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関東地方 タケカゴ細工の展開

一 日本列島におけるカゴ細工の諸系列 (2)

中 村 俊 亀 智*

1.問 題提起

且.5つ の事例

 1.群 馬県利根郡月夜野町師

 2.千 葉県夷隅郡大原 町深堀

 3.埼 玉 県大里郡寄居 町

 4。東京都町 田市中宿

 5,埼 玉 県秩父郡野上町

II,若 干の考察

1.問 題 提 起

 関 東地 方 の タ ケ カ ゴ細 工 は,東 北 の タケ カ ゴ細 工 が 素材 の 異 な る3つ の カ ゴ細 工 の

流 れ(ネ マ ガ リ ・シ ノ ・マ ダ ケ の カ ゴ細 工)に よ って 区切 られ て い るの に 対 し,お お

む ね,マ ダ ケ を素 材 と した タケ カ ゴ細 工 の展 開 と して と らえ る こ とが で き る。 関東 地

                 はば                      かわだけ                         みだけ
方 の カ ゴ細 工 は,マ ダ ケ を いか した,巾 の ひ ろ い皮 竹 や 身 竹 を 利 用 した大 型 の クズハ

キ カ ゴ ・シ ョイ カ ゴ ・養 蚕 につ か わ れ る各 種 の カ ゴの 盛 行 に よ って 特 徴 づ け る ことが

で き る。

 そ の 有 様 は,数 こ そ す くな い け れ ど も,NME(国 立 民族 学 博 物館National

Museum of Ethnologyの 略)所 蔵 の資 料 に よ って うか が う こ とがで き よ う。NME

                               ざるめあみ                            ともぶち
所 蔵 の 標 本 に は,廻 し竹 に 巾2な い し3mmの 皮 竹 を用 い た共 縁 の旅 目編 の背 負 カ

ゴや 底 す ぼ ま りの 旅 目編 の 背負 カ ゴ もみ られ るが[文 部 省 史 料 館(以 下 文 史 とい う)

1968:8,12],筑 目編 の カ ゴの 外 側 に大 きな6つ 目の カ ゴを か ぶせ た ,い わ ゆ る ク レ

コ ミの 背 負 カ ゴ[文 史1968:8]や6つ 目 の カ ゴ の 目を 巾25mmの 身 竹 で ふ さい

だ 目潰 しの カ ゴ[文 史1968:8]が 印象 的 で ,小 さ い もの で は,丈 夫 な,量 感 の あ

る東 京 湾 の 海 苔 洗 いザ ル[文 史1968;36,50],コ メ アゲ ザ ル[文 史1968:50],

                                    つく
ミソ コ シザ ル[文 史1968:50],ま るい オ カ メザ ル[文 史1968:56],や や 荒 い作 り

の カ ゴで は,6つ 目の野 菜 カ ゴ[文 史1968:76]や カ ズ ギ カ ゴ[文 史1968:78]な

どを あ げ る こ とが で き る。

 そ れ な ら,関 東 地 方 の タケ カ ゴ細 工 は,手 法 の うえで,ど の よ うな基 礎 の上 に,そ
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して0ど の よ うな生 産 ・生 活 と結 び つ いて,育 て られ て きた の だ ろ うか 。小 文 は,最

近 の 採訪 の結 果 を もと に して,こ の点 を追 ってみ た もので あ る。

 今 回 もま た,以 下 の ま とめ に あ た って0次 の原 則 を ま もる こ とに した 。

 1 採訪 に ゆ くま え,図 録[文 史1968]を 検 討 し,そ の な か か ら関東 地 方 の カ ゴ

細工 につ い て の資 料 を え ら びだ し,そ の うち特 徴 的 な カ ゴ につ い て の記 事 を手 掛 りに

して0所 用地 を確 か め,現 在 で もカゴ を 作 って お られ る方 々,ま た は ご く最 近 ま で カ

ゴを 作 って お られ た方 々を たず ねO

  a材 料 は ど の よ う に用 意 され た か

  b カ ゴ は ど の よ うに作 られ た か

  c どの よ うな カ ゴが 作 られ て き た か

の3点 を 中心 に,お 話 を うか が い0そ の結 果 を 聞 き書 の形 に ま とめ,聞 き書 を 引 用す

る形 で,こ の 小 文 を ま とめ た 。

 2 これ らの お話 は,論 文 に お け る引 用 とま った く同 じよ う に,い ち い ち0話 に同

席 して 下 さ った方 々の名 前 もい っ しょに,註 記 して根 拠 を 明 らか にす べ きで あ るが,

い ろ い ろ考 えた す え,小 文 で は一 切 本 文 中 には 個 人 の お 名前 は だ さな い こ とに した 。

しか し,聞 き書 を ま とめ る過 程 で 書 き ちが い や 思 い ち が い が あ っ た と き に は,す み や

か に訂 正 させ て い た だ きた い と思 う。

 3 こ の小 文 で は,技 法 につ い て の 聞 き書 を 引用 す るだ け で は な く,た とえ そ れ が

そ の 土地 の カ ゴ細 工 の 代 表 的 な 例 で な い に して も,聞 き と りを確 め,理 解 す るた め に,

自分 がつ か え るよ うな カ ゴ を 買 って きて,し ば ら く手 元 に お いて 使 い,ま た 作 り方 を

観察 し0そ の 印 象 を つ き あ わせ て み た。 実 際 に カ ゴを 作 って お られ る方 々 と,博 物

館 の資 料 の整 理 か ら 出発 した わ た した ち とで は,カ ゴの 見方 も自 ら当然 異 な るか も し

れ な い が,こ の よ う に して,こ れ まで 気 付 か れず にい た 点 を で き る だ け掘 り お こ そ う

とつ とめ た 。

 4 カ ゴ細 工 の用 語 は 必 ず し も一定 して い な い が0こ こで は ご く簡単 に,カ ゴ を作
           どうあみ ふち し あ                       こしだ        そこあみ

る過程については底編 ・胴編 ・縁仕上げ,そ れに底編から胴編へうつる過程の腰立て

の4つ を区別 し,タ ケ作りの過程では,タ ケを所定の長さに切り,そ れを縦割(唐 竹
                  こわり                        へ

割)す る過程,そ れをさらに細かく割 る小割,タ ケの厚さをそろえるタケ剥ぎの4過
                       かわだけ  みだけ

程を区別した。カゴを編む材料としてのタケには,皮 竹と身竹をわけ,6つ 目や旅目
                だけ                            たちだけ              まわ

で水平方面にいれてあるタケを廻 し竹,タ テ方向にいれ られているタケを立竹という
                   ちからぼね            よ  めあみ  む

こ とに し,補 強 の た め いれ る丈 夫 な タケ を力 骨 と した。 編 み 方 に は0                               4つ目編,                                    6つ
           いちまつ                             めつぶ       ざるめあみ   あじろあみめあみ

目 編,網 代 編,旅 目 編 市 松,そ れ に 目 を 廻 し竹 の 仲 間 で ふ さ ぐ 目潰 し,目 を や や あ け
 め す            ふちま だけ         まきぐち    じやばらま

る 目 透 き,縁 仕 上 げ に つ い て は,縁 巻 き竹 を つ か って 縁 を か が る 巻 口 仕 上 げ 蛇 腹 巻
     の だぐちし あ                            ともぶち

き0そ れに野田口仕上げ,縁 巻き竹をつかわず立竹同志を組合せて縁をつくる共縁な

どの用語をつかうことにした。筑目編に6つ 目をかぶせ るカゴの編み方を,こ こでは,
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くれ こみ とい う こ とに した 。 な お,小 文 で は ザ ル も カゴ も,ひ と ま とめ に して カ ゴ と

よ ぷ こ とに した 。

 5 地 元 で の 呼 び 名 は,従 来 の慣 例 に した が って 片仮 名 で表 記 し,聞 き書 か らの 引

用 に は*を つ けて 拠 り ど ころ を あ き らか に した。

 6 関 東 地 方 の タケ カ ゴ 細工 で は,以 下 に と り あげ た もの 以外,ど う して も伊 豆 七

島 の カ ゴ細 工 につ いて 触 れ ね ば な らな い 。 しか し,そ れ に つ い て は昔 ま と め た こ と も

あ り'[中 村1969:309-312],南 西 諸 島の カ ゴ細 工 との 関 係 も問 題 に しな け れ ば な ら

な くな るので,こ こで は 触 れ な い こ とに した 。 また,関 東 地 方 の タケ カ ゴ細 工 の展 開

を 考 え る場 合,近 郊 農 業 と結 び つ い た疏 菜 出荷 用 の カ ゴ細工 に つ い て も是 非 問題 に し

な けれ ば な らな い が,ど う した わ けか,今 回 の 採 訪 で は 寄 る こ とが で き な か っ た の

で,別 の 機会 に,あ らた めて 確 か めな おす こと に した い と思 う。 また,家 庭 の台 所 用

の ザ ル や カゴ に つ い て も,こ こで は時 間 的 に と りあ げ られ な か った の で 別 の機 会 を ま

ちた い。

皿. 5つ の 事 例

        っき よ の まちもろ

1.群 馬県利根郡月夜野町師

  a.材 料 は どの よ うに して 用 意 され た か

 関 東 地方 は,お お ま か にみ て,関 東 平 野 とそ れ を と りま く周囲 の 山地 の 地 帯,そ し

て海 岸 地 帯 の3つ に わ け てみ る こと がで き る。 そ の うち 山 間 の地 帯 で は,ど のよ うな

タ ケ カ ゴ細 工 が 行 わ れ て い た の だ ろ うか。

 月 夜野 町 は人 口ll,000,面 積70.8km2,こ の地 方 の 中心 地 の 沼 田市 か ら町 の 中心

まで は約6km,町 の 中心 か ら上 越 国 境 まで は約25 kmの 場所 に あ る。 町 の まん な

か を利 根 川 と国 道291号 線 がは しり,そ の 両 側 の 標 高400mか ら55 mに か けて,

段丘 の うえ に聚 落 が い とな ま れ,水 田 が階 段 状 に ひ らか れ て い る。

 こ こで は カ ゴ細 工 にマ ダ ケ が つ か わ れて い る。 「材 料 のマ ダ ケ には,縁 巻 き につ か

う1年 目の シ ンコ以 外03年 か ら6年 まで の もの が適 して い る*」 とい う。 毎 年9月

か ら冬 至 まで の あ い だ に切 った タケ は年 中つ か え る とい って,そ の あ い だ に 切 りた め

て お く。 タ ケ切 りに は竹 籔 か ら1本1本 選 ん で 切 って くるの と,ま とめ て 束 に して 買

う場合 とが あ り,タ ケの1束 は 昔 は9本 で,下 か ら3節 目の 周 囲 の長 さ に よ って,

30・3cmは1本1束027.3 cmも の で1束1本 に12.l cmの も の を1本 つ け,

24・2cmの タ ケで1束2本 の割 で束 ね て く る。

 こ こで は,立 竹 を ツ ク リダ ケ,廻 し竹 を オ ビダ ケ と呼 ん で い る。 キ ノ バ カ ゴで は,

立竹 に4ヒ ロ半 の長 さ の タ ケを15本 な い し18本 用意 す る。廻 し竹 は長 さ6ヒ ロ半 で5
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本 用 意 して お く。 「タ ケの 長 さは す べ て 身 体 で 計 り,と くに物 差 は つ か わな い*」。

 カ ゴを つ く る とき に は,用 意 して お いた ダ ケを タケ ッポ ナ タ(錠)で2つ に縦 割 に

し,立 竹 は12mmの 巾 に,廻 し竹 は13.6 mm の 巾に小 割 して ゆ ぐ。 そ の お の お

の を皮 と身 の 部 分 に 剥 ぎわ け,「 身 竹 の ほ うは 全 部燃 料 に して,も や して しま う*」。

  b. カ ゴは どの よ うに して作 られ た か

 キ ノハ ヵ ゴは,口 の 直 径,胴 の 高 さと も66.7cmの6つ 目の カ ゴ で あ る。 これ を

編 む に は,は じ あ,立 竹 を2本,目 分 量 で 平 行 にな らべ,そ れ に交 叉 す るよ うに,な

な あ に立 竹 を加 え,順 に6つ 目を 構成 して ゆ く。 最 初 の6つ 目の うえ に 足 を のせ0コ

シをか が めな が ら順 次 身 体 の方 向 を か え,銘 で タ ケ同 志 の 目を締 め な が ら作業 を して

ゆ く。

 底 編 が お わ る と腰 立 て に か か る。 「ツ ク リダ ケ を 目見 当 で た わ めて お き,2本 と び

2本 と び の要 領 で,'い ちば ん 下 の オ ビを か け,ツ ク リダ ケを とめ て しま う*」。 い ち ば

ん下 の廻 し竹 に は 巾の せ まい 丈 夫 な 皮竹 がつ か われ る。 「ツ ク リダ ケ15の とき は底 ま

わ りに5角 と6角 の 目が 順 にな らぶ 。 ツ ク リダ ケ18本 の と き には6角 の 目が2つ ず つ

つづ き,そ れ に5角 の 目が ひ とつ は い る こと に な る*」。

 廻 し竹 は3廻 し し,端 を 切 り お とす 。

 縁 まで き た立 竹 は最 上 段 の 廻 し竹 を こえ た と こ ろで ま る く擁 め 「出会 った立 竹 に は

さみ こみ,途 中 ッ ク リダ ケ と同 じよ うに オ ビ に か らませ な が ら,そ の ま ま底 まで お ろ

して ゆ く*」。縁 まで きた 立 竹 には,右 む き の タ ケ と左 む きの タケ とが あ るが,実 際 に

は 「は じめ に右 む き の タ ケだ けを 手 前 に 曲 げ て お き,そ の あ と残 りの左 む きの タケ を

反 対 側 に曲 げ,そ れ ぞ れ 出会 った ツ ク リダ ケ に合 せ て ゆ く*」。 そ の 結 果,「 ツ ク リダ

ケは,隣 りの ツ ク リダ ケ を1本 こ えた,2本 目隣…りの ツ ク リダ ケ に さ し こむ こ とに な

る。 出会 った タケ を はず し,つ ぎの 山 の と ころへ 重 ねて ゆ く*」。 こ う した 縁 作 りの こ

とを,こ こで は ヒ ッケ エ シ(引 返 レ)と い って い る。

 これ に対 し,「 縁 の と ころ で ッ ク リダ ケの 先 を 細 か くサ サ ラに割 り,縁 に巻 き こみ,

そ の両 側 に 縁竹 を あ て,そ の うえを シ ン コで3回 巻 く縁 の こ とを マ キ ブチ とい う*」。

「ヒ ッケ エ シ とマ キ ブチ で は,ツ ク リダ ケ の タ ケ ゴ セ エ(竹 こ しらい)も ち が い0ヒ

ツ ケ エ シの と きに は,ツ ク リダ ケ の両 端 の75.8cmの と こ ろを 薄 く削 り,タ ケ が う

ま く重 な りあ い や す い よ うに して お く。 こ う して お くと,編 んで い る と き タケ の先 が
                                 

自 由 に動 き,返 す と き に も細 工 しや す い*」。 「タケ の先 が こ わい と,な か な か 目に と

お らな い*」。

                               しも じぬまた
 同 じ利 根 郡 の な か で も,2つ の 縁 作 りの分 布 が は っ き り ちが い0「 下 の 沼 田市 で は

マ キ ブ チ,山 手 の水 上 町 で は ヒ ッケ エ シ,月 夜野 町 は ち ょ うど 中間 な の で0師 の カ ゴ

屋 は両 方 へ 仕 事 に い って い たか ら,両 方 の 縁 の カ ゴ が つ か われ た 。 峠 む こ うの新 潟 で

は ア ワセ ブチ とい って*⊥ 野 田 口仕 上 げ の カ ゴが つ か わ れ た。
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 カ ゴ 作 りで,「 い ちば ん 難 しい の は コ シ タテ で,第1の オ ビ(最 下 段 の 廻 し竹),第

2の オ ビを い れ る と き が,と く にむ ず か しい 。2の オ ビが 上 へ あ が りす ぎ る と口 が 開

い て 不 細 工 な形 に な って しま う。 左 手 で オ ビが 逃 げ な い よ う に お さ え,右 手 の 小指 の

下 で オ ビを お さえ な が らツ ク リダ ケを 動 か して 目を こ し らえて ゆ く*」。 この 手 加減 が

た いへ ん 難 しい と い う。

 引返 し型 の6つ 目の カ ゴ の編 み 方 を手 元 の 標 本 につ い て確 め てみ ると,こ れ は,あ

りあ わせ の タ ケを 割 って 即 席 に見 本 に こ しら えて くれ た,口 の 直 径11.8cm・ 高 さ

11cm・ 重 さ559の カ ゴで,立 竹 も廻 し竹 も巾6mmの 皮 竹 で,そ れ を3cmの

間 隔 に な らべて6つ 目を 構 成 して い る が,お およ そ 次 の よ うで あ る。 この カ ゴで は 底

編 の6つ 目の数 は5列 で,ま ん な か の6つ 目 の数 は3つ で,端 に ゆ き次第 目 は1つ ず

つ減 って ゆ くか ら,底 の 目の 数 は 全 部 で9個 と な る。 胴 の 廻 し竹 は上 下 の 縁 の廻 し竹

まで い れ て3本 で,縁 は 立 竹 同 志 の組 合 せ で つ くられ る。底 か ら 出発 した立 竹 は縁 で

擁 め られ,出 会 う相 手 の タケ とい っ し ょに再 び胴 を下 り,底 へ お り,底 を横 ぎ り,ま

た 胴 へ で て 縁 で 曲 り,胴 を お りて 底 の 竹 とな ると い っ た経 過 を た ど る(附 図7)。

 い ま,立 竹 の軌 跡 をた ど って み るた め に,底 の竹 配 りを 図1aの よ うに写 しと り,

また,縁 にそ って で きて い る立 竹 の 曲 り 目(い わ ゆ る 「山」)を 点 で あ らわ し,そ の

おの お のの12個 の点 に時 計 の廻 りと同 じよ うに番 号 をつ け,"底 の縁 の 番号 は1,2,3,

縁 の番 号 は一,二,三 で示 す とす る と,こ の カ ゴで は,立 竹 は次 の よ うな2組 の閉 じ

た 回路(ル ー プ)に よ って配 線 され て い る こ とが 確 め られ る 。

 [{1,三,5,8,十,12,5,七,9,12,二,4,9,十 一,1,4,六,8}:A]

図1 キ ノ バ カ ゴ の 立 竹 配 り
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 [{2,四,6,!1,一,3,6,八,10,3,五,7,10,十 二,2,7,九,11,2}:B]

 この こと か ら も確 か め られ るよ う に,底 を 出発 した立 竹 は,出 発 点 か ら数 え て2つ

目の上 の縁 の 曲 り 目を と お り,2つ 目下 の底 の点(出 発 点 か ら数 え て4つ 目の頂 点)

には い り,図1bの 竹配 りで 底編 を形 作 る ことが わ か る。 A, Bそ れ ぞ れ が 底 で通 過

す る点 を結 ん で み ると図1bの よ うな1筆 書 の 図形 が え られ る。 引返 し型 の 縁 作 りの

カ ゴ には,廻 し竹 の本 数,立 竹 の 登 り具 合 によ って 別 の竹 配 りの 型 が,い くつ か あ る

こと が知 られ て い る。

  C, どの よ うな カゴ が 作 られ て きた か

 月 夜 野 町 は その45%が 山林 原 野 で,そ の うち67%が 国 有林 に よ って 占 め られ て い る。
     こ じんもち

そ の ほ か は 個人 持 の山 林 だ が,そ の ほ か18%を 占 め る共 有 林 が の こ され て い る。 田 は

全 域 の5%,畑 は12%で,農 産 物 の うち 最 も産 額 の 多 いの は,現 在 で も養 蚕 に よ る収

入 で,粗 生 産額 の34.6ｰ0に あた り,コ メの17.9 ｰoを2倍 ほ ど上 まわ って い る。1955年

には 農業 に従 うひ と た ちの 割 合 は就 業人 口の70%で あ った が,1970年 で は ほ ぼ 半 分 に

な り,そ れ に か わ って,第2次 産 業 の 比 重 が10.4%か ら21.2%,第3次 産 業 の 割合 が

19.2 ｰoか ら29ｰ0に 急 増 して い る。 こ う した土 地 柄 か ら想 像 で き るよ うに,昔 は 共 有 山
               うまや       うまやこえ

から夏草や冬の落葉をとってきて厩にいれ0厩 肥をつくり,そ れを田にいれ,農 閑期
     だちん

には街道の駄賃つけや運搬などにウマを利用 し0田 仕事のあいまに養蚕によって現金

を得 る生活がおこなわれたにちがいない。

 昔は 「どこのムラにも1人 や2人 はカゴ屋がいて,春 から夏 にかけて田仕事や養蚕

をし,農 閑期の12且 から春先4月 まではツボまわりといって利根郡一帯の村 々のお得

意をまわってあるいた。材料のタケを用意 しておいてもらい,材 料むこう持ちで,手

間で仕事をしてまわった*」。 「使 う人がみているまえで仕事をするのだから,い ちば
                                なつぐさか

ん堅 い仕 事 を しな けれ ば な らな か った*」。 こ う した カ ゴ屋 さん た ち が,夏 草刈 りや 落

葉 か き の た め の大 型 の6つ 目 カ ゴ,そ して,各 種 の 養 蚕 の た め の カ ゴを こ しらえ た 。

 「稲刈 が す ん で12月 に は い ると,山 の 落葉 か き が は じま る。 ワラ を も って ゆ き,木

の 葉 を そ れ に包 み,直 径45.5cm・ 長 さ91 cmの 束 を こ し らえ,2束 半 ず つ ウ.マ

につ けて 運 ん で く る。 ま た,1束 半 ず つ キ ノ ハ ヵ ゴに い れ て運 ん だ。 そ れ を厩 肥 に し,

ウマの 両 側 につ けた ビ クに い れ,10a当 り13ダ ンか ら15施 した*」。 キ ノバ カ ゴは 直

径,深 さ と も60cmの6つ 目 引返 し縁 の カ ゴ,ク サ カ リカ ゴ は廻 し竹 が12本 は い っ

た 直径67cm・ 深 さ82 cmの6つ 目引返 し縁 の カ ゴで,5月 ・10日頃 か ら彼 岸 す ぎ

まで,夏 草 を刈 っ て運 ぶ の につ か わ れ た 。

  「田植 は6月20日 前 後,稲 刈 は10月 半 頃で,田 植 前 後 は 春 蚕 の 時 期,中 蚕 は7月20

日頃 か ら,稲 刈 前8月20日 か ら9月 は じめ ま で が晩 秋 蚕 の 時 期 にな る*」。 ザ マ と い っ
                                        

て,直 径48.5cmか ら78.8 cm,深 さ もほ ぼ 同 じ く らいの くれ こみ カ ゴが ク ワの葉

を と って くるの に つ か わ れ た 。 この カ ゴは,「 旅 目の カ ゴを 編 ん で お き,そ の 外 側 に
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6つ 目の カ ゴを着 せ た もの で,底 に トメダ ケ と い う竹 を1本 い れ,イ チバ ンオ ビを し

あ る 。 縁 は マ キ ブ チだ が,ザ ル の ツ ク リダ ケ の先 が縁 の な か に は い るよ うに折 りか え

し,6つ 目の カ ゴの ツ ク リダ ケ の先 は サ サ ラに割 り,両 側 に縁 竹 を あて 縁 巻 き竹 を ま

く*」。

 ザ マ に い れ て運 ば れ た ク ワの 葉 は土 間 の ク ワオ キバ に お き0ツ ボザ ル,ま た は ハ ン

ザル に移 して蚕 に与 え る。 ツボ ザル は直 径39.4 cmの 「胴 返 し」 の カ ゴ(カ ゴ の 直

径 と深 さ との 値 が ほ ぼ等 しい カ ゴの こ と,こ の 辺 りの カ ゴの 基 本 の 形 は 「胴 返 し」 だ

とい う)で,底 の 中心 が網 代 編 の 旅 目編 の カ ゴだ った 。 こ の ほ か,巾90.9cm・ 長

さ176cmを 標準 に した カイ コカ ゴ(こ れ を ホ ンカ ゴ と い う,6つ 目 引返 し縁)や 口

径53.O cm・ 深 さ86 cmの6つ 目で 巻 口仕 上 げの マ ユ カ ゴな どが 作 られ た 。

 「カ イ コの飼 育 法 が か わ り,そ れ まで の 棚 飼 か ら ク ワの葉 を枝 の ま ま与 え,土 間 の
        じようそういく

上 で カイ コを飼 う条 桑 育 にな った の で,カ イ コ カ ゴは い らな くな り,化 学 肥 料 が 多 く

つ か わ れ るよ うに な った ので 厩 肥 や 堆 肥 を つ く るび とがす くな くな り,ウ マや ウ シ も

い らな くな り,山 の落 葉 か き も誰 も しな くな って しま った ので*」,お よ そ10年 前 か ら,

カ ゴを 作 るひ とは,こ の辺 りで は ほ とん ど いな くな って しま った とい う。

2.千 葉県夷隅郡大原町深堀

  礼 材料はどのようにして用意されるか

 NME所 蔵の資料には 「背負運搬具コレクション」として130点 の標本が国の重要
                       なみはなむらいわふね

民 俗 文 化 財 に指 定 され て い る。 そ の な か に旧 夷 隅郡 浪 花 村 岩船(現 大 原 町岩 船)で 採

集 さ れ た形 の よ い シ ョイ カゴ が含 ま れ て い る。 その 形 の面 白 さに ひ か れ て,こ の カ ゴ

の 故郷 を たず ねて み た(附 図3)。

 大 原 町で は,カ ゴの 材 料 には 「マ ダ ケ とモ ウ ソ ウがつ か われ た*」。 しか し,モ ウ ソ

ウは細 工 が しに くい ので,マ ダ ケ の ほ うが 多 くつ か わ れ た。 こ こで は 縁 巻 き竹 につ か
                        0

わ れ る1年 目の シ ン コの ほか は,か え って 「2年 以 上 た った タケ が適 して い る*」 と

い い,「 材 料 の タ ケは0ま とめ て,タ ケ屋 か ら買 っ た*」。 材 料 の タ ケ は,目 の 高 さの

周 囲 の 長 さ 馳(目通 り)が167cmの 太 さの もの で約8.lmの 長 さに 切 って あ り,周

囲21cmも ので3本1束,24 cmも ので2本1束,30.3 cmも の で1束1本 の割
                         かべつち                  ひら

合にまとめられ,仕 事場に運びこまれた。タケは 「山の壁土に生えたタケのほうが平
ぱ

場 の タ ケよ りネバ リが あ る*」 と い って よ ろ こば れ た。

 こ こで は 立竹 を ツ ク リダ ケ,廻 し竹 を マ ワ シ と呼 ん で い る。

 買 っ てお い た タケ は,カ ゴ をつ く りは じめ る と き,シ ョイ カ ゴ な ら,立 竹 は15L5

cm,廻 し竹 な ら4.55 mほ どの 長 さ に 鋸で 切 り,銘 で4つ に縦 割 に し,立 竹 は 巾

2cm,廻 し竹 は 巾6mmく らい に小 割 に して お く。
              へ

 それを立竹 も廻し竹 も4枚 に剥 ぎ,4枚 に剥いだタケの皮竹 と,皮 のす ぐ下のタケ

178



中村  関東地方タケカゴ細工の展開

だ け を の こ し,3番 目は ご く安 い カ ゴの 類 に,そ して ,最 後 の 身竹 は燃 物 に して しま

う。 こ こで は,皮 竹 か,質 の よ い厚 い 身竹 だ け が素 材 と して つ か わ れ る。竹 剥 ぎに は

薄 い両 刃 の 銘 が つ か わ れ,オ シザ キ(押 し裂 き)と,足 を つ か って 作業 す るア シザ キ

との2つ の や り方 が 行 わ れ て い る。

 b. カ ゴは どの よ う に して 作 られ るカゴ

 底 編 に は2つ の 型 が あ る。 「町 で つ か う シ ョイ カ ゴは,長 さ27cmの 厚 い張 りダ

ケ を,ま ず1本 お き,そ の両 側 に2本 の 作 りダ ケ を な らべ,そ れ に7本 の作 りダ ケ を

                                いちまつ
直 角 に 重 ね,さ らに 張 りダ ケ と 同 じ方 向 に作 りダ ケ を2本 ず つ い れ*」,市 松 に編 む 。

これ に対 して,「 浜 や 在 で は,最 初 に 張 り竹 を 十 字型 に 重 ね あ わせ ,そ れ がX字 型 に

な るよ うに 作 り竹 を か け*」,作 り竹 で 張 り竹 を と りくみ な が ら,4つ 目編 の底 を完 成

させ て ゆ く。 張 りダ ケ は,厚 さ3mmほ どの 皮 竹 で,力 骨 の 役 目を し,張 りダ ケ を

いれ つ けな い と,し ば しば,腰 立 の過 程 で 「コ シ が た た な くな る*」 もの だ と い う。

 この 地方 の シ ョイ カ ゴは,口 を直 径45cm・ 高 さ43・5 cm・ 重 さ1.55 kgの 筑 目

編 で,底 の タテ ヨコは 口の 直 径 の 約半 分 の24 cmほ どで,底 か ら胴 の下 の部 分 にか

けて 美 しい 曲線 が み られ る。 この 曲線 部 分 を つ くる には,い まで は 型 が つ か わ れ て い

るが,昔 は,「3cmあ が る と差 渡40.9 cm,6cmあ が る とそ れ よ り15 mmふ や

し,15cmの と こ ろで47 cmに な る よ うに,そ れ か らは しば ら く同 じ差渡 で上 っ

て ゆ き,口 へ い って44 cmの 開 き具合 に な るよ う,い ち い ち物 差 を あ て て計 りな が

ら0こ しらえ て い った もの だ*」 とい う。 そ れ で,型 を つ か え ば1日3個 で き るが,

昔 の や り方 で は1日2個 しか つ くれ なか っ た(附 図19-24)。

 この 地 方 の シ ヨイ カ ゴに は0皮 竹 と身 竹 の 使 い わ けで,帯 状 の 文 様 が 胴 にみ られ る

が0胴 には 「廻 しに 皮竹 を7本,身 竹 を2本 半 つ か い,1本 で4回 廻 し,9段 に帯 を

つ け て ゆ く*」。

                             に じうま                                  まきぐち し                                     あ

 縁の仕上げにも2つ の型がおこなわれている。外観はいずれも2重 巻きの巻 口仕上

げであるが,下 地の作 り方がやや異なる。普通は縁までゆきついた立竹を最後の縁の

廻 し竹にからげて先を折りまげ,一 段下の廻し竹にはさんで鋏で切り,そ の内側にシ

タブチという身の竹,外 側にホンブチといって皮竹の縁竹をあて,巾15mmぐ ら

いの縁巻き竹で最初に右廻しに1つ 目おきに(立 竹1本 おきに)縁 巻きし,あ いてい

る目を同じようにもう1本 の竹でかがり,そ の上から,皮 竹を左廻しに巻いておさえ

てゆく。この種の縁仕上げのことをカエシブチといっている。もうひとつの方法は,

立竹の先を長さ13cmほ ど,サ サラに細かく銘で割 り0折 れないように注意 しなが
      たけなわ                             ふたこ

ら,ち ょ うど竹 縄 で も編 む と きの よ うに0立 竹 を双 子 に巻 き,立 竹 の本 体 を か が り,

その 上 に縁 竹 や 縁 巻 き竹 を カエ シ ブチの と き と同 じ よ うに そ え て,仕 上 げ て ゆ くや り

方 で あ る。 この や り方 を0こ こで は,ナ ワブ チ(縄 縁)と よん で い る。

 こ う して,こ こで は,「 何 年 もつ か っ て底 が あが って も(底 が こわ れ て も)縁 が と
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れ な い*」,丈 夫 な 縁 の カ ゴが つ く られ る。 それ は 浜 の 労 働 の 必 要 か ら,お の ず か らそ

うな った の だ とい う。 「カ ゴで い ちば ん 難 しい の は タ ケ を剥 ぐこ と だが0縁 と りがで

きれ ば1人 前0さ ら に,縁 と りは誰 で も と れ るが,縁 を 丈 夫 につ く るの は難 しい*」。

「カ ゴ編 を 習 うの に も,は じめ底 編 を習 い,つ ぎ に廻 しを まわ す こ とを お そ わ り,最

後 に縁 を お ぼ え る。 そ の あ とで タケ ヘ ギ を した*」。

 この よ うな カ ゴ作 りの 様 子 を 手元 の標 本 に つ い て み ると,つ ぎの よ う にな る。 い ま,
                       はえなわ

口 の差 渡47cm・ 高 さ10,5 cmの ナ ワバ チ と い う延 縄 漁 の と き につ か う浅 い6つ

目の カ ゴ につ い てみ る と,立 竹 は 巾12mm・ 厚 さ1mmで,編 み 目の 中心 を形 作

る3方 向 の6本 の立 竹 には 皮 竹 が,残 りはす べ て 身竹 がつ か わ れ て い る。 立竹 同 志 の

間 隔(6つ 目 の 目 の幅)は0か っ き り3cmで,底 の 目の数 は,ま ん な か の最 も 目

の多 い列 の と ころで9,そ れ か ら1目 ず つ 減 じ,隅 の1辺 の 目 の数 は5だ か ら全 部 で

61と な る(附 図13)。

 注 意 さ れ た の で よ くみ ると,6つ 目 と6つ 目 との あ い だ に で き る3角 形 の 目が非 常

に小 さ く,そ の た め底 編 は手 堅 くす っ き りと した もの とな って い る。 そ うな るた めに

は 「作 り竹 の両 側 を 巾lmmの 割 で 軽 く面 を と り,作 り竹 同 志,あ らか じめ組 み や

す く,タ ケ ゴ シ ライ を して お く」。

 胴 の 廻 し竹 は1本 で 巾17mmの 皮 竹 がつ か わ れ て い る。

 縁 は 太 さ25mmで,外 観 か らは は っ き りわ か らな い が,立 竹 は 縁 の な か に折 りこ

ま れ,そ の両 側 に0巾15mm前 後 の縁 竹 が そ え られ て い る。 と くに外 側 の縁 竹 に
                         したじ

は,て い ね い に面 を お と した 皮竹 が い れ て あ る。 そ う した 下 地 が 外 か らま った くみ え

な い くら い に,巾20mmな い し14 mmの 丈 夫 な身 竹 で,は じあ 右 巻 き に そ の上

を巻 き,さ ら に そ の上 か ら 巾15mmの 身 竹 を左 巻 き に巻 いて 仕 上 げて い る。 こ う

した太 い縁 作 りが,ス キ な く組 み あ げ られ た底 編 の6つ 目と あ い ま って,こ の カ ゴ に
                 

た くま しさ を感 じさせ る結 果 とな って い る。

  c. ど の よ うな カ ゴ が作 ら れ て きた か

 人 口22,600大 原 町 は,海 岸 地帯 と山手 の台 地 の 地 帯 と に お お き くわ か れ て い る。
                             いそ

海 岸 地 帯 は 海水 浴 な どで に ぎ わ う北 半 分 の 日在浦 と南 半 分 の岩 場 の 磯地 帯 とか らな る。

八 幡 岬 か ら岩 船 まで の6kmの 岩 場 地 帯 は切 りた った ガ ケ で,そ の前 面 に 昔 か らよ

く知 られ た 海 藻 と りの イ ソが ひ ろ が って い る。 漁港 は 大 原港 と岩船 港 で,1975年 度 の

水 揚 は19億 余 にの ぼ る とい う。 こ こで の漁 業 は 揚 操 と延 縄,そ れ に1本 釣 で,最 近 で

は タ イ漁 に人 気 が あ つ ま って い る。水 揚 量 で は イ ワ シ が だん ぜ ん お お く,15.6ｰ0,金

額 的 に も20.9%で,イ ナ ダ(45.2%),タ イ(6.7%)な どが主 要 な もの で あ る。 しか

し,岩 船 港 だ けを と って み る と水 揚 の7・8%は 藻 草 類 で,金 額 的 に は ア ワ ビ(36 ｰo),

イ セ エ ビ(56%)が 大 きな 比 重 を しめ て い る。台 地 の地 帯 で は100m前 後 の 高 台 の

あい だ に水 田 が ひ らけ,そ れ を と りか こむ よ うに して 町 の全 域 の49%を しめ る 山林 が'
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あ る。 田 は耕 地 全 体 の82.4%で,現 在 で も農 林 業 に した が うび とた ち の家 数 は 町全 戸

の35.5%に お よ んで い る。農 業 で は0水 稲 を 中心 に疏 菜 栽 培,酪 農,養 豚,肥 育 牛 な

どを と りい れ た水 準 の た か い 農業 が お こな わ れて い る とい う。

 こ う した 町 の生 産 ・生 活 の 有様 は0カ ゴ細 工 に も よ く表 わ れ て い る 。昔 か らよ くつ

く られ て きた カ ゴは約10種 で ある が,そ の なか に は浜 で つ か う漁 業 用 の カ ゴ と田畑 作

りの た め の 農業 用 の カ ゴ とが 含 ま れ る。         '1

 漁 業 用 の カ ゴで は,い まで も船 で イ ワシを い れ る,ダ ンベ とい う桶 を い れ る直 径

82cm,深 さ103 cmの6つ 目 目透 き(こ れ を こ こで は メ ヒキ とい う)の カ ゴ,桶 に

い れ た イ ワ シを す くい とる 口径54.5cm・ 高 さ6cmの6つ 目 目透 きの 洗 い カ ゴ,

イ ワ シの 水 と りに つ か わ れ る直 径42.4 cm・ 高 さ106 cm前 後 の ドウカ ゴ,そ の ほ

か,魚 を いれ る直径54.5cm・ 高 さ54.5 cmの バ ン ヨ ウ カ ゴ とい う カ ゴな ど も作 ら

れ て い る。 船 で は ま た,ヤ ツ サ カ ゴ と い って,イ ワ シを い れ る直 径45.5cm・ 高 さ

30・3cmの カ ゴ が つか わ れ て い る 。          、

 陸 のほ うで は,山 林 か ら落 葉 を か き あつ め,堆 肥 を つ くる と き の シ ョイ カ ゴ とい う

直 径50.O cm・ 高 さ51.5 cm,廻 し竹 を10本 い れ た大 き な6つ 目 カ ゴや,イ モな ど

を 天 秤 で 背負 って くる とき つ か う直 径50.O cm・ 高 さ21 cm,の6つ 目 カ ゴ,そ の

ほか,疏 菜 出荷 用 の 各 種 の カ ゴが つ か わ れ る 。

 シ ョイ カ ゴ は 「口の直 径45.5cmか ら47 cm,深 さ は42.4 cm前 後 で,農 家 を
                           くちあけ

して い る ひ とた ち は堆肥 を い れて 運 ん だ り,浜 で は3月 末 の 口 開 か ら夏 い っぱ い,北

は大 原 港 か ら南 は岩 船 ま で,海 藻 採 り(ホ グ ロ,ノ リの 類)を 女 の ひ とた ち が す るが,

海 藻 を と り,浜 で 干 し,家 に運 ぶ と き シ ョイ カ ゴを つ か う。 町 で は 市 へ ゆ くとき な ど,
                   ざい  はま  まちば

買物 に シ ョイ カゴ を 背負 って い った*」。 「在 と浜 と町 場 で は シ ョイ カ ゴの 形 が す こ し

ず つ ち が い,在 で はズ ン ドウ型 の(円 筒型 の)シ ョイ カ ゴ,浜 で は 口の す ぼ ま った底

のせ ま い,ま るい シ ョイ カ ゴ,町 で は,ふ くらみ の す くな い シ ョイ カ ゴが つ か わ れ

た*」。 ま た,「 在 や 浜 の シ ョイ カ ゴ は皮 竹 を身 竹 に まぜ て 編 む が,町 の は 皮竹 だ け で

み ば え の よ い よ う に こ し らえ た*」。 別 の話 で は,「 シ ョイ カ ゴは 口が 開 い て い る と後

へ ひ か れ る 背負 加 減,口 がす ぼ ま った 形 だ と0前 へ ひ か れ る よ うに感 じる*」 とい わ

れ て い る 。

3.埼 玉県大里郡寄居町

  a.材 料はどのように用意されるか

 関東山系の東側,ち ょうど山間から流れでた谷川が関東平野にそそ ぐあたりには,
                        まちなみ

山間の村々と平野の村々とを結びつける,か なり大さな町並が形作られている。寄居

町もそのひとつで,現 在では国道140号 線(熊 谷甲府線)と254号 線(東 京小諸線)と

が交叉する場所となっている。町並の南には荒川が流れ,そ の対岸には後北条氏のい
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     はちがた
わ ゆ る武 州 鉢 形 の 城 跡 が あ る 。 こ こに は,か つ て60軒 余 の カ ゴ屋 さん た ち が い た が,

い まで は2軒 にな って しま って い る。

 カ ゴの 材 料 はマ ダ ケ で,材 料 の マ ダケ は荒 川 の左 岸 な ど,こ の あ た り ど こに で も容

易 に育 って い る とい う。 「カ ゴに つ か うタ ケ は2年 か ら3年 の もの が よ く,縁 巻 き に

はや わ らか い1年 目 の シ ンコを つ か う*」。竹 伐 りは秋 で,そ の あい だ は戦 争 の よ うに

忙 し くタケ を 切 りた め て お く。 「1日10束 切 れ れ ば よい ほ うだ と い われ た*」。 材 料

の タケ は 根 か ら3節 目 の 周 囲 の 長 さで 太 さを き あ る と い う。 長 さは ほ ぼ9mで,

9・lcmの もの な ら24本 で1束,12」cmで12本1束 ,18.2cmの も の で6本,

21・2cmの もので5本1束,以 下 同様 に27.3 cmも の で3本1束,30.3 cmの も

の で1本(現 在 は1本 半)1束 にた ば ね,雨 が あた ら な い よ うに 台 を して家 の軒 下 な

どに 置 い て お く。 「そ うす れ ば1年 はか る く もつ*」。 「タ ケ は短 く切 る とハ ンパ も の
     きりくち

が で る し,切 口か ら乾 いて きて 割 りに くくな る*」 とい う。 「タケ は 元 と先 と で は 固 さ

が ちが い,下 か ら150cmあ た りが 割 りや す く0そ の 辺 の タケ な ら どん な素 人 に も

た や す く割 れ る*」。

 カ ゴを つ くると き に は,長 い タケ を 鋸 で くる め,長 さ40cm(刃 の 長 さ26 cm)

の両 刃 の短 冊型 の銘 で 割 って ゆ く,廻 し竹 は570cm,立 竹 は コ シ ゴ ぐ らい の もの で

91cmの 長 さ に して お く。 タケ を 割 る と き に は,「 まず2つ に唐竹 割(縦 割)に し,

割 った タケ の 切 口 の ま ん な か か ら,左 右 に所 定 の 巾で小 割 に して ゆ く。 これ を ブガ ケ
           や  わり  よ  わり

とい って い る*」。小 割 で8つ 割,4つ 割 な ど とい う。

 小 割 に した タケ は銘 で6枚 に薄 く剥 い で ゆ く。 そ の うち ウチ ミ(内 側 の 身竹)2枚

は 捨 て0皮 竹 と,皮 竹 の下3枚 を カ ゴ編 につ か う。

  b. カ ゴは どの よ うに作 られ た か

 6つ 目の カ ゴを編 む に は,「 は じめ 立竹 を2本 平 行 に な らべ,そ れ に2本 の 立竹 を

X字 型 にか け0そ れ を 中心 に6本 ず つ タケを 廻 して ゆ く*」。 カ ゴ に は そ れ ぞれ 規 格

が あ るが,「 カ ゴの寸 法 は手 加 減 で き ま って しま う。 円筒 型 の カ ゴを つ くるに は 目を

み な 同 じ大 き さに加 減 して編 ん で ゆか な い と,口 の ほ うが底 よ り大 き くひ ろが り不 細

工 な形 の カ ゴが で き あが る 。 だ か ら,胴 で は廻 し竹 の(イ レ コの)い れ方 が難 しい*」。

「タケ の や っ こさ(や わ らか さ)に よ って 目の締 り具合 も異 な る*」。

 「6つ 目 で底 の4角 な カ ゴを つ くる と き に は,コ シを た て る とき,目 くず しと い っ

て角 に あた る と こ ろに5角 の 目を こ し らえ る*」。 旅 目編 の カ ゴ で は,「 底 の 中心 を
あ じう       ななまわ

網 代 に編 み ・7廻 しして か ら コ シ ダケ に も って ゆ く。 そ の と きタ テ と タ テ の 間隔 を 平

均 して 同 じよ うに開 くの が コ ツで あ る*」。 「銘 で剥 い で タケ を こ し らえ る の は3年 も

す れ ば誰 にで もで き るが,カ ゴをつ くる の は難 しい。 な か な か 自分 の思 うよ うな形 に

で き な い もの だ。 カ ゴは ひ とつ ひ とつ,ど こか違 って しま う*」 とい う。

 縁 の仕 上 げ は原 則 と して2重 巻 き の巻 ロ仕 上 げ で,こ れ に は ク ミコ ミと サ サ ラ ブ チ
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の2つ の 型 が あ る とい う。 ク ミコ ミは縁 ま で きた 立竹 を縁 に そ って 曲 げ,そ の 内 側 と

外 側 と に縁 竹 を あて,そ の上 を シ ンコの 縁 巻 き竹 で2重 に(下 の タ ケは1つ お きに,

上 の タ ケは2つ お き に)巻 く方 式,サ サ ラ ブチ は 縁 か らで た立 竹 の先 を 錠 で こ まか く

サ サ ラ に割 り,割 った タケ 同志 を編 み あ わせnそ の 上 を 縁巻 き竹 で2重 に巻 くもの で

あ る 。

 い ず れ に せ よ0こ う して で き た カ ゴの 縁 は 「10年 つ か って も抜 け ない 。 底 が 抜 けて

も縁 は抜 けて こな い とい う*」。
              

 くれ こみ の よ うな カ ゴ の場 合 に は0内 側 のザ ル の 立竹 を縁 の な か に折 りま げ0そ れ

に外 側 の カ ゴの 立竹 や 縁巻 き竹 を ま い て ゆ く。

 この よ うな カ ゴ細 工 を,秋 に キ ノ コ採 り に肩 にか けて ゆ くナ ガザ ル につ い て み る と,

この カ ゴは 口の 直 径 が29・5cm・ 高 さ30.5 cm・ 重 さ5009の 円筒 型 の 筑 目編 の カ

ゴで あ るが ,全 体 と して厚 さlmmの 良 質 の身 竹 で つ くられ て お り,そ れ が 大 き さ

の 割 には この カ ゴを 軽 い も の に して い るこ と に,ま ず 気 が つ く。 み た 目 に は,ず い ぶ

ん 深 い ザ ル に見 え るが,計 っ てみ る と 口径 と高 さ とは そ れ ほ ど値 が か わ らな い こ とが

わか る・ 底 の 中心 は網 代 編 で,2つ 飛 び2つ 潜 りで編 ん で ゆ く。 立 竹 は 巾5mm
,廻 し

竹 は3な い し4mmで,底 の 中心 部 か ら7廻 りを 経 て,コ シダ テの 終 る胴 の 下 か ら

6cmま で の部 分 に は 巾2mmの 丈 夫 な 細 い タケ が廻 し竹 につ か って あ り
,と くに

胴 の 下6cmの と ころ に は皮 竹 が用 い られ て い る。 胴 は こま か い筑 目編 で,途 中,

下 か ら15cmと18cmの2ケ 所 に 皮竹 を い れ帯 状 の編 み 目を つ くりだ して い る。

底 も胴 も編 み方 は き っち り して い て,底 か ら縁下 まで い れ て あ る2本 の 力 骨(巾2cm

の 皮 竹)と あ い ま って,こ の カ ゴ を丈 夫 な も の に して い る。厚 い力 骨 が は い るの で ,

底 と 口 とを 同 じ寸 法 に した の で は底 の ほ うが力 骨 の厚 さだ け ひ ろ が って しま うが,よ

くみ る と,こ の カ ゴで は底 を カ ゴ の 内側 へ へ こ ませ る こ とで,こ の 問題 を処 理 してい

る こ とが わ か る(附 図8)。

 縁 まで 登 りつ め た立 竹 は,先 を 縁 に そ って 折 り こみ0そ の両 側 に幅10mm・ 厚 さ

2mmの 縁 竹(外 側 の縁 竹 は皮 竹)を あ て0そ の上 か ら巾15mmの 身 竹 を 右 巻 き

に巻 き,そ の上 に さ らに12mmほ どの 皮 竹 を左 巻 きに巻 い て仕 上 げ て い る。 縁 の

巾は17mm・ 高 さ17mmで,縁 は や や 細 め に ま とめ られて い るよ う に思 え る。

山 で 動 きや す い よ う,こ の ヵ ゴ は,紐 を 縁 の 下1とっ け0肩 か ら脇 に さ げて ゆ くとい

う。

 この ほ か,こ の 町 の カ ゴ細 工 の特 徴 は 釣 りの 道 具 と して の ビ ク な ど にい っそ うは っ き

りみ られ る。 そ こに は形 ・作 りと も に細 か い配 慮 が な され て い る(附 図6)。

  c. どの よ うな カ ゴが 作 られ て き たか

 寄 居 町 は 現 在 人 口25,700,世 帯 数5,954で,町 域 の43.2%は 山 林,田 は6.5ｰ0,畑

は14. ?ｰoで あ る。 商 店 数 は555で,い まで は第1次 ・第2次 ・第3次 産 業 の人 口が ほ
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表1 カ ゴ の 種 類(埼 玉県大里郡寄居 町)

、

＼
      標  準 寸    法

呼露＼ 値  段
シ  キ 深 さ

作       り

円 cm cm

1シ バ ハ キ カ ゴ(大) 4,000 75.8 75.8 6つ 目,2重 巻巻口仕上げ

2シ バ ハキカゴ(小)

3 ク サ カ リ カ ゴ 2,500 6つ 目,2重 巻巻口仕上げ

4 マ  ル  ザ  マ 7,500 42.4 60.6 くれ こみ,2重 巻巻口仕」二げ

5 カ ク ザ マ 3,800 45.5 60.6

6 ヒ ラ シ 。 ウ ギ 2,000 136.4

7 カ  メ  ノ  コ 2,000 130.3 丸箕型のザル,野 田口仕上げ

8 マ ル シ 。 ウ ギ 1,700 30.3 ・ 丸箕型のザル,野 田口仕上げ

9マ ル シ ・ウ ギ(組) 4,500 30.3-42.4

10 チ  リ ト リ 1,500 ユ36.4

11 ミ  ソ  コ  シ 1,300 166.7 まるザル

12 コ   シ   ゴ 1,500-3,500 181.β 市松の4角 な カゴ

13 メ   カ   イ 1,400 37.9 30.3 4つ 目の カ ゴ

14 コ メ ア ゲ 1,600 21.2

15 ナ ガ ザ ル 2,100 27.3 円筒型 の策 目編

16 2 斗 ザ ル 2β00

17 カ ク カ ゴ 6,000 60.6

18 ア  ン  コ  シ 2β00

19乾 燥 カ ゴ 3β00 75.8 106.1

21カ イ コ カ ゴ(小) 1,450 97.O

22カ イ コ カ ゴ(中) 1,600 121.2

23カ イ コ カ ゴ(大) 1,750 151.5

〔註〕 シキはカゴの底 の最大 巾のこと。底の まるいカゴなら直径 のこと,4角 なカゴな ら対角線,楕 円の

  カゴな ら長径,矩 形 のカゴなら長辺 のこと。高 さのほ うはおお よそ の寸法が きまっているが,つ かい

  方に よって加減 してゆ く。

ぽ 均 等 な値 を と って い るが(36.3:28.1:35.6),1955年 当時 は農 業 に した が う ひ と

た ち の割 合 が63.6%で 農 業 に依 存 す る度 合 が,ま だ,ず っ とた か か った こ とが わ か る。

畑 作 で は ダ イ コ ン ・ハ クサ イ ・ネギ の栽 培 が さか ん で,こ の ほ か,キ ュウ リ ・ナ ス ・

ホ ー レ ン ソ ウな どの 作 付 が 多 く,養 蚕 は現 在 で も1,500戸 の家 で行 わ れて い る。 その

ほ か 町 の 統計 に よ れ ば,1974年4月 か ら6月30日 まで に町 を 観 光 の 目的で 訪 れ た 人 の

数 は229,405人 で,そ の うち荒 川 な どの釣 りの ひ と た ち が41,072人 あ り,そ れ につ

い で,ハ イ クや 登 山 ・花 見 の人 た ち の数 が多 い結 果 が で て い て,「 自然 を 生 かす 観 光 」

は,近 郊農 業 の振 興 や 商工 業 の育 成 と とも に,町 の重 点 施 策 に と りあ げ られ て い る ほ

どで あ る[寄 居 町1975a:HO]。

 この よ うな町 の姿 は,ほ ぼ そ の ま ま この町 の カ ゴ屋 さん の 仕 事 に 直 接反 映 して い る。

1975年9.月8日 寄 居 地 区 の カ ゴ屋 さん た ちが 集 って(と い って も現 在 は も うカ ゴ をつ
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くらな い人 た ち が相 当数 なの だ が)カ ゴの 価格 を協 定 した値 段 表 には,こ の あ た りの

ヵ ゴ屋 さん た ちが 作 るカ ゴ と して25品 目が あ げ られ て い る。 そ の なか に は,秩 父 の 大

滝村 の よ うに,地 元 に カ ゴ屋 が い な くな ら て しま った の で,そ の 分 まで 作 って お く り

だ して い る コ シ ゴの よ うな カ ゴや,釣 りの 客,山 菜 と りの ひ とた ち の た め の レジ ャ ー

用 の カ ゴ な ど が含 まれ て い る。

生 産 のた め の カ ゴ と して は,冬0周 囲 の山 林 か ら落 葉 を 集 め て き て堆 肥 にす る と き

つ か うク ズハ キ 用 の,目 の大 きな6つ 目 カ ゴ(シ バ ハ キ カ ゴ) ,夏,堆 肥 にす る た め共

有 山 か ら草 刈 りして く る クサ カ リカ ゴ(6つ 目の大 き な カ ゴ),コ メや ムギ の収 穫 調
         まるみがた

整 に な くて な らな い丸 箕 型 の ザル,山 仕 事 に も って ゆ く コ シ ゴ,畑 で イ モ な ど い れ る

4つ 目の メカ イ,家 庭 の台所 の カ ゴ と して は,コ メ と ぎザ ル ・味 噌 こ しザル ・ア ンこ

しザ ル な どが あ げ られ る。

 昔 さか ん に作 ら れ0い まで は ほ とん ど作 らな くな った カ ゴ に は,直 径48.5cm・

深 さ2・72mの6つ 目 目潰 しの マ ユ カ ゴ,カ イ コカ ゴ,大 中小3種 の ク ワ ト リザル

(差 渡 し21cmか ら33 cm・ 高 さ35 cm前 後)が あ る 。 この あ た りで は大 正 の末
            たながい

頃,カ イ コの飼 育 の方 法 が 棚飼 か ら ク ワを枝 の ま ま カ イ コ に与 え る条 桑育 に か わ り,

マ ユ の 乾燥 場 が で き た り して,こ れ らの カ ゴ がつ か われ な くな り,ち ょ う どそ れ に か

わ って,夏 に は キ ュウ リカ ゴ,冬 は ホ ウ レ ン ソ ウや 青 葉 カ ゴ,春 先 きは エ ン ドウカ ゴ

な ど野 菜 出 荷 の た あ の カ ゴ作 りが カ ゴ屋 さん た ち の主 だ った 仕 事 にな った とい う。 こ

う した野 菜 カ ゴ はユ965年 頃,ダ ンボ ール がつ か われ るよ うに な る まで,ひ き つづ き作

られ た も のだ とい う。

 Tさ ん の と ころ で は,代 々カ ゴ 屋 を や って い た が,作 った カ ゴは,町 の通 りに面

した 家 の 店頭 で も売 って いた が,小 僧 の 頃 か ら附近 の村 々を ま わ って 売 りあ るい た 。
      はちがた  はなぞの  おぶすま  より い  いのまた

そ の 範 囲 は,鉢 形 ・花 園 ・男 裳 ・寄 居 ・猪 俣 な ど,半 径 約5kmほ どの地 域 だ った 。

昔 は こ こで は 「行 商 が満 足 にで き な けれ ば 製造 屋 もで き な い と い われ た*」。 行 商 に は

売 れ る時 期 と売 れ な い時 期 とが あ り 「11月 か ら12月 の ボー ナ ス期 にか けて は売 れ る時

期,1月 か ら3月 ま で と6月 は 売 れ ない 時期,3月,5月 もよ く出 る月*」 だ った 。

売 れ な い 春 さ きには 養 蚕 の カ ゴ な ど作 りた め て お き 「3月 か ら5月 にか けて 養 蚕 の カ
    うけ
ゴ0夏 は笙 や,魚 と りの ビクや ブ ッ タ イ,10月 に は キ ノ コと りの コ シゴ ・ナガ ザ ル と

い った具 合 に0そ れ ぞ れ季 節 に よ っ て売 れ る もの の 内容 が ち が って いた*」。 こ う して ,

Tさ ん の 場合 に は市 へ はで ず,も っ ぱ ら,行 商 と家 の店 先 き で カ ゴを 売 って きた 。

4.東 京都町田市中宿

  a. 材料はどのようにして用意したか

 関東地方のカゴ細工の主流は,素 材的にはマダケのタケカゴ細工とみることができ

る。しかし0す こし山間にはいれば,上 越地帯でも丹沢山塊でも0そ して多摩川の南
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に の び る多 摩 丘 陵 で も,シ ノ は そ れ ほ ど珍 し くな い し,シ ノを 生 か した タケ カ ゴ細 工

が 農村 副 業 の ひ とつ と して 普 及 して い る。

 シノ の カ ゴ細 工 の材 料 には 「今 年 で た 箸 ぐ らい の太 さ の シ ノを*」 つ か った 。 「8月

の お盆 す ぎ0多 摩 村 や 神 奈 川 県 の丹 沢 山麓 へ 切 りに ゆ き,1週 間 つづ け て か よ い,ひ

と冬 つ か うだ け の シ ノを 切 って く る*」。 シノ を切 る には カマ で 伐 り,直 径45cmぐ

らい の 束 に して車 で 運 ん だ 。 「シノ は群 生 して いて1.5mく らい の 長 さにの びて い

るが,シ ノキ リを 専 門 に 商売 に した ひ と た ち も い た ほ ど だ った*」。

 運 ばれ て き た シノ は,立 竹 な ら42.4 cmな い し45.4 cmの 長 さに 押 しギ リ(ク

ワの葉 を 切 る の につ か う刃 物)で ま とめ て切 り,庖 丁 で タテ4つ に割 り,身 を お と し

て,ヒ ネ(皮 竹)だ け を つ か う。 「ヒネ ヘ ギ とい って0口 で タケの は じを お さえ て 剥

ぐ*」。 シ ノは1本 を3等 分す る と して,も との3分 の1を オ ヤ(親),そ の上 を ナ カ

ゴ,先 の3の1を ナ カ とい い,そ れ ぞ れ カ ゴ に よ ってつ か いわ け る。 「オ ヤは い い カ

ゴ をつ くる と き の材 料 に した*」。

  b, カ ゴは どの よ うに して 作 られ た か

 この あた りで,昔 か ら さか ん に 作 られ て い た の は,立 竹 の 間 隔 が8mmく らい の,

目の 小 さい6つ 目の カ ゴで あ る。 「い ち ば ん大 き い の は タ テ(立 竹)24本 のザ ル,つ

ぎ が22本,18本,16本 とい うよ うに2本 ず つ 立竹 を入 ら して ゆ く。 廻 しは カ ゴの深 さ

に よ って,5つ 廻 り ・7つ 廻 りな ど,順 に廻 し竹 を ふ や して ゆ く*」。

 こ う して 縁 まで 編 ん で く る と 「立 竹 の先 を ま げ,と って お い た ナ カ ゴや ナ カを そ れ

に加 え,フ チ ア テ とい って0指 ぐ らいの 太 さの シノ を縁 に あ て,そ の上 か らフチ マ キ

と い うタケ を3つ 目 とび で巻 い て ゆ く*」。

 「カ ゴの 商 品 価 値 は0底 の編 み 具合 と縁 ま きで き ま って しま う。 ヒネ が波 うた ず に,

ま っす ぐとお るよ うに,6つ 目を き ち っ と編 むの が シノ の カ ゴをつ くる と きの コ ッで

あ る*」。

 シ ノ細 工 を 習 う とき に は,は じめ シ ノ割 りを や り,そ の つ ぎに,身 と皮 とを よ りわ

け る ヒ ネヘ ギ を お ぼ え0そ れ か ら底 や 胴 の編 み 方 を 教 わ る。最 後 に縁 の仕 上 げ を させ

られ る。

 「昔 は,1軒 の 家 で,女 の ひ とで も子 供 た ちで も,ヒ ネヘギ は ヒ ネヘ ギ だ け 専 門 に

カ ラダ(カ ゴの 本 体 の こ と)を つ くる ひ と は カ ラダ ば か り,仕 上 げ は仕 上 げで,そ れ

ぞれ 作 業 を分 担 して や った もの だ*」。 ま た 「家 に よ って0シ ノ ワ リと ヒネヘ ギ だけ を

専 門 にや る家,編 む 作 業 を や るひ と は編 む だ け0仕 上 げ は誰 そ れ とい うよ う に,家 々

で 仕 事 を 分 担 し,商 い の ひ とた ち が廻 って あ るい て,そ の あ い だを つ な げた(分 業 を

結 合 した)も の で あ る*」。 そ れ で も,「 上 手 なひ との そ ば に い て,仕 事 を み て も ら っ

て,ひ と冬本 気 に や らな け れ ば,う ま くで き るよ うに は な らな か った*」。

 こ こで は0も う シノ の タケ カ ゴ を作 る ひ とは ほ とん どい な くな り,作 った カ ゴ も ほ
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とん ど み られ な くな って しま った ので,同 じ多 摩 丘 陵 で 作 られ た とい う小 さ な ザ ル に

よ っ て,シ ノ の カ ゴ細 工 の実 際 に 当 って み よ う。 この カ ゴは 口 の差 渡 し19cm・ 高

さ5.5cm・ 重 さ459の6つ 目の カ ゴで,立 竹 に も廻 し竹 に も 巾2ミ リほ どの 薄 い

皮竹 が つ か わ れ て い る 。 タ ケ と タ ケ と の 間 隔 は7mm前 後 で,底 の 縁 廻 り には 巾

3mmの 身 竹 を 廻 し,そ れ に 巾4 mmの 皮竹 を巻 きつ け て カ ゴ の本 体 に と めて い る。

底 か ら胴 に か け て 巾10mm・ 厚 さ2mmの 皮 竹 を 水 の 字型 に い れ て力 骨 に して い

る。 縁 は 太 さ12mmで,立 竹 を折 り こみ,そ れ に若 千 つ め もの が して あ る ら し く,

そ の外 側 に 巾8mmの や や 身 の厚 い身 竹 を 当 て,そ の 上 を 巾6mmの 薄 い皮 竹 で

巻 いて 巻 口仕 上 げ の方 式 で 仕上 げ て い る。 底 の 目は,い ちば ん 多 い列 で19目,底 廻 り

の1辺 の 目の 数 は 約10目,簡 単 に 計 算 して み る と271目 と い う勘 定 に な る。底 な どは

力 骨 が な けれ ば,と て も,も つ ま い と思 わ れ る ほ ど柔 軟 で あ る(附 図10,16)。

  c. どの よ うな カ ゴが 作 られ た か

 明治 の は じめの 記 録 によ れ ば0現 在 町 田 の市 域 に含 ま れ て い る地 域 で は,小 丘 陵 が

そ こ ご こに あ り,そ の あ い だを 縫 うよ う に して 小 川 が 流 れ,小 川 に そ って 水 田が 開 け
                  の    

て い た が,川 は水 量 に と ぼ し く,ひ で りや 洪 水 の 心 配 が た えず,土 性 は黒 壌 土 ・埴 土

で0イ ネ ・ムギ ・ア ワ ・ヒ エ ・ク ワ ・茶 な どの 成 育 には適 す る が,野 菜 に は むか ず0
                               みのつく

こ の あた りの ひ とた ち は,周 囲 の 山か ら炭 焼 や 薪 取 りで 収 益 を あ げ,蓑 作 り ・ワ ラ ジ
              いとひ      だちん

縄 作 りを し,駄 賃 つ けや 養 蚕 ・糸 引 きな どを副 業 に して,よ うや く暮 ら しを支 え た様

子 が書 か れ て い る[町 田市1976:69-71,93-95]。

 町 田市 は多 摩 丘 陵 の 南 側 に位 置 して い るが,こ の 丘 陵 を 南 北 に抜 け る国 道16号 線

(八 王 子 ・府 中 ・横 浜 方面)や 鎌 倉 街 道 ・鶴 川街 道 な ど が この あた りを よ ぎ り,町 田

市 か ら横 浜 ま で は直 線 距 離 に して20kmほ どで ゆ きつ く。

 中宿 で 昔 つ く られ た シ ノ の カ ゴは ジ ョウ メ ドとい って5つ 入 れ子 の06つ 目の メ カ

イだ った とい う。 「い ちば ん 大 きい の は36.4cmで,6Q枚1組 で 東 京 や 横 浜 に 出荷

さ れ0暮 の魚 屋 や豆 腐屋 の景 品 につ か われ た。 暮 が 需 要期 な ので,毎 日注 文 が きて 忙

しか った*」。

 ジ ョウ メ ドは 「入 れ 子 な の で5つ が5つ と も,透 き間 な く重 な るよ うに作 るの が む

ず か しい。 それ で,ジ ョウ メ ドに は01本 の シノで も親 の部 分 の よ うに,い ち ばん よ

い と ころ をつ か った*」。 また 「オ オ ヒ ラは や や雑 なザ ル で030枚1組60枚1本 で 出

荷 した*」。

5.埼 玉県秩父郡野上町

  a.材 料はどのようにして用意されるか

 埼玉県立野上青年の家では,毎 年ひらかれる青年指導者の研修会の最終日を,地 元

の青年のひとを講師にして,こ の地方で昔から伝えられているシ ョウギというカゴを
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                  へぎ
作 る実 習 にあ て て い る。 カ ゴ細 工 は タ ケ剥 の 工 程 がす ぐに は誰 にで もで きな い た あ,

講 習 会 の題 材 な ど には難 しさ を と も な うが,こ の カ ゴ 細工 は タケ を 剥 がず に カゴ 編

が で き る ので,こ の 実 習 は 教 え る ひ とに も,教 え られ るほ うで も,毎 年 好 評 に終 っ

て い る と い う 。

 材 料 は こ の あた りで サ サ とよ ば れ て い る細 い タ ケで,学 名 は オ カ メザ サ だ と い う。

この サ サ は傾 斜 地 の 土 どめ な どに も って こいで,山 間 で は 家 の 裏 の 土 どめ に栽 培 して

い る と ころ もあ る 。カ ゴの材 料 は,今 年 で たL年 目 の も のが つ か わ れ る。 「直 径5mm

く らい の10節 前 後 の もの が よ く0長 さは2mほ どそ あ る*」。.カ ゴを つ く る 日の朝,

鎌 で刈 り と り,ま だ葉 が あお あお と して い る うち に葉 や バ カマ を 素 手 で む し り と り,

幹 だ け に して しま う。普 通 は 「ま え の 日に刈 って お い て,夕 方 葉 を こぎ,つ ぎの 日に

編 む*」。

  b. カ ゴは どの よ うに作 られ た か

 葉 を 落 した サ サ の な か か ら,ま っす ぐで 同 じ く ら いの太 さの もの を8本 選 び だ し,

80 cinの 長 さ に切 りそ ろ え る。 切 りそ ろ え る とい って も刃 物 を つ か わず,素 手 で折

り とる ので あ る。 か る く揉 んで 折 る と ダた や す く先 は と れて しま う。 そ れ を2本 ず つ

1組 に し,'ま ず2組 を 十 字 型 に 重 ね あ わせ,そ の上 に さ らに2組 を 重 ね,4組 が 米 字

型 に な る よ うにお き,別 に太 さ も 中 位 で や わ らか い も の を1本 と りだ し軽 くま げて ク

セ をつ けて お き,米 字 型 の 立竹 の1筋 の下 に さ しこ み01筋 お きに右 廻 しに,渦 巻 型

に立 竹 にか らげて ゆ く。 これ が廻 し竹 の は じめ の タ ケ とな る。 この とき 片 ピザ を つ き,

底 の 中心 を お さ え なが ら身 体 を 廻 して 廻 し竹 を い れて ゆ く。 最 初 の1本 の 廻 し竹 を廻

しお え た ら,い ま まで の 編 み 目全 体 を 裏 が え し,左 廻 しに廻 し竹 を1本 だ け い れ(結

果 的 に表 か らみ る と この廻 し竹 も右 廻 しとな って い る),あ とは 裏 が え しした りせ ず
                ふたこあみ

に立竹の間隔を手で加減 しなが ら,双 子編のやり方で立竹に廻 し竹をかけてゆ く。こ

れは底の面をたいらに編むための工夫のようである。 「廻 し竹をからげるのは縄をか

らげてゆくのと同じ*」ようにしてゆけばよいという。2番 目の廻 し竹をかけると,

ほぼ底の編目はきっちりと締 ってしまう。 「作業は小さいカゴを作るよ り0大 きいカ

ゴのほうが,か えって楽だ。慣れないと,廻 し竹を途中で折ってしまうことがある*」。

それさえ気をつければ,難 しいところはないはずだという。

 2番 目の廻 し竹か ら立竹の間隔を次第にひろげてゆくとき,左 手の手首をかえすよ

うにして0立 竹をひろげなが ら廻 し竹をからげてゆく。同時に右手でもとの目をおさ

え0な るべく立竹のあいだを等しくしてゆく。この辺の手加減が素人とプロの差だと

いう。

 底を編みおわると胴編にはいる。立竹を目分量でまるく擁め,左 側2本 目の立竹の

外側をとおして,胴 のまわりのハチマキという廻 し竹に端をさしこみ,端 同志をから

げて底まわりの台の部分をこしらえる。別に立竹をかがる廻 し竹を2本 用意 しておき,
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底 を ピザ に あ て,立 竹 を 内側 へ お した おす よ うに して立 竹 を た て0廻 しを か け,胴 を

こ しらえ る。最 後 に立 竹 の端 を 切 りそ ろ え形 を整 え る と終 り とな る。

 こ う して で きあ が った マル シ ョウギ を 計 って み る と,手 元 の 標 本 で は 口 の 直 径

22cm・ 高 さ7cm,底 の直 径18 cm,重 さ709と な って い る。 立 竹 に も廻 し竹 に

も太 さ3な い し4 mmの タ ケが つ か わ れ0底 は厚 さ13mmに もな る。 立 竹 に か

が る最 初 の廻 し竹 の帯 の 巾は15mmで,こ の廻 し竹 は底 の 中心 か ら3cmの あ た

りか らは じま って い る。2番 目の廻 し竹 の 巾 も15mmで,そ れ か ら3番 目の 双 子 編

状 の廻 し竹 が2回 か け られ て い る。 よ くみ る と,1番 目の廻 し竹 と2番 目 の廻 し竹 と

で は,ど の 立竹 を潜 り ・どの 立竹 を飛 び こえ るか の 関 係 が 逆 に な って い る こ とが わか

る。 立竹 は 縁 の と ころ で擁 め られ,カ ゴを真 上 か らみ た 場 合,む か って左 側 の立 竹2

本 の 内側 を 抜 け,そ れ か ら2本 外 側 を とお り,底 へ と お りて ゆ き,ほ か の立 竹 とか ら

み あ って 切 りそ ろえ られ て い る(附 図11)。                 O

  c. どの よ うな カ ゴが 作 られて き た か

 オ カ メザ サ を 材 料 に した カゴ細 工 に は,オ カモ チ とマル シ ョウギ の2つ の 種 類 が あ

る。 オ カ モ チ はマ ル シ ョウギ に手 をつ け た も ので,マ ル シ ョウギ は クル ミや ク リや ウ

メな どを い れ て,干 して お くの につ か う とい う。 また,ウ ドンを うで る と き,ウ ドン

の水 を 切 るの につ か うとい う。 昔 は,ど この家 に もマ ル シ ョウギ が5つ や6つ は あ っ

た もの だ とい う。無 雑 作 につ くられ た よ うに み え る こ の種 の カ ゴ も,実 際 につ か って

みれ ば,2Q年 か ら3Q年 は つ か え る とい われ て い る。

皿.若 干 の 考 察

 1 関東地方のタケカゴ細工は,は じめにも述べたように,た しかに,マ ダケを素

材にしたカゴ細工の展開としておさえることができよう。しかし,そ のかたわ らではi

専門のカゴ屋さんたちの手によらないシノやササ ・スズのカゴ細工が農閑副業として0

かなり広 くゆきわたっていた点もみのがせない。とくに,秩 父か ら上越地方にかけて

のササを用いたカゴ細工は,主 流派のカゴ細工 とはちがった面白さがあり,新 しく見

なおされてよいのではなかろうか。

 2 マダケを素材 とした伝統的なカゴ細工で,第1に 要求されるのはタケを所定の
                へ

厚 さ と 巾に剥 ぐ ことで あ る。 「タ ケ剥 ぎ3年 」 とい って,こ れ が で きれ ば カ ゴ屋 の 仕

事 もひ とつ の 関 門 を と お った とい わ れ るほ どで あ る。 そ う して 作 られた 立 竹 や 廻 し竹

をつ か って つ く られ る の は,関 東 地 方 では,東 北 地方 で は ほ とん どみ られ な か った
                           おおぶ

(福島県下 をのぞいてほとんどみ られなかった)目 の大きい大振りな6つ 目カゴであ

り0ま た0厚 い身竹や皮竹を惜しげもなくつかった大振りのザルで,カ ゴ全体の形
  どうがえ

は 「胴返 し」という直径と深さとがほぼ等しい値をとるカゴの形がひとつの基本 とな
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る。 また,縁 仕上 げ は,2重 巻 の 巻 口仕 上 げで,こ の縁 の作 りが た くま しい カ ゴ の意

匠 を よ びお こす ひ とつ の ポ イ ン トとな って い る。

 3 け れ ど も,い っそ う広 い視 野 にた って み れ ば,関 東 地 方 のマ ダ ケ の カ ゴ細 工 は,

マ ダ ケ を 素 材 に したカ ゴ細 工 の,も っ と も北 の1群 と み る こ とが で き る。 ネ マ ガ リタ

ケ細 工 を や るカ ゴ屋 さん た ち の い い方 を か りれ ば0カ ゴ細 工 は ネマ ガ リ の 系列 と,
おおたけざい く

大竹細工,す なわちマダケやモウソウのカゴ細工,そ れにその他のカゴ細工の3系 列

にわかれるという。その区分にしたがえば関東地方のカゴ細工は大竹細工のもっとも

北の1群 を形成 しているのである。同時に関東地方は0お そらく,マ ダケのカゴ細工

が,も っとも発展 した地方 ということができよう。

 4 それなら,マ ダケのカゴ細工が,他 の地方より0か えって北の関東地方で展開

したのはどのよ うな条件からなのだろうか。それにつけて思いだされるのは近世以降

のこの地方の生産の足どりである。近世の関東の農業を特徴づけるのは雑穀農業だと

いう。自給肥料にたよる収益性の低い雑穀農業を補うために,こ こでは,は やくから

農間余業の駄賃つけや炭焼 ・薪伐り ・機織 ・糸引き・多様な工芸作物の栽培などがな

され,近 世の末ともなれば養蚕がひろがり,明 治前期にはマユとコメの農業へとまと

あられてゆく。ことに山間地帯の養蚕は全国で1位2位 を争 うほどのたかまりをみせ

る。そこへ昭和にはいると平野部の地域では疏菜栽培の近郊農業がさかんになりはじ
               

ある。よりこまあに掘 りおこしていかねばならないが,こ うした地域の構造がその土

地に根ざしたカゴの上に0カ ゴ細工の在り方に影響を与えないはずはない。

 5 詳 しくみると,ほ んのわずか しか離れていない地域でも,カ ゴにはその地域で

の好みがあり,胴 のすぼみ具合,廻 し竹の数(結 局カゴの深さ),縁 仕上げの形など,

それぞれ異なる。使 うひとの立場にたって,生 産とのかねあいも掘 りさげてみなけれ

ばならないが,「 ツボまわり」 という出職のカゴ屋さんたちの業態や,行 商をかねた

カゴ屋さんたちの商いが,こ のようなカゴの形の地域性を定着させるのに深 くかかわ

りあっていた ことも見逃せない。こうして,使 うひとと作るひとの直接的な関係の積

みかさねか ら,よ り暮らしに役立つカゴの意匠が生みだされる。

 6 前回め東北地方の場合もそうだったが,昔 から仕事をひきついできたカゴ屋さ

んたちは,よ ほどの好条件がないかぎり,い までは,ど こでもほとんど仕事をやめて

しまっている。わた したちが手ほどきをうけた15年前0あ れほど盛んだったカゴ細工

は,も う過去のものとなりつつあるといっても過言ではない。名のあるひとたちの仕

事や,有 名な職人たちの仕事,そ して民芸店の店先きにならぶカゴには注意をむける

けれども(そ れもまた当然なのだが)0お そかれはやかれ,使 いずて的につかわれる

生産のカゴなどは,影 さえみえなくなりそ うに思える。もう何年か したら0明 治の後

半から戦後にかけての暮 らしの移りゆきを具体的に示 して くれるこうした遺産は完全

に失われて しまうのではなかろうか。
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附 図 1 クレコミの背負 カゴ

2 ザル 目編 の背負 カゴ

3 ザル 目編の背負カゴ

4 海苔洗いのザル
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