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一 日本列島におけるカゴ細工の諸系列(1)一
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皿。若干の考察

1・ 問 題 提 起

 1968年4月 か ら11月 ま で の あ いだ,当

時 文 部省 史 料 館 に収 め られ て い た旧 民族

学 博 物館 所 蔵 の資 料 の う ち,カ ゴ ・ザ ル

の 類(以 下 こ れを カ ゴ とい う)550点 余

を調 べ整 理 す る機 会 にめ ぐま れ た。 そ の

結 果 は 図録 や研 究 紀 要 の 形 で お おや け に

さ れ て い る が[文 部 省 史 料 館,1968:

PP.7-138][中 村,1969:PP.283-332],

そ の 仕事 に した が って い る う ち,ふ と,

日本 各地 の カ ゴ の形 や 手 法 に は た しか に

全 国 的 に 共 通す る い くつ か の 型 が あ りう

る けれ ど も[佐 藤,1956],そ の 反面,お

お か た の カ ゴ に は,そ の カ ゴ壷生 み だ し

た そ の地 方 特有 の技 術 と もい うべ き もの

が み られ,ま た,カ ゴ ひ とつ ひ とつ に そ

れ ぞ れ 持 ち味 が あ る こ とに気 づ か さ れ た。

 た とえ ば東 北地 方 で採 集 され た カ ゴ に

つ いて い え ば,青 森 か ら岩 手 に か け て み

られ る独 得 の ッ ヤ を もつ皮 ダ ケ で つ く ら

れ た ビクや 六 つ 目の カ ゴ,リ ン ゴを取 入

れ る ときの テ カ ゴ,台 所 でつ か う各種 の

           お

ザ ル,昔 つ か わ れ て い た苧 うみ の と き の

オ ボ キ,山 形 の 南 の ほ うで採 集 さ れ たハ

ケ ゴ とい うア ジ ロ編 の 細 い皮 ダ ケ の カ ゴ,

ま た タ ケ以 外 を材 料 に した カ ゴ で は秋 田

の イ タ ヤ カ ッ コ ベ,青 森 の 日本 海 側 や秋

田,山 形 にか けて お こな わ れ て い る アケ

ビカ ゴ,そ の ほか 宮 城 の西 に の こ って い

る箕 の 技術 を利 用 した 苗 と りカ ゴ等 々,

そ れ ぞ れ南 の マダ ケや モ ウソ ウ ダ ケ の地

帯 の カ ゴ細工 に は み られ な い 技 法 や 持 ち

味 が み られ る よ うに 思 わ れ た[文 部 省史

料 館,1968:p.36,80,88,96,98,102,

104,106,ll8,120,130,136,178][中

村,1969:PP.321-324][中 村,1974:

pp.176-180]。

 も し,こ う した 印象 が わ た しだ けの も

ので な い とす れ ば,ひ とつ ひ とつ の カ ゴ

に あ らわ れ る各地 方地 方 の持 ち味 は,ま

た それ を可能 に して い る技 法 や 意 匠 は,

どの よ うな もの に 支 え られ て い るの で あ

ろ うか 。 す くな くと も,ど の よ う な条 件

の もとで は ぐ くま れ た の だ ろ うか 。 この
           へ  も  も  も

小文はそうした問題へのいとぐちをひら
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くた め に東 北 地 方 の タケ カ ゴ 細工 を主 題

に して,そ う した点 を 追 って み た もので

あ る。

 そ の た め小 文で はわ た しが 訪 れ る こと

が で きた 東 北 各地 の カ ゴ細 工 の生 産地 の

なか か ら,ご く最 近 直 接 当 って み る こ と

が で きた4地 域 の事 例 に,1947年 に い っ

てみ た岩 出 山 町 の例 を加 え,そ れ ぞ れ,

カ ゴを つ くるた め の,

 a.材 料 は どの よ うに整 え られ て きた

  か

 b.カ ゴは どの よ うにつ く られ た か

 c. ど の よ うな カ ゴ が つ く られ て きた

  か

を 中 心 に,確 認 で きた こ とが らを報 告 し,

そ れ を もと に して 気 づ い た点 を指 摘 して

み た い と思 う。

 この小 文 を ま と め るた め,図 録[文 部

省史 料 館,1968;か ら東 北 地 方 の カ ゴに

つ い て の記 載 を え らび だ し,そ の うち特

徴 的 な カ ゴ の記 事 を手掛 に して,そ の所

用地 を た しか め,い まそ の カ ゴ を つ く っ

て い る と ころ,ま た は最 近 ま で つ く って

いた ひ とを た ず ね,実 際 にカ ゴの生 産 に

たず さわ られ た方 々か ら上 記 の3点 を 中
               ききが

心にお話をうかがい,そ の結果を聞書 き

の形でまとめ,聞 書きを引くようにして
                 も

報告の部分をまとめてみた。本来ならき
も  も  へ

きとりに同席してくださった方々を含め,

それぞれの引用ごとにお名前を明 らかに

すべきであるが,い ろいろ考えたすえ,

ここでは特別の場合以外本文のなかでは

個人の名前はださないことにした。聞書

きをつくる過程での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。なお,個 人

の名前には,学 術的な論文ではいっさい

敬称をはぶく約束がおこなわれているが,
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          ヤ  へ  も  へ

小文の性質上 ここではさんずけをさせて

いただいた。
              ヘ  ヘ  ヘ  へ

 この小文では技法についてのききとり

を聞書きか ら引用するだけでなく,家 で

つかっている手元のカゴを調べ,そ の結
        へ  も  ヘ  へ

果 をつ き あわ せ,き き と りを お ぎ な う こ

とに した。 カ ゴの 作 り方 や編 み方 につ い

て の術 語 は,必 ず し も一 定 して い な いが,

こ こで は,カ ゴを つ くる過 程 に つ い て は

底 編,胴 編,縁,そ れ に底 か ら胴 に うつ
         Lしたて

る途中の過程である腰立の4語,タ ケづ
             へ

くりの過程ではタケ割とタケ剥ぎ,表 皮

のついたタケを皮ダケ,表 皮のつかない
               み

維管束や基本組織の部分のタケを身ダケ,

カゴの編み方についての用語としては,
               ざるめあみ

四 つ 目 編,六 つ 目編,ア ジ ロ編,筑 目編,

四 つ 目つ ぶ し,六 つ 目つ ぶ し,縁 の 仕 上

げに つ い て は,巻 ダ ケ を つ か って 縁 を か

が る巻 口仕 上 げ,野 田 口仕 上 げ,蛇 腹 巻,

縁 ダ ケ や巻 ダ ケ をつ か わ ず に縁 を ま と め
 ともぶち

る共縁,六 つ目や筑目編で水平方向にい

れてあるタケを廻しダヶ,タ テ方向のタ

ケを タチダケ(立 竹),補 強のためにい
  ちから     ちからぼね

れ るカ ダ ケ を力 骨,ア ジ ロの編 み方 を あ

らわす た め に は 「2つ とび2つ く ぐ り」

「3つ とび3つ く ぐり」 な どの用 語 だ け

を つ か う こ とに した 。

 地 元 で の呼 び 方 は慣 例 的 に 片仮 名 で あ

らわ し,聞 書 きか らの 引 用 に は,こ の小

文 で は*を つ けて 拠 り ど こ ろを あ き らか

に した 。

II. 5つ の 事 例

 1. 青森県青森市青柳町

 a.材 料はどのようにして整えたか

 青森の市街のやや東寄 りのところに堤

川が流れている。堤川には石森橋そのほ

か5つ の大きな橋がかかっているが,そ
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の う ち川 口か ら2番 目 の青 柳 橋 につ う じ

る大 通 に 面 して 奈 良岡 さ んの 竹 細 工 の製

造 と卸 しの店 が あ る。 そ こか ら堤 川 の 川

口 の青 森 漁 港 ま で は距 離 に して1,000 m

ほ どで あ る。 奈 良 岡 さん の店 で は他 県 か

ら 「約40年 ぐらい ま えか らカ ラ タケ(マ

ダ ケ の こ と)を い れて カ ラタケ 細 工 の カ

ゴ も製 造 して い るが」*,昔 は も っぱ らネ

マ ガ リダ ケ を つ か って カ ゴを つ くって い

た と い う。

 材 料 の ネ マ ガ リダ ヶ は 「孫 ち い さん の

時 代 には」市 内か ら直線 距 離 に して20km

南 に くだ った 「い ま は ス キー 場 で,昔 か

らタケ ノ コの産 地 で 有 名 な八 甲 田山一 帯,

酸 ケ 湯 付近 で伐 採 して きた が,雪 が お お

く,消 え るの が お そ い ので 」*,や が て 採
               くぬぎた

集 の場 所 を 津軽 半 島の 青 森 湾 側 の 蓬 田 や,

さ らに奥 の 青 森 か ら も50kmは な れ た

四 ツ滝 山 の東 北 地 帯,東 津 軽 郡 二 股,増

川,三 厩 方 面 に うつ し,国 有 林 のネ マ ガ

リダ ケ の 払 下 を う け,「 伐 採 した もの を

船 で 青 森 港 ま で お く って いた が,こ の10

年,営 林署 が薬 剤 を撒 布 した こ とや タケ

にハ ナが つ い て全 滅 して しま ったの で,

い ま は北 海 道 の ネ マ ガ リダ ケ を い れ て い

る」*とい う。

 カ ゴ の 材 料 と して の ネ マガ リダ ケ は

「3年 か ら5年 目の ものが よ く,3年 の

もので 根 本 の太 さ は20か ら25mm前 後

に な る。 それ を銘 で切 り,細 か い枝 を そ

の場 で は らい,長 さ182cmか ら212

cmに 切 りそ ろえ,50本 ひ と タバ に して,

1t車 か2t車 の は い る道 路 ま で」た とえ

ば 「1,000mほ どワ イ ヤー を 張 り,切 っ

た タケ の束 を鉤 で つ る し,ま た は材 木 を

搬 出す る と きの よ うに 山 の 斜 面 を 流 し

(シ ュ ラ出 し し)」*お ろす 。 それ も 「い ま

か ら13年 ぐ らい まえ ま で は2束 か ら3束

ずつ背中に背負って運び出した」*ものだ
                 ば
という。昔は 「車のかわりに荷馬車や馬
とり

権 が つ か わ れ た が,奥 山 で は 馬権 の は い

れ る道 路 を つ け る た め にお お ぜ い の 人夫

を や と って 山 を切 りひ らく作 業 か らは じ

めな けれ ば な らなか った」*。二 百 十 日以

降 に切 った タ ケ は翌 年 の5月 ま で(山 の

雪 が と ける時 期 ま で)も つ とい い,例 年

この 時 期 に1,200束 か ら1,300束 用 意 し

た 」*。馬概1台 に は70束 か ら80東 つ め る

の で15台 以 上 の ネ マガ リダ ケ が用 意 され

た こ とに な ろ う。

 陸 路 や海 路 を運 ば れた タケ は 「節 が つ

いた ま ま な の で片 刃 の銘 で節 を お と し,

4つ か ら8つ に 割 り,細 工 す るカ ゴに あ
         はば

わ せ て 長 さ や厚 さ や幅 をそ ろえ て か らつ

か った」*。皮 ダ ケ をつ くる場合 には,4

つ 割 した タ ケ を,セ ン とセ ンの 台 とを組

合 せ た道 具 をつ か って 身 の ほ うを きれ い

に 剥 ぎお とす 。 「小 学 校 を で る とす ぐカ

ゴ細 工 を 習 い は じめ た。孫 ちい さん が カ

ゴ屋 で そ の弟 子 が3人 いた が,そ の うち

の1人 の と ころへ 弟 子 入 り した」*。弟子

入 り して 「最初 は タ ケ の作 り方 か らや ら

され る。 ネ マ ガ リダ ケ は天 日に だ して お

くと身 が しま って(乾 い て)な か な か 割 れ

に く くな る。 は じめ は タケ の端 な どを4

つ 割 させ て銘 の つか い方 を 練習 させ,4

つ に 割 れ る よ うに な る と,今 度 は長 い タ

ケ を あず け て タ ケ を割 る と き錠 を お こせ

ば い い か,あ げ れ ば いい か な どを の み こ

ま せ る。 ネ マ ガ リダ ケ には まん な か に 目

が とお って い る の で,そ の 目を た ど って
     も  i  も  も

割 らな い とた ちま ち ソゲ て しま う」*。だ

い た い 「ネ マ ガ リダ ケ は その 名 の よ うに

根 元 で もま ん な か で も反 って い るの で カ

ラ タケ の よ うに唐 竹 割 に はで き ない 特 色

が あ る」*。「そ れ らを すべ て のみ こん で銘
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 も  も  も  ヘ  へ

を と りもて るよ うに な れ ば1人 前 」*なの

で あ る。 タケ作 りの練 習 の あ いだ に 「ザ

ル や テ カ ゴ につ か う皮 ダ ケ つ く りを させ

られ た りす る」*。深 雪 と北 か らふ きつ け

る強 い 風 の もとで 育 った ネマ ガ リダ ケ に
                も  も

は,シ ノ ダ ケ や マダ ケ と は ちが った か た
た

さがあり,そ れを逆に利用 してゆければ

ネマガ リダケ細工の専門家なのである。

 b.カ ゴはどのようにしてつくられた

   か

 青森では旅目編のカゴもつくられたが,

むしろ六つ目のカゴがネマガ リダケ細工

の 特徴をよくあらわしている。 「県外で
     ヤ  も  へ

は,タ ケ が や わ い ので,タ ケ を 数 本 い っ

し ょに して六 つ 目 を編 む が,こ こで はタ

チダ ケ も廻 しダ ケ も1本 だ けで 編 んで ゆ

く」*。弟 子 入 り して タ ケ作 りを お ぼえ る

と,つ ぎに タ ケ の組 み 方 を お ぼえ る。「カ

ゴ の底 の 目に ど う タケ を差 し こん だ らよ
      おび

い か 。 カ ゴ の帯(廻 しダ ケ)を ど うまわ

した らよ いか 。 底 が どの く らい の ひ ろ さ

な ら,口 は ど の く らい に ひ ろが るか 。 ど

の程 度 に 曲 げ れ ば よい か」*。 ネマ ガ リダ

ケ は 身 が しま って い るの で,腰 立 の ま が

りな ど,曲 り目 を薄 くけず り火 に あぶ っ

て ま げ る とい う。

 縁 ま で 編 ん だ タ チダ ケ は,縁 の と こ ろ

で ね じ り,両 側 か らタ テ2つ に割 った 丸

ダ ケ を そ え,そ の うえ か ら皮 ダ ケ を巻 い

て と め る とい う。 「縁 ま き に は ネ マ ガ リ

ダ ケ の まだ 皮 を か ぶ った1年 半 の若 い シ

ンコ を4つ 割 に した もの を つ か う」*。い

ま で は巻 きダ ケ のか わ りに 針 金 が つ か わ

れ て い る。 い ま台 所 で 野 菜 を 洗 った あ と

水 を切 る の につ か うザ ル(六 つ 目カ ゴ)

に つ い て み る。 口 の直 径30.5cm高 さ

6cm重 さ1309で 巾4 mmか ら7mm
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の皮 ダ ケ を つ か い,皮 の側 を外 側 に して

編 ん で あ る。 編 み 方 は底 も胴 も15mm

ほ ど の大 き さの 六 つ 目で,タ ケ の そ こ こ

こに は ネ マガ リダ ケ 特 有 の 黒 い シブが の

こ って い る。 六 つ 目の 編 み 目の うえ に は

巾10mmの 皮 ダ ケ3本 を つ か って,水

の 字 の 形 に 力骨 が いれ て あ り,編 み 目 を

強 化 して い る。 力骨 は底 ま わ りの2つ の

目 に は め こみ,そ の あ と胴 の うえ を とお

って 縁 に は い って い る。 タ チダ ケ は縁 の

うえ20mmの と こ ろで切 りそ ろえ,折 ・

りま げ られ,そ れ を お お うよ うに して,

そ の外 側 と内側 と に太 さ12mmの 丸 い

タケ を2つ に割 った 縁 ダ ケ を あ て,針 金

で か が って お さ えて い る。

 c. どの よ うな カ ゴ が つ く られ た か

 港 が 近 い た め,こ こで は 魚 をは こぶ

カ ゴ が 主 と してつ く られ て い る。49年

度 の 統 計 に よれ ば 海 面 漁 業 漁 獲 量 は

12,658,000kgと い わ れ,な かで もホ タ

テ や イ カ の水 揚 量 が 群 を ぬ い て い る こ と

が わ か る 。陸 奥 湾 と津 軽 半 島 の両 側 に は

3つ の大 き な漁 場 が あ るが 青 森漁 港 は こ

の3つ の 漁 場 と結 びつ いて い る。 「春 の

マ ス の 時 期 が お わ る と5月 か ら6月 に か

けて ニ シ ン漁 が行 わ れ る。 昔 はニ シ ンは

ひ と カ ゴ い く らで 売 買 され た もの で あ

る」*。 「夏 場 か ら ア ブ ラツ コ の カ ゴを つ

く り,そ の あ い だ に ッ ブ の カ ゴ にか か る。

底 が24.2cmで 高 さが18.l cm,口 が

21.2cmの 底 が 四 角 で 口 が ま る い カ ゴで

あ る」*。 「春 と秋 に は イ ワ シの カ ゴで お

われ る。 秋 に は イ ワ シの テ カ ゴ が さか ん

に で る。 頭 を と った イ ワ シを テ カ ゴ に い

れ,水 洗 し,ス ダ レに の せ て さ ら し,長

い タケ の 串 に さ して 焼 き,ニ ボ シのザ ル

に い れて つ る して お く」*。こ こで は1年



中村 東北地方タケカゴ細工の基調

中,季 節 の漁 業 に お う じて各 種 の カ ゴ が

大 量 に,一ひ っき りな しに つ く られ た。 タ

ラカ ゴは 「水 揚 げ した タ ラを運 搬 す る カ

ゴで 目の大 き さ が3cmほ ど の六 つ 目 の

カ ゴで皮 ダ ケだ けで 編 む 。 つか い方 に よ

って2年 か ら3年 もつ が,昔 は タ チダ ケ

を 折 りま げ,そ の う えを荒 縄 で か が った

だ けだ った。10枚1組 に して 問屋 に卸 し

た 」*。タ ラの豊 漁 の時 期 に は 「朝3時 か

ら夜 の10時 まで 働 き(夜 が あ け た ら仕 事

して い た),タ ラの カ ゴを1日12個 か ら

13個 つ くった。 魚 が とれ て とれ て,仕 事

に追 い ま わ さ れ っぱ な しだ った」*。ハ エ

ナ ワザ ル(延 縄筑)に は 「漁 師 の舟 の大 き

さや 魚 の 大 き さ に よ って48.5cm,51.5

cm,54.5 cm,60.6 cm, 63.6 cmな ど の

種i類が あ る 。 は じめ の2つ は カ レイ,ス

ス キ,タ イ な ど。54.5cmは 日本 海 で と

れ るマ ス,60.6cmは 北 海 道 の タ ラ漁 用

で あ る」*。編 み 方 は30mmか ら35mm

の大 き さの 六 つ 目編 で,60.6cmか ら

69.7cmの 長 さ の皮 ダ ケ が つ か わ れ る。

「縁 ダ ケ に は 丸 ダ ケ が い れて あ り,そ の

両 端 を つ ぎあ わせ る た め,両 端 を そ ぎ,

ブ ドー の 皮 で 合 せ 目を 結 んで とめて い

た 」*。大 量 に つ く られ る もの な の で,底

を編 む と きに 鉄板 の型 を つ くって お き,

それ を 当て て編 む工 夫 もな され た とい う。

ま た,8本 の ボ ー トーで 底 を お さえ て編

む 新 しい 道 具 な ど も奈 良 岡 さん の と ころ

で 考 案 して つ か った 。 アブ ラ ッ コカ ゴ は

「湾 内の アブ ラメ を とる カ ゴ で,直 径

45.4cm高 さ60.6cmの 円 筒 形 の カ ゴ で,

目 に コー ル タ を塗 り,海 に 沈 めて お く。

い ま は沈 み が は や い ので 鉄 で つ くった カ

ゴが 一 般 につ か わ れ て い る」*。

 農 業 用 のカ ゴ で は 田植 の と きの 苗 い れ

カ ゴ,シ ョイカ ゴ,リ ンゴ を いれ るテ カ

ゴな ど が つ く られ た。 「ナ エ カ ゴは2L2

cfnに9. l cm高 さ21.2 cmの 底 が 四角

で 口 が楕 円形 の 六 つ 目カ ゴ で,苗 を い れ

腰 に つ け る カ ゴ」*。 シ ョイ カ ゴ は 野菜 な

どを市 内 には こぶ 「御用 カ ゴ の大 き さ の
    ざい
カ ゴ で,在 の ひ とた ちが 野菜 を い れ て町

へ売 りに くる と きな どに つ か って い た。

同 じシ ョイ カ ゴで も南 部 の シ ョイ カ ゴ は

壺 形(ビ ク型)だ が,青 森 で は57。6cm

に36.4cm高 さ24.2 cmの 四角 な カ ゴ

が つか わ れ た 」*。シ ョイ カ ゴ は 「ア ミア

ゲ とい って 目が あい て い な い編 み方(筑

目編)を した」*。 リンゴ の テ カ ゴ は昔 つ

か わ れ た木 の リ ンゴ箱 に 「2つ な らべ て

は い る よ う 楕 円 体 に つ くられ て い て,

33.3cmに18.2 cm高 さ24.2 cmで,

縁 に は ネマ ガ リダ ケ の シ ン コを ま い た が,

い ま は ビニ ー ル テ ー プ を巻 くよ うに な っ

て い る」*。

 家 庭 用 の カ ゴで はワ ンカ ゴ とザ ル が あ

る。 ワ ン カ ゴ は台 が つ く りつ け に な った

六 つ 目 の カ ゴで 「家族 の 数 に よ って大 き

さが ち が い,5人 家 族 用 で 直 径34cm

高 さ16 cm」*,ザ ル は 野菜 の 水 切 りな

どに つか う六 つ 目の カ ゴ で 底 の 各辺 に7

マ ス六 つ 目が は い るか ら42本 で 編 む とい

う。212.lcmの 長 さ の ネ マ ガ リダ ケ を

4つ 割 に した もので タチ ダ ケ が12本 とれ

るの で,都 合 縁 巻 きの タケ もい れ て5本

の タケ で こ し らえた 。

2.岩 手県久慈市山田

 a.材 料はどのように して整えたか

 久慈市山田は陸中海岸の要港久慈の市

街から直線距離にして南に7kmほ どさ

がったところにある戸数20ほ どのムラで

ある。 久慈の南には200m前 後の丘陵

のある岬がつきでているが,山 田はその
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丘 陵 の南斜 面 に位 置 して い る。丘 陵 の斜

面 に は い くつ か の小 さ い沢 が あ り,沢 の

両 側 の ヒダ に は シノ ダ ケ と い う指 く らい

の太 さ の タケ が密 生 して い る。 そ の有 様

は 「雀 も群 れ な い くらい タ ケ が ぎ っ し り

と天 然 に生 え て い る」*。山 田 の カ ゴ細 工

は この シノダ ケ を 材 料 に して お こなわ れ

る 。

 カ ゴ の材 料 に手 頃 な タケ は 太 さ7mm

前後 の もので 「3年 目 ぐらい の もの が ち

ょ う どよ い」*。そ の く らい の タ ケ を家 か

ら行 きやす い遠 さの 場 所 に み つ け,ま と

めて 採集 して お き,家 の納 屋 な どに しま

って お く。 タケ切 りの場 所 は 「普 段 か ら

みて お いて よい場 所 を みつ けて お く」*。

た いて い 「距 離 に して 家 か らlkmぐ ら

い離 れた と こ ろ」 で 「シノ ダケ が しげ る

場 所 は足 場 が わ るい と こ ろが お お い が,

そ こへ い って鎌 で 刈 って く る。 セ イ は た

か い の で182cmく らいあ る。切 った タ

ケ は500本 ぐらい ひ と ま と めに た ば ね,

長 さ3ヒ ロ半 の マ ダ や フ ジ の皮 で こ し ら

え た ミッグ リ(三 つ組)の ニ ン ナ ワ (荷

縄)で 背 中 当 に つ けて家 ま で背 負 って く

る」。*500本 の タケ を 切 る の に 約2時 間

か か る とい う。 タケ は 「寒 切 で な い とだ

めで,10月 の末 が刈 りど きだ 」*。 「切 っ

た タケ は2つ 割 に して 半 乾 燥 の 状 態 で束

ね て と って お き,細 工 を す る と きに は2

晩 ほ ど川 の なか に ひ た し,も ど して か ら

つ か う」*。

 ヵ ゴを 編 む と きに は,水 に ひ た して お

い た タケ を 水 か らあ げ,銘 で2つ に割 り

 (結局1本 の タケ を4つ 割 す る こと にな

る),上 等 な カ ゴを つ くる とき に は 細 か

く割 った タケ の カ ドを銘 で そ ぎ お と し,

巾3mm前 後 に そ ろえ,銘 で皮 の 内側

の 身 の と ころを ほ とん どお と し,皮 ダ ケ
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に して つか う。 身 を お とす とき,タ ケ の

切 口 に銘 で キズ を い れ,30cmか ら40

cmぐ らい まで 皮 の つ い て い る ほ うの端

を 前 歯 で お さえ,タ ケ の 弾 力 性 を利 用 し

なが ら銘 で 身 と皮 とを 分 けて ゆ く。

 b.カ ゴは ど の よ うにつ く られ る か

 久 慈 で は カ ゴの タ チダ ケ に も廻 しダ ケ

に も同 じ巾で 同 じ厚 さ の シ ノダ ケ が つ か

わ れ る。5.41は い る フ ク ベを つ くるに

は,タ チダ ケ に長 さ106cm,廻 しダ ケ

に は そ れ よ りず っ と長 い タ ケ を用 意 す る。

タチ ダ ケ の なか か ら3本 ず つ い っ し ょに

して 数 条平 行 に な らべ,そ れ らに直 交 す

る よ うに1本 ず つ筑 目 に タチ ダ ケ を組 み

合 わ せ 底 編 を こ し らえ る。 片 ピザ を た て

て す わ り,足 で 編 目 を お さ えな が ら。

 胴 を編 む と きに は,廻 しダ ケ が タチ ダ

ケ に し っか りとは め こま れ る よ う,針 や

爪 で タ ケ を押 しな が ら目 を つ めて ゆ く。

途 中,胴 の編 が 三 分 通 りで き あ が る と,

タチ ダ ケ の 先端 を紐 で 束 ね,廻 しダ ケ を

いれ て ゆ く。形 が と りや す い よ うに して

編 む わ けで あ る。 こう して カ ゴ の肩 の部

分 が こ し らえ られ る。 み て い る と,シ ノ
   へ  も  も  も

ダ ケ は しなや か で,ど ん な細 工 で も 自由

にで き そ うな 感 じがす る。 「胴 の 高 さ は

カ ゴ の 大 き さ に 見 合 うよ うに 目分 量 で

きめ る」*。「底 の 寸 法 も 目分 量 で きめ て

ゆ く」*。

 廻 しダ ケが 縁 の と ころ ま でか けお わ る

と,タ チ ダ ケ の さ きを鋏 で切 りそ ろ え,

1筋 が3本 で構 成 され て い るタ チダ ケの'幽

3本 の う ち右 側 の1本 は 右 へ,の こ りの

2本 は左 に た お し,そ れ ぞ れ,右 倒 しの

タ ケ と左 倒 しの タ ケ と をか らみ あ わせ,

そ の うえ に巻 きダ ケ を ま いて ゆ く。 これ

を シ タマ キ とい って い る。 そ して,そ の
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外 側 に,直 径10mmぐ らい の 太 さ の

「マ タ タ ビの枝 を ま る く して お いた もの

を は め,シ タマ キ とマ タ タ ビ とを い っ し

ょに巻 きダ ケ で巻 い て とめ る」。*マ タ タ

ビ の両 端 は 「銘 で な な あ に そ ぎ お と し,

両 端 をか さね あ わ せ,タ ケで 巻 いて とめ

て お く」*。マ タ タ ビの 輪 を縁 にか け る と

き に は,カ ゴを両 足 で お さえ な が らは め

こん で ゆ く。 「巻 ダ ケ に は 巾 の や や ひ ろ

い ニ ガダ ケ が つ か わ れ る。 ニガ ダ ケ は 川

岸 な ど に生 えて い る太 さ10mm前 後 の

タ ケで,家 の風 除 や 壁 の下 地 に もつ か わ

れ る」*。久 慈 市 の 小久 慈 で は,久 慈 市 の

対 岸 に あ る陸 中夏 井 付 近 か らニ ガダ ケ を

切 って き て,ニ ガ ダ ケ だ けで カ ゴ を編 む 。

 手 元 に あ る小 さい フ クベ につ いて 以 上

の点 を あ た って み る と,こ の フ ク ベ は 口

は長 径17cm短 径16 cm,底 の ヨコ

17cm奥 行14 cm,高 さ20 cm,重 さ

1609,ふ く らみ の部 分 で 計 る と タテ(高

さ)ヨ コ ほ ぼ等 しい こ とが わ か る。 タチ

ダ ケ に は幅3mmの 皮 ダ ケ,廻 しダ ケ

に は そ れ よ りや や 巾 の ひ ろい4mmの

皮 ダ ケ がつ かわ れ て い る。2つ の タ ケ と

も皮 の ほ うが カ ゴ の外 側 にむ くよ うに し

て 編 ん で あ る。 底 は3本 の タケ を い っ し

ょに した もの7筋 へ,1本 ず つ の ヨ コの

タケ(胴 で は タ チダ ケ)を い れ,1筋 お

きに く ぐ らせ,旅 目編 に して い る。底 が

編 み お わ る と1本 の タ ケ は フ クベ の両 側

面 で3本 い っ し ょに ま と め,前 後 の 面 と

同 じよ うに旅 目編 に して ゆ 鮎 底 か ら胴

へ の移 りゆ きは か な り急 にか わ って い る
。

縁 は高 さ10mm巾20 mmで,1筋 の

タ チダ ケ3本 の う ち右1本 は右 側 に左2

本 は左 側 に折 りま げ,そ れ らを は さむ よ

うに して 太 さ8mmの 枝 が ヨコ に2重

に まわ して あ り,そ の うえ か ら巾4mm

の皮 ダ ケ が巻 い て あ る。 縁 の断 面 は楕 円

形 で あ る。 縁 も胴 も底 もタ ケ に はつ や が

あ り,形 は全 体 と して落 着 い た味 わ いを

もって い る。

 久 慈 山 田で は 「自家 用 の カ ゴ な ら習 っ

て1年 も あれ ば で き る よ うに な る。2年

もやれ ばい くらか売 る の に い い カ ゴが で

き る よ うに な る か も しれ ませ ん」*と い

う。 久 慈 の 市 街 に は 月 の3の 日 と8の 日

に果 物 や 野菜 な ど の市 が たつ 。 シ ノダ ケ

の カ ゴ も市 へ い って売 って くる と い う。

市 は 山 田か ら4㎞ 南 へ くだ っ た九 戸 郡

野 田町 で も16の 日に ひ らか れ る。 山 田で

は,カ ゴ細 工 は 「タケ を こ し らえ る こ と」,

シノダ ケ を割 って 身 を お と し1本1本 タ

ヶ を そ ろ え る こ とか ら 習 い は じめ る。

「タケ が そ ろ わ な けれ ば いい カ ゴ は で き

な い」*。 そ れか ら 組 む の を お ぼ え る。

「昔 と今 とを くらべ て み る と,こ の あ た

りで は,か え って 今 の ほ うが カ ゴ細 工 が

上 手 に な って きて い る 。他 県 の カ ゴ が は

い って くる よ うに な り,そ れ に対 抗す る

た め に は ど う して もい い カ ゴ を つ く らね

ば な らな いか ら,形 の と りか た な どは進

ん だ 。昔 は い く らか 粗 末 な もの で も売 れ
      も  う  も  も

た が,い ま はて いね い な もの で な い と売

れ な い」*とい う。 こ こで い う他 県 の カ ゴ

とは カ ラタケ(マ ダ ケ)の カ ゴ を さ す 。
            から

「カ ラタケ は 唐 竹 の こ とで 唐 か らは い っ

て きた タケ とい う 意 味 で は な い だ ろ う

か 」*。 「カ ラタケ は 身 の ほ う もつ か うの

で,こ の土 地 で は皮 の つ い た タケ だ け で

つ くるカ ゴ の ほ うが,つ か い な れ て い る

せ い か 好 か れ て い る」*とい う。

c. どの よ うな カ ゴが つ くら れた か

 久 慈 山 田で昔 か ら 「主 につ く った の は

フ クベ,ザ ル,テ カ ゴ,ハ エナ ワ(延 縄)
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の カ ゴ,ミ ザ ル(箕 筑),野 菜 や魚 を背

負 って は こぶ の に つ か う ヨ コダ と い う

カ ゴ な どだ った」*。フ クベ は豆 を植 え る

と きの 豆 い れ,秋 キ ノ コ を と り にゆ くと

きや ク リひ ろ い,そ れ に魚 を い れ る ビク

に もつ か った 。 「型 は ほ とん ど 同 じで,

大 き さ に よ って,36 1,10.8Z,91,5.41

な ど の種 類 が あ る。36 1い りの フ ク ベ は

背 負 え る よ う にな って い る ので シ ョイ フ

クベ とい う。 そ の ほ か の フ ク ベ は フ クベ

の首 に紐 をつ けて 腰 に さげ て あ る く」*。

現 在 の フ ク ベ は首 が 省略 され て いて 肩 か

らす ぐ口 に な るが,昔 の もの に は首 が つ

い て い た[文 部 省 史 料 館,1968:P・105]。

「5.41フ ク ベ な ら夜 業 して1日 に4つ こ

し らえ た 。 タ ケ を割 るの に1時 間,組 む

の に2時 間 か か った」*。 「小 さい フ クベ

は大 き い フ クベ よ り も,か え って 手 間 が

か か る ので,で きあ が る まで の 時 間 は フ

ク ベ の大 き い小 さい に よ って,そ れ ほ ど

か わ らなか った」*。

 久 慈 山 田 は 「30年 前 ま で は ほ とん ど の

家 が 炭焼 を専 業 とい って い い く らい にや

って い た 。炭 焼 だ けを専 業 に や って いた

ひ と も20軒 の な か で20人 い た こ と もあ

る」*。カ ゴ 細工 は 「冬 に外 へ で られ な い

と きの冬 仕 事 に」 数 人 の ひ とた ちが や っ

て い た 。 カ ゴ細 工 は農 閑 期 の副 業 の ひ と

つ だ った とい う。

 3. 宮城県玉造郡岩出山町

a.材 料はどのようにして整えたか

 東北地方には,昔 から,シ ノダケやそ

のほかの細いタケをつかって家庭の台所

でつかうカゴやザルを集中的に生産 して

いる産地がいくつかある。宮城県の岩出

山町や築館町 もそのひとつである。岩出

山町は,仙 北平野の西よりに位置する羽
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後 街 道 に そ う人 口17,580の 古 い時 代 の 城

下 町 で,タ ケ 細 工 は現 在 で も ここ の名 産

の筆 頭 に あ げ られ て い る 。

 岩 出 山で は材 料 は シノ ダ ケ,ま た は ス

ズ ダ ケ で,「 山 の沢 や,平 地 で は 川 の縁

な どに密 生 して い る」*とい う。 た い て い

「家 か ら4kmほ どい った標 高100 m

ぐ らい の と こ ろに は えて い る。 そ れ を キ

ノ コ採 りに つ か う小 さな 鎌 で1本1本 根

元 か ら 切 って くる」*。 ス ズダ ケ は 長 さ

2.5m太 さ は7mmか らIO mmの ご

く細 い タ ケだ と い う。 「切 った タケ はそ

の場 で67cmか ら100 cmの 長 さ に切

りそ ろ え,フ ジ の皮 で束 ね,家 まで 背 っ

て くる」*。背 中 に はカ タア テ とい うワ ラ
   せ なかあて

細工 の背 中 当 を きて い った 。

 家 に運 び こん だ タケ は 「片 刃 の銘 で4

つ に 割 り,そ れ を さ らに2つ に割 り,巾

5mmほ ど に して つ か う」*。カ ラタ ケ な

ら両 刃 の銘 を つ か うの だ が シ ノダ ケ で は

そ の点 が異 な る とい う。 そ して,身 の と

ころ は全 部 そ ぎお と し,皮 ダ ケ の 形 に こ

し らえて つ か う。 岩 出 山で もタチ ダ ケ に

も廻 しダ ケ に も同 じ巾 で 同 じ厚 さの タケ

がつ か わ れ て い る。

 b.カ ゴ は ど の よ うに して つ く られ た

   か

 岩 出 山 で つ く られ るカ ゴは,ほ とん ど,

旅 目編 と六 つ 目編 のカ ゴで あ る。ザ ル を

編 む と きに は,整 えた 皮 ダ ケ を2本 ず つ

い っ し ょに して 編 ん で ゆ く。 「底 は ア ジ

ロで,こ の ア ジ ロの部 分 を と くに マ ス と

い う」*。カ ゴの 大 き さ に よ って,8本 組

の マ ス,10本 組 の マ ス,12本 組,13本 組

の マ スが あ る。8本 の もの をヤ タテ,10

本 の もの な ら トダ テ とい う。 「底 の マ ス

か ら胴 ま で は,廻 しダ ケ が7廻 りす るの
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で ナナ マ ワ リとい って い る。 ナ ナ マ ワ リ

のつ く り具 合 で カ ゴ全 体 の形 が決 ま って

しま う。 ナ ナ マ ワ リは胴 の編 み方 に く ら

べ て幾 分 やわ らか めに 編 む」*。

 こ こで は カ ゴ を編 む 勘 ど こ ろは ど こに

あ った の だ ろ うか 。 「昔 は,1人 前 に な

るま で3年 以 上 か か る と いわ れ た もの だ 。

実 際 に は そ れ で もカ ゴ細 工 を お ぼ え こむ

の は難iしか った 。 は じめ タヶ 割 か らは じ

め,底 を 組 む 作業,そ して 最 後 に ナ ナ マ

ワ シや 縁 の 編 み方 を お そ わ った」*。 「胴

の編 も縁 も,き っ ち り と目が しま って い

な い と い け な い」*ので そ う編 む のが と く

に難 しか っ た。 ま た,縁 の作 り方 も岩 出

山独 自 の もの で あ る。 「タ チ ダ ケ は,縁

の と ころ で,カ キオ リとい って タ ケ 同志

を 折 りま げ,そ の うえか らワダ ケ とい う

縁 の タケ を2本 重 ねて いれ,そ の うえ を

細 い 身 ダ ケ で 巻 い て仕 上 げ る」*。縁 ダ ケ

の ワダ ケ は 必 ず し も上 下2本 が 同 じ太 さ
             はば

だ と はか ぎ らな い の で,縁 の幅 を そ ろ え

る た め,タ ケ の ア イ ダ に ヘギ を いれ て 形

を そ ろ え る とい う。岩 出 山 の カ ゴ細 工 で

は 「と くに縁 の編 み 方 が,い ち ばん 難 し

か った。 縁 の上 手 な 人 が,と りも な お さ

ず,細 工 の 上 手 な 人 だ とい って よか っ

た」*。

 以 上 の 点 を手 元 の 口径32cm高 さ21

cm底 径19cm重 さ2609の ザ ル に つ

いて み る と,つ ぎ の よ うで あ る。 この ザ

ル は深 さが か な り深 いが,そ れ が 岩 出 山

のザ ル の特 徴 で もあ る と い う。 タ チ ダ ケ

も廻 しダ ケ も4mmな い し5mmの 皮

ダ ケ で,皮 の ほ うを カ ゴ の 内側 に して 編

ん で あ る。 底 の まん な か の マ ス の部 分 の

1辺 は8cmで,2つ とび2つ く ぐ りの

ア ジ0が み られ る。 マス を はず れ る と,

タチ ダ ケ は 七 廻 しの過 程 で1本 ず つ に わ

t

け られ,そ のま ま 縁 の と こ ろまで の ぼ り

つ あ て ゆ く。 マ ス か ら 胴 の 高 さ の ほ ぼ

2/3の と こ ろま で は,廻 しダ ケ で タチ ダ

ケ を か が る とき1段 ご と に1本 ず つ へ ら

して ゆ く 「な な め ア ジ ロ」 とか 綾 編 とか

い う 編 み 方(?)が つ か わ れ,の こ りの

1/3の とこ ろ は 普通 の筑 目編 の 手 法 が つ

か わ れ て い る。 家庭 で つか うカ ゴ なの で

多 少 て い ね い に つ くられ た か も しれ ない

が マダ ケ の ザ ル な ら珍 ら しい編 み方 で あ

る。 タ チダ ケ は 縁 か ら3cmで た と ころ

で先 を切 り落 し,胴 の ほ うへ折 りま げ,

胴 の廻 しダ ケ の あ い だ に は さ ん で とめ る。

問 題 の縁 に は,太 さ3mmと7mmの

丸 ダ ケ が ワダ ケ と して いれ て あ る 。 しか

もそ の下 の外 側 に幅10mmの 身 ダ ケ,

内側 には 幅6mmの 身 ダ ケ が そ え て あ

り,そ の うえ を 幅5mmの 皮 ダ ケ で巻

いて とめ て い る。 そ の た め縁 の 高 さは外

側 で25mm,厚 さ は20 mmに もな る。

そ して,縁 の外 側 の面 は胴 の外 側 の 面 よ

りも7mmも 張 りだ す結 果 にな って い

る。 これ に対 して縁 の 内側 の面 は ス ムー

ズ に胴 の 内側 の面 へ とつ づ い て い る。 上

か らカ ゴ の内 側 を の ぞ くと,タ ケ の黒 味

が か った と こ ろが そ の ま ま の こされ て い
         う  も  も  も

て,そ れ がか え って ひ な び た 味 わ いを 与

え て くれ る。 このザ ル に は幅15mmの

マ ダ ケ の皮 ダ ケ で 十 の 字 の 形 に 力骨 が い

れ られ て い る。

 c. どの よ うな カ ゴが つ く られ た か

 岩 出 山 で は,カ ラ タ ケで 「ウマ や ウ シ
 ヘ  へ  も

にか い ば を や る(か い ば を運 ぶ の につ か

う)カ マ ザ ル の よ うな 」*,直 径58cm

高 さ44 cm重 さ2.2 kgで,縁 に 幅30

mmの 巾 の ひ ろ い皮 ダ ケ をい れ,力 骨 を

4本 もつ か う よ うな旅 目編 の大 き な カ ゴ
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もつくられる。 しか し,た いていはお茶

をいれる深いザルや台所で野菜や食器の

水きりをするのにつかう浅いザルや六つ

目のカゴ,味 噌こしザル,魚 のビクなど

のような小さなカゴがつくられ,各 地に

出荷されている。

 岩出山では毎年カゴ細工をするひとた

ちの組合が主催 して講習会が開かれ,副

業 としてのカゴ細工も定着しているよう

にみえるが,し かし,「昔はそのひとひ

とによって自分は浅いカゴをつくる。自

分は深いザルをつ くるというように,そ

れぞれ得意なカゴ細工をもつ傾向がつよ

かった。アジ0を 編むひとはアジロだけ

を,カ ゴをつくるひとはザルはつくらな

いで,専 門にカゴだけ編んでいた。たい

ていそのひとが最初に習いおぼえたカゴ

が,そ の後もそのひとの専門になった」*

といわれている。何故そうなったのか。

「たくさんつ くるには,そ のほうが やり

やすかったから」*という答がもどってき

た。岩出山では安定 した需要を前提にし

て,カ ゴ細工が専門分化する傾向がはや

くか らはじまっていたわけである。

4. 山形県東置賜郡高畠町

 a.材 料 は どの よ うに整 えて い た か

 高 畠 町 は米沢 盆地 の東 はず れ にあ る人

口27,500,広 さ181.2 km2の 町 で あ る。

町 の59%は 山 林 で,聚 落 の まわ りに は

600mほ どの丘 陵 が あ り,県 界 の 二 井 宿

峠 を東 に こえ る と七 ケ宿 町 や 白石 市 に出

られ る道 路 が ひ らけて い る。 高 畠 は民 芸

の ひ とた ちに よ って,は や くか ら,雪 帽

子 や そ の他 の ワ ラ細工,そ して,タ ケ タ

ガ ラと い う背 負 カ ゴを うみ だ した と こ ろ

と して 注 目 さ れ て い る[伊 東,1965:

P.31]。
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 高畠では,材 料のタケを地元からとら
              あしだて

ずに,昔 か ら宮城県柴田郡村田町足立や

峠をこえた白石方面か ら買いいれていた

という。タケの産地では蔵王山麓東側の

シノダケを 「副業にタケキ リするひとた

ちがあり,切 った タケを 四つに割 り,
                ぱ
121.2cmの 長 さに 切 り,120本 を1把

に ま とめ,182cmの 長 さの もの な ら90

本,91cmの もの な ら150本1把 の 割

で」*,ち ゃん と所 定 の 長 さに 整 え て くれ

て 駅 留 な ど で送 って よ こ した 。高 畠で は

カ ゴの 「春 か らの 売 れ ゆ きを み て タケ を

仕 入 れ た」*。 「タケ づ くりに は,村 の年

寄 の ひ とた ちが ゆ き,銘 で 切 り口に割 り

を い れ皮 の ほ うを 口 に くわ え て銘 で こ う

して剥 いで い た」*。お そ ら くそ れ は岩 手

県 久 慈市 山 田で わ た した ちが み た もの と

同 じ作 業 が な され て い た に ちが い な い。

「カ ゴの 材 料 に す るタ ケ は,タ ケ の皮 の

と こ ろだ け(皮 ダ ケ)で,身 の ほ うは ド

ジ ョゥ ド(笙)な ど につ か い,宮 城 の ほ

うか らよ く売 りに きて いた」*。

b.カ ゴ は ど の よ うに つ く られ た か

 高畠のタケ細工をする家では,仕 入れ

たタケを束ねたまま作業場の壁などにた
               も  も

てかけておき,編 むまえに1晩 水にうる
も  ヤ  も

か して か ら水 を切 り,タ ヶ が ま だ しな や

か な う ちに つか う。

 ハ ケ ゴ とい うア ジ ロ のカ ゴで は,シ ノ

ダ ケ を2本 ずつ い っ し ょに して3つ とび

3つ くぐ りの や り方 で ア ジ ロに 編 み,ま

ず 底 を こ しらえ る。 そ の と き,編 み の面'

が で き るだ け た い らに な る よ う,タ ケ を

2本 ず つ あ わせ る と き,2本 の タケ の 向

きを か え,モ トとウ ラが そ れ ぞ れ い っ し
              ものさし

ょにな るよ うに組 合 せ る。 ま た,物 差 な

どで 目を押 して 詰 め な が ら編 ん で い る 。
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タテ ・ヨコ の寸 法 な どは 目分 量 で 「ハ ケ

ゴは高 さ も ヨコ 巾 も同 じ く らい の 寸 法 に

つ くる」*。そ して ジ タ ケ を13筋 ず つ 組合

せ,底 の ま ん な か の 中心 の部 分 を 編 み お

わ り,さ らにそ こか ら外 側 へ と編 みす す

ん で ゆ くと き,タ ケ を何 回 とば し,ま た

は く ぐ らせ るか に よ って2回 の ぼ り とか

3回 の ぽ りとか い い,そ れ に よ って カ ゴ

の 大 き さ を決 めて ゆ く。 そ うい う底 編 の

作 業 が い ち ば ん手 間 が か か る とい う。

 胴 を編 み お わ る と,タ ケ を 縁 か ら10

cmぐ らい余 裕 を の こ して鋏 で切 り,「タ

ケ の 向 きな りに手 で 縁 の ほ うに 押 えつ け,
みどうし

箕 通 で 巻 ダ ヶ を さ して 巻 いて ゆ く」*。そ

うす る と口 は 内 側 に す ぼ ま る が,「 ハ ケ

ゴ は腰 に つ け るの で,口 が 内側 にす ぼま

って い る と,腰 を ま げ て もな か の ものが

こぼ れ 落 ちな い 」 とい う。ハ ケ ゴ は底 す

ぼ みで 口が 開 い た 形 を して い る が,そ の

形 が なか なか と りに く く 「この形 の と り

か たが 難 しい,口 は す ぼ め す ぎ て もだ め,

広 げす ぎて も形 が ま とま らな い」*とい う。

実例 に あ た って み る と,手 元 に あ るハ ケ

ゴの 底 の ヨ コ幅 は26cm奥 行10cm高

さ29cm,口 は楕 円形 で長 径22 cm短

径20cm,口 の 内 径 は16な い し17 cm,

重 さは3909で,カ ゴ全 体 に4な い し

7mmの 巾 の皮 ダ ケ が皮 の ほ うを 外 に し

てつ か われ て い る。 そ の タ ケ を2本 ず つ

い っ し ょに あわ せ て3つ とび3つ く ぐ り

の ア ジ ロが 胴 に も底 に もみ られ る。 底 は

タ ケ9筋 で まん なか の マス の 部分 を組 み,
         ヘ  ヘ     へ  も  も

そ れ か ら1回 タケ を とび ・く ぐ りさせ(だ

か ら2回 の ぼ り とい うこ とに な る),底

か ら胴 の 編 へ と移 る。 胴 の前 後 の 面 で,

胴 は直 線 的 に 口 ま で ひ ろ が って ゆ く。縁

まで 編 ん で きた タケ は,縁 の線 か ら10

cmぐ らい 上 で 切 りそ ろ え,縁 の 線 に近

つ くま で左 へ左 へ と倒 し,そ の うえ を 巾

6mmの 皮 ダ ケ で巻 いて 仕 上 げて い る 。

縁 は厚 さ13mm前 後 で,カ ゴの 内側 へ

20mm以 上 も折 れか ぶ さ って い る 。 こ

の よ うな縁 ず くり も,ア ジ ロ編 で タチ ダ

ケが 多 いか らで き る こ とで あ る。 この 縁
         ともぶち

の仕 上 げ方 は0種 の 共 縁 に巻 ダケ を巻 い

た形 とみ る ことが で き る。 この ハ ケ ゴで

は,前 面 か ら後 にか けて 巾7mmの 皮

ダ ケ を い れて 一 種 の力 骨 の よ うに して い

る。 縁 に は紐 を とお して 腰 に つ け られ る

よ うに して こ し らえ られ て い る 。

 シ ノダ ケ の ヘギ ダ ケ をつ か うカ ゴ細 工

の特 徴 は 「タケ が や わ らか く,同 じ シノ

ダ ケ だ けで い ろい ろな カ ゴが つ く られ る

ことで あ る。 これ が カ ラタ ケだ と,底 廻

りと縁 ど めの タケ で は厚 さ も巾 もか え て

いか ね ばな らな い」*。 「だ か ら,シ ノダ

ケ の ヘギ タケ 細 工 は副 業 の タ ケ細 工 に は

む い て いて,な に し ろ教 わ りやす い」*。

ま た,「タ ケ細 工 には オ オ ザ イ ク(大 細 工)

と コザ イ ク(小 細 工)と の2つ の種 類 が

あ る が,1小 細 工 は家 庭 用 の 台所 のザ ル

な どの よ うな カ ゴ をつ くる細 工,大 細 工

は 農 業 に つ か うカ ゴ や蚕 具 と して の カ ゴ

を つ くる細工 の こ とで,そ の 内容 は地 方

に よ って 必 ず し も 同 じで は な い),シ ノ

の ヘ ギ ダ ケ を つ か った細 工 は ど ち らゑ〉と

い う と小 細 工 む き」*にで き て い る とい わ

れ る。 「シノ ダ ヶ の カ ゴ細 工 で は 目を 細

か く編 まね ば な らな い の で,目 の大 き さ

を そ ろえて 編 む の が コ ッで あ る。 た と え

ば,ザ ル に は コ メ トギ ザ ル とア ワ トギ ザ

ル とが あ る。 ア ワ トギ は コ メ トギ よ り も

目が 細 い の で,そ れ に応 じて 廻 しダ ケ の

裂 き方 も ちが って こな けれ ば な らな い 。

ア ワ トギ の と きに は,シ ノダ ケ を 四 つ 割

に した もの を,さ らに まん なか か らタテ
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2つ に割 る」*。そ うす る と 「タ ケ の断 面

が細 長 い直 角 三 角 形状 に な る が,そ の鋭

い角 の薄 い ほ うの 側 を常 に上 にむ け る よ

うに して タチ ダ ケ に か けて ゆ く」*。 こう

して 上 の廻 しダ ケ の や や厚 い側 と,下 の

タ ケ のや や薄 い側 とがi接しあ い,目 が っ

ま って 編 め るの だ とい う。

c. ど の よ う なカ ゴが つ く られ たか

 ハ ケ ゴ に は大 きい ハ ケ ゴ と小 さ いハ ケ

ゴ とが あ る。 ハ ヶ ゴを 編 む タ ケ の長 さに

よ って サ ン ジ ャ クハ ケ ゴ,ヨ ン シャ クハ

ケ ゴ な ど の呼 び 方 が な され て い る。 サ ン

ジ ャクハ ケ ゴ は タテ ヨ コ と も18cm,ヨ

ン シ ャクハ ケ ゴは32cmで,山 菜 と り

や キ ノ コ採 りな どに も って ゆ く。 「昭 和

25年 頃,高 畠 町 には カ ゴ屋 を や って い る

ひ とが5入 な い し6人 い たが,戦 前 さか

ん だ った 頃 に は副 業 の ひ とまで いれ て40

人 か ら50人 の ひ とた ち が カ ゴ細 工 を して

い た。 そ の 大 部分 の ひ とた ちが ハ ケ ゴを

つ く り,米 沢 市 や川 西 町 や長 井 や小 国 へ

出荷 して い た」*。そ の 頃 に は講 習 会 ま で

開 か れ て み な カ ゴ細 工 を教 わ った とい わ

れ て い る。 キ ノ コ と りは い まで も さか ん

で,「9月 か ら10月 にか けて,毎 日の よ

う に誰 か が 山 へ行 って い る。 毎 日副 業 的

に や って い る ひ と もあ る ほ どだ 」*。 しか

し 「キ ノ コの 季節 に はハ ケ ゴ もた くさん

売 れ るの で,カ ゴ編 に お われ,せ っか く

地 元 にい るの に 自分 で は キ ノ コ と りに 行

け な い く らい だ」*。ハ ケ ゴ に は,こ の ほ

かi横 にな が い雑 魚 と りのハ ケ ゴ,畑 の

ナ スモ ギ の ハ ケ ゴ,ワ ラ ビや ゼ ンマ イ ・

アケ ビ と りの ハ ケ ゴ な どが あ り,編 み 方

は 同 じで も,さ ま ざ ま なハ ケ ゴが つ くら

れ て い る。

 高 畠で ハ ケ ゴの ほか つ く られ た もの に
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養 蚕 用 の カ ゴ と タガ ラカ ゴ が あ る。 養 蚕

関係 の カ ゴ で は,マ ユ の 運搬 カ ゴ,マ ユ

を いれ るマ ユ カ ゴ,桑 つ み 用 の ク ワザ ル

な どで,カ ラ タケ が つ か わ れ た。 マユ カ

ゴ は 「マユ15kgは い る カ ゴで 男 衆 が

片 方 の肩 に のせ て 運 べ る くらい の大 き さ

に つ く られ て いて,直 径 は75.8cm,高

さ60.6cmで,底 は ク モ の巣 編,胴 は

旅 編,縁 に は12mmの タ ケ が あて て あ

り,そ れ を 別 の タケ で巻 い て とめて いた 。

い まか ら15年 前 ま で つ か って い たが,マ

ユ袋 が つ か わ れ だ して つ か わ な くな っ

た」*とい う。ク ワザ ル は 直径48.5 cm高

さ30.3cmの ザ ル だ った 。

 高 畠町 の も っ と も主要 な産 業 は農 業 で

あ る。 いま で も農 業 経 営 に たず さ わ って

い る家 は全 体 の55%に あ た る とい う。 最

近 で は ブ ドー や リンゴ な ど の果 樹 栽 培,

酪 農,畜 産 を 加 え,農 業 は比 較 的 た か い

生 産 性 を あげ て い る とい わ れて い る。他

の東 北 の 稲 作 地帯 と同 じよ うに,高 畠で

も,冬,雪 が ま だ 積 って い る うち に櫨 で

堆 肥 を 田 に運 ん で つ み あ げ て お く。 と こ

ろが 「昭 和23年 か ら24年 にか けて,雪 が

ほ と〃 ど 降 らず」 「雪 が積 らない の で櫨

が つ か えず,そ の た め,タ ガ ラ と い って

スギ の 若 木 を ま げ,そ れ に ワ ラ縄 を 巻 い

た背 負 カ ゴに堆 肥 を い れ て 田 まで 運 ば ね

ば な らな か った こ とが あ った」*。そ こで,

高 畠 で3代 前 か らカ ゴ屋 だ った 一 本柳 の

佐 藤 信 之 助 さん が,昔 か らつ か って い た

「スギ の タガ ラを カ ラタ ケで こ し らえ,

タケ の タガ ラカ ゴ」 を試 作 した と ころ,

そ れ が 好 評 で ひ ろ ま っYT 1.rので,そ の カ ゴ

が 県 の 農 村 工 業振 興展 示 会 で,1948年8

月,山 形県 知 事 か ら優 秀 作 と して賞 状 を

う け る こ とに な る 。 この タケ タガ ラの生

まれ る背 景 に は東 北 の タ ケ カ ゴ細 工 の も



中村 東北地方タケカゴ細工の基調

つ ひ とつ の 重要 な側 面 が で て い るの で,

もうす こ し詳 し く佐 藤 さ ん の カ ゴ細工 に

つ いて み て お きた い。 佐 藤 さん は 「父親

も伯 父 も タケ 細工 で,父 親 は仲 買 や販 売

もや りなが らシ ノダ ケ の ヘ ギ タケ 細 工,

伯 父 さ ん は カ ラ タケ 細工 を専 門 に した」*

とい う。 東 北 も こ こま で くる とマ ダ ケ の

い わ ゆ る カ ラ タケ 細 工 が 浸透 して くる。

佐 藤 さ ん は伯 父 さん の と こ ろに小 学 校 を

出 る とす ぐ弟 子 入 り しカ ラタ ケ細 工 を 習

う こと に な る。 そ して 「ネ ン(年 季)が

あ け る と東 北 か ら関 西 ま で修 業 して あ る

い た」*。 「主 と して カ ラ タケ 細工 を した

が,自 然,シ ノダ ケ のヘ ギ タ ケ細 工 もで

きた し,養 蚕 の カ ゴな ど も さか ん に こ し

らえ た」*。当時 は どの 「親 方 の と ころで

も3日 間 は だ ま って 食 べ させ て くれ,そ

の あ い だ に そ の土 地 で や って いる タケ細

工 を懇 切 に教 え て くれ た。 その あ とは,

親 方 の と こ ろで はで き な い よ うな カ ゴ細

工,浜 の漁 業 用 の大 細 工 ばか り しか つ く

らな い親 方 の と ころ で は台 所 のザ ル の よ

うな 小 細工 を つ く って 店 に お いて売 って

も らい,手 間 を と って,お いて も ら った」*。

だ か ら 「神 戸 の カ ゴ 屋 に い た と きな ど,

店 頭 で ザ ル が い る とい え ばザ ル を つ く り,

目 カ ゴの 注 文 が あ れ ば 目 か ご をつ くり,

タ ケサ キ(タ ケ割)が 間 に あ わ ない と きに

は タケ サ キ の仕 事 に 廻 り,す っか り重 宝

さ れて 普 通 の人 の 数 倍 の工 賃 を も らって

働 か せ て も らった」*。関西 で は カ ゴ作 り

も分 化 して いて 「親 方 の と ころ で は タテ

llOcmヨ コ40cmの 大 き な運 送 カ ゴ し

か つ く らなか った」*か らで あ る。 こう し

た経 験 か ら佐 藤 さん は 「ザ ル 目で もカ ゴ

目で も(シ ノダ ケ の ヘ ギ タケ 細工 で も カ

ラ タケ細 工 で も)何 で も こな せ る の は東

北人 だ け だ」*と笑 い なが らい わ れ る。 佐

藤 さん は,1950年 前 後,ビ ニ ー ル の カ ゴ に

お され て専 門 の カ ゴ作 りを よ して 雑貨 屋

を は じめ る が,そ れ まで にブ ドー や リン

ゴの カ ゴな ど の新 しい カ ゴを工 夫 され る。

その1例 と して リンゴ もぎの と き腰 に つ

けて リンゴ を い れ る カ ゴを 紹 介 して お き

たい 。 こ の リン ゴカ ゴは ヨ コ 32.5cm

奥 行28cm高 さ33.5 cm重 さ4609で,

大 き さの 割 に は軽 く こ し らえ られ て い る。

それ と い うの も この カ ゴが カ ラ タケ を 主

と した 目カ ゴだ か らで あ ろ う。全 体 の 形

はや や 四 角 ば った楕 円体 で,高 さが ヨ コ

巾 よ り も10mm多 い だ け な の に,き ち

っ と しま って み え る。 この カ ゴで は底 も

胴 も大 き さ25mmの 六 つ 目編 で,タ チ

ダ ケ に は 巾9mmの 皮 ダ ケが6本 ま ん

な か に,そ のま わ りに 同 じ巾 の身 ダ ケ が

つ か わ れて い る。 た だ し,胴 の ま ん なか

と底 ま わ りに は 巾10mmの 身 ダ ケが い

れ て あ る。 縁 は高 さ25mm厚 さ1 Omm

で丈 夫 な皮 ダ ヶ を 内外 につ か い,そ の あ

い だ に 野 田 口 仕 上 げ の よ うに タ テ ヨコ

4mmの 皮 ダ ヶ を い れ て透 き間 を ふ さ ぎ,

上 か ら針 金 を巻 い て とめ て い る。 そ して,

これ らに 巾24 mmの 厚 い皮 ダ ケ を2本

平 行 に そ え て力 骨 に し,こ の 力 骨 を胴 の

ま ん な か の と ころで, ヨコ に 巾10mm

の皮 ダ ケ で お さ え,そ の下 に きて い る巾

10mmの 六 つ 目の 廻 しダ ケ の あ い だ に

力 骨 を は さむ よ うに して 針 金 で か が って

と めて い る。 それ が 全 体 の 強 化 に きわ め

て有 効 に作 用 して い る よ うに思 わ れ る。

5.福 島県岩瀬郡岩瀬村矢沢

 a.材 料はどのように整えたか

 奥羽本線を南に くだると,ち ょうど山

形 と福 島との県界をこえ,福 島盆地に

おりはじめるあたりから,村 の山ぞいや
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家 々の う しろ に マダ ケ や モ ウ ソ ウ の タ ケ

籔 が み られ る よ うにな る。 そ して,い よ

い よ カ ラタケ(マ ダ ケ)地 帯 に は い った

こ とを知 らさ れ る。 そ こで は ど の よ うな

カ ゴ細 工 が育 った のだ ろ うか 。岩 瀬 村 は

郡 山盆地 の西 側 の 山ぞ いに ひ ろが る 人 口

6,ユ70,面 積6<Ll km2の 村 で,東 北 本

線 の須賀 川 か ら西 約10kmの と ころ に

あ る。村 の南 半分 は300m前 後 の丘 陵,

西 半 分 は 山 地 で1013mの 笠 ケ森 山 に

つ づ いて い る。村 の北 東 側 は 滑 川 ぞ い に

水 田が ひ らけ て い る。 矢 沢 の聚 落 は村 の

東 のは しに あ る 。

 矢沢 で は 材 料 は ほ とん ど カ ラ タケ で,

「10月か ら11月 にか けて が タケ 切 りの 季

節 で,こ の 時 期 に切 った タケ は 虫 が つ か

ず,1年 もつ 」*と い い 「た い て い 岩 瀬 村

内で み つ けて 切 って きて 家 の 軒 廻 りな ど

にか こ って お く」*。 この あた りは タケ 籔

を もって い る家 がす くな くな いの で,す

こ し多 め にゆ ず り うけ て きて,よ い のを

選 んで つ か う のだ とい う。 「材 料 と して

の カ ラ タケ は,タ ケ に身 が は い り強 さの

で て くる5年 目か ら6年 目の もの が よ く,

節 が低 く伸 び の あ るの を選 ぶ 」*。「長 い の

は15mも あ るの で昔 は荷 車 につ けて 家

ま で運 んだ 」*。タケ は 「30.3cmに くる

ま った もの を4把 で イ チダ ン とい うが,

さか ん に カ ゴ をつ くって い た 頃 に は1年

に30段 もつ か った」*。ちな み に タケ の1

把 は,周 囲15。2cmな ら7本,18.2 cm

の もの な ら5本,21.2cmな ら4本,

24.2cmで3本,27.3 cmで2本 の 割 だ

った 。

 ヵゴ を編 む とき に は 「か こ って お い た

タケ を ズ リ(竹 き り鋸)で3.03mぐ ら

い の 長 さ に切 り,そ れ を 両 刃 の銘 で4つ
                こわり

に割 り,さ らに 巾9mmく らい に小 割
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に し,皮 か ら身 の ほ うへ8枚 に剥 いで ゆ

く」*。カ ラ タケ地 帯 の タ ケ細 工 で はﾘ身

も大 切 な材 料 にな るの で,タ ケが うま く

剥 げ る か ど うか,同 じ巾 で 同 じ厚 さ の タ

ケ が とれ る か ど うか に よ って カ ゴ が うま

くつ くれ るか ど うか が きま って く る。 こ

の材 料 と して の タケ を 整 え る ま で の工 程

を タ ケ ゴ シ ラ イ とい って い る。 そ の過 程

の詳 し くは本 格 的 にマ ダ ケ の カ ゴ 細 工 を

あ つ か う次 の小 文 にゆ ず りた い と思 う。

そ れ は そ れ と して 「つ か って 楽 な の は シ

ノ ダ ケ で,カ ラタケ が 満 足 に とれ るよ う

に な る に は しば ら くか か る」*。 「岩 瀬 で

シノ ダ ケ を つか う の はザ ル だ けだ が,シ

ノダ ケ は付 近 の 山か ら11月 頃 に と って き

て,す ぐ4つ 割 し,口 で 皮 を くわ えな が

ら剥 ぎ を して,銘 で 皮 ダ ケ と身 ダ ケ を わ

け る。 た い て い11月 に は1年 分 つ か う タ

ケ を鎌 で切 って きて しま う。 それ を(2

つ とび2つ く ぐ りの ア ジ ロ に)編 み,底

の まん な か を 編 み お わ る と七 廻 り にか か

り,腰 立 に移 る」*。シ ノダ ケ のザ ル の 作

り方 は つ い 確 め な い で しま っ た。

 b.カ ゴは どの よ うに つ く られ たか

 岩 瀬 のカ ゴの 編 み方 は主 と して 目 の大

き な ロ ッカ ク とよ ば れ る六 つ 目 に筑 目編

で あ る。 岩 瀬 の あ る カ ゴ屋 さ ん は(16才

の とき 同 じ村 の 上 手 な親 方 の とこ ろへ 弟

子 入 り し,5年 して徴 兵 検査 まで に年 季

奉 公 を おえ,銘,ズ リ,セ ン,花 鋏 な ど

の カ ゴ細 工 の 道 具一 式 を も ら って 独 立 し

た」*。 「弟 子 に は い って,は じめて 稽 古

す る と き には,シ ノ ダ ケ で小 さ な六 つ 目

の 目カ ゴを 教 わ り,タ ケ に な れ る ま で タ

ケ ゴ シ ライを 習 う。 タ ケ ゴ シ ラ イ に は3

年 は充 分 にか か り,こ れ が一 番 難 しい 。

そ れか らカ ラ タケ に うつ り,イ モ カ ゴ の
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よ うな小 さい カ ゴ か ら順 に大 きい カ ゴ を

お ぼ えて ゆ く」*。「ロ ッカ ク(六 つ 目)の

よ うな カ ゴで は,編 む とき に 目に 大 き い

ちい さ いが ない よ う,目 の大 き さが そ ろ

うよ うに編 む 。 これ もむず か しい」*。

 c. どの よ うな カ ゴ がつ く られ た か

 岩 瀬 で は1年 中,「 もっぱ ら 村 の ひ と

た ち が農 業 に つ か う,稲 の取 入 れ や養 蚕

用 の カ ゴ」 が こ し らえ られ て い た 。 カ ゴ

細工 とい うもの に は 「セ ッ(季 節)が あ

り,そ れぞ れ 時 期 が あ り,春 は クサ カ リ

の シ ョイ カ ゴや イ モ カ ゴ,夏 は キ ノ コ と

りや魚 と りの ハ ケ ゴ,秋 は稲 の取 入 れ に

つ か うカマ ザ ル,冬 は つ ぎ の と しに つ か

う養 蚕 の カ ゴ とい うふ うに,昔 はカ ゴ細

工 の仕 事 が1年 中 た え ま な くあ った」*。

岩 瀬 の カ ゴ屋 は み ん な 「カ ゴ は昔 か ら同

じ村 の需 要 老 の た め に つ く った」*。1927

年 前後,こ う した,い わ ば村 の カ ゴ屋 と

もい うべ き ひ とた ちが 「岩 瀬 郡 に は40数

人 あ り竹 細 工 組合 を つ く り,毎 年10月 に

寄合 を して カ ゴ の 値 段 な ど を き めて い

た」*とい う。 この こ とか ら,ど この村 に

も数 人 の カ ゴ屋 が 専 門 で カ ゴ をつ くり,

村 の ひ とた ちの 需 用 に お う じて い た様 子
                 へ

が うかが え る。 そ う した カ ゴ の生 産 の あ
ヘ  ヘ  へ

りか た は そ の まま 関 東以 南 に まで つ づ く

わ けで あ る。

 岩 瀬 で の シ ョイカ ゴは45.5mmの 目

の 大 きい 六 つ 目 の カ ゴで,タ チダ ケ は

15mm,廻 しダ ケ に は24 mmの 皮 タケ

をつ か い 「山で 草 刈 を して 家 まで 運 ん だ

り,田 の アゼ の 草 刈 に つ か わ れ る」*。イ

モ カ ゴは ジ ャガ イモ を 収穫 した あ と洗 っ

て 土 を お とす とき の カ ゴで 六 つ 目で 目 の

大 き さ は24mm,養 蚕 の とき カ イ コ を

いれ る15 mmぐ らい の 目の 六 つ 目 カ ゴ

が ヨーサ ン カ ゴ,ク ワ イ レハ ケ ゴ は桑 と

りの とき肩 に さげ る筑 目編 の カ ゴで 底 は

四 つ 目 目つ ぶ しに 編 み,身 ダ ケ と皮 ダ ケ

を半 々 につ か う とい う。 ま た,マ ユ カ ゴ

は9mmの 目の 細 か い 六 つ 目 カ ゴで 巾

15mmの カ ラ タケ を2本 ず つ い っ し ょ

に あ わせ て 編 み,そ の な か に布 の袋を い

れ て マユ を いれ た が,須 賀 川 に この カ ゴ

だ け を専 門 につ くる ひ とが い た の で岩 瀬

で は あ ま りつ く らな か った よ うで あ る。

この ほ か稲 の取 入 れ の と き籾 や米 を い れ

る2.71い りの カマ ザ ル もつ く られ た が,

これ ま で の ネマ ガ リや シノ ダ ケ を材 料 に

した タケ細 工 に く らべ,こ こで は全 体 と

して大 型 の 目 カ ゴが つ く られ て い た こと

が わ か る。

 岩 瀬 の兼 子 さん は昔 は さか ん に カ ゴ細

工 を や った が,こ の と こ ろ若 い ときか ら

の カ ゴ細工 に基 礎 を おい た 工 芸 的 な カ ゴ

を暇 を み て こ し らえて い る。46年 に は県

の老 人作 品展 で 知 事 賞 を も らった が,こ

こ には そ の1つ を あ げて お きた い 。 こ の

カ ゴ は 口の直 径11cmな い し10.5 cm,

底 は ヨ コ12.5cm奥 行ll.5 cm,高 さ

17cm重 さ1309で,タ チ ダ ケ に は 巾

6mmの 皮 ダ ケ がつ か わ れ,こ の皮 ダ ケ

は皮 の ほ うを カ ゴ の 内側 に む けて 組 ん で

あ る。底 は 四 つ 目で,そ の 目を 巾15mm

の皮 ダ ケ4本 で つ ぶ して い る。 潰 しダ ケ

の う ち2枚 は ス スダ ケ(煤 竹)で,古 い

農 家 の イ ロ リの天 井 な ど につ か って ス ス

け た黒 い タケ を磨 い て ツ ヤを だ した もの

だ と い う。胴 はlmmか ら2mmの 皮

ダ ケ を廻 しダ ケ に い れ,そ れ も胴 の 下 か

ら8cmの と こ ろま で は 同 じ巾の ス ス ダ

ケ が1本 お きに い れ て あ って カ ス リ文 様

を編 み だ して い る。 タケ は よ く磨 いて あ

り,カ ス リに も狂 い が な い。 縁 は 巻 口仕
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上 げで あ るが,巾5mmく らいの 身 ダ

ケ を なか に いれ,そ の ま わ りに 巾8mm

の 身 ダ ケ を 巻 き,そ の外 側 に巾3mm

の縁 ダ ケ を いれ,さ らに も うひ とつ 外 側

か らス スダ ケ の身 ダ ケ を巻 い て仕 上 げ て

い る。 この縁 の作 り方 は二 重巻 き とい わ

れ るや り方 ら し く,関 東地 方 の カ ゴ細 工

には め ず ら し くな い手 法 で あ る。

III.若 干 の考 察

 東 北地 方 に は幾 種 類 もの タケ が つ か わ

れ て い る。 そ の ひ とつ ひ とつ に つ い て学

名 な どを 確 め る こ とはで き なか った が,

青 森 に は有 名 な 八 甲 田 を は じめ ネマ ガ リ

ダ ケが県 下 各地 に分 布 して い る し,青 森

か ら岩 手 ・宮 城 の両 県 に わ た って シ ノダ

ケ(ア ズ マ ネザ サ?)や ニ ガ タ ケ がつ か わ

れ,こ と に岩 手 で は書物 で み る とアズ マ

ネ ザ サ,ジ ョウ ボ ウ ジダ ケ,ヨ ナ イザ サ,

クザ カ イザ サ,ハ ツ ロ ウザ サ,オ オ シダ

ザ サ,ヒ メ カ ミザ サ,ナ ンブ ス ズ,ス ズ

ダ ケ とい った 名前 が あが って い る[室 井,

1969:PP・96-180]。 ま た福 島 ま で南 下

す る と,完 全 に マダ ケや モ ウ ソ ウの勢 力

圏 には い るよ うで あ る。 も し,各 地 に そ

だ つ これ らの タ ケ が そ れぞ れ そ の土地 の

カ ゴ細 工 の素 材 とな った とす れ ば,東 北

の タケ カ ゴ細 工 の基 調 は,ま ず その 材 料

の豊 か さ とい う点 に も とめ る こ とが で き

よ う。実 は その 点 を 考 慮 して小 文 で は青

森 の ネ マガ リダ ケ 細 工,岩 手 県 久 慈 市 山

田 や宮 城 県 岩 出山 町,そ れ に 山形 県 高 畠

町 の シノダ ケ の カ ゴ細 工,山 形県 高 畠 町

や福 島県 岩 瀬 村 の カ ラタ ケ の カ ゴ細 工 を

と りあ げ た が,東 北 の タケ カ ゴ細工 の系

列 は,お お づか み にみ て,青 森 の ネ マガ

リダ ケ,岩 手 ・山 形 ・宮 城 の シノダ ケ,

福 島 の カ ラタ ケ に よ る カ ゴ細 工 とい った
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数 系 列 に ま とめて み る こ とがで き そ う に

思 わ れ る。

 それ な らひ とつ の素 材 と して の タ ケ は

カ ゴ細 工 に どの よ う.な影 響 を あ た え た の

だ ろ うか 。 ネ マ ガ リ,シ ノ,カ ラタ ケ を

手 に とって く らべて み る と素 人 目 に もそ

の質 の ちが い とい った もの が つ た わ って

くる 。 まず,皮 や 身 の しま った 東 北 の ネ

マ ガ リダ ケ の カ ゴ細工 で は,タ ケ 自体 が

か た く,轡 曲 して い るので,そ れ を 同 じ

巾 と同 じ厚 さ の細 い テ0プ 状 にす る まで

に,す な わ ち タヶ づ くりの過 程 にお お く

の 努 力 が は らわ れて い る こ とが 事 例 か ら

も うか が え る 。 しか し,そ の結 果 は 巾 の

せ まい タ ケ を1本 ず つ 組 み あ わせ て(こ

れ く らい の タ ケ だ と2本 な い し3本 を い

っ し ょに 組合 せ て カ ゴを 編 む こ とを考 え

る のだ が)六 つ 目 の きれ い な 目編 の カ ゴ

や 目 の しま った筑 目 の カ ゴが つ くられ る。

同 じ山の タケ で もシ ノダ ケ は,そ の 点 ず

っ と楽 で,コ ツを お ぽ えれ ば タケ づ くり

は た やす くで き る(よ うに み え),タ ケ

が や わ らか い の で,教 わ れ ば い ろい ろな

カ ゴ細 工 に な じめ そ うに 思 わ れ る。 シ ノ
      も  も

ダ ケ の カ ゴ の よ さは,素 朴 な土 の あ たた

か さを の こ し,し か も細 い タ ケ の もつ キ

メの こま か さ に あ ろ う。 カ ラタ ケ は,ネ

マ ガ リダ ケ や シノダ ケ と ちが って,皮 ば

か りか 身 ダ ケ を活 用 す る点 に ひ とつ の特

色 が あ る。 そ の た め に は タケ を剥 ぐた め

の修 練 が 要求 され るが,い った ん タ ケ ヘ

ギ がで き る よ うに な る と ネマ ガ リや シノ

ダ ケ に はみ られ な い,巾 の ひ ろい 軽 い タ'

ケ をつ か って荒 い 目 の丈 夫 な カ ゴ を生 み

だ す こ とが で きよ う。 カ ラダ ケ を つ か っ

た工 芸 的 なカ ゴ に は,ネ マ ガ リダ ケ や シ
             へ  も  も  ヘ

ノダケのカゴにはみられないするどさや
i  ヘ  カ

か た さ がみ られ るよ うに な る。
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 ここにとりあげた5地 域のカゴ細工で

とくに注意 してよいのは縁づくりである。
一般にタケカゴ細工の体系は昔からマダ

ケのカゴ細工に伝えられてきた技法を整

理 してたて られているが,東 北のここに

あげたカゴ細工には教科書にはでてこな

い縁づくりがなされている。久慈市のマ

タタビをいれる縁のつくりがそうであり,

岩出山の丸ダケを重ねて縁にいれる縁づ

くりがそうであ り,そ ういえば高畠の共

縁 も,青 森のネマガ リダケをつかう縁づ

くりもやはり特異なものである。こうし

た非教科書的な技法をその他の編み方の

技法にもみいだす仕事は,い かにささや
               も  へ  も   も

かで も,そ の 土地 の ひ と た ちの か くれ た

努 力 を あ とづ け,カ ゴ細 工 の 固 定 的 な枠

組 を や ぶ る うえ で も役 立 つ に ちが い な い 。

 東 北 の タ ケ カ ゴ細 工 は,お そ ら く,タ

ケ カ ゴ細 工 の な か で も っと も北 の タ ケ カ

ゴ細 工 で は な か ったか 。 しか し
,そ こに

は幾 つ か の カ ゴ細 工 の流 れ が い り くみ,

や や 誇張 して い え ば カ ゴ細 工 の ほ とん ど

の系 列 が 出会 うひ とつ の大 きな 工房 だ っ

たわ けで あ る。 この工 房 で は カ ラタ ケ と

シノ ダ ケ,シ ノダ ケ とネ マ ガ リダ ケ の カ

ゴ細 工 とい うよ うに,流 れ の ち が った カ

ゴ細 工 が相 互 に影 響 しあい な が ら
,両 方

のカ ゴ細 工 に理 解 を もつ カ ゴ 屋 さん た ち

を 生 み だ した。

 生 産用 具,生 活 用 具 と して の カ ゴ の形

は,そ の カ ゴ をつ くりだ す 技 術 の高 さ を

なか だ ちに して カ ゴの 使 い 途,使 い方 と

結 び つ く。小 文 で は詳 し くは た ちい れ な
         も  ぬ  へ

かったが,そ うしたみかたにたてば,カ

ゴがつかわれた土地土地の生産の移 りゆ

きはカゴの分析に無視できないことにな

ろう。たとえば,青 森のカゴは漁業や リ

ンゴ栽培に,久 慈山田のカゴその他は山

菜とり,キ ノコとり,畑 仕事,田 仕事な

どにそれぞれ結びついている。山菜 とり

やキノコトリに東北のひとたちがどれほ

ど愛着をもち,雪 国の暮 らしにどれほど

大切だったかは強調 してもしすぎないほ

どである。暮 らしのなかに昔か ら伝えら

れてきたカゴ細工は,な にも手ぱな しで

存続 してきたわけではなく,高 度成長の

波がおしよせ,ビ ニールのような新しい

素材が生活用具を支配するまで,地 域の

ひとたちの身近かな生活に密着 しながら,

その反面近代的な果樹栽培や酪農や園芸

や輸送手段と関係 して生きつづけてきた

わけである。明治以降のあたらしい生産

の変化にともなって昔からのカゴ細工が

どうかわっていったかは,別 の地方のカ

ゴ細工を考えるときにふれよう。
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3.

5.

久慈市 山田のハケゴ

岩 出山のザル

山形県高畠町のハケゴ

2.

4.

6.

福島県岩瀬の ビク

青森市青柳町のザル

山形県高 畠町のブ ドーカゴ
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久慈市小久慈のハケ ゴ

青森市のザル(表)

青森市 のチ ャワンカゴ
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久慈市小 久慈 の ミザル

青森市 のザル(裏)

青森市 の リンゴのテカゴ
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岩 出山のザル

南部型の背負 カゴ

高 畠町のハ ケゴ類

14.

16.

18.

マダケ ・ネマガ リダケ ・シノダケ

岩 出山のクワ トリカゴ

青森市 の漁業用カゴ類
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19～24 カ ゴを 編 む
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