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中村 近畿地方のタケカゴ細工

近 畿 地 方 の タ ケ カ ゴ 細 工

日本列島におけるカゴ細工の諸系列(4）

中 村 俊 亀 智*
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1.奈 良県吉野郡大淀町下市 口

2.奈 良県山添郡山添村岩屋

3.京 都府亀岡市毘沙門

4.滋 賀県犬 ヒ郡多賀町敏満寺

5. 三重県志摩郡大王町波切

皿.若 干の考察

1.問 題 提 起

 近畿地方のタケカゴ細工は,マ ダケやハチクなどを素材にした,キ メの細かいイカ

キやビクなどの流れと,そ れとは対照的な,幅 のひろい身竹を大胆に利用 した4つ 目

やアジロカゴの流れによって,そ の特徴をみいだす ことができよう。

 そうしたタケカゴ細工が形作られた条件には,も ちろん,こ の地方が,昔 か ら大阪

や京都,奈 良その他の都市をかかえ,交 通網がはや くから発達 し,流 通や生産のひろ

がりや蓄積がなされていたことがあげられる。

 そうした近畿のタケカゴ細工の有様を,こ こではこの数カ月間の採訪に限定 して紹

介 してみようと思う。

 ただ最初におことわりしておかねばならないことは,こ れまでこのシリーズでは,

国立民族学博物館所蔵の旧文部省史料館所蔵の標本によって,そ の地域のタヶカゴ細

工についての見通 しをたて,採 訪によってそれを確かめる方法をとってきたが,同 標

本中近畿地方のものは数点にすぎず[文 部省史料館 1968:27,41,46,56],そ れがこ

の地方のタケカゴ細工のある側面を示 していることがわかったのは最近のことである。

そこで,今 回は航法をかえ,同 標本による誘導なしに接近することに した。

 ここで も,と りわけ,次 の事柄をまもって小文をまとめた。

 U) 分析の素材として,採 訪での聞き取り,地 方自治体の刊行する最近の統計資

料と地域概要,各 地域の博物館・郷土館・資料館の展示標本などを参照 し,採 訪による

聞き取りは聞き書きの形にまとめ,そ の聞き書きを引用する形で この小文をまとめた。

*国 立民族学博物館第4研 究部
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 (2)事 例 の紹 介 に あた って は,a.採 訪 地 の 概況 を,カ ゴ細 工 との 関係 を念 頭 に

お い て述 べ,b.カ ゴ細 工 の材 料 と して の タ ケ の種 類 と タケ作 り, c.カ ゴ の編 み方,

そ して,d.こ れ まで に作 られ た カ ゴ の種 類 の順序 で 記 し,そ れ ぞ れ の カ ゴ細 工 につ

い て,そ の特 徴 や性 格 を きわ だ た せ る よ うに工 夫 した 。

 (3)採 訪 の 際の 聞 き と りは,論 文 に お け る引用 とま った く同 じよ うに,拠 りど こ

ろを 明 らか に して紹 介 しな けれ ば な らな い が,最 近 の情 勢 か ら,い ろ い ろ考 えた 末,

本 文 中 に は個 人 の お 名前 は 出 さな い こ とに した 。 そ の た め,聞 き書 き か らの 引用 は*

を も って,そ の む ね を 明 らか に した 。

 しか し,私 の 聞 き ちが いや 取 りちが い を お教 えい た だ け れば,ま た不 当 な箇 所 が あ

った らば,す み やか に誤 りを た だ した い と思 う。

 (4) こ こで は,カ ゴの 具 体 的 な作 り方 を,た ん に 聞 き書 きに よ って紹 介 す る だ け
                           の                

で は な く,標 本 を手 に入 れ,し ば ら く手 元 に おい て つ か い,つ か い ご こち や分 析 の結

果 を あわ せ て 記 し,聞 き書 きを お ぎ な った。

 (5)話 の なか に で て くる昔 の あ る種 の 単位 は現 代 的 に改 め た。 そ の場 合,小 数 点

以 下2ケ タま で 出 して,そ れ が 昔 の あ る種 の計 り方 を改 め た もの で あ る こと を示 した。

 (6)地 元 で の呼 び 方 は,こ れ まで の民 俗文 化 財 の調 査 の慣 例 に した が って,こ こ

で は片 仮 名 で 記 し,意 味 の と りに くい もの の う ち,当 て字 を あて た ほ うが よ さ そ うな

もの につ いて は 当て 字 を 付 した 。

 (7) こ こで と りあ げ た タケ カ ゴ以 外,近 畿 地 方 に は,ま だ余 りに も多 くの タ ケ カ

ゴ細 工 が残 さ れて い る。 こ こで は,民 俗 文 化 財 と して の タケ カ ゴ に焦 点 を しぼ り,美

術 工 芸 の領 域 の タケ カ ゴ 細工 に は,も ち ろん触 れ なか った し(民 族 学 で は,と き と し

て,美 術 工 芸 的 な タケ 細 工 で も,と りあ げね ば な らな い場 合 が お こ る),大 阪,兵 庫,

和 歌 山 の3県 には 採 訪 が お よ ば なか った 。 この地 方 には 公 立 のす ぐれ た博 物 館 や 資 料

館 が 多 い ので,今 後,と りあ げて いた だ く こ とを期 待 した い と思 う。 な お,こ こ で は,

カ ゴ細 工 をそ の 地 域 の か け が え のな い,し か も,現 在 記 録 して おか ね ば な らな い,地

域全 体 の文 化 遺 産 と して の側 面 に重 きを お い た。

 (8) こ こで は,簡 単 な用 語 を ご くす くな くつ か って,カ ゴ の作 り方 や形 を表 現 し

よ う とつ とめて み た 。 カ ゴ の用 語 は 所 に よ って 必 ず しも一定 して いな い が,こ こで は

次 の よ うな用 語 に よ る こ とに した(聞 き書 きを つ くる場合 で も,以 下 の 用 語 に よ るほ

うが正 確 な場 合 に は,そ の用 語 を 確認 しな が らいれ る こ とに した)。

 カ ゴ(籠) タケ や木 の枝 や ツル や針 金 な どを 編 ん で こ し らえた 器 の こ と。 目の つ ま

 った あ る種 の編 み方 の器 をザ ル とい うが,こ こで は,ザ ル もカ ゴに 含 む こ とに す る。

 タケ ワ リ(竹 割) カ ゴ の材 料 にす る た め に タケ を 所 定 の長 さ に切 り,そ して 割 る こ

 と。 タケ の 直径 に したが って タケ を切 断 す る こ とを 割 る とい う。 割 った タ ケ を,タ
                                   こわり                                おおわり

 ケ の接 線 に平 行 に切 断 す る こ とを剥 ぐ(ヘ グ)と い う。 タケ ワ リに は大 割,小 割 の
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過 程 が あ る。

身 竹 皮 竹(み だ け,か わ だ け) タケ は 表皮 と内部 の 維 管 束 の 部 分か らな って い る。

表 皮 をつ けた 材 料 と して の タ ケを 皮 竹,表 皮 を含 ま な い タケ を身 竹 と い う。

カ ゴ編(籠 あ み) ここで は,4つ 目(よ つ め),6つ 目(む つ め),ア ジ ロ(網 代),

ザ ル 目(旅 め)を 区 別 す る。 目を全 部 ふ さ ぐこ とを 目潰 し(め つ ぶ し),目 を や や

あ けて ふ さ ぐ ことを 目通 し(め とお し)と い う。 カ ゴの本 体 の編 み 方 に は,底 編(そ

こあ み),胴 編(ど うあみ),縁 仕 上 げ(ふ ち しあ げ)の3過 程 と,底 編 か ら胴 編 に

うつ る過 程 と して の腰 立(こ した て)が あ る。

縁 仕 上 げ(ふ ち しあ げ) こ こで は,共 縁(と もぶ ち),巻 口仕 上 げ(ま き ぐち し あげ),

野 田 口仕 上 げ(の だ ぐち しあ げ),蛇 腹 巻(じ ゃば らま き)の4種 を区 別 す る。 縁

仕 上 げで 縁 に そ え るタ ケを 縁 竹(ふ ちだ け),縁 を 仕 上 げ る た めに 巻 くタケ を巻 竹

(ま き だ け)と い う。

立 竹(た ち だ け) 胴 編 な どで,垂 直 方 向 に い れ る骨 組 とな るタ ケ の こ と。

廻 し竹(ま わ しだ け)胴 編 な どで,水 平 方 向 に いれ る タケ の こ とで,立 竹 と と もに

カ ゴの 編 み 目を構 成 す る。

力骨(ち か らぼね) カ ゴ の本 体 を 補 強 す るな ど の 目的 で,カ ゴ の本 体 の 外 側 にそ え

る タ ケ の こ と。 そ の か け方 に よ って,水 の 字型 にか け る とか,米 の字 型 にか け る と

か 表現 す る。

皿.5つ の 事 例

1.奈 良県吉野郡大淀町下市 口

  a.と ころ

 山間 を ぬ けた吉 野川 が,や が て 流 れ の 向 き を大 き く変 え,約5kmほ ど下 る と,大

淀 町 に ゆ きつ く。 大 淀 町 は吉 野 川 中 流 の要 地 と して 知 られ,奈 良盆 地 と吉 野 山地 とを

つ な ぐ結 節 点 で[大 淀町 1976:17],東 吉 野 の玄 関 口 とい わ れ て い る[大 淀 町 1976:

2]。76年 次 世 帯 数4,174,人 口15,883,面 積37.69km2で,現 在 で は,第2次 ・3

次 産 業 に 従 う家 の 数 が1,122で,農 家 戸 数 の963を,わ ず か に うわ ま わ って いて,2次

・3次 の う ち,40,2ｰ0が 卸 ・小 売 業,15.24%が 製造 業,26・91%が サー ビス 業 とな っ

て い る[大 淀 町 1976:251。 町 域 は丘 陵 部 の 農 業地 帯 と川 沿 い の 商 工 業 の地 帯 と に

わ かれ,そ のた め,半 商 半農 の町 と して 発 展 して き たが,最 近 で は,国 道169号 線 を

中 心 と した 道 路 網 の 拡 充 に よ って,商 工 業 都市 へ移 りか わ りつ つ あ る とい われ て い る

[大淀 町 1976:24]。 古 くか ら吉 野 銘 木 の取 引 が さか ん で,製 造業 の半 分 は木 材 木 製

品 製造 に たず さわ り[大 淀 町 1973:593-598】,山 間 に あ りな が ら水 田の 比 重 が 全 耕
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地 の�500に お よび,ま た,薬 水,佐 名 伝 な ど阿 太 峯台 地 で は"二 十 世 紀"梨 の 栽 培 が

行 わ れ,奈 良県 の 特 産物 の ひ とつ にま で成 長 して い る[大 淀 町 1973:577]。

  b.タ ケ

 カ ゴの材 料 と して は,マ ダ ヶ が つ か わ れ る。 「材 料 の タケ は,シ ュ ン(旬)の 悪 い
                                    かん

と きに 切 る と虫 が つ くので,10月 か ら2月 まで の あい だ に切 って くる」*。と くに 「寒

の タケ に は虫 が つ か な い」*と い う。下 市 口 か ら5.5kmほ ど は なれ た 下市 町 の善 城

や 栃 原 に,「 毎 年,同 じ家 の タ ケ ヤ ブを 契 約 して お い て,む こ うの 人 に立 会 って も ら

って 切 って くる 。昔 は,ほ とん どマダ ケ だ けで,4年 以 上 た った タ ケが よ く,7年 か

ら8年 もた つ とタ ケが か た くな りす ぎ る ので,毎 年,ほ ぼ 同 じ本数 ぐ らいの タケ を切

らせ て も ら った」*。 山行 き に も って ゆ くナ タで 切 って くるが,「1.21mの と ころ で

27.27cmの タ ケ は2本1束,24.24 cmの タ ケ は3本1束,21.21cmの もの は4本1
                          はれき

束,以 下 同 様 で,12.12cmの もの はユ2本1束 に た ばね,馬 力1台 に40束 ほ どつ ん で,
       ひさし
家 まで 運 び,軒 の庇 に いれ て お く」*。 も っ と も,「 昔 は18.18cmの もの で1束6本,

15.15cmも の で1束10本,12.12 cmで1束16本 に たば ね た」*。

 庇 に貯 え て お い た タ ケ は,カ ゴを 編 む とき,注 文 さ れ た カ ゴの 寸 法 に よ って タ ケ ヒ

キ ノ コで 所 用 の 長 さに切 り,長 さ30cm,刃 の 幅32 mmの 短 冊 型 の ヒ ョウ ヒキ ボ ウ

チ ョウ と い うナ タで 割 り,そ して剥 い で ゆ く。 こ こで は立 竹 ・廻 し竹 の こ とを ヒ ョウ

とい う。2859の ボ テを つ くる場 合,3.63mか ら3.93 mの 丸 竹 を切 り,立 竹 は両

側(胴 の 高 さ)39.39cmに 底 の幅39.39 cm,そ れ に折 りシ ロ12.12cmを み て1.36m

に,ア ジ ロ な ら1.81mの 長 さ に切 る。 そ れ を,「21.21 cmの タケ な ら6枚 に ヘ ギ,

も っ と も内側 の1枚 を 除 い た 残 りの5枚 を 材 料 と して つ か う」*。 「タケ の 厚 み は作 る

もの に よ って 異 な るか ら,大 きい ボ テ な ら5枚 にヘ グ よ うにす る」*。2859の ボ テで

そ れ を40枚 用 意 す る と い う。「1本 の タケ か ら幅18mmの ヒ ョウが60枚 とれ る」*と

い う。 タ ケ を剥 ぐと きに は,右 足 を ま え に して ア グ ラを か き,剥 ぎ とる ほ うの ヒ ョウ

の端 を 右 足 の親 指 と人 指 指 との あ い だ に は さ み,右 手 で ナ タの 柄 を に ぎ り,ナ タ を タ

ケ に直 角 に 当 て る よ うに して,左 手 で タ ケ を お さ え な が ら,右 手 を 上 の ほ うへ 持 ち あ

げ る よ うに して剥 いで ゆ く。 こ う して,薄 く,し か も長 い タケ の 細 い帯 が作 りだ され

て ゆ く。 こ う し7 ー  Lタ ケ ご し らえの 過 程 の こ とを,こ こで は ヒ ョウ ヒキ とい う。

  c.編 み 方

 こ こで は,6つ 目編 とア ジ ロ編 が な され て い る。 ア ジ ロ編 に は ア ジ ロ と ヨ シノ カ ゴ

とよぶ 編 み 方 とが 区別 さ れ て い る。 「ア ジ ロは,昔 は なか った 編 み方 で,お よ そ50年

ほ ど以 前,養 蚕 に 関 係 した人 た ち に よ って,信 州 か ら紹 介 され た」*と い う。 これ に

対 して,「 ヨ シ ノカ ゴ は,底 を形 作 る ヒ ョウの 数 は 同数 で,た とえ ば,タ テ10枚 に ヨ

コ10枚 を組 合 わせ て 底 を 編 む」*。 も し 「小 判 型 の 底 な ら10枚 に12枚 の割 合 で 組 合 わせ

る」*。「組 合 わせ 方 は,胴 も底 もニ マ イ ァゲ(2枚 あ げ)に す る」*。 ニ マ イ アゲ と は
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2つ 跳 ね2つ 潜 りで お互 いを 組合 わせ て ゆ く方 式 で,そ の点 で は,ア ジ ロ と異 な らな

い。

 と こ ろで,「 ヨシ ノ カ ゴで は,胴 の編 み は じめ は1カ 所 しか ない 。 そ の や り方 を間

違 え る と,廻 しが,い つ まで もあが れ な い。 胴 の 廻 し竹 は,最 初 をす こ し細 か く して

お いて,編 み は じめ る」*。 ヨシ ノカ ゴで は,廻 し竹 は 水平 な面 よ り,ほ とん ど気 付 か

な い く らい の角 度 で渦 巻 状 に カ ゴを の ぼ りつ めて ゆ く。 と くに ヨシ ノ カ ゴで は 廻 し竹

の幅 が ひ ろ いの で,そ の掛 け加 減 が むず か しい とい う。「胴 を 編 む と きに は,コ ジ(短

い タケ)を いれ て,廻 し竹 が は ね あ が るの を お さえ なが ら巻 い て ゆ く」*。 「縁 に 近 く

な る と,タ テ の タケ の う ちの1枚 の先 を す こ し割 り,そ れ に セ メ ヒゴ と い う細 い皮 竹

の 廻 し竹 を は さみ,セ メ ヒゴ で タ テの ヒ ョ ウを2本 ず つ い っ し ょに ま とめ,縁 ま で く

る と,あ らか じめ剥 が な い ま ま に して お い た タケ を ま る めて お い た(輪 に した)縁 竹 を

外 側 に と りつ け,立 竹(ヒ ョ ウ)の 先 を 折 りか え し,フ ジの ッル で とめ,剥 い だ ヒゴ

を その 内 側 や外 側 に いれ,弾 力性 の 強 い若 い シ ン コの巻 竹 で 巻 き,そ の フ チマ キ の タ

ケ の端 を セ メ ヒ ゴの編 み 目に さ し こん で と め る」*。「フチ マ キ の タケ は,ほ ぼ3・03m

で あ る」*。

 ここで い う ア ジ ロ とは,タ テ ヨ コの タ ケ を,底 の 対 角線 の方 向 と平 行 に む くよ うに

して 組 む や り方 で,そ れ に対 して,ヨ シ ノ カ ゴ は,底 の タ テ ヨコの 線 の方 向 と平 行 に・

タテ ヨコ の タケ を 組 み,廻 し竹 を か け る や り方 で あ る。跳 ね方 潜 り方 の 原 則 は両 方 と

もか わ らな い。

 手 元 の ヨシ ノ カ ゴに つ いて 以 上 の編 み 方 を確 か め てみ る と,と りあ げた カ ゴは,ヨ

コ25cm,奥 行23cm,高 さ22 cm,重 さ3339で,全 体 は,ほ ぼ直 方 体 状 で,底 ・

胴 と も2つ 跳 ね2つ 潜 りの ア ジ ロ編,縁 は巻 口仕 上 げ,底 に も胴 に も,そ して 縁 に も,

か な り薄 く,し か も幅 の ひろ い身 竹 が 主 と して つ か われ て い る こ とに気 がつ く。 こ う

した材 料 の選 び方 が,器 の大 きさ の割 には,こ の カ ゴが 大 きな 風格 を もつ,ひ とつ の

要 因 とな って い る。

 底 の 中 心 部 を構 成す る タ テ ヨ コの タケ は幅15mmで,そ の ま わ りに幅10mmか

ら12mmの 身竹 や皮 竹 が い れ て あ り,そ れ らが 外 側4辺 の編 み 目を 強化 す る の に役
                                             

立 って い る。4隅 に は,幅 の ひ ろい身 竹 が つ か わ れ て い る の に もか か わ らず,か た く

ま と め られ て い る。

 胴 を の ぼ りつ め た 立竹 は,縁 の下4cmほ どの と ころか ら,幅3な い し5mmの 細

く丈 夫 な身 竹 の 廻 し竹 で2本 ず つ に ま とめ られ,1本 は 縁 の線 ま で先 を切 り,も う1

本 は縁 の線 か ら5cmほ ど上 の と ころで 先 端 を 切 りお と し,そ の 外 側 に 厚 さ3mm幅

15mmの 身 竹 を あて,そ の 外 側 へ 折 りま げ,ま た その外 側 に厚 さ1.5mm幅15mm

の縁 竹 を あて,幅15mmの 身 竹 で,2筋 お きに か が って とめ て あ る。 そ の うえ,縁

の下 で タ テ の タケ の 先 端 を太 さ2mmの ッル で か が って押 え て い る。 そ の た め縁 は
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高 さ20mm厚 さ15 mmに お よん で い る。 一 般 に タケ の持 ち 味が 同質 で,厚 み も同

じな らば,幅 の細 い タケ ほ ど曲 げ やす く,幅 のひ ろい タ ケ は 曲 げず らい こ とに な る。

この カ ゴ で は,縁 仕 上 げの 過 程 で も,幅 の ひ ろい タケ を い ろ い ろ工 夫 して 強 い縁 がで

きる よ うにつ と めた 様 子 が うか が え る。

  d.種 類

 「カ ゴ細工 を お ぼえ る には,タ ケ ヘギ に2年,編 み 方 を お ぼ え るの に1年,そ の ほ

か2年 は練 習 しな けれ ば な らな い」*。 「親 が や って い た ので,見 よ う見 ま ねで お ぼ え

た が,小 学 校 を卒 業 す る と,百 姓 仕 事 の あい ま に カ ゴ作 りをや り,20歳 で専 門 の カ ゴ

屋 に な ろ うと決 め,下 市 口へ移 って きて カ ゴ屋 の店 を だ した。 それ以 来,ず っと注 文

され た仕 事 だ けを して きた」*。 この あた りで は,養 蚕 業 は,明 治 の は じめ に は,ほ と

ん ど 「廃 滅 に近 い状 態 で あ った」 が[大 淀 町 1973:261],1918年 に は大 和 蚕 種 製 造

株式 会 社 が つ くられ る ま で に な り[大 淀 町 1973:'262],1935年 か ら1938年 にな・って

も・ まだ 蚕 を 飼 う家 数 は減 らなか った とい う[大 淀 町 1973:262]。 そ の 時 代 に は,

「下 市 町 にマ ユ 問 屋 が4軒 もあ り,さ か ん に取 引 を して いた し,吉 野 製 糸 の 工 場 もあ っ

て ・ 養 蚕 関係 の タ ケ細 工 の 仕 事 は 結構 い そ が しか った 。1年 の 半分 は,6つ 目で 巻 口

仕 上 げの マ ユ カ ゴ(直 径36.36cm高 さ69.69 cm)製 造 にあ け くれ た」*。 養 蚕 の た

め の ク ワ ツ §に は大 き な ボ テが つ か わ れ た。

 養 蚕 の カ ゴ と と もに,「 ナ シの産 地 な ので,市 で セ リに 出す の につ か う7.50kgい

りのナ シカ ゴ も,さ か ん に作 られ た」*。ナ シ カ ゴ には ヨ シ ノカ ゴ の作 り方 が 用 い られ

た。 ナ シが さ か ん に栽 培 され るよ うに な った の は,"長 十 郎"梨 にか わ って,1900年

に"二 十世 紀"梨 が栽 培 され は じめ てか らだ と いわ れ て い る。

 ナ シ とマ ユ の時 代 は 戦 前 ま で で お わ り,1959年 か ら60年 頃 ま で は,ボ テ,「 と くに

ヒキ コ(ヌ カ)を い れ る1441い りの ボ テ が多 く作 られ た」*
。 と ころが 精 米 の 過程 が

機 械 化 さ れ,ボ テが い らな くな る と 同時 に タケ カ ゴ細工 の仕 事 も,ほ とん どな くな っ

て しま った とい う。 「台 所用 のザ ル(イ カキ)は 他 か ら売 りに きた もの だ し,ア ジ ロ
    くになか

の カ ゴは 国 中地 方 の カ ゴ屋 さん た ち が,タ ケ の あ る家 を ま わ って
,編 ん で い た」*。そ

れ は生 産 の カ ゴ を専 門 に した 下市 口 の人 た ち の本 来 の 守 備範 囲外 の仕 事 だ った 。,

 ボテ に は大 小 い ろ い ろな 種 類 が あ り,コ メで721い り,1081い り,1801い り,

そ の他3種 類 が あ り,「小 さ い ボテ に は コ メ を いれ,大 きい ボ テ には モ ミを い れ ,養 蚕

の さか ん だ った この 地 方 で は ク ワ ッ ミに もつ か い,昔 は お茶 を いれ るに もつ か った」*。

 この ほか ・ タ テ ヨコ24・24cmで 深 さ24.24 cmの コ シズ ケ(チ サ ンカ ゴ)や,「 タ

テ ヨコ18・18cmで 深 さ もm.18cmの ロ クス ンカ ゴ な どが あ り,ロ ク ス ンは タ ネ カ

ゴ(種 カ ゴ)と もい って,畑 に ムギ の 種 を ま くと き
,タ ネ ムギ を い れ るの に つか った」*。

6つ 目 の カ ゴや 養 蚕用 の一 部 の カ ゴを 除 き,大 小 さ ま ざ ま なカ ゴが
,こ こで は,ヨ シ

ノ カ ゴ とい って 共 通 の手 法 で 作 りだ され た 。
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2.奈 良県山添郡山添村岩屋

  a.と こ ろ

 天 理駅 か ら伊 賀 上 野 行 の三 重 交 通,ま た は,近 鉄 バ スに の り,櫟 本 で 名阪 国 道 に出,

50分 ほ どす る と県 境 に近 い 山添 イ ン ター チ ェ ンジ に到 着 す る。 途 中 の 山間 には,谷 の

奥 ま った と こ ろま で水 田 が ひ らけ,山 腹 に は茶 園 が ひ らか れ て い る。

 山 添村 は,75年 度,世 帯 数1,340,人 口6,041で,こ の15年 間 の人 口増 減 率 は14.3ｰ0

減 とい う[山 添 村 1976:3]。 面 積 は67.52km2で,山 間 に あ りな が ら田の 占 め る割

合 が きわ め て たか く,33.8%に お よび(畑 は8.6%),60年 次 に は コメ1に 対 す るム ギ

の 比 重 は0.32だ った が,現 在 で は ほぼ 完全 に ム ギ作 は行 わ れ ず,村 の生 産 は,コ メ と

茶 に集 約 さ れ つ つ あ る[山 添村 1976:10]。 その こ とは就 業 人 口 の統 計 に もみ られ,

第1次 産 業 に従 事 す る人 の割 合 は59.2 ｰoに 達 し,第2次 ・第3次 の15.6ｰ0,25.2%を

大 き くひ きは な して い る[山 添 村 1976:4]。72年 度 の農 業 構 造 改 善事 業 で は茶 園 の

造 成 と緑 茶 の 共 同加 工 場 の建設 が行 わ れ,最 近 で は,大 和高 原 の開 発 を 目的 と した県

営 広 域 農 道 や 農 業用 水 用 のダ ム 建設 が 計画 さ れて い る[山 添 村 1976:22]。

 山添 の イ ンタ ー でバ ス をお り,三 ケ谷 を通 り,山 間 の 道 を2kmほ どゆ くと勝 原 の

集 落 につ き,さ らに小 さ な峠 を こえ て 約3kmほ ど行 くと岩 屋 の集 落 にた ど りつ く。

そ こは県 界 の 高 塚 山(507m)の 南 東 の斜 面 に あ り,岩 屋 か らほ ん の1kmほ ど下 る

と名張 川 の 川 筋 へ 出,そ こか らは,い た って平 坦 な道 が 名 張 の市 内 に まで 通 じて い る。

 岩 屋 は,勝 原 と と もに,昔 か ら,イ カ キ(シ ョウケ)の 生 産地 と して知 られ て い る。

近 くに は,遺 構 の 調 査 に よ って 天 平 後 期 に 唐招 提 寺 と 同規 模 の寺 院 が 営 ま れて い た と

い う毛原 寺 跡 が あ る。

  b.タ ケ                              0

 イカ キ は半 球 体 状 の野 田 口仕 上 げ のザ ル 目編 の カ ゴ で,岩 屋 で は,立 竹 を タ ツ ベ エ,

廻 し竹 に あ た る ヨコ の タケ を ホ ウ,縁 の芯 にな る縁竹 を ワ(輪),野 田 口の 内 と外 を お

さ え る縁 竹 を フチ ア テ(ソ トア テ ・ウ チア テ),口 を ふ さ ぐた め に フチ アテ に 挾 み こむ

タケ を サ サ ラ,縁 をか が る針 金 や トウを フ チマ キ と呼 ん で い る。

 イ カキ の材 料 に は,昔 か ら,ハ チ ク が使 わ れて い る。 「タ ヶ屋 か ら買 った り,自 分

で 山 のな か へ は い って,3年 以 上 た った タケ を伐 って くる」*。 「隣…りの在 所 や ヤ ブの

あ る家 か ら買 って きた」*。 と くに 「ホ ウに す る タ ケ は,割 りや す い タ ケで な い と い け

な い ので,マ ダ ケ は つ か わず,ハ チ クを つ か う」*よ うにす る。 伐 り時 期 は秋 で,「 ト

シ を こす と虫 が は い る とい って,11月 か ら1月 ま で に伐 り,27.27cmの タケ で2本,

24.24cmで3本,18,18 cmで5本,15,15cmで8本,12.12cmで12本 に 束 ね,

5.46mの 長 さ に切 り,ひ とま ず,日 の 当 た らな い涼 しい 場 所 に お い て お く」*。

 こ う して貯 え られ た タケ は,イ カ キ を編 み は じめ る と き,ホ ウワ リと い う タケ 割 り
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ナ タ で4つ に大 割 し,タ ツバ とい う小 刀 で 小 割 に して ゆ く。「4つ に と って,9.09mm

の 幅 の ヒゴを こ しらえ る。 この ヒ ゴを ホ ウ とい い,皮 を の こ した まま で,内 側 の身 の

面 だ け カ ソナ を か け て お く」*。ホ ウ細 工 の き れ い さが,そ の ま ま編 み 目の美 しさ に結

び つ く。 ホ ウ ワ リは 最低1年 ぐ らい 習 わ な い とい け な い とい う。 立 竹 は,18 1な ら

69.69 cm, 27 1で75.75 cm,36 1で84.84 cm,54 1で93.93 cmの 長 さに 切 って お

く。立 竹 に は節 を の こ した もの と,節 を お と した もの とを つ くり,節 のつ いた 立 竹 は,
                      ゆ       り    

身 の ほ うか ら鋸 で 垂 直 に切 り目を いれ,タ ツバ で しゃ くるよ うに して 身 の一 部 を 取 除

き,断 面 がL字 型 に な るよ うに し,ホ ウチ ョウで 削 って お く。 この鍵 の手 に曲 った と

ころ が イ カキ の 口 にな る。

 別 に,厚 さ5mmの 皮 竹 を 口の大 き さ に あわ せ て ま る あて お き,型 を つ け て お く。

縁 の ソ トア テ ・ナ カ アテ用 に は,皮 竹 を ナ タで皮 と身 と に タ テ割 りに し,面 を と った

もの を 用 意 して お く。 ソ トア テ とナ カ ア テに 挾 み こむ サ サ ラ は,細 い タケ を並 べ るの

で は な く,幅20mmの 皮 竹 を,中 央15cmほ どを の こ し,そ の両 端 を8枚 に割 り,

身 を お と した もので,厚 さ3mmほ ど で あ る。 縁 止 め に は針 金 がつ か わ れ て い るが,

昔 は トウを つか った とい う。

  c.編 み方

 材 料 の用 意 が で き る と,立 竹 を な らべ,そ のま ん な か に廻 し竹(ホ ウ)を か け,中

心 に弦 を1本 張 り,縁 竹 を のせ,編 み次 第 ま るみ が つ くよ うに し,シ リア ミ(尻 編)

とい って,ま ん な かか ら後 半 の 部分 を さ き に編 み,そ れ か ら編 み の こ した 前 半 の部 分

を編 んで ゆ く。 そ れ を ク チ ア ミとい って い る。 立 竹 に ホ ウを か けて ゆ くと き,縁 の と

ころで タケ を ね じ り,皮 の 出 る面 が一 定 に な る よ うに 編 ん で ゆ く。 「イ カキ は,あ っ

ち組 み,こ っ ち組 み して こ し らえ る。 そ の編 み具 合,ま るみ の つ け方 がむ ず か しい 。

浅 す ぎ て もい けな い し,深 す ぎて もい け な い し」*。

 ま ん なか の 部 分 が 編 み お わ る と,ナ タの背 中で 編 み 目を た た い て 目 を つ め,口 の 立

竹 の 出 具合 を 調 節 し,ホ ウを加 え,尻 の と こ ろは折 りま げ,端 を ホ ウの 目 に は さん で.

とめ,後 半 分 を つ くりあ げ る。

 こ う して,ち ょ うど亀 の 甲 の形 がで き あが る と,縁 の 内側 にナ カア テ の タケ を 当て,

サ サ ラを のせ,外 側 に ソ トア テ を つ け,こ の3種 類 を針 金 で く く って 固 定 す る。 野 田

口仕 上げ の縁 が で き あが る。 山 添村 で は,イ カキ が専 門的 に作 りだ され て い る。 そ の

ほ か の タケ細 工 で は,4つ 目の ヨモギ ッ ミカ ゴが あ る く らいだ と い う。

  d.種 類

 イ カキ に は,「 口の つ い た カ タ クチ イ カ キ(ク チズ ケ シ ョ ウケ)と,口 の な い,ま る

い マル イ カキ(マ ル シ ョウケ)と が あ る」*。使 い 途 は,家 庭 の台 所 で お 米 を と ぐ とき

の水 切 用 で,「 と くに,暮 か ら正 月 に か けて,餅 つ き時 分 に もよ く売 れ た」*。 マ ル イ

カキ は,大 勢 の 人 た ちを呼 ぶ よ うな人 寄 せ の と きにつ か わ れ,721,54 1,36 1の3種
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類 が あ り,カ タ ク チ イ カ キに は,27 1,21.6 1,18 1,14.41,10.81の5種 類 が 作 られ

た。 「27 1の イカ キ で立 竹 は16本,21.61な ら14本 だ った 」*。そ れ は,多 くの 人 た ちを

呼べ る よ うな村 の お もだ ち層 とか,都 会 の家 々,そ の ほ か 一 般 の家 庭 む けに生 産 され

て いた 。

 しか も,イ カ キ の生 産 は農 業 の 副業 と して行 わ れ た 。 「イ カ キ を作 るの は10月 末 か

ら4月 まで の農 閑 期 で,朝,ま だ霜 の つ い た ま まの タケ を 運 ん で き て,昼 頃 ま で タケ

ゴ シ ライを し,昼 か ら夜 にか けて 編 み」*,そ れ に は家 族 全 体 が 動 員 さ れ る。 「女 の 人

た ちは,イ カ キ の ま ん なか を 編 む ナ カ ア ミを し,男 の人 た ちは 縁竹 を 削 り,夜,ナ カ

ア ミ した もの に 縁 ま き を して 仕 上 げ る」*。出来 あ が った イ カキ は,ヒ トマル と い って,

32 1の イ カ キ な ら18枚 ず つ 重 ね,そ れ を さ らに2つ 組 み 合 わ せ,ヨ ナ ビ,つ ま り夜 を

徹 して 荷 造 り して 出荷 した。「岩 屋 で は100戸 の う ち90戸 が,勝 原 で は5軒,三 ケ谷 で

は3人,イ カキ を 作 る 人 た ちが いた」*。

 岩屋 や 勝 原 や 三 ケ谷 で作 られ た イカ キ は,昔 は]5マ ル か ら20マ ル ず つ1台 の 馬 力 に

積 ん で,約6kmほ ど下 の 小倉 まで 運 ん で も らい,そ こか ら索 道 で 奈 良市 の は ず れ の
きようばて                   も

京 終 ま で,お ろ した とい う。 小 倉 か ら京 終 ま で は 直 線距 離 に して15kmで あ る が,

当 時 の様 子 は詳 らか で な い。 「京 終 ま で お く った荷 は,鉄 道 輸 送 で 大 阪市 内 そ の ほか

にお くった」*。

 鉄 道 で お く られ た イ カ キ は,駅 止 め に して お い て,同 じム ラで行 商 を 副 業 に や って

い る人 た ち の手 で,「 ム ラを1軒1軒 ま わ って売 って あ る い た」*。 た い て い,秋 じま

い か ら2月 の末 頃 ま で の 時 期 で あ る。 イ カ キ を天 秤 につ け,「 男 の人1人 に女 の 人 た

ち3な い し4人 が1組 にな り,女 の人 は2人 で ヒ トマ ル,男 の人 な ら1人 で1マ ル ず

つ か つ ぎ,奈 良 に下 宿 し,自 炊 で,奈 良,生 駒 か ら,和 歌 山県 の岩 出ま で,と きに は

黒 江,熊 野 まで 売 って あ るい た。 ま た,伊 丹 や 灘 の 酒造 家 の と ころへ 卸 した こ と もあ

る」*。イ カ キ の生 産 は,現 在 もつ づ け られて い るが,最 盛 期 は 昭和 の 初 め 頃 か ら10年

頃 まで で,年 間1万 枚 か ら1万5千 枚 の イ カ キが 作 られ た とい わ れて い る。生 駒 の付

近 の村 々を ま わ った人 た ちの 話 で は,「 皆 で 朝3時 半 に お き,弁 当 をつ め,奈 良 の 下

宿 か ら駅 ま で4 km歩 き,5時 の 始発 に の り,石 切 の駅 で お りる。冬 な ので,ま だ 日

が 明 けな い こ と もあ る。 途 中 ま で 仲 間 同志 い っ し ょに な って ゆ き,別 れ別 れ で 家 々を

ま わ る。歩 い て もあ る いて も売 れ な い とき が あ り,日 に20枚 か ら30枚 以 上 も売 れ た こ

と もあれ ば,仲 間 して5枚 や っ と売 れ た こ と もあ る。 昭 和6,7年 の不 景 気 の と きの

こ とだ った」*と い う。

3.京 都府亀岡市毘沙門

 a.と ころ

京都駅か ら山陰線で保津峡をすぎると,視 界がひらけ,保 津町の諸田神社か ら八木
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町の船井神社まで,長 さ13km幅4kmの 亀岡盆地にでる。亀岡市の中心から京都

の中心部までは直線距離にして16kmで,現 在は国道9号 線が市の南側をぬけてい
                                    あ ぜ
る。盆地の北側は600m余 の牛松山,三 郎ケ岳の山裾につづき,そ の段丘上に按察
ち

使,毘 沙 門,国 分 な ど の古 い地 名 を もつ 集 落 が な らん で い る。 集 落 の 前 面 は水 田 で,

水 田に か こま れ て丹 波 国分 寺 跡 が あ る。 毘沙 門 の集 落 か ら市 街 まで は2.5kmほ どで

あ る。 亀 岡市 は,75年 度,世 帯 数15,081,人 口58,184,就 業 別 人 口の 比 重 は,70年 す

で に,1次 ・2次 ・3次 産 業 の 割 合 が,ほ ぼ30ｰ0か ら38ｰ0で 均衡 して い た が,1955年 に

は,第1次 産 業 の 就 業 人 口は59ｰ0,第3次 の それ は27ｰ0だ った と い う[亀 岡 市1976:

17}。 全 耕 地 の うち94.5ｰ0が 水 田で,コ メの生 産 が他 の農 作 物 を お さえ て,他 を ひ き

は な して い るが[亀 岡 市 1976:18-19],現 在 は,畜 産 ・野 菜 栽 培 を と りいれ た 都 市

近郊 農 業 へ の脱 皮 が は か られ[亀 岡 市 1975:16],繊 維 ・機 械 ・金 属 ・電 気 器 具 な ど の

製造 加 工 工 場 が誘 致 され,工 業 団地 の 形成 がす す め られ つ つ あ る[亀 岡市1975:19]。

もちろ ん,亀 岡市 は400余 年 の城 下 町 と して 知 られ て い る 。

 b.タ ケ

 こ こで も,材 料 は昔 か らハ チ クが好 んで つ か わ れ た 。 ハ チ ク は 「繊 維 も美 しい し,

ハ チ ク で なか った ら百 姓 道 具 は もた な い」*と ま で い わ れ て い る。「と くに山 に生 え て

い るハ チ ク のヤ マ ダ ケ は,か た い もの がで き る」*。材 料 に は4年 目 ぐ らいの タケ が よ

い とい い,10月 か ら冬 至 ま で に 切 り,「 割 らな い で,そ の ま まマ ル モ ノ(丸 物)と して

か こ って お く」*。 「11月 な どは,日 が短 か くな るの で,ヤ ブ へ は い る と,日 が くれ て

仕 事 が で き な くな るま で タヶ 伐 りを した」*。 しか し,お お か た の タ ケ は,「 保 津 町 に

タケ屋 が あ り0そ こに 注 文 して 運 んで も らった 。1束 は18.8cmの もの で6本,2L21

cmの もので5本,30.3 cmで1本 の割 合 だ っ た」*。

 貯 え て お い た タケ は,細 工 に か か る とき,タ ケ の節 の 伸 び 具 合 な どを み て,鋸 で お
                  ちくとう

お よ そ5.45mの 長 さ に切 り,「 そ れ を竹 刀 で 割 って ゆ く。 カ ゴ 細工 は竹 刀 とハ サ ミ

が あ った ら,ほ とん ど の細 工 が で き る」*。竹 刀 は長 さ30cm,そ の う ち柄 の 長 さ12cm,
        きりだし

幅3cmの 両 刃 の切 出で 地 元 の 鍛 冶 屋 に つ く らせ る と い う。 は じ め,「 ア ラ ワ リと い

っそ,芽 の な い ほ うか らタ テ2つ に割 り,そ れ を また タテ2つ に割 り,そ の お の お の

を タ テ6つ な い し8つ に 割 る」*。廻 し竹 な ら16か ら17に 細 か く割 って ゆ くとい う。 そ

の と き ヒ ゴが 絡 ま な い よ うに,元 ま で割 らず に,3cmほ ど の こ して お く。 タケ は 「作

る カ ゴに よ って タ ケ の 厚 さや 幅 を 加 減 す る。 そ の見 当が 慣 れ な い と むず か しい」*。

「廻 し竹 に は,皮 竹 と皮 の す ぐ下 の タ ケ だ け をつ か い,あ とは 捨 て て しま う」*。 こ こ

の カ ゴで は,た とえ身 竹 で も淡 い黄 緑 で,皮 竹 は緑 を お び て い る。 そ の色 調 が カ ゴに
                 コ   コ    

自然 の 落 着 い た 淡 い や わ らか さ を与 え る。 タ ケ割,タ ケ 剥 は,「 器 用 な人 な ら,通 い

で(住 み 込 み で は な く)1年 ち ょっ とで お ぼ え て しま う」*。廻 し竹 を割 る と き,見 て

い る と,竹 刀 の先 で数 回 し ごい て,か る く削 る よ う に して い る 。 これ は タ ケ に光 沢 を

614



中村  近畿地方のタケカゴ細工

出 し,ま た,後 の 細工 を しやす くす るた め だ とい う。

 「カ ゴ の形 や 寸 法 は,特 別 に物 差 を つ か わ ず,お お よ そ の見 当 で きめ るが,し か し,

全 体 の 大 き さ は,ザ ル 目の カ ゴで は オヤダ ヶ の 長 さで,お のず か ら,決 ま って しま う。

その 上 で,口 の大 きな カ ゴが 好 きな人 に は 口の ひ ろい カ ゴ を,マ ツ タケ カ ゴの よ うに,

細 長 い 口の 小 さ な カ ゴが 好 きな人 に は,口 を 幾 分 小 さ く加減 して 作 る」*。オ ヤ ダ ケ と

は立 竹 の こ とで あ る。

  c.編 み方

 タケ カ ゴは,「 ヒゴ モ ノ とい って,細 い ヒ ゴを つ か うザル 目編 の カ ゴ と,ア ラカ ゴ

とい う6つ 目カ ゴ と に わか れ る」*と い う。 底 編 に は,「 ま ん なか を ア ジ ロ に編 む カ ク

ゾ コ(角 底)と,立 竹 を 放 射 状 に 組む ク モ ノ ス,ま た は マ ル ゾ コ(丸 底)と が あ る」*。

ア ジ ロ は,こ こで は2つ ゴ シ ァ ジ ロ とい って,2つ 跳 ね2つ 潜 りの ア ジ ロ編 が な され

て い る。 中 心 の ア ジ ロか ら立 竹 を わ け て ゆ く過 程 の こ とを,'こ こで は,タ ケ を ね じ り

な が らわ けて ゆ くの で,ネ ジ マ ワ シ とい う。

 縁 仕 上 げ はマ キ プ チ とい い,「 オ ヤダ ケ を折 りま げ,外 に皮 竹 の オ ヤ ブ チ,内 側 に

身竹 の ナ カ ブチ を 当 て,ゴ ヘ ンマキ(5遍 巻)と い って,シ タマ キ は立 竹 の 目を1っ

とば しで2回 巻 き,ウ エ マ キ は2つ とば しで3回 ま わす 」*。力 骨 は 「シタ マキ を して

か ら縁 竹 にか け,そ の 上 か ら ウエ マ キを して 縁 を仕 上 げ る」*。 「昔 は,縁 を作 って か

ら力骨 を か けた が,力 骨 が外 に 出 るの で,力 骨 を縁 に組 み こむ現 在 の縁 作 りが な され

る よ うに な った」*と い う。 縁 仕 上 げに は,こ の ほ か 茶 碗 カ ゴ な どに つ か わ れ る サ サ

ラ ブチ の形 が あ り,「 サ サ ラブ チは,縁 で オ ヤ ダ ケ を切 り,ナ カ ブ チ を 当て,オ ヤ ブ

チ との あ い だ に,皮 竹 を3枚 か ら4枚 にわ った,い わ ゆ るサ サ ラを は さ んで 口 をか が

り,針 金 か ヤ マ フ ジで3カ 所 結 ん で と め る」*。力 骨 には 「縁 へ か け るオ ヤ ボ ネ と,縁

へ はい る前 に とめて しま う コボ ネ(子 骨)と が あ る」*。こ こで は,カ ゴを 形作 る そ れ

ぞ れの タケ に,細 か い 術 語 が 与 え られて い る。

 そ こで,こ う した カ ゴ細 工 を ハ ッシ ョウ イ ドコ とい う,口 の 直径27.5cm,高 さ

22cm,重 さ540 g(た だ し負 紐 と も)の ザル 目編 の カ ゴ につ いて み る と次 の よ うに な

る。 まず,底 は タ テ ヨ コ24cmで,底 の 中心 は2つ 跳 ね2つ 潜 りの ア ジ ロ編 幅5mm

の身 竹 を2本 ず つ1筋 に し,12筋 を ま ん なか に,そ の両 端 に2筋 ず つ 同 じ幅 の竹 皮 を

い れ,都 合18筋 の タケ を組 合 わせ て 構 成 され て い る。 そ の部 分 の面 積 は72.25cm2と

な って い る。 中心 を形 成 す る これ らの タ ケ は,や が て1本 ず つ にわ か れ,幅4mmの

廻 し竹 を約7廻 し し,そ れ か ら45mmの ザ ル 目編 部分 を経 て 腰 立 の過 程 に は い る。

と ころ が,中 心 の ア ジ ロを形 作 る18筋 の タ ケ を その ま ま延 長す る と,偶 数 で 胴 の ザ ル

目が成 りたた な くな る ので,隅 の皮 竹1筋 の片 方 だ けを2つ に わ け,1本 だ けで 出 て

ゆ タ筋 を こし らえ て い る。1本 ず つ に わ け られ た 立 竹 は,幅1.5mmの 細 い皮 竹 の

廻 し竹 でザ ル 目編 に か が り,再 び2本1筋 を原 則 と して底 編 を 終 え て ゆ く。 タ ケ は皮
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の 側 が カ ゴ の 内側 へ む くよ うに し,そ の最 終 の3な い し4廻 しで 腰 立 の準 備 が と との

い,立 竹 の 曲 り具合 が,ほ ぼ 決 ま って しま う。

 最 初 の 廻 し竹 は,底 の 中心 の ア ジ ロの4隅 にか か る と き,細 か く切 り目を い れ て,

直 角 に ま げ られ て い る。 そ のた め,底 の 中 心 の4隅 は外 側 にす こ し突 き 出 し,底 の 中

心 が カ ゴ の 内側 へ 持 ち あが る形 に な る。 目が か た く出来 て いて,し か も4隅 は直 角 に
           すみまる

曲 るの で カ ゴ の底 の 形 は隅 丸 の4角 な形 とな る。 ザル 目編 の他 の 手 法 で は,底 の 中心

は ア ジ ロで も,廻 し竹 の か け方 に よ って,腰 立 以 前 に ま る い底 の形 が で きあ が る。 こ

の カ ゴで は,そ う した手 法 よ り,よ り古 い手 法 が そ の ま ま 守 られ て い る。
          の   の   の    

 胴 の 曲線 は し もぶ くれ で,直 径 対 高 さ の値(1:0.8)の と り方 と もあ い ま って,全

体 か ら受 け る感 じをふ くよか な もの に して い る。 胴 の ザ ル 目編 に は,主 と して,幅

1.5mmの 身竹 がつ か わ れ て い る。 ただ,底 の ま わ り と縁 のや や 下 と,胴 の なか ほ ど

2ヵ 所 に皮 竹 をい れ て帯 状 の文 様 を編 出 して い る。 細 い廻 し竹 の 内 側 は,て い ね い に

削 られ て い て,研 きが か か った よ うに滑 らか で あ る。

 縁 は 巻 口仕 上 げで,立 竹 を折 りま げた 後,内 側 と外 側 と に幅13mm厚 さ3mm

の縁 竹 を そ え,そ の上 か ら幅12 mmの 身竹 を 立 竹1筋 お きに巻 き,そ の 上 に 皮 竹 の

巻 竹 を2筋 お きに巻 いて 仕 上 げ,巻 竹 に は2な い し3本 の 切 り 目を いれ,'ね じ りや す

い よ うに し,縁 竹 の端 も軽 く,て い ね い に 削 られ て い る。 縁 の 太 さは15mmで あ る・

 力骨 は幅15mm厚 さ1.5 mmの 皮 竹 で,4本 の タ ケ を米 の 字 型 に組 み,そ の う

ち外 側 の2本 は オ ヤ ボ ネ で,縁 を こえて カ ゴの 内 側 に ま わ り,5cmぐ らい 廻 し竹 に

は さん で とめて い る。 ほ か の2本 は コ ボ ネで 縁 の す ぐ下 ま で で とめて あ る。

 この カ ゴに は肩 に か け るた め の紐 がつ いて い る。 長 さ約1.5mの 紐 を2本 用 意 し,

そ れぞ れ まん なか で2つ に折 り,そ の 中 間 で1度 縁 に結 び つ け,結 び 目 をつ くる こ と

で両 方 を い っ しょに し,そ の端 同志 を結 び つ け る。 結 び 目 は底 の 力 骨 の 内側 に いれ て

い る 。

  d.種 類

 ヒゴモ ノに は,イ ドコ,コ メ アゲ,メ シビ ツ,ウ ナ ギ ドコ,ビ ク,ジ ョウ ゴな ど が

あ り,ア ラカ ゴ の範 疇 に含 まれ る もの と して は》 ネ ジカ ゴ,ヤ マ ユ キ カ ゴ(山 行 きカ

ゴ),ナ エモ チ カ ゴ(苗 持 ちカ ゴ),チ ャ ワ ンカ ゴ,コ ェ カ ゴ(肥 カ ゴ)な どが あ り,

そ れ以 外,タ ケ ミや4つ 目 の メ カ ゴ がつ くられ て い る。

 イ ドコは 「マ ツ タケ の 採集 や木 の枝 打 ちや皮 む きの とき の道 具 を 入 れ,片 方 の肩 か

らさ げて ゆ くカ ゴで,91,14.4 le 18 1の3種 類 が あ る。91の イ ドコに は,66.66 cm

の立 竹 が]4本,14.41の イ ドコに は72.72cmの 立 竹 が16本 つ か わ れ る」*。「カ ク ゾ

コで181の イ ドコは81.81cmの 長 さの 立 竹 を18本 つ か い,ク モ ノ ス とい って,マ

ル ゾ コ で立 竹 を 底 の 中心 で放 射 状 に組 合 わ せ る編 み方 も な され た」*。コ メ アゲ は半 球

体 状 の ザ ル で,2.71,3.6Z,4.51,9.Ol,is iの5種 類 が あ り,「 編 み方 は イ ド コと同
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じだ った 」*。メ シ ビツ に は9.Olの もの と5.41の もの とが あ り,「 夏 はオ ヒツが わ り

につ か わ れ た 。冬 は木 の オ ヒ ツを つか った 」*。昔 は,「 ど この家 で も ムギ メ シで4:6

の割 合 で コ メに ム ギ を まぜ て い た」*。 ウナ ギ ドコを大 き く した よ うな もの,「 ジ ョウ

ゴ は,型 を つ か って,イ ドコの 編 み方 を応 用 して 編 ん だ もの 」*,メ カ ゴは,イ モ な ど

を 洗 うと き につ か うカ ゴ で,底 の タテ ヨ コが27.27cm,高 さ33.33 cmの もの と,底

が33.33cmで 高 さが36.36 cmの もの とが あ り,大 きい メ カ ゴ は1.45 mの 立 竹 を

32本,小 さ い ほ うの メ カ ゴ は1.36mの 立 竹28本 を つ か って編 む と い う。

 「こ この集 落 は65戸 で,昔 は,そ の う ち47戸 が竹 器 組 合 に 加 入 して,タ ケ細 工 を や

って い た もので あ る。大 正 時 代 か ら戦 前 ま で,こ の組 合 は 間 口6間 奥 行7間 の平 家 瓦
                                    もよう

葺 の 共 同 作業 場 を経 営 し,大 正 の は じめ頃 に は,マ ダ ケの ハ ナ カ ゴや モ リカ ゴ,文 様

ア ジ ロな どの工 芸 品 を 作 って,貿 易 品 と して輸 出 したこ とも あ る」*。現 在 組合 員 は15

人 で,そ の う ち実 際 にカ ゴを こ し らえて い る人 は,た った2人 だ けだ とい う。

 「昔 は10月21日 の ム ラの 祭 が す む と稲 刈 りが は じま る」*。 「刈 り と った イ ネは,田

に立 て られ た ミツマ タの イ ナ ギ にか けて2週 間 か わ か し,昔 はカ ナ ゴ キ,そ の後 は ア

シ ブ ミ(足 踏 脱穀 機)に か け,モ ミは ワ ラ の フ ゴや タケ の ニナ イ カ ゴ(36 1い りの担

い カ ゴ)に 移 して天 秤 で 坂 を か つ ぎ あ げ,家 まで 運 ん だ。 モ ミは ム シ ロに ほ し,昔 は

ドウ スで す る」*。 この辺 は砂 壌 土 で2毛 作 が古 くか ら行 わ れて いた 。 「刈 りい れ の お

わ った 田 は,ウ シです きか え し,1.21mか ら1.51 mの 幅 の ウ ネを た て,ム ギ を播

く」*。 そ う した農 作 業 が おわ って 農 閑 期 に は い る と,「 夜 業 まで して コメ アゲ をつ く

り,暮 か ら正 月 にか けて の 出荷 に 間 に あ わせ た。 それ がす め ば夏 につ か う メ シ ビッ に

か か り,そ れ を 田植 前 に 出荷 す る。 田植 は6月25日 頃 で,田 植 前6月15日 頃 か らス キ

を い れて 砕 土 し,水 を いれ て ア ラズ キ す る」*。この 辺 で は,田 の深 さ は約20cmで,

「カ ゴ細 工 は,小 作 料 の収 入 だ け で暮 して ゆ け る地 主以 外,た い て い の家 で や って い

た」*。こ う して,カ ゴ細 工 は,コ メ の生 産地 と して の この地 域 で も,農 業 を補 う重 要

な 副業 と して 営 まれ て い た ことが わ か る。

 「生 産 した カ ゴは,組 合 で ま とめ,京 都市 内 の 問屋 へ 送 られ た 。 鉄道 が な い頃 には,

カ タ ビキ(肩 曳 き)で,ベ タ とい って 鉄 車 につ けて皆 で運 ん だ もの で あ る。 日当2円

の 時 代,運 び賃 は5円 だ った の で,朝2時 にお き,老 ノ坂 を こ えて 運 ん だ」*。

4.滋 賀県犬上郡多賀町敏満寺

  a.と ころ

 彦根市の中心から,市 のまんなかを流れる芹川にそって,約6km南 東にさかのぼ

ると,延 命長寿 ・縁結びの神社として全国的に崇敬されている多賀大社がある。その

あたりは,琵 琶湖南岸の平野地帯の東の端にあたり,さ らに山手にはいると1084m

の霊仙山や1240mの 御池岳にゆきあたる。
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 多 賀 町 は,1974年,世 帯 数2,370,人 口9,584で[多 賀 町 1975:25],町 の$2ｰ0は 山

林 原 野 に よ って 占 め られ て い る。]970年 の就 業 人 口5,085の うち33ｰ0は 農 業 で,そ れ を

追 う よ うに して製 造 業 の23%が つ づ き,第3次 産業 に従 う人 た ちの 割合 も27ｰ0以 上 に

お よん で い る 。しか し,1955年 次 の農 業 人 口 は全 就 業 人 口 の49%で[多 賀 町1975:25],

そ れ以 後 の10年 間 に,こ の地 域 が,は げ しい変 化 を うけ た ことが,以 上 の数 字 か らも

うか が え る。 現在 は,農 林 業 と と もに酪 農 や シ イ タケ 栽 培 な どが さか ん で,「 広 大 な

土 地 と潤沢 な水,そ して 交 通 至便 な位 置 を生 か して」,工 業 団地 が作 られ,公 害 の な

い工 業 開 発 が 順 調 に行 われ つ つ あ る とい う[多 賀 町 1975:12]。

 多賀 大 社 か ら町並 を ぬ けて1.2kmほ どの と ころ に 多賀 大 社 の お旅 所 が あ り,そ こ

か ら約lkmに わ た って道 の 両側 に敏 満寺 の集 落 が つ づ い て い る。集 落 の西 側 に は水

田が 広 が って い る。

  b.タ ケ

 「こ こで は,マ ダ ケを つ か うが,昔 か ら,モ ウ ソ ウダ ケ もよ くつ か わ れ た」*。カ ゴ

の材 料 に す るタ ヶ は,「 近 くの家 の ヤ ブ を予 約 して お き,隔 年 ご とに タ ケ を伐 りに ゆ

く。 い ち ど予約 して しま う と義理 が で きて,ず っ とそ の 家 か ら買 う よ うに な る」*。伐

り時 は8月 か ら]2月 末 まで の4カ 月 で,「 た い が い4年 か ら5年 ぐ らいの タケ を選 び,

年 間200束 はつ か って しま う」*。「昔 は藤 瀬 や 秦 荘 町常 安寺 の2カ 所 を 予約 して お き,

伐 った タケ を大 八 車 で 運 ん で くる」*。距 離 に して5kmほ どの場 所 で あ る。「伐 った

タケ はカ コイダ ケ とい って,家 の軒 下 な ど にマ ル ダ ケ(丸 竹)の ま ま貯 えて お く。 カ

コ イダ ケ(囲 い竹)だ けで130束 だ った と き もあ る」*。 もっ と も最近 で は材 料 は タケ

屋 か ら も買 って い る とい う。 タ ケ の1束 は,こ こで も18.18cmも"の6本,2L21 cm

もの4本,27.27cmの もの で2本,30.3 cmで1本 と24.24 cmの もの1本 を つ け

て1束 に して い る と い う。

 タケ は,カ ゴ を作 りは じめ る前 に鋸 で所 定 の 長 さに切 りそ ろえ る。 「テ カ ゴな ら,

78.78cmと66。66 cmの 長 さに 切 った もの(こ れが 後 に立 竹 とな る),そ れ に フ チ と

い って,長 さ90.9cmの 縁 巻 の タケ に な る もの を用 意 す る。」*。長 い ほ うの立 竹 を ナ

カダ ケ,短 い ほ うの タ ケを ハ タ とい って い る。 そ して,「 丸竹 は タケ の 太 さを み て割

り方 を か えて ゆ く。 まず2つ に大 割 し,21.21cmの もの で ミク レ(3つ)ま た は ヨ

ク レ(4つ)に 割 り,そ の お のお の を2つ に割 り,12か ら14に 小 割 にす る」*。 こ う し

て12mmぐ らいの 幅 の タ ケ が とれ る。 そ れ を7枚 か ら8枚 に剥 ぎ,内 側 は捨 て,皮

竹 と身竹 の よ い部 分 を つか うよ う にす る。 タ ケ ヘ ギ に は ホ ウ チ ョウ とい う片 刃 の ナ タ

が つ かわ れ る。.「タケ 作 りは,作 る カ ゴ に よ って異 な る。 大 きい カ ゴ を作 る と き に は

タケ を長 く 切 らね ば な らな い し,そ の加 減 を の み こむ まで に,5年 か ら6年 はか か

る」*。
                            コ    

 タ ケ ヘ ギが おわ る と,1本1本,タ ケ の 中心 に墨 で しる しを つ け,束 ね て仕 事 場 の
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片 隅 に揃 えて お く。 タケ 作 りの こ とを,こ こで は タケ アゲ と呼ん で い る。

  c.編 み 方

 こ こで は,戸 数 約250の うち20戸 が,最 盛 期 に は カ ゴ細 工 に 関係 して いた とい う。

こ こで は,ザ ル 目 の カ ゴ も6つ 目 のカ ゴ も,も ち ろん 作 られ るが,主 と して生 産 さ れ

た の は4つ 目 の カ ゴで あ る。

 4つ 目の カ ゴ を編 む には,「 は じめ,3本 の立 竹 を サ の 字 型 に組 ん で お き,そ れ を

中心 に長 い ほ うの立 竹(ナ カ ダ ケ)を5本 ず つ左 右上 下 に組 ん で ゆ き,そ のま わ りに

短 い ほ うの 立 竹(ハ タ)を5枚 ず つ い れて ゆ く。 そ の場 合,目 の 大 き さは 目分 量,ま

た は手 加 減 で きめ,目 を そ ろ えて組 む のが カ ゴを きれ い に みせ る コ ツで あ る。 た い が

い,練 習 の結 果,き れ い にで き るよ うに な る もの で,昔 は今 よ り,も っ と幅 の細 い タ

ケ を つか って い た の で,そ のぶ ん,目 が細 か か った」*。

 ひ と とお りタケ を組 み お わ る と,隅 の タ ケ を直 角 に 曲 げ,た い らに な って い た タ ケ

の 端 同志 を組 合 わせ て,次 第 に胴 が で き あが る。胴 を編 み お え る と,縁 の 内側 と外 側

に,ナ カ ブ チ,ソ トブ チ とい う縁 竹 を 当て,針 金 で巻 いて お さえ,縁 の線 か ら上 に出

て い る余分 な タ ケ の先 端 を,ハ サ ミで切 って 仕 上 げ る 。 「昔 は,こ の よ うな簡 単 な 縁

仕 上 げ の ほ か に,若 竹 で3目3度 ず つ か が って フチ マ キす る(巻 口仕 上 げ の)方 法 も

行 わ れ た」*。

 テ カ ゴの 場合,現 在 で は,テ に1本 の タ ケ がつ か わ れ て い るが,「 戦 前 は,タ ケ の

皮 の ほ うに 細 か い切 り 口を い れ,手 で もんで ササ ラに し,そ れ を2本 編 に あ わ せ,端

を ケ イマ ムス ビ,ま た は ミズ ヒキ ム ス ビ とい う結 び方 に して カ ゴ の 目 に は さん で とめ

た もの だ」*と い う。

 い ま,4つ 目カ ゴ の作 り方 の 代 表 的 な例 と して,い まで も さか ん に作 り出 され て い

る,テ カ ゴを と って み る と,次 の よ うに な る。 この カ ゴは 口の直 径27cm,底 の タ テ

ヨ コは 約23cm,高 さ16 cm,重 さ2759で,口 の ま る い底 の4角 な手 カ ゴで あ る

が,幅12mmか ら15mmの きわ め て薄 い身 竹 を 主 材 料 と し,要 所 要 所 に 幅10mm

内外 の,こ れ もま た き わ めて 薄 い皮 竹 を いれ て 構 成 され て い る。 この カ ゴの タケ配 り

を説 明 す るた め に,底 の タテ ヨ コの線 を,お の お の カ ゴ の本 体 の高 さの 線 に ま で延 長

し,各 点 を 結 ぶ 四辺 形 をつ くる とす る と,図1の 口ABCDが 得 られ る。 実 際 の カ ゴ

の縁 は,こ の 正 方形 と,正 方 形 に内接 す る 円 との あい だ の ど こか に お さ ま るは ず だ が,

そ れ は そ れ と して,カ ゴの4隅 に い れ られ て い る皮 竹 の 筋 を た ど って み る と,図 の よ

うに,中 心 を通 るA'D'を 軸 に して,2本 の タケ が エの 字 型 に ま じわ り,そ の 中 心 を

通 って,B℃'の 線 を経 て コの字 型 に皮 竹 が ま じわ り,そ れ らを 骨 組 に して 身 竹 が 組

ま れ て ゆ く。 や や 詳 し くい えば,こ の カ ゴ で は 中心 の編 み は じめの 骨 組 は サ の字 型 な

の で,A'D'の 左 右 に は8本, B℃'線 上 の皮 竹 は1本 な ので,そ の ぶ ん皮 竹 が わ りの

身 竹 を 余 計 に い れね ば な らな いか ら,B'C'の 左 右 に は9な い し8本 の 身竹 が い れ ら
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図1

れ て い る。 こ う して20本 ず つ の タケ が組 合 わ さ り,底 と胴 の編 み 目が形 作 られ る。 な

お,中 心 に近 い身 竹 は幅15mm,両 袖 に近 い身 竹4本 ず つ の幅 は12 mmで あ る。

 タケ と タケ とcbあ いだ にで きた4つ 目 の大 き さは1辺4mmで,さ りげ な く見 えな
                      かど

が ら,正 確 に編 んで あ る こ とが わか る。 底 の4隅 は角 がた って い て,底 の タ テ と平 行

に,幅15mm厚 さlmm長 さ20 cmの 皮 竹 が,力 骨 と して3本 な らべ て い れ て あ

る。 力 骨 の 両 端 は,30mmほ どの部 分 が剣 先 に な って い て,そ れ を 目に さ し こんで

とめて い る。

 縁 で は,立 竹 の 内側 に幅18mm厚 さ3mmの 身 竹,外 側 に 幅18mm厚 さ2mm

の皮 竹 を そ え,そ れ ぞ れ両 端 を針 金 で4カ 所 か が って 固定 して あ る。

 手 は幅16mm厚 さ4mmで,手 の 頂点 は カ ゴの 本体 の縁 の線 か ら15 cmほ ど の

高 さ の と こ ろに 位 置 して い る。手 の両 端 は,縁 の 下6cmあ た りか ら急 に身 を そ ぎ お

と し,幅9mm厚 さ1mmに し,い った ん胴 の 内側 を ぬ け,腰 の部分 か ら再 び外 側

へ 出 し,力 骨 と底 の 編 目 と の あ いだ に い れ,針 金 で か が って とめて い る。 そ して,手

は カ ゴ の本 体 に鋲 で とめ られ て い る。 この よ うに,こ の ヵ ゴで は,タ ケ配 り も接 合 箇

所 も,簡 素 化 され,生 産 しや す い よ うに工 夫 され て い る様 子 が 随 所 にみ い だ せ る 。

  d.種 類

 テ カ ゴは,現 在 で も 「キ ュ ウ リや ナス な どを畑 か ら収 穫 して くる と き」*に つ か う

し,「 昔 は 買物 へ もさ げて い った し,閣田畑 へ 出 る とき弁 当を い れ て い った」*と い う。
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これ に は大 小2つ の 種 類 が あ り,大 は底 の 幅が27.27cm,高 さ15.15 cm小 は底 幅

24.24 cm,高 さ12,12 cmで 大 よ り3.03 cmお と して 作 った。 これ らの カ ゴは,従 来

の カ ゴの 編 み方 を も とに して,「 約80年 前 に考 案 さ れ た ものだ とい う」*。 同 じよ うな

手 法 によ って い る もの に,10.8 1い りの 「カ ゴ」 とい うオ オ カ ゴや ア ラィ カ ゴ,そ し

て,昔 は シ ン ドカ ゴ とい って 養 蚕 に つ か わ れた ク ワ ツ ミカ ゴ や マ ユ イ レカ ゴが あ る。

「オ オ カ ゴ は高 さ22.72cm,直 径45.45 cmの 深 いカ ゴで,ナ スや キ ュ ウ リを い れ る

の につ か った」*。 ア ラ イ カ ゴ は,「 テ カ ゴ の よ うな 形 を した浅 い カ ゴで,大 は高 さ

12.12cm,直 径30.3cm,'小 は高 さ9.09 cm直 径27.27 cmで,洗 った 茶碗 の水 切

や,お 祝 な どの とき の よ うな ヒ トヨセ に つ か わ れた とい う。 シ ン ドカ ゴ は,大 は高 さ

60.6 cm,直 径63.63 cmで,中 型 ・小 型 は各4.54 cm落 ち,現 在 で は お茶 を い れ る

の に つか う とい う。 これ だ け大 きな カ ゴが身 竹 を主 材 料 に して,4つ 目編 の 手 法 で作

られ て い た こ とは,意 外 な 感 じす らす る。

 6つ 目 の カ ゴで は,高 さ51.51cm,直 径51.51 cmの クサ カ リカ ゴが あ る。 これ

は,幅15mmの 身 竹 が 材 料 で,縁 は ネ ジ リカ ゴの手 法,廻 し竹 は3段 にか けて あ り,

12本 の 立 竹 で編 む と い う。「それ を天 秤 に さ げて 運 ぶ 」*。

 この ほ か,昔 は コ メ アゲ(シ ョウ ケ)も さか ん に 作 って いた 。5.41,9.Ol,12.6 1,

1.8♂ の4種 類 が あ り,「 皮 竹 ば か りで 編 み,こ こで は モ ミ洗 い に もつか った 」*。

 こ こで は,カ ゴ を作 る人 た ち はカ ゴ屋 が 専 業 で,「 昔 は 自分 で 作 った カ ゴ を 自分 で

売 りあ るい た」*。同 じ集 落 に は ウ リコと い って カ ゴの行 商 を専 門 にや る人 た ち も何 人

か はい た もの だ と い う。 カ ゴを 売 りあ る い た範 囲 は,犬 上 郡 一 帯,坂 田郡,伊 賀,伊

勢,京 都府 下 を含 む 広 さで,「 犬 上 郡 な ら日帰 りが で き る ので,得 意 先 の 家 々を まわ

って あ る く。 そ の範 囲 は10kmに わ た って い た 。

 「テカ ゴ,コ メ アゲ は年 中 つ くって い た し,10.giカ ゴは4月 か ら5月 に か け て作

りは じめ,夏 中 つ くる。 秋 はマ ッタ ケ カ ゴ で忙 しい。 冬 は雪 の 降 った 日な ど家 に いて

カ ゴを 作 って す ごす 」*。 作 りだ され た カ ゴ は,「 昔 は天秤 で は こび(こ れ を ニ ナ ウ と

い う),50年 前,リ ヤ カー が つ か わ れ は じめ る よ うに な る と リヤ カー につ け,ヒ トマ

ス と い って,10枚 ず つ に束 ね,40本 ぐ らいず つ 持 って売 りに 出 た」*。こ こで は,カ ゴ

を 作 る人 た ちは,農 業 の あ い まに カ ゴ を作 る人 も なか に は い たが,ほ とん ど専業 で カ

ゴ を こ し らえ て い た 。 多賀 大 社 へ 参 詣 に くる人 た ちの な か に も,こ こで こ し らえ た カ

ゴを 買 って ゆ く人 た ち が お り,そ の た め,敏 満 寺 の 名 は湖 東 湖 北 の地 域 に ま で よ く知

られて いた 。

5.三 重県志摩郡大王町波切

 a.と こ ろ

大 王町 に面 積12.86km2,人 口は74年3月 の 数 字 で10,361(世 帯 数2,834)で,志 摩
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半 島 の付 け根 の部 分 に位 置 して い る。町 の全 体 の 面積 の約27%が 山 林,9 ｰoが 田,22

%は 耕地 で,耕 地 は一 部 で 温 室 園 芸 が行 わ れ て い るほか,コ メ ・ム ギ ・サ ッ マ な ど の

栽 培 に あて られて い る[大 王 町 1974:1]。 町 の産 業 で 決定 的 に重 要 な の は漁 業 で,

漁 業 に従 う人 の割 合 は3200に お よ び,第2次 ・第3次 産 業 に従 う人 た ちの 割合 と,ほ

ぼ 同 じ割合 を 占 めて い る[大 王 町 1974:3]。 漁 業 の う ち一 般漁 業 で は,カ ツ オ の1

本 釣,定 置網,刺 網,採 貝,採 草 が さか ん で,そ の ほか 真 珠 の養 殖 が 知 られ,漁 業 経

営 体426の うち201が そ の仕 事 に 従 って い る と い う[大 王 町1974:14]。 町 の東 の端 に

は大 王 崎 の灯 台 が,そ して 西 側 に は英 虞 湾,そ れ に湾 内 を望 む こ とが で きる 登茂 山 が

あ り,74年 次 で こ こを訪 れ た 観 光 客 は約30万 とい わ れ て い る。

  b.タ ケ

 材 料 の タヶ は,昔 か ら伊 勢 市 内 に大 き な タケ 屋 が あ り,そ こか ら仕 入 れ て い た とい

う。 こ こで は,「 昔 か ら立 竹 に は マダ ケ が,廻 し竹 に は モ ウ ソ ウダ ケ が つ か わ れ て い

る」。*こ こで は立 竹 を シ ンダ ケ(芯 竹),廻 し竹 を ツ ク リダ ケ と呼 ぶ 。「マ ダ ケ は18.18

cmも の で1束6本,21.21 cmの もの で5本 に ま とめ,18.18cmか ら24.24 crnの

もの まで を 買 って い た」*。

 「買 って お い た タケ は,カ ゴを編 む と き,ナ タで,18.18cmの もの だ と4つ に 大

割 に し,そ れ を ま た4つ ず つ に小 割 に し,16枚 に割 り,小 割 した もの を,立 竹 に す る

の な ら5枚 か ら6枚 に剥 い で ゆ く。 ヘ グ と きに は 内身 か ら2枚2枚 に と って ゆ き,皮

竹 も身 竹 もすべ て 使 うよ う にす る」*。 「と くに,い ちば ん 内側 の 身 竹 は強 い か ら,そ

の性 質 を 利用 す る」*。これ が こ この カ ゴ細 工 の ひ とつ の特 徴 とな って い る。

 い っぽ う,「 廻 し竹 は,27.27cmの モ ウ ソ ウダ ケだ と11枚 に 割 って6枚 に剥 ぐ」*。

竹 割,竹 剥 の こ とを,こ こで は タ ケ ゴ シ ライ とい って い る。 これ に つ か わ れ る ナ タ は,

刃 の長 さ15cm刃 の 幅3cm,柄 の 長 さ10cmの 両 刃 の ナ タで あ る。「剥 い だ タケ は

乾 燥 させ,束 ねて お き,使 うと き改 め て2時 間 か ら3時 間,場 合 に よ って は2日 か ら

3日 も水 につ け てか らつ か う」*と い う。 仕 事 場 は道 に面 して い るが,そ して,主 屋

はや や 奥 ま った と ころ に あ るが,仕 事 場 の 裏 手 に は,3.33mに99.99℃m,高 さ

99.99cmの コ ン ク リー トの水 槽 が つ くられ て いて,常 時,タ ケ を水 に ひた せ る よ う

に な って い る。「立 竹 はカ ゴ の底 の幅 の3倍 の長 さ,廻 し竹 は,で き るだ け長 い もの,

5。45mぐ らいの もの を 用 意 す る」*。

  c.編 み方

 「ア ワ ビ の イケ カ ゴの場 合,立 竹 は長 さ1.52m,廻 し竹 は2.61 mに とる」*。 立 竹

は2本1筋 で構 成 され て い るが,「 まず,立 竹 を2枚 ず つ,モ トウ ラ打 ちか え て1組

に し」*,1本 の タケ の モ トの ほ う と,も う1本 の タ ケ の先 の ほ う とが い っ し ょに な る

よ うに 組合 わせ,「それ を タテ ヨ コ5筋 ず つ 組 む」*。イケ カ ゴの 寸 法 は,タ テ26.66cm,

ヨコ28.18cm,高 さ27.27 cmで あ るO「 昔 か ら規 格 が き めて あ るの で,仕 事 場 の ゴ
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ザ の 上 に そ の寸 法 で 墨 を ひ いて お く」*。カ ゴを 編 む とき に は,墨 に そ って タケ を 組 め

ば よい ば か りに して あ る。

 「立 竹 を 組 ん で しま うと,ア テ モ ノ(当 て 物)と い って,目 を ふ さ ぐタケ を い れ,

底 の廻 し竹 を い れ て ゆ く。 廻 し竹 は,巻 きは じめ,と くにや わ らか い幅 のせ まい タケ

を いれ る(そ う しな い と堂 々 め ぐりに な って,い つ ま で も上 へ あが れ な い)。 隅 の と

ころで は,タ ケ を手 で ネ ジ って,ま わ して ゆ く」*。 この と き,作 り手 は,底 の ま ん な

か に足 を か け,腰 を深 く折 りま げて,太 さ15mmく らい の長 さ20 cmの 丸 竹 を 立

竹 の あ いだ には さみ な が ら,廻 し竹 が立 竹 の あい だ に は い りや す い よ うに し,身 体 を

廻 しなが ら,バ タバ タ と音 をた て て 廻 し竹 を か けて ゆ く。 廻 し竹 は腰 立 まで に4回 廻

して い る。

 以 下 同様 に胴 を 編 み,縁 の と ころま で編 み お え る と,立 竹 を 曲 げ,「 あ る立 竹 の先

を,向 か って 右 側 の 立竹 に か け,外 側 か ら出 し,左 側 の3つ 目 の立 竹 の 目に さ して ゆ

く」*。 この よ うな縁 作 りの こ とを,こ こで は エ ビ マキ と呼 ん で い る。 エ ビマ キ に対 し

て ホ ンマ キ と い う縁 の 作 り方 もあ り,「 立 竹 の 先 を あ る長 さ に切 り,細 か く裂 き,そ

の外 側 ・内側 に マキ ダ ケ を 蛇腹 に巻 い て ゆ く。 しか し,数 で こな さ な けれ ば な らな い

よ うな カ ゴ に は,そ ん な 手 間 のか か る よ うな こ とはで きな い か ら,エ ビマ キ に す る」*。

 こ う して,カ ゴの 本 体 が で き あ が る と,主 屋 の まえ の ニ ワに な らべ て干 し,仕 事 場

の2階 に あ げて 貯 え て お く。 「い ち どに100ヵ ゴ,200カ ゴの 注 文 が珍 し くな い か ら,

日頃 か ら作 りた めて お く」*。売 る とき に は,太 さ8mmの ワ ラ縄 でか が り,皮 袋 の

よ うに 口 を前 後 に締 め,口 の 半分 を網 状 にか が って しま う。 「12年前 か らポ リの ネ ッ

トが つ か わ れ る よ う に な って,い ま で は ワ ラ縄 は つ か わ な くな うた が,ワ ラ の ほ うが

適 度 に水 分 を保 って くれ るの で,そ の ほ うが 中 の ア ワ ビの た めに は よ い と い う人 が 多

い」*。

 つ い,い ま しが た作 られ た ア ワ ビの イケ カ ゴの 実例 につ いて み る と,底 の タ テ ヨコ

は27cmに32 cmで,お 互 い の割 合 は,短 い辺 に対 して 長 い辺 が,ほ どよ く1:1.2

とな る こ とが わ か る。 高 さは25cm,重 さ1.5 kg,底 が矩 形,口 が 楕 円形 で,口 は底

よ りも前 後 が せ ま く,そ のぶ ん 左 右 の方 向 に開 い た 形 に な って い る。 これ は カ ゴ の形

と して は 異 色 で あ る。

 底 は4つ 目潰 しで,タ テ ヨ コ5筋,お おむ ね 幅10か らllmmの 身 竹 を2本1筋

に して 組 ん で あ る。 目 はか な り大 き く,タ テ ヨ コ4cmで,目 潰 しには,中 央 の2列

が幅4 cm厚 さ3mmの 板 状 の皮 竹 と身 竹(1つ の タ ケ を皮 と身 に 剥 いだ も の),両

端 に は,幅10mm厚 さ4mmの 幅 のせ ま い,そ して身 の 厚 い 身竹 がつ か わ れ て い る

が,こ の 両 端 部 分 は 中 央 の2列 と編 み 方 を や や か え てザ ル 目編 に な るよ うに 目潰 し竹

を い れて い る。 底 の 中 心 部 が で き あが る と,幅16mmの 身 竹 を廻 し竹 に して ザ ル 目

編 が は じま るが,な お,底 の前 後 に は,枕 の よ うに,27.5cmに 幅15mm厚 さ6mm
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の タケ が立 竹 の上 に1本 ず つ い れ て あ り,底 の ま ん なか が持 ちあ が るよ うに作 られ て

い る。 この カ ゴ は,主 と して 幅 の ひ ろ い,し か も厚 み の あ る身 竹 で つ く られ,作 りた

て の カ ゴ の表 面 に は タケ の ケ バ が の こされ,い か に も荒 々 し く,大 胆 に 編 んで あ る が,

しか し,よ くみ る と,意 外 な く らい細 か い配 慮 が 随所 に み られ る。

 胴 はザ ル 目編 で,廻 し竹 には,途 中1本 の 皮 竹 を 除 き,幅20mm厚 さ2mmか ら

3mmの 身 竹 が つか われ て い る。 縁 の仕 上 げで は,立 竹 同志 を組 む だ けの 共 縁 で,縁

の と こ ろま で きた2本1筋 の 立 竹 は,そ こで 重 ね あわ され,右 隣…の立 竹 を 軸 に して,

内側 か ら外 側 へ とぬ け,左 側4本 くらい 隣…りの立 竹 の 目 に さ し こん で とめて い る。

 口 の半 分 は太 さ7mmの ワ ラ縄 で 網 状 の おお いが か け られ,伺 じ縄 を3本 束 ね て

シ ンに し,そ れ に同 じ縄 を ま きつ けて,太 さ20mmの 手 が つ け られ て い る。 ワ ラ網

は,は じめ立 竹 が 縁 の と ころで つ くりだ す 目 をOq字 状 に ひ とつ ひ とつ か らげて ゆ き,

それ を も とに して 次 第 に 網 の ま ん なか を 編 ん で ゆ く方 法 が と られ て い る。手 のつ け方

も,簡 単 で,し か も実 用 性 に 富 ん で い る とい え よ う。

  d.種 類

 ア ワ ビの イ ケ カ ゴ は 「ア ワ ビを 波切 の市 場 へ 出 し,セ リに か け る の につ か わ れ た」。

イ ケ カ ゴに は,ヒ トカ ゴ7.5kgは い るので,こ れ が 取 引 の 単 位 で もあ った。 こ の カ

ゴ は 「昔 か らこ の カ ゴば か りを 専 門 につ くって い た とい う く らい,多 量 に 生 産 され

た 」*。イケ カ ゴ と同 じ系 統 の カ ゴは,ア コヤ ガ イ の母 貝 を い れ て卵 を は かせ る と き に

つか う。 この カ ゴは,タ テ271.27cm,ヨ コ36.36 cm,高 さ21.21 cmで,縁 は や は

りエ ビマ キ,立 竹 に はL39m,廻 し竹 に は2.90 mの タケ がつ か わ れ た 。

 「昔 よ く作 られ た の は,直 径L82 m高 さL36 mも あ る ボテ ン とい うザ ル 目編 の

カ ゴ で,口 は蛇 腹 巻 きで,胴 が ビ クの よ うに ふ く らみ,口 は す ぼ ま って い て,カ ツ オ

の エ サ を い れた り,昔 は海 に 沈 め てお い て,イ ケ カ ゴ と して も利 用 した 。 浜 に は,20

も30も ボ テ ンが み られ た もの だ った」*。ボテ ンは 「大 正 頃か ら1950年 頃 まで さか ん に

作 られ,年 に100ぐ らい作 った こ とも あ るほ どだ った が,そ して,秋 口か ら冬 に か け

て,ボ テ ン作 りに追 わ れた もの だ が,コ ワ リとい う4角 な シ ュ ロの袋 が つ か わ れ る よ

うにな って,つ か わ な くな って しま った」*と い う。

 ほか に,「 浜 へ さ げて い って,サ ザ エ や そ の ほか の 貝 な どを拾 った とき にい れ た り

す る イ ソカ ゴ とい う,皮 竹 だ けで 編 ん だ,底 が21.21cm,高 さ21.21 cm,ホ ン マキ

の縁 を もつ カ ゴ,そ れ に,1955年 頃 ま で は シイ ラ漁 の と きの ハ エナ ワ用 の6つ 目 カ ゴ

な ど が作 られ て いた」*。

 波 切 で は,こ う して,大 分 の注 文 に 応 ず る た め,カ ゴ作 り に も量 産 の た めの 特 別 な

工 夫 が な さ れて いた 。 カ ゴの作 り自体 を 簡 明 で作 りやす い もの にす るの もそ の ひ とつ

だ し,規 格 が き ま る と墨 を 引 い て,型 を 作 る の もそ の ひ とつ,そ して,明 治時 代 か ら,

カ ゴ屋 の人 た ち の あ いだ で は,そ れぞ れ,カ ゴの 寸 法 を符 丁 に よ って 書 き とめ て お く
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工夫 が な され た 。 た とえ ば,「 覚 帖 」 とい う記 録 の あ る ペ ー ジを み る と,

 五 ・○

新 一 ・三 ・四 ・ニ

エダ  五 ・五 ・五

ソ  三 ・八 ・〇

三  三 ・一 ・○

打  三 ・○

中  ・六 ・五

,ここで,五 ・○ は1.52mの ボ テ ンの こ と。 ボ テ ンに は立 竹 が12本 組 の もの と32本

組 の もの とが あ り,4.84cm幅 の立 竹 と1.52 cmの 幅 の廻 し竹 が つ か わ れ た。 立 竹

は6本 ず つ 米 の字 型 に組 合 わ せ,底 で2組 の米 の 字 の ま ん なか を シ ュ ロの紐 で かが っ

て お さ え,そ れ が骨 組 に な って ザ ル 目編 がつ く られ て ゆ く。 タケ に は太 い タ ケ とい く

ぶ ん細 い タケ とが あ る。 そ こで,「 上 の組 に は太 い タケ,下 の組 に は細 い タ ケ が くる よ

うに して2つ を 重 ね あ わせ る」*。 こ う して骨 組 の強 度 を た か め る とい う。 「ボ テ ンは

胴 が ふ く らん で い るので,立 竹 の 間 隔 は胴 の張 りに近 づ くに した が って 開 い て ゆ く」*。

そ こで,立 竹 と立 竹 との あ いだ に追 加す る立 竹 の こ とを エダ と い う。「新 」 は シ ンで,

も と も とか らの 立 竹,「 枝 」 は追 加 の立 竹,「 ソ」 は底 の 幅,「 三 」 は3番 で綱 を つ け

る胴 の廻 し竹 の増 加 部分 の こと,数 字 は長 さ を表 して い る とい う。

 「終 戦 当時,志 摩 先 島 で カ ゴ屋 を して い る もの は15,6軒 あ った 。 それ が10年 前 に,

真珠 の養 殖 カ ゴ専 門 に 転 向 し,真 珠 の 養殖 が下 火 に な る と と もに カ ゴ細 工 も,た い て

いや めて しま った 」*と い う。 カ ゴ屋 の人 た ち は,志 摩 カ ゴ屋協 同組 合 を つ くり,昔

は盆 と正 月 に宿 を もち まわ りで寄 合 い,カ ゴの 値段 の協 定 な どを した とい う。

皿.若 干 の 考 察

 1. これ ま で,私 た ち の あ いだ で は,近 畿 地 方 の タケ カ ゴ細 工 とい え ば,と か く伝

統 的工 芸 タケ 細工,な い し,美 術工 芸 と して の タケ カ ゴ細 工 に ひ きつ け られて きたせ

い か,昔 か ら生 活 に密 着 した カ ゴ細工 に は,余 り 目が む け られな か った とい う こ とが

で きる。 それ は,タ ケ カ ゴ のみ に 限 らな い。 他 の 在 来 の生 活 用 具 の 研 究 で も,か え っ

て近 畿 は空 白 地帯 と して残 され て い た とい って よい 。 しか し,す くな く と も,こ こに

一 例 と して 紹 介 した吉 野下 市 口 の ヨ シノ カ ゴ,滋 賀 県 敏 満寺 の4つ 目 カ ゴ,亀 岡毘 沙

門 の イ ドコ,大 王 町波 切 の イ ケ カ ゴを みて も,そ れ ぞ れ,き わ だ っ た特 徴 を も ち,生

活 造形 の面 か らも きわ め て注 目す べ き もの が あ る と いえ よ う。 こ の よ うな 例 は,そ の

他 の近 畿地 方 の タケ カ ゴ細 工 に も,多 くみ られ よ う。

 2.タ ケ作 りで い え る こ とは,マ ダ ケ や ハ チ ク の4年 もの とい った比 較 的大 きい タ
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ケ が 材 料 で,身 竹 の部 分 が 充分 に 活用 され て い る こ と,編 み 方 で は,幅 の ひ ろい 身竹

を 立 竹 ・廻 し竹 に用 い,4つ 目,ア ジ ロ,ザ ル 目編 な ど の系 列 の タ ケ カ ゴ が作 られ て

い るの が 印 象 的で あ る。 と くに,吉 野で は0種 の ア ジ ロの 系 統 の カ ゴ の編 み 方 を ヨシ

ノ カ ゴ と して,斜 行 の ア ジ ロ と識別 して い る。 ま た反 面,毘 沙 門 の イ ドコ の よ うに,

キ メの 細 か い廻 し竹 の ザ ル 目編 の カ ゴが,ヒ ゴ モ ノ と呼 ば れ,ヒ ゴ モ ノ に も手 が た い

作 例 が 多 くみ られ る。

 3. こ う した タケ カ ゴ細工 の水 準 を さ さえ た もの と して,都 市 や周 囲 の農 村 に お け

る生 産 の た か ま り,そ の うえ に展 開 した需要 の 拡大,そ う した 需 要 に応 じるた めの タ

ケ カ ゴ 細工 自体 の 生 産 の 体制,な い しは技術 の深 ま りを あげ る こ とがで き る。 そ う し

た 傾 向 を 具体 的に 示 す もの と して,作 り手 の側 の製 品 の 単 純 化,専 門化 へ の 傾斜 を み

る こ とが で き る。 その な か に は,山 添 村 岩屋 の よ うに,地 域 ぐるみ イ カ キ を専 門 に生

産 した と ころ もあれ ば,下 市 口 や敏 満 寺 の よ うに ほ とん ど同 じ形 の 同 じ手 法 に よ るタ

ケ カ ゴ が,ほ ぼ一 貫 して 作 りつ づ け られ た 場合 もあ る。

 4・ 需 要 の深 ま りに応 じて,タ ヶ カ ゴの生 産 に も,量 産 化 へ の努 力 が な され る。波

切 の イ ケ カ ゴ や ボ テ ンの よ うに標 準 の カ ゴを も とに して,規 格 が 数値 化 さ れ,ま た 墨

ひ きま で して い る人 もあ り,岩 屋 の よ うに,生 産 の プ ロセ ス に 応 じた家 内分 業 に よ っ

て量 産 を行 う人 た ち もあ る。量 産 化 の前 提 に は,そ れ を 可 能 に す る タ ケ作 り(タ ケ こ

し らい)の 過 程 が あ る。 そ の 様子 は敏 満 寺 の4つ 目 カ ゴや 波 切 の イ ケ ス に も,下 市 口

の ヨ シノ カ ゴ に も,よ く現 わ れ て い る。 それ らの カ ゴ には,決 して 高 くな い材 料 を つ

か って,あ らい,量 産 的 な手 法 で編 んで あ るに もか か わ らず,か え って た くま しさが

感 じ られ る。

 5.最 後 に,こ う した タケ カ ゴ細 工 の製 作 技 法 が,実 は,過 去 に地 域 ぐる みで タケ

細 工 に と り くんで いた,そ の 遺 産 の うえ に成 立 って い る ことを 忘 れ る こ とがで き な い。

そ の 昔,輸 出 品ま で こ し らえ た毘 沙 門 の竹 器生 産協 同組 合 の例 が そ の よ い例 で あ る。

今 日の こさ れて い る タケ カ ゴ 細工 は,お お か れ す くなか れ,そ う した経 験 の蓄 積 をふ

ま え て行 わ れて い る。

 と ころ が,以 上5点 の ひ とつ ひ とつ を と って みて,そ れ が 近 畿 の タ ケ カ ゴ細 工 のみ

に 固有 の こ とか とい え ば,そ うで は な い。 同 じよ うな事 例 は,こ れ ま でみ て きた,東

北 に も,関 東 地 方 に も,そ して,中 部 地 方 の タ ケ カ ゴ細 工 に も指 摘 す る ことが で き る。

しか し,に もか か わ らず,近 畿 の タ ケ カ ゴ細工 につ いて は,以 上 の5点 を改 めて 地 域

的 な 特徴 と して あ げて み た い と思 う。
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          附図1

1 ヨシノカゴ(奈 良県吉野郡大淀町下市 口)

2 テカゴ(滋 賀県犬上郡多賀町敏満寺)

3,4 イ ドコ(京 都府亀岡市毘沙門)

5,6 イケカゴ(三 重県志摩郡大王町波切)

628



中村  近畿地方のタケカゴ細工
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         附図2

1 ヨシノカゴの底編

2 テカゴの底 編

3 イ ドコの底編

4 イケカゴの底 編

5 イケカゴの 口

6 イ ドコの底(内 側)
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1    2
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5    6

附図3 1か ら6 4つ 目カゴの底編(滋 賀県犬上郡 多賀町敏満寺)
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1    2

3    4
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附図4 1か ら5 4つ 目カゴの底編(滋 賀県犬上郡多賀町敏満寺)

    6 三重県志摩郡大王町波切のイケカゴの乾燥状況
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