一身竹(み だけ),皮 を とりさった,身 の部分だけのタケ。

 一立竹(た ちだけ), カゴの骨組 となる,上 下方向のタケ(ソ ウケにも
   準用)。

 一廻 し竹(ま わ しだけ),立 竹を左右方 向にかが るタケ(ソ ウケに も準   用)
。

' 一縁竹(ふ ちだけ) ,カ ゴの縁にそえ るタケ(内 縁,外縁,シ ン竹 など)。

 一縁巻竹(ふ ちまきだけ),縁 にまいて,縁 をととのえるタヶ。

一 ササ ラ竹(篤 だけ),内 縁 と外縁 とのあいだへいれ る,こ まか く割 っ
   た タケ。

  力竹(ち か らだけ),カ ゴの底や胴を強化す るためにいれ るタケ。

2,編 み 方一

 一4つ 目編(よ つめあみ), タテ ヨコの2方 向のタケを組 み合わせて4
_  角な 目をつ くりだす編み方。

 一一一 6つ 目編(む つめあみ), 3方 向のタゲを組 み合わせて6角 形の 目を   
つ くりだす編み方。

 一 アジロ編(網 代あみ), タテヨコ2方 向のタケを,す きまな く組み合
_  わせてゆ く編み方(市 松を含む)。

 一 ザル目編(旅 目あみ),立 竹に規則的 にヨコに廻 し竹をすきまな く組   
み合わせてゆ く編み方。

 -4つ 目目つぶ し,4つ 目編の4角 な目を 目つぶ し竹でふ さいでゆ く編   み方
。

 -6つ 目目つぶ し,6つ 目編 の6角 形の目を 目つぶ し竹でふ さいでゆ く
   編 み方。

  共縁(と もぶち),立 竹 だけを組み合わせて縁をつ くる縁の仕上 げ方 。

 一巻 口仕上げ(ま き ぐちしあげ),縁 竹 を縁巻竹で巻いて仕上げ る縁の
_  作 り方。

L鞭 巻(じ ゃ砺 まき),雛 竹を,、 、わゆるジャバラ蜷 いて仕上
   げる縁の作 り方 。

一 野 田口仕上げ(の だ ぐちしあげ),縁 竹 のあいだヘササラ竹をいれて

   仕上 げる縁の作 り方。

*カ ゴ細工の用語は,そ の土地に よって特有の呼び方 があ り,必 ず しも一定 していないの で,と りあえ

 ず,上 の表を作 った。 ここでは,な るべ く数 す くない用語ですむ ように工夫 した。
*試 みに実線で用語同志 の関係を示 した。
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1    2

3    4

奪

附図1 中国地方の タケカゴ細工

1 鳥取市 のテカゴ

3 鳥取市 のメカゴ

5 島根県津和野の アユ カゴ

2 島根県津和野のクチゾウケ

4 鳥取市 のメカゴ

6  同  (裏側)
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中村 中国地方タケカゴ細工の一側面

7

8

9     10

11      12

附図2 中国地方のタヶカゴ細工(つ づき)

7 岡山県勝山町月田のオオ ゾウケ

9 岡山市のホシカゴ

11岡 山市 のホシカゴ(細 部)

8  同   (上か ら)

10  同  (側面)

12岡 山市のホ シカゴ(底 編)

825



国立民族学博物館研究報告  2巻4号

13

14

15    16

18・

17

附國2 由 国 佛† の タノrカゴ細T`細 部)

13鳥 取市のテカゴの縁編

15 岡山県勝 山町月田のオオゾウケの縁編

17 島根県津和野の クチゾウケの底編

14鳥 取市の テカゴの底編

16 同  オオゾウケの底編

18同 クチゾウケの縁編
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中村  中国地方 タケ カゴ細工 の一側面

19 20

21 22

23

24

   附図4 島根県津和野のカゴ細工

ユ9手 前 はマルゾウケ,後 はクチゾウケ とアユ カゴ

20 マルゾウケ(左 が大,右 が小)

21細 工場

22 タケをへ ぐ

23 マルゾ ウケとクチゾウケ

24 トリノス(背 負 カゴ)
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