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圄
辻 公 也編

「九州のかたち 現代工芸」

西 日 本 新 聞 社,1975.7月

日本全 国 の 手仕 事 に携 わ る人 々 や新 しい工 芸 の仕 事 を 目指 す人 々 が集 ま り,自 分達 の生

活 や仕 事 の こ と,社 会 との かか わ り合 い,日 本 人 の生 活 の将 来 につ いて,真 剣 に語 り合 い

広 く交歓 し合 う日本 クラ フ トフ ェ ア は,今 年 も京都 で 開 か れ た。 ク ラフ トマ ン に与 え られ

た,多 ぐの人 々や 機 関 の励 ま し と多大 な援 助 に感 謝 し,ま た ク ラフ ト運 動 を支 えて来 た 多

くの 同志 の努 力 を喜 び合 うとい うこの会 議 も,第3回 目 をむ か えて,伝 統 産 業振 興 法 と社

会経 済 の 変動 の渦 の 中 に あ って,色 々 な批 判 や 問題 を生 み 出 して来 た が,今 年 は4つ の 分

科 会(ク ラフ トにお け る伝 統 とは何 か,ク ラフ トの 商 品価 値 とは,新 しい マテ リア ルの と

らえ方,芸 術 との か か わ りあ い)に 分 れて,現 場 にた ず さわ る人 々 の活発 な意見 の や り と

りの も とに幕 を閉 じた。

ク ラフ トフ ェア に先 立 つ2ケ 月 前 の7月 に西 日本 新 聞社 よ り一 冊 の 豪華 本 が 出版 され た。

「九 州 の かた ち 現 代 工芸 」 とい う本 で あ るが
,こ れ は現 代 工芸 の 風土 記 九州 版 とで も云

え る もので あ る。辻 公 也氏 と津 田欣 一 氏 が本 文 で 「ふ る さ と九州 で 育 ちっ っ あ る手 づ く り

の 仕 事 の い くつ か。 それ も工 業化 を拒 否 し,流 通機 構 に乗 るの を拒 む 閉鎖 的 な そ れで な く,

暮 ら しの中 に溶 け込 ん で い る生 活用 具 と,そ の 生産 プ ロセ ス を みつ め よ うとす る と き,ど

うして も素 材 で あ る木 や竹,あ るい は土 に行 き当 た る。 だ か ら,ク ラフ トを求め る旅 は,

海 辺 よ りむ しろ 内陸 部 へ と車 を走 らせ るこ と が多 か っ た。 それで い て,終 始,身 の まわ り

に光 る海 を感 じ,胸 の な か に,あ る広 が りを覚 えた の は なぜ だ ろ うかdと 書 かれて い る よ

うに,こ の本 は全 編 を通 じて,詳 細 な資料 と,今 に も物 作 りの仕 事場 の 音 が 聞 こ えて来 そ

うなル ポが主 体 と な って い る。編 者 は九州 ク ラフ トデザ イ ナ ー協 会(KCDA)前 理 事 長 で

あ った九州 産 業 大 学 芸術 学 部 教授 の 辻 公也 氏 。他 にKCDA理 事 長 で あ り大 分県 日田産 業 工

芸 試験 所 の宮 崎 珠 太 郎氏 な ど,工 芸 デ ザ イ ン指導 者 や 工芸 研 究 家,ジ ャー ナ リス ト,歌 人

な どが各 分野 を担 当,執 筆 して お り,豊 富 な カ ラー写 真 と資料,ル ポ が一体 と なっ て九州

の工 芸 品 の美 しさ,実 用 性,そ して 問題 点 な どが一 読 して わ か る。生 活 の 中 に生 きてい る

手工 業 品一 染 織,竹 工,木 工,籐 細 工,柳 細 工,花 む しろ,漆 工 な ど を九州各 地 の現 地
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に訪 ね,8年 間 も かけ て その歴 史 と現 状 を集 成 した もの で,200ペ ージを越 す 大型 豪華 本 と

なっ てい る。

今 回収録 された 分野 は,染 織 で は 久留 米絣,島 原 木綿,肥 後 木 綿,天 草 更紗,薩 摩絣,

大島 紬,薩 摩 結 城,綾 っ む ぎ,佐 賀錦,鍋 島鍛 通(だ んつ う),博 多織 な ど。

竹 工 で は編 組,小 山 田,別 府 の竹 製品,都 城 の 弓 づ く り。

木 工 は 都城,日 田,大 川 の木 工,博 多の 曲 げ物 。

漆 工 は宮 崎,鹿 児 島,久 留米 。 そ のほ か小 林 の 籐細 工,宮 崎 の柳 細工,基 盤,薩 摩 のつ

げ く し,都 城 の 木 刀 な ど。 とま こ とに豊 富 で あ りまた くわ しい 。

た と えば久 留 米絣 で は,「 洗 うた び に冴 える色 」 「気 負 わず あせ らず 」 「手 しご と30の 工

程」 「金 で買 えぬ物 」 「藍 の 花 を美 し く」 とい うセ ク シ ョ ンに分 け,松 枝 玉 記 さん と い う重

要無 形 文化 財,藍 染 技術 の 保持 者 をたず ね て い る。 久 留米 絣 の 出来 る まで の30工 程 の 詳細

な技 法 説 明 か ら,歴 史的 な解 明,ま た現代 の事 情,そ して伝承 の話 へ と進 め,伝 承 を継 こ

う と して い る人,大 学で はデザ イ ンを専攻 して い る松枝 さんの お孫 さんの エ ピソ ー ドが書

か れ てい る。

染 織,竹 工,木 工,籐 細 工,花 む しろ,漆 工 と どの分 野 にお い て も特 に問題 に な って い

るの は,伝 統 技術 とその 伝承,若 もの達 の生 き方 の こ とで あ るよ うだ 。次 に編 者 の 辻氏 の

話 と,木 材 工 試 の飯 田正 毅 氏 の大 島紬 の 話 と,同 じく若 者 達 の物 づ く りの グル ー プの紹 介

を されて い る,日 田産 工 試 の宮 崎珠 太 郎氏 の話 を紹 介 して お きた い。

昭 和 の は じめ まで,ど の 町 に も,ど の村 に も何 軒 か の紺 屋 が あ り,自 分 達 が着 る もの は

同 じ地域 の顔 見 知 りの人 達 の手 にな った とい う。 それ らの店 で は,正 月や お盆 を迎 え る前

は,つ っ ま しや か で は あ るが,知 り合 い や家 族 が装 う晴 れ着 を染 めあ げ るの に夜 なべ がっ

つ い た。 そ うい う物 っ く りの老 人 た ち が近 年 まで 何 人 か い たので あ るが,最 近 とみ に少 な

くな った。 島 原地 方 も例 外 で は な く,辻 公也 氏 が島 原 に素 朴 で,味 わ いの あ る木 綿 織 が あ

る と聞 い て,平 田 さん と い う人 を昭 和44年 に たず ね た時 に,す で に 自家 用 と しての み織 っ

て いた とい う話 で・あ る。(昭 和10年 頃 は10軒 前後 の機 織 場 の他 問屋 も あ った 。)肥 後 木綿 も

同 じく宮 崎 染 織 店 とい うの が一軒 有 るだ けで あ り,肥 後 木 綿 の取 り扱 い は商 品 の20%に す

ぎない ら しい。辻 氏 は こ こ にも伝 統 工 芸 の あ り方 の むず か し さを見 た と述 べ て い る。

大 島紬 につ いて は飯 田 氏 が2っ の 問題点 に絞 って 書 い て い る。 伝 統 の泥 染 め を守 れ ……

と い う問題 と,韓 国へ の 技術 流 出 にっ い てで あ る。色 大島 の氾 濫 と,韓 国 の低 人件 費 に着

目 した結 果 の 技術 と,そ れ にと もな う日本 へ の紬 の 多量 輸 入 の事 を憂 いつ つ,「 試練 の風

は今 後業 界 に なお吹 きつ け るだ ろ うが,泥 紬 あ って の化 染 とい う基 本姿 勢 を くず して ほ し

くない もの で あ る。」 と結 ん で い る。 泥 染 め を忘 れ た大 島紬 は 考 え られ ない と云 う。
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'

一 方 綾 っ む ぎの よ うに若 者 た ちが集 って工 房 を作 り
,し っ か りと した 目標 で物 づ く りに

は げ んで い る所 も有 る。 「売 る ため の もの は最 初 か ら念頭 に なか った。 手 を変 え,品 をか

えて ま るで洪 水 の よ うに生 み 出 され,氾 濫す る製 品 。 も うこれ以 上 ,そ う した もの をっ く

りた くない。 自分 自身 が使 い た くな る よ うな もの 。 自分 が作 りたいものだ けを作 って 来 た。」

彼 ら は 「美術 工芸 品」 を否定 す るもの だ と も語 る。 なぜ な らば,美 術 品 は鑑 賞 の為 の装 飾

だ が,つ む ぎは消 耗 す るもの,用 途 の あ る工 芸 品で あ る か らだ。現 代 社 会 の平 均所 得 の 中

で,相 手 の納 得 を得 るだ けの 価格 で 「い い もの」 を作 る… … そ うした こ とを格 別 の気 負 い

を見 せ る だけ で な く,静 か に実 行 して 来 た。 合理 性 と科 学性 を追 っ て,経 済 効 果 をす べ て

に優先 させ て 来 た現代 の機 械 文 明だ が,行 方 に横 た わ る疑 問 に よ うや く人 々が 気づ き始 め

た きの うき ょ う,彼 らの行 き方 は今 後 ます ます肥 大 す る工業 化 社会 の 中 で,ク ラフ トの 生

きる道 へ の模 索 で あ り,提 言 だ った と云 え るか も しれ ない。 また木 工,漆,ゆ す箸,陶 器

な どを連 帯 させ た工芸 村 構 想 も持 って い る と云 う。

竹工,木 工 に おい て も宮 崎氏 は若 い グ ルー プ に大 い なる期 待 を持 って次 の よ うに云 う。

「別府 の 人達 は,大 量 生 産 大量 消 費 の生 産 パ ター ン に なって しま った 為 に,せ っ か くの腕

を持 ち なが ら内 職 へ の材 料配 りと,編 み かけ 品 を集荷 す る運 転 手 に なっ て しま って い る。

全 く残 念 な こ とで あ る。 こん な中 で 『この ま まで は 別府 の竹 製品 はだ め に なって し ま う。

本 当の 竹 製品 作 りを 目 ざ そ う』 と呼 び か けあ って 活 動 して い る会 があ る。 『まだ け会』 と

い う… …生 産 業 者 の中 堅 の人 々で あ る。 週1回 研 究 会 を 開 いて い る。研修 旅 行 を毎 年1回 ,

グルー プ の作 品発 表会 も数 回開 い た。 ク ラフ トフェ ア に は大 挙 して 京都 の 会議 に参 加 して

研 鑽 を図 って い る。今 一 歩の 努 力を して 産地 別 府 の イ メ ー ジア ップの先 導的 役 割 を 果 た し'

て も らわ ねば な らない 。 も う1つ の新 しい グ ルー プ が あ る。 そ れは 甲斐 治夫 氏(JDCA,

KCDA会 員)を 中心 とす る 『グル ー プ別府 ク ラ フ ト』 に よ る人達 で あ る。 こ ち らは 最初 か

ら新 しい生 活 の為 の ものづ くり を目 ざ してい る。 そ の為 には,新 しい ク ラフ トは 新 しい流

通 機構 を作 らね ば な ら ない と して,自 分達 で 積極 的 に市 場 開拓 を展 開 して い る。 そ して こ

の グル ー プに続 く若 い 人達 が,別 府 産工 試 の 中 堅技 術 者 養成 の研修 生 ど して 今 年 も育 ちつ

つ ある。 この若 い人 た ちが技術 を習 得 す る と同時 に ク ラ フ トマ ン と して の ポ リ シー気 質 を

っ かんで 一 人前 に な り,産 地 に定 着 した時 に ,竹 の ク ラフ トは 日本人 の生 活環 境 に大 きく

貢 献で き るこ とで あろ う。 また 日田 で も 『ものづ くり 日田』 とい うグル ー プ が生 れ た。 東

京 の プ ラス チ ックの デザ イ ンを や って い る青 年 が 『使 い捨 ての 為 の デザ イ ンは や め た』 と

い って,竹 の仕 事 をす る為 に 日田 にや って 来 る事 に なっ た。 従 来竹 で は デザ イ ンを充 分 に

踏 まえた クラ フ トマ ンが いな か った ので,デ ザ イ ンの仕 事 を して来 た人 の転 身 を たの しみ

に して い ると こ ろで あ る、il
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ま た手仕 事 が一 方 の極 だ とす れば その 反対 の極 で あ るよ うな コ ンピュ ー ター に よ る精 緻

な木材 加 工 に よ る ク ラフ ト(プ ロセ ス シー トを図 面 よ りお こ し,NCル ー ター にセ ッ トす

る と小 物 が均 一 化 され た状 態 で 出来 上 る)の よ うな今 日的 状 況 の報 告 も生 々 しい。

この本 を読 み終 え る と改 ため て地 方公 立 試験 場 の 方 々 の活 や く を再 認識 せ ざ るを得 ない

だ ろ う。 宮 崎 の工 芸 村構 想 を進 めて い る黒 木 進氏,日 田 の グ ルー プ を育 て た宮崎 珠 太 郎 氏

や 時 松辰 夫 氏,ま た塩塚 豊 枝 氏 や 中川千 年 氏,森 正 洋 氏,柏 崎 栄 助氏 な ど,デ ザ イ ナ ー と

して,又 は業 界 の リー ダー,教 育 者 と して 活 や くの方 々の 多 くは試験 場 の職 員 ある い は,

その 先輩 達 で あ っ た。

巻 末 に あ る編 者 の 「ふ る さと ものづ く り 私 の クラ フ ト地 図」 は九州 全域 を網 ら して い

る。 各企 業 や グル ー プ,作 家 個 人個 人 まで8年 間 か け てつ なが りを持 た れた記 録 で あ っ て,

非 常 に くわ しくそ れ ぞ れの物 づ く りの方 向 をっ かん で い る。

こ の本 の編 集 コ ンセ プ トと して,辻 公也 氏 の 「ク ラフ トは 多少 と も反 復 生産 が可 能 で,

あ くまで も その もの が持 つ 素材 美,形 状,色 彩,機 能性,模 様 が総 合 され,さ らに温 か く,

経 済 性 を踏 ま え る もので あ って ほ しい」 とい う考 えが 全編 に浸透 して お り,非 常 に 多方面

の収 録 の本 に も かか わ らず よ く統 一 の とれ た もの に なっ て い る。私 達 が身 の ま わ りの美 と,

手 づ くりの価 値 を再 考す るの に有 益 で あ ろ う。 辻 氏 は 「8年 間 の取 材 を通 して悩 ん だ の は

ものづ くりの解 釈 で あ り,ク ラフ トの解 釈 で あ っ た。 作家 と ク ラフ トマ ン,ク ラフ トマ ン

と ク ラフ トデザ イナ ー,民 芸 との関係 も未 だ未 解 決 の ま まで あ る。 この よ うに,も の づ く

りの探 訪 の尺 度 が決 ま らず,も のの位 置 を曖昧 に した 。」と書 かれて い るが,陶 磁 器,ガ ラ

ス,金 属,和 紙,石 にっ い ての続 編 「続 九州 の か た ち 現 代 の 工芸 」 の 出版 に期 待 を か け

たい 。

京都市工業試験場 佐 藤 敬 ニ
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