
「棒手振 り 」 な どの行商に関する調査 と そのデザイ ン性についての考察

一一食と器のデザイ ン研究に関連して一一

Research on itinerant trades (botefuri) and its place in community design 

- Part of the study on Japanese culture, food and design of kitchen utensils 

柴 崎 幸 次
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As part of my research 企om 2000 to 200 I on the design of kitchen utensils, I investigated 

itinerant trades, for example fish peddling, and how they relate to the total design of living. 

I will discuss itinerant trades ,  which continues today as only a shadow of an impo巾nt

commercial reality from the Edo Era, with roots that extend back into antiquity. This trade is 

still 佃 important pa抗 of local economies, a part of local community communication systems, 

and is one of the Japanese 回ditional events which continues today, even though it can be seen 

only in limited areas. 

I will suggest that itinerant trades can have a place in modern Japanese culture, and is one 

way that 甘aditional Japanese culture can be integrated into overall community designs and the 

total design of living. 

はじめに

日 本 に は、 地域 に 根 ざ し た衣 ・ 食 ・ 住 の ス タ イ ルが多彩 に存在す る 。 それは地域 の歴史風土 に 密接

な 関 係 を 持 ち なが ら 成立 し 、 し か も バ ラ エテ ィ に富んだ、 表情豊か な 良 き 習慣が受 け継がれ、 現在 も

そ の地域性 の 象徴 と し て継承 さ れて い る 。

し か し 、 自 身が こ れ ま で 関 わ っ て き た、 食 と 器 の デザイ ン研究や道具研究会 l の 活 動 を 通 じ て 実感

し た 事実 と し て、 日 本人 の 生活 ス タ イ ルや経済性 の変化 に よ っ て、 便利 さ と 引 き 替 え に そ の ス タ イ ル

が失われ、 地域 の 土着性が喪失 し よ う と し て い る 現実があ る 。 そ も そ も 生活文化の形成は、 こ れ ま で

の デザイ ン活動 と 大 き く 関わ り を 持 ち な が ら 形成 さ れて き たが、 人が長 い 時 聞 を か け て 創 り 上 げて き

た 文化 を 、 ほ ん の 数十年で喪失 し て し ま う 恐れがあ る 。

本研究は こ の よ う な現状 を 把握 し 、 こ れか ら の デザイ ン の あ り 方 に つ い て考察す る た め の 一例 と し

て、 昔なが ら の 形 を 残 し な が ら 変還 を 続 け て い る 「棒手振 り 」 （ ぽて ふ り ： 魚 売 り の行商） 等 の 職 に

注 目 し た。
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「棒手振 り J は、 そ の様相 に古 く は江戸時代か ら の面影 を残 し 、 食 と 器 の デザイ ン研究 に お い て も 、

地域経済、 歴史、 伝統行事、 さ ら に は 人 々 の コ ミ ュ ニケー シ ョ ン に重要な役割 を果たす存在 と し て注

目 し た。 こ の 「棒手振 り 』 の よ う な存在は、 かつては 日 本各地 に 当 然の ご と く 見 ら れた が、 現在では

減少の一途を た ど り 、 限 ら れた地域 に のみ存在 し て い る 。

本研究では、 こ の消滅 し つ つ あ る 文化 と し て 「棒手振 り 」 等の魚の行商 に つ い て調査 し 、 こ れ ら の

現状 に つ い て 分析、 把握 し 報告す る 。 さ ら に こ の存在が、 現在の街づ く り や 人 と 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン な ど に お い て重要視 さ れ る 側面か ら 、 そ の デザイ ン性 に 注 目 し 多彩な食文化研究 を 軸 に、 街づ

く り を 含 め た ト ー タ ルデザイ ン へ の志向性 と 、 歴史 に よ り 培われた 日 本の伝統文化 を 結 びつ け る 将来

の デザイ ン研究の あ り 方 に つ い て の 一考察 と し て提案す る こ と と す る 。

第 1 章 日 本の食文化 と デザイ ン性

1 日 本の 生活文化 と そ の現状

日 本の 生活文化 に 目 を 向 け る と 、 衣 ・ 食 ・ 住 に関連す る 文化 の ス タ イ ルは多種多様 で あ る が、 中 で

も 食文化は、 地域 の風土、 文化、 歴史な ど を 象徴 し、 さ ら に は伝統行事、 年 中 行事 と い う 形で 人 々 に

語 り 継がれ地域 に根付 い て い る 。 ま た、 生 ま れなが ら に 1 日 と 欠か さ ず食 を 通 じ て 人 と 人 と の 関 係 に

大 き く 関わ り 、 単な る 食行為のみな ら ず生活文化の最 も 重要な要素 の 一部 と し て現在 も 発 展 を 遂 げて

い る 。

生活文化 と デザイ ン の 関係 は、 こ れ ま で人の 日 常的な行動 に対 し 知 恵 と 経験 を 重ね、 新 た な価値創

造 と し て、 デザイ ンや社会 シ ス テム を模索 し 生み出 し て き た。 こ れ ら の造形や創造は必然性 と 合理性

か ら 生 ま れ、 人 々 に繰 り 返 し 使われ、 作 り 伝え ら れた持続的な シ ス テム の 中 で形成さ れて き た も の で

あ り 、 人 の デザイ ン活動そ の も の で あ る 。 こ の よ う なデザイ ン は時間的、 歴史的、 地域的要因 の 中 で

普遍 的な価値観 に よ り 形成 さ れて き た 九 今 日 の社会で、 地域的個性や文化形態 の成熟に は、 こ の よ

う な発展 に よ る も の が多 く 見 ら れ、 地域 に よ る 多種多様な食文化の形成な ど は そ の 例 に あ た る 。 い わ

ば、 地域的個性は こ れ ま で の デザイ ン活動が繰 り 返 さ れて き た集大成 と も 言 え る 。 し か し 現在は時代

の 変化 に よ り 、 歴史 と と も に発展 し た ス タ イ ルは、 次第 に廃れ消滅 し よ う と し て い る 。 さ ら に 大量消

費 に よ る 商業的観点か ら の 画一化が優先 さ れ、 風土 と デザイ ン の 関係性が暖昧 に な り 、 そ の デザイ ン

性や美意識の伝承 と 存続が危ぶ ま れて い る 。

こ の よ う な 日 本人 の 食 を 取 り 巻 く 環境 を見 る と 、 生活感や商業的観点 の変化か ら 画一化が進め ら れ

て い る が一方で、 現在大規模な展 開 を はか る 大手の 商業施設な ど は、 そ の建築やイ ン テ リ ア か ら 、 運

営方針、 接客な ど に つ い て も 作業の標準化が徹底 し て行われ、 さ ら に は地方色 の 強 い 商品構成 ま で も

他府県 と 同様で、 別 の 地 に来て全 く 地域性が感 じ ら れな い 閉 じ 売場 と サー ビス を 展 開 し て い る ケ ー ス

が多 く 、 利用 者 に と っ て は奇妙な体験 を す る こ と も ま れ に あ る 。 現在の 日 本は長期化す る 景気低迷 と

デ フ レ の 時代で あ り 、 そ の経済性 と と も に 小売店の減少や、 手 間 の か か る 伝統的手法な ど に よ る 商 い

の 形 を 失 い つ つ あ る 九 さ ら に 物 を 買 う な ど標準化 さ れたサー ビス の 中 で、 我 々 が間接的 に 失 い 続 け

て い る の は 日 本独 自 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン文化で あ る 。

- 88 一



「棒手振 り 」 な ど の 行 商 に 関す る 調査 と そ のデザイ ン性 に つ い て の考察 ー 食 と 器の デザイ ン研究 に 関 連 し て

こ れ ま で築かれて き た地域的個性は数百年かか っ て形成 さ れて き た も の で あ り 、 将来 の 魅 力 あ る 社

会 シス テム 作 り を 進 め る l つ の指標 に な り 、 生活総体 ま た は社会形成 の 為 の デザイ ン を研究す る 上で

特 に重要で あ る 。 こ れ ら の文化に対 し て、 全て を特別 に保護す る こ と は無理 に し て も 急 速 に 無 く な り

つ つ あ る 現状か ら 推察 し 、 こ の分野の 応用 的な研究は重要かつ急務で あ る と 考 え ら れ る 。

2 生活 と 食のデザイ ン か ら 関係性のデザイ ン へ

現代の 日 本の デザイ ン に 最 も 強 く 影響を及ぼ し て い る 造形の志向性は、 お そ ら く 近代化 （ ＝ 西洋化）

の 中 で展開 さ れた も の で あ る が、 少 し 立 ち 返 っ て考 え る と 江戸時代 に 形 成 さ れた造形文化 に通 じ る と

こ ろ が多 い。 当 時、 様 々 な地方か ら 人 々 を 受 け入れた江戸や大坂では、 衣 ・ 食 ・ 住の物資需要が活発

化 さ れ生活物資や道具、 さ ら に木版 に よ る 浮世絵や歌舞伎の役者絵、 各種の雛形本な ど の 印刷媒体 を

通 じ 、 町人文化 と し て華や か に 開 花 し 地 方 に も 大 き く 影響 を 与 え た 九 特 に 衣 ・ 食 ・ 住 の 中 で も 食文

化 に 関す る 多彩 さ は、 現存す る 資料や民具を見て も 理解で き る 。

こ の よ う に 食文化 に 関連す る デザイ ン の研究は、 生活の衣 ・ 食 ・ 住 の 一環 を に な う 重要な生活デザ

イ ン の集大成で あ る 。 こ れは商業 に よ っ て 開 花 し た江戸時代 の 町民文化か ら 、 様 々 に 形態 を変 え なが

ら 現在 に 至 り 、 人 々 の楽 し み、 人間愛、 家族、 ま た は人間関係な ど に 通 じ る べ き 心 の 部分、 ま た風土

と 歴史、 産業 と 流通な ど社会や街づ く り な ど の 地域性 と 関連 し 、 広義のデザイ ン研究 と し て極 め て 人

間的な学問 と し て成熟 し て き た。

食 の デザイ ン に取 り 組む こ と は、 （ 1 ）生活必須 の行為 の 中 で、 そ の 営み を 司 る 様 々 な 食器や什器な ど

の道具的視点、 （2）快適でそれ に ふ さ わ し い 場 を 作 る た め の環境的視点、 （3）人 々 の時間や人間関係 を 軸

と し た コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デザイ ン の視点が複合的に機能 し 、 様 々 な要素 に お け る 関係性の デザイ ン

が重要視 さ れな ければな ら な い。 そ こ でデザイ ン に お け る 重要な精神であ る 、 既成概念 を 打破 し 、 新

た な価値創出 を 行 う こ と を将来 に 渡 っ て維持す る た め に も 、 こ れ ら の こ と を考察 し デザイ ン の視点か

ら 再評価す る 必要があ る 。

3 デザイ ン専攻 に お け る 食 と 器の課題

愛知県立芸術大学デザイ ン 専攻 で は 前 項 の 精神か ら 、 大学の授業 に 「食 と 器」 の 課題 提 示 を 通 じ

「 も て な し の 心」 を デザイ ン課題 の テ ー マ と し て取 り 組んで‘ き た。

食 を じ っ く り と 時間 を か けて楽 し み、 も の 作 り の精神の一助 と な る こ と 。 ま た、 料理 を 作 る 側 と 、

それを頂 く 側か ら の 「 も て な し の心J を共感でき る こ と な ど に重点 に お い た課題で あ る 。 そ も そ も デ

ザイ ン の原点は、 生活 に 密着 し た試行錯誤の結果で あ り 、 食の行為そ の も の か ら デザイ ン を 学び取 る

こ と が で き る 重要なデザイ ン 教育 に お け る テー マ で あ る 。

し か し 、 こ こ 数年、 食 と 器の デザイ ン を考 え る 学生作品の志向性に 変化が見え て き て い る 。 た と え

ば食 に 関す る テーマ設定 に 「 “伝統野菜” を リ サーチ し、 現代にそれを復活 さ せ、 販売す る シ ミ ュ レー

シ ョ ン」 の企画な ど が あ が っ て き た。 “伝統野菜” と は昔か ら 地域 に 根付 い て い た 野菜が、 痛みやす

い、 品質 に バ ラ ツ キがあ る な ど の理 由 か ら 、 現在はそ の市場性や効率性が悪 く 、 つ く ら れな く な っ た
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野菜 の こ と を い う 。 （写真 1 ) 

ま た、 現 代 の 社会が抱 え る 問題 と し て、 食品添加物 に 関 す る 知 識 と 食品包装 の 分別 回 収 の 問 題 な ど

を テ ー マ で あ げ、 イ ン タ ー ネ ッ ト の W E B ペー ジ に よ り そ の情報 を よ り 解 り やす く 解説す る 作品 も 登

場 し て き て い る 。 （写真 2 ） いずれ も テーマ性があ り 現代社会 の 食 の 問題 に 目 を 向 け て い る 。

ロ

ロ

アスバルト叫剛山、ると 副広岡. ....同叫岬劇...

［］［］［］凶Ii
写真 1 学生作品、 伝統野菜の研究 写真 2 学生作品、 食品添加物、 ゴ ミ 問題等のweb

日 本の 食文化 も 西洋化の影響を 大 き く 受 け、 昔 に比べてバ ラ エ テ ィ に 富み随分賛沢 に も な り 、 現在

は さ ら に 健康 の こ と を 十分考慮 し た 食の工夫 に気遣いが見 ら れ る よ う に な っ た。 し か し そ の 反 面、 近

年 に 見 ら れ る 食品 の 製造 日 偽装 に よ る 食 中 毒 問題、 狂牛病等BSE （牛海綿状脳症） 問題 と そ こ か ら 連

鎖 し た 様 々 な偽装 問題、 0 1 57 （病原性大腸菌） 等 の 発 生 な ど 、 食 材 の 供給そ の も の に 問 題が起 こ る

例 も 多 く 、 そ れ ら の現実は、 学生の課題に対す る 反応 に も 影響 を 与 え て い る 。 さ ら に デザイ ン 教 育 と

し て の側面か ら も 、 現 在 の 問 題 を 十 分 に 認識 し た立場で 日 本 の 食 と そ の 周 辺 を じ っ く り 考察す る 態度

は重要で あ る 。 こ れ か ら の デザイ ナー は国際的な立場で、 前節で述べて き た 日 本 の デザイ ン 文化 に つ

い て 正確 に 語 る こ と が出 来 る 必要があ る 。 欧米では 日 本の文化は大変評価が高 い 反面、 ま だ ま だ誤解

に 満 ち て い る 。 文化の一端 と し て 食 の デザイ ン の 多彩 さ 、 独創性や美意識 と さ ら に 現 代 の 食 の 問題点

な ど も 十分 に把握 し てお く べ き で あ る 。

第 2 章 「俸手振 り 」 等の行商 に つ いて

「棒手振 り 」 と は

日 本の食文化 と デザイ ン の 関連性 を研究す る に あ た り 、 現在の 日 本人 が 失 っ て き た 大 切 な も の を実

感で き る l つ の 良 き 営み と し て 「俸手振 り J 等 に 注 目 し た。

日 本は元 々 、 独 自 の文化形成を持 っ て い た に もかかわ ら ず、 こ れ ま で作 り あ げて き た 文化 の様相 を 、

短 期 間 に 喪 失 し て き で い る 。 街づ く り 計画は様 々 に模索 さ れて い る が、 伝統文化 の継承 も 徐 々 に 消 失

し 、 地域の デザイ ン を考 え る 上で も 、 そ の 歴史’性や土着 の地域性が希薄 に な っ て き て い る 。

さ ら に 、 前 章 に述べた様 々 な事件 を 通 し て食品 に対す る 信用 に 大 き な 問題が発生 し て い る 。 こ れ ま

で、 人 と 人 と の情報交換 に よ っ て補 っ て き た食の情報を、 流通の 中 で不正 に 扱 う 例 が後 を 絶 た な い 。

こ れ は私た ち の暮 ら し に 直結する 問題であ り 、 供給側 に も 本 当 の豊か さ に つ な が る 倫理観 と マ ー ケ テ ィ
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「棒手振 り 」 な ど の 行 商 に 関す る 調 査 と そ の デザイ ン 性 に つ い て の考察 食 と 器 の デザイ ン研究 に 関連 し て ー

ン グ の デザイ ン を模索す る 必要があ る 。

こ の よ う な、 現代の 日 本が失 っ て き た 大切な も の を 思 い 起 こ さ せて く れ る l つ の 事例 と し て、 「食

と 器 の デザイ ン研究」 に お い て も 、 常滑の 「棒手振 り J （魚 の行商の こ と 、 振 り 売 り 、 荷 な い 売 り と

も い わ れ る ） の職 に つ い て紹介 し て い る 九 「棒手振 り J と は一般的 に 魚 の 行 商 の こ と を 言 う が、 棒手

の 呼 び方は天秤（てん びん）棒か ら 、 数本 の 縄 を 下 げた形か ら の 連想で あ る と い わ れ て い る 。 「棒手振

り J 等の歴史は古 く 、 江戸時代か ら こ の よ う な ス タ イ ルが成立 し 、 そ の 時代性 を 反 映 し 様 々 な形態 に

変化 し 発展 を 遂 げて き た。

商 い の形が整っ た江戸時代 に は多彩な職の行商が存在 し、 固定 し た道先な どで商売 を す る 「辻売 り J 、

様 々 な場所で売 り 歩 く 「棒手振 り J （振売 り ） な ど が行商 の ス タ イ ル で、 多種多様 な 売 物 の 数 だ け ス

タ イ ルがあ っ た と 伝 え ら れて い る 。 薬、 桶、 野菜、 魚、 灯龍な ど地域の特色、 当 時 の マ ー ケ ッ ト の あ

り 方や物流 に よ り 、 自 然発 生的 に 生 ま れ、 時代 と と も に 形 を 変 え発展 し て き た に 過去 に さ か の ぼ り

行商は地域性や時代 に 大 き く 関連 し 、 福井県小浜か ら 京都 に 鯖 を 運 ん だ 「鯖街道J や、 京都の街 に 薪

を 供給 し た 「大原女J な ど の 行商 も 地域的特性 の 一例 で あ る 7 。 常滑の 「棒手振 り 」 を 見て も 、 5 月

に行わ れ る 祭礼や、 そ の他の年 中行事の 脇役 と し て、 主要な食材 を街の 人 々 に 供給す る 点 な ど、 こ の

姿 に 地域の独 自 性があ ら われて い る 。

2 現在の 「棒手振 り 」 につ い て

( 1 ） 「棒手振 り 」 現状

本研究 の調査 に お いて、 様 々 な地域 の 人 々 に 聞 き 取 り 調査 を 行 っ た が、 昔 は棒手振 り な ど の行商 人

で賑わ っ たが現在は ほ と ん ど見か けな く な っ た と い う 地域が多か っ た。 ま た、 行商は続 け て も 乳母車

や箱車な ど か ら 軽 ト ラ ッ ク に 変 え て営業 し て い る 例 も あ る 。 いずれ も お 年寄 り が務め る た め 、 そ の 存

続が危ぶ ま れて い る 。 行政や漁協は行商 に つ い て免許制や登録制 を と っ て い る 場合 も あ る が、 あ ま り

把握 し て い な い場合が多い。 現在残 っ て い る 「棒手振 り 」 は、 地の物 を 売 る “朝 市” の 様 に 地域性や

街の楽 し み を演出す る 手段 と し て、 地域 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の活性化手段 と し て 見直す動 き が あ る

が、 実際は観光資源 と し て積極的 に活用 し て い る 例 は あ ま り 見 ら れ な い。 あ く ま で行商で あ り 、 保健

所 と し て は食品衛 生 上 の 厄介者 と し て い る 面 も あ り 、 食品管理の 問題が指摘 さ れ る 場合 も あ る 。

「棒手振 り 」 ス タ イ ルは、 客 と の 関係 は絶対的な信用 で成 り 立 っ て い る 。 現代社会 の 食 の 流通 は 画

一化 さ れた安全 と さ れ る 食品 を 大量出荷 し 、 売 り 手 と 買 い 手の関係 に て 成立 さ せて い る が、 こ れ ら の

行商は、 そ の 道 の プ ロ と し て魚 の 説明や料理、 食生活 に 関す る ア ド バイ ス も 適 度 に行 っ て い る 。 こ れ

は信用 販売の象徴であ り 、 良 い も の し か 人 に 売れ な い 職 人気質 も 引 き 継 い で い る 。 顔 の 見 え る 客 を 相

手 に し て い る 点、 専門業者 と し て の プ ロ 意識がそ こ に あ る 。

(2 ） 「棒手振 り 」 の道具

「棒手振 り 」 の使 う 道具 と し て は、 そ の シ ンボルで あ っ た天秤桶 の 棒 も 、 民俗資料 と し て は残 っ て

い る が、 現在はす っ か り 姿 を 消 し て い る 。 物売 り は、 江戸時代か ら 明治初期 に か け て は全て肩や頭で

売 り 荷 を 背負 っ て き た。 明 治30年頃か ら ほ と ん ど の 行商 は車 を 引 く よ う に な り 久 そ れ か ら 現在 ま で
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乳母車、 箱車、 自 転車、 リ ヤ カ ー の改造な ど に 変化 し 、 ス タ イ ルは地域 に よ っ て 区 々 で、 そ の道 具 は

街 の 金物屋や、 車屋、 自 転車店な ど が特注生産 を行 っ て き た。 （写真 3 ） 現 在 は な か な か 使わ れ な い

竿はか り （天秤 の は か り ） や棒手の桶、 さ ら に は地の魚 を さ ば く 方法や道具 も 地域 の個性があ り 、 包

丁 さ ばき な ど に も 熟練 の技が見 ら れ る 。 （写真 4 )

写真 3 「棒手振 り 」 の乳母車

第 3 章 調査の報告

写真 4 竿はか り 写真は今；台市、 5 キ ロ ま で計れ る

本論 に お け る 行 商 の 調査 は常滑の 「棒手振 り 」 か ら 始 ま っ て い る が、 大衆的な行商で あ る た め か 文

献や資料が少な く 、 こ の よ う な歴史や現在の状況 に 関す る 細 かな 記述 は ほ と ん ど見 あ た ら なか っ た。

新聞や書籍等 に よ る 一部の記述か ら 地域 を 特定 し 、 行政機関や観光協会、 漁協な ど に 協 力 を 頂 き 聞 き

取 り 調査を 中 心 に 行 っ た。 本章では、 愛知県か ら 紀伊半島の 和 歌 山 田 辺 、 瀬戸内海、 宇和海等 に 面 す

る 四国地区 と 、 さ ら に 行 商 を 観光資源 と し て い る 街 と し て以前か ら 知 ら れ る 尾道 に つ い て の調査報告

と す る 。 （図 1 ) 

1 愛知県常滑市の 「棒手振 り 」

( 1 ） 「稼手振 り J と は

愛知県常滑市の常滑漁港では、 現在で は全国的 に 少な く な っ た 「棒手振 り 」 （写真、 魚 の 行商 の職、

街 で は “ ぽて さ ん” と 呼ん で い る ） 等 の 職業が残 っ てお り 、 当 地 の 名 産で あ る メ ジ ロ （ ア ナ ゴ） 、 エ

ビ、 近海物な ど を 各家庭や料理屋 に 売 り 歩 い て い る 女性達が い る。 現 在 も 総勢20人程で 中 に は80歳以

上 に な っ て も現役で働 く 棒手 も 8 名 程 い る。 も と も と 様手振 り の仕事は漁師が捕っ た地魚の黒｛側、 大

海老、 か に 、 イ カ 、 か れ い な ど の魚介類を 問屋 に 出荷 し 、 そ の 残 り を漁師の妻が地元で売 り さ ば く 仕

事 で あ っ た。 現在は漁協 に て 自 ら が競 り 落 と し 、 そ の魚介類 を 食べ ら れ る 状態 ま で下処理 し 、 縫製能

付 き の 乳 母 車 に 載せ街 を 歩 い て 商 い を す る 。 （写真 5 、 6 ） それぞれ 固 定客 も あ り 1 日 30か ら 40軒 も

ま わ り 、 そ の 行動範囲は広 く l Okmほ ど も 歩 く と い う 。 「俸手振 り 」 に よ る 魚 の 販売は、 ス ーパ ー マ ー

ケ ッ ト な どで魚の 下 ご し ら え を し てパ ッ ク で販売する ス タ イ ルが街に定着す る ま では も ち ろ ん、 近年

ま で魚介類の販売 に 関 し ては主役で あ っ た。 祭 り に 使 う メ ジ ロ な ど大 量 に さ ば き 客 に 配達 し た り 、 注

文 が あ れ ば刺 身 の 仕 出 し ま で請け負 っ て いた。
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「棒手振 り 」 な ど の 行 商 に 関 す る 調 査 と そ の デザイ ン性 に つ い て の 考察 ー 食 と 器 の デザイ ン研究 に 関連 し て ー

(2 ） 常滑の棒手振 り の特徴

常滑の棒手振 り の特徴は、 簾製の乳母車 に氷 を詰め た木箱 を積み込み、 そ の 中 に 自 分 の 買 い 付 け た

魚 を 入れて売 り 歩 く 。 棒手振 り の 中 で も 役割分担が あ り 、 メ ジ ロ の 下処理や、 買 い 付 け た 魚 な ど交換

し 合 い なが ら 品物 を そ ろ え て い く 。 84歳現役の棒手 さ ん に 話 を 聞 い た が、 現在はス ーパ ーや八百屋で

も 下処理 し た魚 を 売 っ て い る の で 買 っ て く れ る 所が少な く な っ た と い う 。 家族は高齢の た め 辞 め た ら

ど う か と 勧 め る が、 い い 小遣 い 稼 ぎ に な る こ と と 、 お客さ んが待 っ て い て く れ る か ら 続 け て い る と い

つ 。

配達の皿 も 、 現在の よ う な発砲系容器が出 回 る ま で は、 各家庭 に は陶器製の皿で魚 を 配 っ て い た。

そ の 皿 を 探 し て も ら う よ う 掛 け 合 っ た が、 知 ら ず知 ら ずの う ち に 処分 し て し ま い、 現在は全 く 残 っ て

い な い。 ま た 祝 い の 席 に は刺 身 を つ く り 、 大皿 に盛 り つ けて配っ た盛んな時 も あ っ た の で 「棒手振 り 」

の 家 に は仕 出 し 用 の 見事な大皿があ っ た と い う 。

知多の海は昔 と 比べて、 魚 の 種類は変わ ら な い が漁獲量が激減 し た と い う 。 現在中 部国際空港 の 建

設が進んで い る が、 近年漁場の減少や漁師の 出船が少な く な っ た と も 言わ れ、 最近では、 祭 り に 欠 か

せな い メ ジ ロ が不足 し て い る 。

2 和 歌 山 県 田 辺市の 「引 き 売 り 」

( 1 ） 「 引 き 売 り 」 と は

和 歌山県紀州 田 辺では、 市場 に 上が っ た ばか り の新鮮な魚介類 を 、 特製の手押 し 車 の 引 き 出 し に納

め て、 中 心市街地 に 売 り 歩 く 魚行商 の女性達の こ と を 「引 き 売 り 」 と 呼 んで い る 。 （写真 7 ～ 9 )

「 引 き 売 り 』 達は朝 4 時 に起床 し 、 一番 に 市場へ行 き 、 魚や干物、 新鮮な ネ タ を 仕入れ 1 日 の段取 り

を行 う 。 近海物 の地魚 が 中 心で、 そ の他一般食品、 干物等 （ 自 家製） を 準備す る 。 6 時 ご ろ 一度家に

帰 っ て魚を塩水で洗い、 氷 を入れた 引 き 出 し に き れい に並べてか ら 朝食 を と り 、 朝 9 時 ご ろ 行商 に 出

発す る 。

昔は50人近 く も い た が、 急激 に 減 っ て現在は 8 人程度で、 最高齢の 「 引 き 売 り J で82歳で あ る 。 写

真 7 、 9 で紹介 し て い る の は 「引 き 売 り 」 の 山 本様。 「引 き 売 り 」 の 中 で は 最 も 若 く 、 意欲的 に 取 り

組んで い る 。 販 売 の 範 囲 を広 げる た め に、 電動モー タ ー付き の 車 に 改造 し 、 田 辺 の 街 を か な り の広範

囲 に 渡 っ て活発 に 売 り 歩 く 。 売れて も 売れな く て も 皆 に 声 を か け、 地域の 人 と 言葉 を 交わ し 様 々 な注

文 に 答 え て い く 。 （写真 9 )

(2） 「引 き 売 り J の特徴

「 引 き 売 り J の特徴は独特の 手押 し 車 に あ る 。 昔は天びん棒 に、 大 き な か ご を 下 げて荷な い 売 る ス

タ イ ル だ っ た。 そ こ か ら 鱗 （ と う ） で編んだ大 き な乳母車での 引 き 売 り が始 ま っ た。 こ れ は現在の常

滑 と 似 た ス タ イ ルで あ る 。 「 引 き 売 り 」 の 使 う 引 き 出 し の つ い た特殊な 箱 は 、 引 き 出 し に 氷 を 敷 き 詰

め、 そ の 中 に魚介類な ど を きれ い に並べて売 り 歩 く 。 箱は街の建具屋が作 り 、 長時間 の 湿 り 気 と 、 頻

繁 な 聞 け 閉 め 、 移動 に 耐 え ら れ、 な お か つ 道具 と し て使い勝手がよ く 、 長持ち す る 箱 と い う 厳 し い 条

件が求め ら れて い る 。
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田 辺では魚の行商の歴史は長 く 、 現在の 中 心市街であ る 北新町、 栄町通 り の 一部 に 限 り 江戸 時 代 に

は魚や 日 用 品 を 座 り 売 る 「辻売 り 」 と 、 場所の制限な く 商 い を 行 う 「荷な い 売 り 」 を 田 辺藩が許可 し

て い た こ と は記 録 に残 っ て い る 。 当 時 か ら 田辺は、 商 人や近郊か ら の 人 々 で に ぎわ い 、 魚 の 辻売 り 等

は 田 辺 名 物 の 一 つ だ、っ た と い う 。 江戸時代末期か ら 明治 に か け 、 田辺周辺の風物 画 を 多 く 描 い た学者、

湯川退軒 ( 1 839～ 1 900年） の絵に も 、 「棒手振 り 」 姿 の男女が、 魚 を 運ぶ姿が描かれて い る に

図 1 調査対象の地域 写真 5 常滑市の 「棒手振 り 」

写真 6 旬 の メ ジ ロ （あな ご） を 下処理す る 写真 7 田 辺市、 円 ｜ き 売 り 」

写真 8 標準的な 「引 き 売 り 」 の ス タ イ ル 写真 9 氷を敷き詰めた引 き 出 し の 中 身
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3 香川 県高松市の 「 い ただき さ ん」

( 1 ） 「 い た だ き さ んj と は

香川県高松市 で は、 漁業を営む主人の 取 っ て き た魚 を 街で売 り さ ば く の が女房の役で あ り 、 こ の よ

う な形の行商 を 「 い た だき さ ん」 と 呼ん で い る 。 （写真 1 0、 l 1 ) 昭和 の 時代 ま で は 50人 ほ ど い た が現

在では20人 ほ どが行商 を行 っ て い る 。 それ以外 の 人 は 高 齢 の た め継続が困難 と の こ と で あ る 。 平成 1 0

年頃ま では登録制 が あ っ たが、 現在は いただき さ んの減少 に 伴 い 登録制が無 く な っ て い る 。 仕入れは

魚市場 （香川県魚市場） 仲 買 さ んか ら 買 い 、 自 転車のサイ ド カ ー型 の 箱 に 詰め 高松市内数カ 所 で 商 い

を行 う 。 ーカ 所 2 ～ 3 時間で場所を 移動 し な が ら 毎 日 売 り 歩 き 、 街では重宝な魚屋 さ ん と し て 人 々 に

支持 さ れた存在で あ る 。

「 い た だき さ んJ は高松の街では、 単 に行商の魚屋 と し て のみな ら ず、 気 軽 に 街 の 人やお年寄 り に

声 を か け、 良 き 話 し 相 手 と な っ て い る 。 今晩の献立の話や、 最近の 健康状態、 な に げな い 日 常的な話

な ど、 街の主婦やお年寄 り 達の相談役や話 し相手 と な り 、 人 々 も こ の行商が来 る の を楽 し み し て い る 。

歴史 も あ り 街の風情 を 物 語 る 「 い た だ き さ んJ に、 近年 こ の地域の行政 も 観光資源 と し て注 目 し 始 め

て い る 。

(2） 「 い た だき さ んJ の特徴

「 い た だ き さ ん」 の 言葉 の 由 来はその行商ス タ イ ル あ る 。 か つ て頭上運搬 に よ る 行商 の 魚 を 入 れ る

桶 を 『魚ハ ン ポ』 と い い 、 平 た い 浅底でその桶の蓋は竹網作 り で、二重 に な っ て い る 。 こ の ハ ン ポ と い

う 桶 を 頭 に載せて行商す る 際、 頭 上 に は直径12セ ン チ ぐ ら い の 藁 の 輪 に布 を 巻 い た も の を載せてハ ン

ポ の 台 に し た。 こ れ を こ の地方ではイ タ ダキ と呼ぶ。 似たス タ イ ルで は愛媛県松前町の 「 オ タ タ さ んJ

な ど と 同様、 こ の頭上運搬は第 2 次世界大戦前後 ま で続 い た 10。 そ の 後、 頭 上運搬か ら 、 手押 し 箱車、

さ ら に 自 転車 の 横 に 箱 車 を 付 けて行商 を行 う ス タ イ ル に変わ っ て い る 。 こ れは昭和30年頃、 街 の 自 転

車店がサイ ド カ 一式を考案 し た も の で、 乳母車型 に代わ り 愛用 さ れ現在 も こ の ス タ イ ルが続い て い る 。

ま た 「 い た だ き さ ん」 の歴史的 由来は、 高松 に伝わ る 「糸 よ り 姫」 と い う 伝説があ り 、 平安時代 に

平家か ら 流れ着 い た貴人が生活の糧 を 得 る た め に、 こ の 地の “糸 よ り 浜” で水揚げさ れ る 魚 を 平桶 に

入れ、 売 り 歩 い た の が起源 と 言わ れ て い る 1 1 。 呼び声は昔の ま ま の 「お さ か な ご用 J と 、 得意先 の 家

角 に 立 ち 「お さ か なイ ラ ン ノ ナ ・ ・ ・ J と 声 を か け る 。

4 愛媛県今治市の行商

( 1 ） 今治市 の行商 の特徴

今治 の魚市場は 自 由 市場の 形式を と り 、 随分朝 早 く か ら 市場 は 人 々 で活気づ い て い る 。 こ れ ま で調

査 し た地域の 中 で も 行商や物売 り の活発な街で あ り 、 全体数は把握で き て い な い が リ ヤ カ ー を 改造 し

た屋台風の車で売 り 歩 い て い る 。 こ こ の魚市場は、 登録や競 り を 管理 し て行わな い 自 由 市 場 で あ り 、

行商や魚屋、 あ る い は一般 の 人 々 が 自 由 に 買 い 付 け に 来 る 。

漁師の妻が捕れた魚 を市場に持ち 込み、 早朝か ら 多 く の水揚げが あ り 市場は活気づ く 。 物売 り の 行

商達 も 家族や仲間 が捕 っ た魚や市場で仕入れた魚を下処理の上パ ッ ク 詰め に し 、 椅麗 に リ ヤ カ 一 風の
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車 に並べて準備 を行 う 。 7 時過 ぎ に は市場は終わ り 、 行商達はそ こ か ら 屋台風の車で街 に 売 り 歩 い て

い る 。 （写真 1 2 、 1 3） 今治 の行商は特 に 決 ま っ た呼び名 が無 く 、 皆がおばち ゃ ん と か魚屋 さ ん と 呼 ん

で い る 。 朝 の市場周辺か ら 今治 の 商店街 にか けて、 少な く と も 1 0人以上の行商が出 動 し た。 取材では

以前不快な こ と があ っ た よ う で、 声 を か けて も あ ま り 話 を 聞 く こ と はで き な か っ た。 テ レ ビ局 等 の 取

材で以前迷惑だ、っ た こ と も あ る ら し い。

5 そ の他の地区の行商

( 1 ） 宇和 島の行商の特徴

九州 と 四 国 の 間 の海 を 宇和 海 と 呼び、 その海に面 し た愛媛県 の宇和 島市 も 、 か つ て行商で賑わ っ た

が、 も う 数年 前 に 行商は姿を見な く な っ た と い う 。 昭和38年 に宇和 島 に 新 し い漁港がで き た 時 に は、

l 人 の仲買か ら 1 0 人 の 女性達が魚 を 売 り 歩 い て い た と いわれる。 現在 こ の宇和 島漁港で は 3 人 の行商

さ んが い る が、 皆高齢の た め 無理 を し な い程度 に 商 い を行 っ て い る 。 宇和 島の場合 は以前乳母車型 の

行商 はた く さ ん い た が、 数年前 に 無 く な っ て い る と い う 。

現在は リ ヤ カ ーで地の魚 を 売 り 歩 く 行商 の魚屋が魚 を仕入れた後、 朝 9 時頃か ら 港 の 近 く の弁天町

で最初 の 店 開 き を す る 。 行商は リ ヤ カ ー で来て、 発泡ス チ ロ ールの箱を路上 に並べ魚 を 売 り 注文 に 応

じ て リ ヤ カ ー の 上 に ま な板 を 置 き 、 魚 を さ ば く 。 こ の後、 街の数カ 所で魚 を並べ夕方近 く ま で市役所

の 近 く で魚 を 売 る 。 市役所の帰 り の 人 に 、 夕 食用 の魚 を 買 っ て も ら い 1 日 が終わ る 。 こ の行 商 人 は糖

尿 病 を 患 い 辛 い仕事で あ る が、 毎 日 長距離 を歩い て い る か ら 、 病気が進行 し な い な ど健康管理 も 考 え

て の 仕事であ る と い う 。

(2 ） 尾道 の行商の特徴

尾道の 「ばん よ り 」 と 呼ばれ る 行商は、 漁師やその奥 さ んが捕 っ て き た魚介類 を 手押 し 車 に 乗せ、

売 り に 出 る行商の こ と を い う 。 名 前 の 由 来は晩御飯のおかず を 買 い に 立 ち 寄 る こ と か ら 「晩寄 り （ば

ん よ り ） J と い う 名 前がつ い た と い わ れ る 。 現在は午前 中 に 店 を 聞 き 、 売 り 切れ ま で商 売 を 行 い 、 た

い て い は昼過 ぎ ま で に 店 じ ま い す る 。 尾道で は そ の 景観 に な じ ん だ、 お 馴 染 み の 行商風景で あ る 。

（写真 1 4)

ま た 、 ヒ ラ メ の子 を 干 し た 「でべ ら 売 り 」 12 な ど、 個性的な商 品 を 売 り 歩 く 行商 も あ る 。 話 を 聞 く

と 家族で子供の頃か ら こ ればか り 作 っ て き た。 決 し て楽な仕事ではな く 、 人 に 誇れ る 仕事で も な い と

自 ら は語 る 。 し か し 藁 を使 っ た干物の絞めは美 し く 見事で あ る 。 （写真 1 5)

96 



「俸手振 り 」 な ど の 行 商 に 関す る 調 査 と そ の デザイ ン 性 に つ い て の 考察 ー 食 と 器 の デザイ ン研究 に 関連 し て ー

写真1 0 「いただき さ んJ の風景 写真1 1 お客の注文 に応 じ て車IJ 身 を つ く る

写真1 2 今治市の行商ス タ イ ル 写真1 3 街 を 歩 き 、 店 を 出 し商売を し て い る

写真14 尾道の行商 「晩寄 り （ばん よ り ） 」 写真1 5 尾道の行商 「でべ ら 売 り 」

6 調査の ま と め

中部、 近畿地区か ら 四国及び瀬戸 内 の 調査 に 関 し て述べて き た が、 共通す る 特徴 と し て は、 瀬戸内

海や近海の地魚、 が多 く 水揚 げ さ れ る 場所 に 一般 的 に 発達 し 、 当 地 の 漁協の経営方針 し だい で、 行 商 は
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現在 も 盛んな地域があ る 。 ま た直接注文の 売買であ る た め、 扱 う 魚は、 網 で あ が っ た も の よ り 釣 り 漁

な ど、 高値で売買 さ れ る も の を扱 っ て い る こ と が多い。 ま た行商形態は時代 に 応 じ て 少 し ず つ 形 を 変

え な が ら 営ん で き て い る が、 歴史 に 基づ く も の であ り 様 々 な逸話 も 残 さ れて い る 。

こ れ ら の行商 を務め る の は実際に 高年の方が多 く 、 70か ら 80歳前後の 方が現在非常 に 多 い。 色 々 な

話 を 聞 く う ち に、 そ の労働の 目 的 と し て商売 よ り も健康の為、 ま た お客 さ んが待 っ て い る か ら と い う

気持 ち に 応 え よ う と す る 双方の 生 き 甲 斐 と し て続けて い る 人が多い。 い ずれ に し て も 、 将来後継者が

い る 状態で な く 、 何時無 く な っ て も おか し く な い 状況 に あ る。

第 4 章 「棒手振 り 」 等の再評価

1 街づく り と 「棒手握 り J

現在、 棒手等の行商は非常 に 少な く な っ てお り 、 漁協関係者 に 尋ね る と 、 高齢の者が多 い た め、 行

商姿が見 ら れ る の は も う 数年ではな い か と 懸念す る 人 も い る 。 確か に 時代は移 り 変わ り 、 現在社会 に

お い ては直接活躍の場が失われつつ あ る が、 最近では地域性の象徴 と し て、 ま た 人 の コ ミ ュ ニ ケー シ ョ

ン を 取 り 持つ重要な役割 と し て、 さ ら に 高齢化がすすむ地域社会 の あ り 方 を考え る 上で、 今回紹介

し た行商な ど の 見方 も 変わ っ て き て い る 。 実際に毎 日 の行商は、 街で声を掛け合 う 関係が生 ま れ、 売

り 手 と 買 い 手 の相思相愛の 関係が成 り 立 っ て い る 。 実に地域のお年寄 り 達の 良 き 話 し 相 手 に な り 、 毎

日 の 食事の相 談 も 出来 る し 、 1 日 の楽 し み に も な っ て い る 。 人 と 商業 と 行政の新 し い 関 係 を 築 く 存在

と し て、 個性あ る 街づ く り を 実現す る 意味で、 地域性 と 食文化 のベー シ ッ ク な デザイ ン思想 を 基 に 再

評価す る 価値があ る と 考え ら れ る 。

2 「棒手振 り 」 等の再評価

「棒手振 り 」 等は以前、 魚介類販売 （物流） の担い手で あ っ た が、 現代で は そ の 職能が存在す る こ

と 自 体不可能 に な り つ つ あ る が、 別 の視点か ら 現代社会 に重要な役割 を 担 う 点で以下の よ う に 再評価

す る こ と が出 来 る 。

( 1 ）街の 人 々 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 繋 ぐ役割 を担え る こ と 。 （2）地域性や歴史性が感 じ ら れ る （画一

的 で は な い ） オ リ ジナ リ テ ィ が あ る こ と 。 （3）高齢者 の仕事に関する 生 き 甲 斐 を 持て る こ と 。 ま た 健康

増進の た め に営む こ と が出来る こ と 。 （4）食品に対す る 信用 と 関心 を 、 売 り 手 と 買 い 手 の 関係か ら 見 出

せる こ と 。 （5）売 り 物 に地域性 と 季節感があ り 、 個性的な街づ く り や 日 常生活 の 楽 し み を創出する こ と 。

こ れ ら の点か ら 、 現在の街づ く り が抱え て い る 、 高齢化社会 に対応す る 生 き 甲 斐 の 再発見や地域性

の創出な ど今後の街づ く り が抱 え る 問題解決の 1 つ の方向性が見 え て く る 。 街づ く り も 、 こ れ ま で の

効率化一辺倒 の発想 を 転換 し 、 人 を育て る 街づ く り の 発想や、 高齢化 に 向 けた コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ

ザイ ン を模索す る ヒ ン ト に な れ ば と 考え て い る 。 ま た こ れか ら の街づ く り や 人 と 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を は か る 社会構造 の構築な ど視野 に入れ、 業態や商業形態、 物流な ど も 考慮 し た デザイ ン マ ネ

ジ メ ン ト に つ な げる d思想が必要 に な っ て く る 。

そ こ で重要 に な る の は、 長年か けて繕われた 日 本 の文化 を 良 い形で人 々 に継承 し て も ら う こ と 。 信
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「棒手振 り J な ど の 行商 に 関 す る 調査 と そ の デザイ ン 性 に つ いて の考察 ー 食 と 器 の デザイ ン研究 に 関連 し て

用 で き る 人 と 人 と の 関係や、 顔の見え る 関係 を 実現で き る よ う 、 売 り 手側の経営努 力 な ど も 含 め 、 街

づ く り の デザイ ン 思想 と し て コ ミ ュ ニ テ ィ デザイ ン を 再認識 出来 る活動への支援が求 め ら れ る 。 ま た

行政 も 、 形 に見 え る も の だ け で は な く 、 街 の 中 で展開 さ れ る ソ フ ト の 充 実 を 志 向 す る 企画が必要 で あ

り 、 そ こ に は こ う し た デザイ ン思想が重要で あ る 。 例 え ば、 大 き な 費用 を 投 じ ず と も 出来 る 活動 と し

て、 街づ く り と 高齢者を 繋 ぐ企画作 り な ど、 その地 に根付 く デザイ ン の意識を 育て る 、 住民参加 型 の

街づ く り 構想、 を 模索す る な ど は、 自 治 に 関す る 個性が問われ る 今後 の 行政 に 課 さ れた大 き な テ ー マ で

あ る と 考 え て い る 。

3 おわ り に

現代の 日 本は、 コ ン ビニエ ン ス ス ト ア が生活 の 中 に 大 き く 浸透 し 、 巨 大 な マ ー ケ ッ ト の 中 で効率よ

く 運営 さ れ、 一元化 さ れたサー ビ ス を確立 し て い る こ の 時代 に 、 伝統的で個性の あ る 小売店や行商が

存在 し て ゆ く に は困難があ り 、 も はや過去 に も 帰 る こ と は不可能で あ る 。 本研究で紹介 し た棒手振 り

等の行商 に つ い て も 、 そ こ か ら 直接何か を学び取 る な り 、 応用 で き る も の で は な い。 し か し 、 か つ て

は確実 に存在 し、 街の人々 の活力 を表 し て い た職業で あ り 、 現在の 日 本が失 っ た地域 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ヨ

ン文化の重要性 を そ こ に見出す こ と がで き る 。

本研究 の 成果は、 日 本人が失い つ つ あ る 、 思いや り の心、 気遣 う 心、 も て な し の 心な ど食文化 の デ

ザイ ン研究 を 通 じ て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンデザイ ン を 再認識 し 、 今後 の地域計画や観光資源創出、 社会

シ ス テム の構築等 に お い て様 々 な関係性 を デザイ ン す る た め の 一助 と な る 研究報告 と な れ ば幸 い で あ

る 。 今後 の課題 は さ ら に他の地域 を対象に調査を広げ、 よ り 充実 し た デザイ ン文化史 と し て の 報告 と

保存 を研究 し 、 さ ら に歴史 と 文化資産 を 生か し た 、 現代の街づ く り 思想 と し て実施 を 前提 と し た企画

等の構想 と し て ま と め た い と 考 え て い る 。

（本研究関連のWEBペー ジ、 http://www2 .starcat.ne.jprdesign/syoku-utuwa/)

謝辞

本研究 の 聞 き 取 り 調査及び情報提供 に は、 常滑漁協 （常滑市） 、 香 川 県 水産課 （香川 県） 、 山 本様

（ 田 辺市） 、 西谷明様 （高松市） 、 宇和 島漁港県漁連 （宇和 島市） 、 今治観光協会、 今治漁港県漁連 （今

治市） 、 常滑 の ぽて の 方 々 （常滑市） 、 田 辺 の 引 き 売 り の 方 々 （ 田 辺市） 、 高 松 の い た だき の 方 々 （高

松市） 、 字和 島 の 行商 の 方 々 （宇和 島市） 、 今治の行商 の 方 々 （今治市） 、 尾道 の行商 の 方 々 （尾道）

他多 く の方々 に ご協 力 い た だ い た。 ま た 日 本福祉大学知 多半 島総合研究所 に は、 様 々 な情報提供や資
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こ と を 忘れず に、 失礼 の な い よ う に配慮 し て 頂 き た く 御願 い 申 し 上 げま す。
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