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　 は じ め に

　農村家屋 の 構成に 於 て ．特 に 住居 構 成 の 半 ば を なす作

業空間に 対 して は ，主業で ある耕作 よ り，副業で ある商

品生産の 種別 とそ の 規模 とが ，い か に 大 きな影響を与え

て 来 た か は先 に 養蚕 家 屋 で 見 た と こ ろ で あ る 。 （註 1 ）

続 い て や は り近世幕藩体制 の 下 に 発生発展 し た 小商晶生

産 の 場 と して ，そ の 考察の 必要 が 明瞭で あ る和紙生産農

家 に つ い て ，そ の 生産者分出 と 経済規模 との 関連 に 於

て ，作業空間を 中心 とす る家屋形成の 過程を分析 し て お

きた い 。

　 なお 調査資料 の 関係上 ，主 と して磐城，岩代を抽出す

るが ，和紙生 産家屋 に 於 て は ，こ れ が 殆 ん ど東北地方の

凡 て で あ る 。

　 1． こ の 地方和紙生産業概史

　 我国で 上 古 よ リ コ ウ ゾ 繊維 の 使用が あ っ た 事実 は広 く

知 られ て い る と こ ろ で あ るが ， （註 2 ），紙 と して の製造

は 推古天皇 の 18 乍 （610）高麗 の 工 芸僧曇徴 に よ る技術

伝来に 端 を来す る と伝える 。 そ の 後嘗の 紙屋 紙 （紙屋院

設置
一

弘仁 7
，
816） など の こ とがあ っ て ，陸奥に 製紙技

術の 伝授があ っ た の は ， 第 63 代冷泉天皇 の 康平年間と

記録され て い る 。先ず岩代 の 安達郡東部上 川崎 の 栗船渡

場の 辺で ，伝授技術に よ り紙漉きの こ とが 創 め られ，近

村 に も伝えられ，続 い て 同村塩之田に 磐前 の 舎人とい う

者 が 来て 改良を 加 え た とい う。こ の 伝授時期 に つ い て

は ， 常陸，更に 美濃，備中，周防な ど略同じ頃 と解 して

よい だろ う 。

　その 後の 発展 に つ い て は 審 か で な い 点 が 多い が ，中世

に 於 て は ，市場関係 の 開発循環 に 応 じて その 地 域を拡大

し．岩代北部，磐城 な ど 二二三 の 地 に 伝播 し，次第に 生産

も増 して い た で あ ろ う こ とは ，近 世初頭 に 現 わ れ る 種 々

記 録 か らも知 られ る、、 こ の 間 に於 て も ， 原料裁培，工

程 ，品質等の 工 夫改良 は緩慢な が ら も，陸奥紙 （み ち の

く紙 ） の 通 称 を 持つ に 筆 り 市場も拡大 され て 来 た こ と

は ，中丗末 か ら近 世に か げて の 古書 に見えて い る。 （註

3 ）

　近 世 に 入 る と，慶 長 3 年 （1598） 上 杉氏の 会津信 達 支

配 と共 に，治下本百姓化 の
一手段と し て 商品生産を奨励

し ， 養蚕，漆鑞等の 他に 辺地 に 於い て は和紙生産 を 推進

させ ，蒲生 氏 再支配後 の 会津 に 於 て も紙役を命 じ，野

沢 ，岩月な どの 会津西部か ら越後蒲原地方迄 も拡ま っ
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ドの 岩代北部 の 隆盛 は 隣国白石地方 も

刺戟 し，他藩 （三 春 白川 ，平その 他） へ の 伝播 も招 い

た。製品面で も，みち の く紙と し て の 定評 の 他，紙子，

紙布織 の 工 夫も見 られ，旧来の 岩代東部上 川崎地方 と合

せ て磐城岩代地域 の 従業戸数は 推計 3〜4 千戸 とな る。

（註 4 ），明治以降も全国的 な産地 と し て ，又 著名良質

紙 （山舟生 地 ） をも出して 居 り， 工 芸指導所等 も設置 さ

れ て 研究されて 来た が ， 需要面か らの 再施策 が望 まれ て

い る 、，　（註 5）　（第 1 図）

　 2． 近世農村社会 に つ い て

　近 世農村社会 に つ い て 階層 を 中心に 和紙生 産者分出を

考察 し，次 の 豕屋 考察 に 資す る が ，こ 1 で は 養蚕家屋 の

際分析して お い た 三 要素一
囚子 ， 即ち本 百姓，商品生産

者兼商業資本家，豪農及 び下人 の 中か ら和紙生 産関連 を

抽出 して お く。

　 （1） 本百姓 の分出　徳川幕藩体制は ，そ の 経済的基

礎を 本百姓 の 農工 経営に お き，こ の 必要か ら初期本百 姓

とも呼ぶ ぺ き中世末期 の 名王層 一近 lit初頭 の 郷頭 ， 肝煎

達 は，そ の 占有地 を 大名 の 力 で 切 られ て ，自己 の 作 子 の

本百姓化 に 資す る こ とに な る　（註 6 ）。例 を前出会津 野

沢地方に 見れば，慶長よ り元禄に か けて の 検地 ， 特に 寛

文 5 年 （1665） の 会津大検地 に ょ り，作子 の 本百姓化 は

広 範 囲 なもの に な っ て い る 。 寛文 10年 （1670）の 記録 に

見 る と，野沢原町に 於 て 119 戸 89 申戸 の ，又同じ く出

ケ 原 に 於 て は 19戸全部の 本百姓 が 存 し，（註 7）そ の 速

や か な進行 が知 られ るが ，こ れ も初期本百姓に と っ て は
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順応 を強 い られ た結果で もあ る 。 （註 8 ）　 こ N に 於ける

転化 を促 進 させ た 力 は 勿 論 藩体制で あ る が ，内部 か ら自

律的 に 賄 旨な ら し め た 要因と して ，各種耕作技術向上 と

共 に ，慶長以後徐 々 に 進 め られて 来 た 商業的農業 の 隆盛

が あ る 。 （註 9 ） こ X で は そ の 商品 の
一

つ と して 辺 地 単

作地帯 に 広 く導入発達 して 行 っ た 和紙 の 生産 を挙げる こ

とが 出来 る，．（註 10）

　（2 ）　在村豪農 の 形成　商業的農業成 立 後，対領 主 運

動 （註11）或 い は市場構造変化に よ る新興商人層 に対抗

す る代弁者と して，本百姓 の 申か ら特権的本百姓 「豪

農 」 が発生 して来る 。 こ の 転化復帰は 複雑 で あ るが ，先

に 近 世初頭に 於 て ，大石 の 力 に よ っ て 占有権を寸断され

た 初期本百姓 （名主層一作人上 層）か ら，よ り多 く転化

し ，商品生産を手段 として ，綜合的に 豪農生産 へ の 進 ん

で 行 っ た こ とは 資料 に よ り推定さ れ る 。 （註 12）

　（3 ） 労力 （下人）　 当初名主一作人 上 層に よ り開発

され た市場関係 に ，広汎 に 分出 し て 来た 本百姓が 参加 し

て 行 っ た あ と，こ の 商品生産 に参加 した労力は ，既に 実

質的 に は 出稼ぎに な っ て 来た 下人 で ある 。 従 っ て 和紙生

産 に於 て も，そ の 増大 に 伴なう蛍力 とし て こ れを挙げて

お か ね ば な らな い が ，雇傭主 は こ N で は 初期本百姓後 に

は 在村豪農 に限 られ て 居 り，又その数も家族構成 に より

一定 し て い ない 。　（註 13）

　（4 ） そ の他　 こ の 地方岩代養蚕専業地域に於て は，

分出 した 本百姓 → 商品生産者層 の 中か ら，生産進化を主

導し，こ の 層 を 背景 と し た 商晶生 産者兼商業資本家 が ，

特 に 元禄以後 出現 して 来 て い る が ，そ の 他の 地域 で は 顕

著 で は ない 。自石附近に於て 近代以後二 三 その 現象が見

られ る程 度 で あ り，こ の 点 和 紙 に 於 て は 生 産 工 程 そ の も

の が ，漆蝋等 と同様 に 専業 として の 規模拡 大 に 適 し なか

っ た こ と と，市場関係に 於ける 劣勢の た め とに その 理 由

を 求 め る こ とが 出来 る 。 従 っ て 生 産進 化 は 殆 ん ど，在村

豪農 の綜合生産 の 中で 行なわ れ，そ の 主導 に よ っ て 来た

点，蚕糸とは 異な る と こ ろ で あ る 。

　
一

方，野沢 を 中心 とす る 山三 郷 を含ん で会津に あっ て

は ，広 く商品生 産 手段 を 以 て 本 百姓化 して 行 っ た 信達 と

異な っ て ，商品生産は 名主一作人上層に よる初期本百姓

が 近世を 通 して 殆 ん ど独占 し，市場 の 申心 を握 っ て 悟た

事実 は ，和紙市場関係の 固定を示す外，新 しい 階層 の 進

出が拒 まれたもの と して 注目 して よい 。

　 こ れ ら各地域 の 本百姓 は そ の 商品生産 に 於 て も，和紙

に於 て は 単
一

商品 と して 選 ん だ の で は な く，相前後 して

漆蝋 （会津） 養蚕 （信 越） 馬産 （岩代南部） 等 との 併営

が 殆 ん どで あ っ た 点，後記各論 との 関連 で 特記 し て お

く。

　 3．当地方の 和紙製造工 程 の 考察

　和紙生産家屋 考察に 当 っ て は，生産者分出 と共に ，こ

の 製造 工 程 とそ の利用空間 との 関係 も概略考慮 して お か

ね ば ならない 。 蚕糸に 於け る種 ，蚕，糸，織 の 工 程分業

化は屋内作業 を 整理単純化させ ，併 せ て 作 業空 間考 察 に，

焦点 を 与 えた こ とは 前回見た 通 りで あ るが ，こ の 和紙生

産 に 於 て は 原木栽培 を 除い て は 殆 ん ど分業 に 至 らず，よ

り農業的工 業 で あ っ た と云 え る。一
方 ，漆 蝋，煙 草 等 の

商晶生 産 の 屋内空間使用が よ り少な く，特異空 間を 殆 ん

ど持 た な か っ た の に 比すれば ，工業的で あ っ た と云 う こ

とも出来，こ の 地 方 に 於 て は ，こ の 漆蝋 に 位置す る商島

が，作業空間を含ん で 冢屋形式を論考する要否 の 分岐点

と考えられ る 。 （註 14）

　今，当地方で 行わ れ て 來た 和紙 の 標準 工 程を挙げてお

くと，
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他 に ノ リ混ぜ，屑入れ （截 り屑 の 再使用），パ ル プ混 ぜ

（明治以後），そ の 他特殊製 品 工 程 も若干存す る が ，大

要以上 の 通 りで あり， 楮移入地 域 の 楮刈 り省略を 除け

ば，すべ て 戸毎完成が行われ る工程で あ る。

　次 に工 程中 の 屋内使用 に つ い て 兄 る と，黒皮午 し，草

出 し ， 紙干 し を 除い て そ の 殆 ん ど が 屋内を 要す る 作 業で

あ り，こ 丶 に 除外した 作業で さ え ，家屋 に 無関係で は な

い 。 従 っ て 使用屋内空 間 の 大き さに 於 て は ，発達 と分業

とが 並進 した 前述養蚕業を超えて い た と見 られ，こ の 生

産作業 が 主 と して 11 〜 4月 と季節的 に偏 し ，耕作，他商

品生 産 との 重複度は養蚕 よ り僅 か に 少 ない が ，こ の 工 程．

完成を見れ ば，よ り大きな もの で あ っ た と考えられ る 。

　4． 商品生産 の 場 と して の 和 紙 生 産 家 屋

　 こ N で は 生産史 と製造工 程 との 分析 か ら，各 々 の 階博

の 屋 内作業空問形成 に つ い て 考察す る 。

　先ず製造伝来に 於 て少 な くと も巾世以前と信じ られ る

上 川崎に 例 を見る と，近匱初頭 に 於 て ，晴天時屋外作業

乃至 ， 小屋作業か ら，一
部工 程 の 屋内牧容 （特に 草 煮 ，

紙漉き） の 事実は 口伝され て い る が，作業場 と し て の

ニ ワ の 拡張が広汎 に は 至 らなか っ た で あろ うこ とば 現

存遺構 の 再築事情 や 口伝 か ら推定 し 得 る。商 業的 農業 と

して 和紙の 位置が 確定 し ， 豪農経営に 移行し，商品生産

の
一
段 階 とな っ た 宝暦年間以前に ，既 に こ の 地 に ニ ワ 拡，

大 の 例が 見られ ，附近信達養蚕地 域に 於け る下人再譜代

化が この 時期か ら進行 した こ と，一
般に 養蚕 に於け るそ

れ よ りは 小で は あ るが豪農 に 於け る ニ ワ ニ 階 が
一
ド人 の 居

室 以外 で は なか っ た 事実 と を考え合せ て 来れ ば，和紙工

程の 大部分 の 屋内導入が完成 した の もこ れ以 前 と考えて

よ い 。 更に 信達に 於け る享保 の 開 口制隈に よ り，ア シ バ

ニ 階 の 採光不完 全 を忍 びっ k も，上 川 崎に 於け る開 口緩

和 の 口 伝あ り，
ニ ワ作業空間拡大後 の 必要性と，＝ ワ を

正 面突出部 「カ ミ ヤ 」 形成 の 時期 との 双方が裏付けられ

る。 （註 15）
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　 こ の うち ，ニ ワ 拡大 と カ ミヤ 突出，併せ て
一

部固定二

階 の 設 置 は ，近 世末 期 に 至 る と既に 伊達 郡 北 部，白石 を

中 心 とす る 隣国等に も相当見 られ る が，会津 ，白川 の

よ うに，厩中門 ， 内厩直家な どの 中に ニ ワ 改造拡大 の み

髦に 止 め た り，更 に 後進地域に 主 と して 見 られ る よ うなカ

ミ ヤ 突出に 止 め て 工 程 の 殆 ん どを狭小な中 に 収容 した

・
り，更 に 近 代 に 入 る と，全 く別様に 収容 し て 主屋 に 変化

の 見 られない もの な どが 分出 し て 来 る 。 （註 16）

　 こ の 工 程に 於け る清水 の必要 は 特に 草出 しに 於 て著し

・1・　・。こ の 作業 も発 生 の 当初 に 於 て は ，すべ て 流水 を選び

ワ ラ小屋 （第 12 図例 ） を用 い た が ，後に は 井戸小屋 の

拡 大使用 が ，特 に 積雪地会津 に 多 く現われて 来 る。一
説

に は 乾燥に 於 け る煩斜利 用 の た め ，分出 し て 来 る新本百

姓 が 不痩を忍 ん だ結果 とも考えられ て い るが，地域 と の

欄 係で は 寧 ろ流水を手近 に 求 め て 得 られない 結果 で あ ろ

う 。

　他 に 関係空聞と して は ，楮貯蔵個所土蔵，黒皮干 し と

・
紙干 しの 軒，架木等 の 変化もあ るが ，こ N で は省 く。

　以 上 の 各考察 か ら， 和紙産地に 現存す る生産冢屋遣構

も次 の 三 つ に選別抽出す る こ とが出来，更に こ れ と工 程
．
主屋内収容 の 多少，養蚕 そ の 他併営 の 比 重 ，雇 傭 下 人 な

ど との 関連 に 於て 把握出来る 。

　　 （1 ） 本百姓が
一

般分出する過程で商品生産の場と

　　　　 し て 造築 し て 来 た もの 。

　　 （2）　和紙先進地 の 転化豪農が 綜合経営の
一

環と し

　　　　 て 構築改造 して 行 り た も の 。

　　 （3 ） 後進地に 於 て （1）と同様 に 改造 し て行 っ た と

　　　　見 られるもの 。

　 5・ 各型 毎 の 生 産 作 業 空 間か らの 考察

　前述 の よ うな過 程に よ り形成 されて 来た和紙生産家屋

を ，各型 別に 資料 の 明 らか な代表例 を挙げな が ら考察し

て 見 る。 （註 17）

　 （1）　本百姓 が
一

般的分出して 来た 過程 よ り小商品生

薤 の 場 と して 造築して 来た 型 （第 2
，3図）

　築造 ， 遺構を通 じて 最 も多い こ とは ，こ の 階層分出事

情 よ り当然 で あ る が ，工 程主崖 内収容 の 時期 と，併営商

品及び牛馬耕の 有無 とに よ っ て ，なお多様 な 形式 を含 ん
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第 2 図　近世末期の 復原考察 に よる
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く本百姓分出に

於 て ，当初その

手段 を ，小規模

養蚕 と馬産 とに

求め ，遅 れ て 和

紙 を導 入 した 型

で あ る。三 春，

白川 （現 fi白JI［

郡）方面に 於 て

は ，和紙単独商

で い る 。

　第 2 図例示 の 場合和紙先進地 に於 て ，和紙を本百姓化

の 商晶生産手段と し て ，近世中期 以 前に 分出して 来た 好

例 と見 られ る 。 口伝 に よ れば 創築 は 岩代 に 於て 広 汎 に 本

百姓分出があ っ た時期と同 じ く寛文年間 。 維新前後 の改

造 に よ り現在西に イ ン キ ョ 等増 し，こ の 地方 （上川崎）

の 特色 で ある トオ リマ を設けて い る が ，本来 は 和紙
一

本

の 商品焦産 の 単純副業 で あ っ て ， ザ シ キ ， イ ノ マ 上 の現

ア シ バ ニ 階 もカ モ イ 木細 くて 不安あ り，後の 取 り付けで

ある こ と瞭然 で あ る 。 又 ニ ワ ニ 階 も本来 は 持た ず，下人

の 雇傭 に は無関係で ，一
切家族従業 で あ っ た。築造時 よ

りニ ワ は 広 く，カ ミ ヤ 部分 も持 っ て い た こ と が 観察 ざ

れ ， カ ミ ヤ の 発生期を裏 づ け る と共 に ，小規模な が ら工

程 の 現況 を収容 し得 る こ とを 目標 と して 造 られ た もの と

考察 され る。 （註 18） 当時 田畑 6〜7 反，和紙規模 50

貫程度 。 先進地岩代安達郡東部 （上 川 崎 ， 下川崎） に 多

く存す る外 は ，多少の 併営と し て 次 の よ うな型 に な る 。

　第 3 図は 同じ
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第 3 図 　宝暦再築頃 の 考察 に よ る

品生産 に よ る 分出例 は 見 当 らな い で ，こ の 例 の よ うに 馬

産を内 ウ マ ヤ とし ，両ザ シ キ に 小規模 な 養蚕 を営 み，少

し遅れ て ，そ の ニ ワ 隅 に 和紙 工 穣 を収容 して行つ た もの

が多 く見られ る、こ の 例 は宝暦再築 と云 わ れ るが ，内 ウ

マ ヤ は そ の 折 の 収容とも考 え られ る。後 部 に 近 年 の 改造

を 示すが ，X ワニ 階は 現今迄 不要，すべ て 家族従業で あ

る。立 地 は 傾斜地 ，年産 30〜50 貫。な お 註記の タ チ キ

リ （ダ イ コ ク ，エ ビス ） の 柱 が 見 られ る の もこ の 型 で あ

る。

　 こ の型 の 例 は，外 に 蚕，糸，馬そ の 他 と の 併営分出の

分 も含ん で ，和紙後進 地方に も数多 い 。

　（2 ）　和紙先進地 で ，初期 本 百 姓 （と き に 新本百姓 ）

が 分出転化 した 豪農が綜合経営の
一

環 と して構築改造 し

て行 っ た 型。 （第 4 図）

　 こ の 型 に は ，商品とし て 和紙専業 に よ り商品生産進化

を 指導 した 生 産者兼商業資本家的な性格 を 代行して 来 た

もの も ， 前述 2 の （4）の 理由で 含ん で お い て よい 。

　慶長以 后進行 して 来 る本百姓 の 広汎な分出に ， 持地高

を切 られた 初期 本 百姓 の 大部分 が，豪農経営に移 っ て 行

く過程で の 商品生 産 の 種別は 多様 で あ っ た が，安達東郡
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第 4 図　天 保改造前の 考察に よ る

　山間な どの 和紙先進地 に 於 て は ，こ の 商品を そ の ま ＆ 継

　続拡大 して 行 くこ とは 順当で あ っ た 。 更に ，寛政頃に

　は ，こ の 種経営の 強化も試 み られ ，藩営事業 に も喰い 入

　 っ て 自己 の 経済基盤 の 安定を計 る傾向も出て来 て い る 。

　　図示 の 例の 場合，こ の 型の 代表 と見 られ・平面は こ の

　地肝煎宅 として 通常の 規模で ある が，天 保年間 と伝 え る

　 ニ ワ ニ 階位置移転を考慮 して も，4 問半 ニ ワ ，二 間 カ ミ

　 ヤ，ニ ワ 妻高窓採光 を持ち ，特 に ニ ワ 空 闘部分 に っ い て

　は 宝永 の 再築の 折 か ら，既 に 寄棟 の 中に 現況 の もの を持

　 り た もの と推定される 。 更に 作人雇傭 の 記録 あ り，少な

　 くと も 宝 暦以前 に は ニ ワ ニ 階を 固定 し，2〜4 人 の 下人

　 を置 くに 至 っ た もの と考え る 。 田畑持高不明で ある が ，

　地況 よ り推 す と 1町以下で あ っ た ろ う。養蚕 ニ ワ ニ 階使

　 用後に 於 て も 50〜100 貫程度規模，和紙盛時 200〜300

　 貫 との 口伝を考え る と，下人労力 の 大 部分 は和紙生産 の

　 季節雇傭 と考えて よい 。開 口緩和 の 例 の 見 られ る の も こ

　 の 型 に 於 て で あ る。な お こ の 例 は こ の 地方 ，同時期形成

’
　豪農 中残存数戸 に過 ぎない が，類似型 は 商品生産者兼商

　 業資本家的性格へ の 転化 の あ とが ある 隣国白石 地方に 僅

　 か なが ら存する 。

　　　（3） 後進地 に 於け る 前項豪農が 併営の 場 と して ，構

　 築改造 して 行った 型 （第5，6 図）

　　 近世藩体制の もと に 発展 した 地域，例え ば隣国蒲原地

　　方 ，会津西部 ，伊達北部，隣国臼石地方などに 於 て は ，

　　初期本百姓が ， 豪農経営の
一

手段 と して ，和紙も採 り入

　　れ た が，他 の 併営商晶に 比 して ，よ り以上優位 の もの で

　 　は な か つ た 。

　　　例示第5 図の 場合，小さい なが ら伊達郡北部 山間 の 豪

　　農経営の
一

例 で ある 。 持地高不足 を商品 （養蚕） の 規模

　　拡大 に よ っ て 補い ，正 徳 の 再築後改造 に よ りニ ワ ニ 階を

　　岡定 ，
2〜3 人の 下人労力を確保，ア シ バ ニ 階を増 し ，下

　　階 と合 せ て 150〜200貫程度の 養蚕規模 を持 ち ， 近世末

　　に は 別 棟蚕家も加えて 豪農経営を進 め て 来 た 。 従 っ て 和

　　紙の 採用は ア シ バ 竺 階設置 の 後，宝暦前後 と考え られ ，

　　カ ッ テ の 改造削減 に よ り工 程 を狭小 な 中に 収容 し て 行 っ
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第 5 図　再築時 の 復原考察 に よ る
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第 6 図　近 世末以前の 考察 に よ る

丶
、

た もの で ある。故 に カ ミ ヤ が こ の 種 の 常 と し て ヘ ヤ寄り

に 来 て イ タ張 り部分迄
一

杯 に な り，産量も少 な く，下 人

労力を 持 っ て も和紙 の 占め る比 重 は 大ぎ くない Q なお ．

生産開始 200 年余 との 口伝を 信ず る な らば ，主屋 内へ の・

工 程収容が遅れた と も解 されるが ，い ずれ に し て も本格

経営が 遅 れ た こ と は，原料の
一

貫 した 移入か らも知 らk

る 。

　第 6 図 は 会津西部
一

帯及 び隣接国に 現存す る 。 注 記 厩

中門若 くは 同性質 の 直家に ， 養蚕，漆蟷生産 と共に ，こ、

の 商 品 工 程 の
一部 が 収容 さ れ て 行 っ た 平面例 で あ っ て 、．

そ の併営比重 は 同 じ位 、，そ の 結果 ニ ワ は 狭少 とな り，積

雪時の 不便を忍 んで も，草出 しの た め の井戸小屋 を他の

工 程に 利用す る こ とに な っ た の も当然で あ っ た 。 こ の 例1

示は ，寛文再築 に よ る後進地 豪農経営 の 例 で は あ るが ，

こ の 地域 に 於 て は，儒達 そ の 他 と異 な っ て ， 商品生産者

の 大部分が 初期本百姓で あ り，従・
） て （1）に相当す る 遺

構が 数少 な い こ とは 留意す べ きで あ る。　（近 世末期 に は

出現 ）。 ニ ワ ニ 階，オ メ エ 上 の 中二 階両者 と も固定，ニ

ワ ニ 階下人 2人 の 他両二 階共養蚕 の 場 ， 和紙規模 30〜50』

貫位 。

　 （4 ）　そ の 他

　 こ L で は 第二 次手段 と し て 和紙を採用 した平面をも含

みなが ら，先 の 分類条件 と照合 し て 考察した が ，なお 若

干 の 例外を 生ずる 。 即ち，そ の
一，特に近世米以降 の 後

進家屋に 見 られ る例 で，工 程 の 大部分relU中心 の 紙漉き
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を 別棟作業 に 分離して ，ニ ワ を圧追 せ ず ， 従 っ て 主屋 に

臆 殆ん ど変化 を 与 え て 居 な い もの 。 又 ニ ワ ニ 階 園 定も近

代改 造 に よ る もの 。　（註 19） そ の 二 ，（1）（2）（3）各型

の 近世末期以後の 分 家 で 和紙生産 の もの 。 以上 で あ るが

郎者 に つ い て は 更に 次 の 進化段階 を考慮すぺ きもの ，後

者 に つ い て は ，各 型 の 二 次的 位 置 を 占め る もの と して 把

揚 して お い て よい と考える」

　 因 み に，現存該当遣 構 を ．こ の 地 域に つ い て ，任意 に

直接採集又 は 踏 査 した 分約 80 戸 に つ い てみる と，（1）

に属するもの 22 戸，平面 の 変化に 関係 な くに （2）属す

る こ と明瞭 な もの 4 戸 ，（3） は 多様 で あるが 21 戸 ，他は

く4 ）又は 不明の もの で あ るが （2）で ない こ とだ けは 判断

される。

　6。 外観及び内部 の 特色考察

　 こ の 和紙生産彖 屋 に 於て も，屋根型 は 寄棟か ら発 し，

近世末に は ニ ワ 部妻採光 の た め の ア ズ マ 屋 根が ．遅 れ ば

せ なが ら登場 し （本来 は 養蚕 ア シ バ ニ 階採光 の た め ），

平面 に 於 て は厩中門 の 例や トオ リ マ の 存在等が あ っ て

も，東北 の
一

般田 字 型 及 び 竪 喰違型 と の 混在で あ る点，

養蚕家屋 の それと大差がない 。

　 しか し，こ X に 於 て は ， 前記階層分出過程に下人の介

在 を加 え，作業工 程収容の 進行 と関連 して ，作業空 間 ニ

ワ の 目的ある 拡大，カ ミ ヤ の 発生 な ど と，こ れ に伴 な う

固定 ニ ワ ニ 階 の 発生，寄棟へ の 妻部 ニ ワ採光 の 出現 が相

互 に 有機的関連 を 示 して い るが 顕著な 特色 と云 え よ う。

　○ ニ ワ とカ ミ ヤ ， 前 　　　　　　　　↓
項 で 考察した よ うに，

本来 の 和紙生 産 家 屋 に

於 て は，馬産，農具収

容乃至 は 雑用 の 場 と

して 以外 に ，生 産 専 用

空 闘 と して，拡 大 した

4．5〜5 周間 冂 の 」 ・ワ

が 改築時に 採 られ ，工

程各作業が 収容 さ れ，

開 口制限の 早期緩和の

例で ある妻部 ニ ワ 採 光

を も見 る こ と が 出来

る t）
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第 7 図 ニ ワ の用 途

　　 （第 7 図） 採集資料か ら推す と，こ の ニ ワ 拡大 の 最

初の 例 は （1）型 に 寛文年間に 既 に 見 られ る が ，（2） 型 に

於 て は 例 示 の もの の 再築 以 前 と見 られ る か ら，更 lc逆 上

れ る よ うで ある。併せ て紙漉 き作業 の 主屋収容も同時に

行な わ れ ，続 い て カ ミヤ 突出が 考 え られ る か ら，こ 瓦 に

ニ ワ 部 正面に 特色持つ カ ミ ヤ 農家 の 出現 に 至 っ て 来 る 。

（第 8，9 図） ニ ワ 妻部高窓 採光 の 早期採用 は 岩代で は

宝永再築以后の もの に見 え，ニ ワ 拡大 に 比 し 時期的に

．は ，1  0 年程度遅れるが ， 養蚕家屋 よ りは相当に：早い 。

（註 20）　 ニ ワ の 使用 は 堀 り下げた 小径 3尺 を超える 草
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煮 カ マ ドを は

じ め と して ，

作業期外 で も

殆 ん ど工 程用

具 の み で 占め

られ て 来 た 。

（第 10 図）

　
一

方，同比

重併営の 型 に

於 て は ，カ ッ
第 8 図　右端 カ ミヤ ，架木，カ ミ ィタ

テ の 明らか な改造 に よ っ

て カ ミ ヤ を 設け実質的に

ニ ワ を拡大す るが ，又 は

紙漉場壁面開 口 を持 ち，
ニ ワ が特に 狭小に 過 ぎ工

程全体 の 収容 に 無理 の

ある点目立 っ 変 化 で あ

る 。
ニ ワ 採光の 解決 も

一

般 に 遅 れ る が，こ の 程 度

の 規模 で は 堪え得た で あ

ろ う c、

　 こ の よ う に 変遷 が 多 い

が ，本来和紙生 産 で は 諸

要素特 に そ の 作業

工 程 の 収容そ の も

の に 定量な く，こ

れ に 伴 っ て，家屋

作業空間 の 基本的

な型 を持ち なが ら

も複雑 な 様相 を呈

して い る。

　 ○ ニ ワ ニ 階，ニ

ワ 上 の 固定中二 階

が 下人 の 再譜代化

（宝暦） に至 る迄

の 過程 に於 て，そ

れ以前か ら下人 の

居 所 を 目的 と し て

発生 した こ とは ，

第 9 図 カ ミヤ 内部

第　10 図
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先 に多少考察 した，，こ の 和 紙 生産 家 屋 に 於 け る ニ ザ ニ階

固定 は ，養蚕同 種 の もの よ り多少早 く，寛文前後 に 迄至

り，こ の 種豪農経鴬 の 早期 出発 と開連 し て い る。なお ，
’

こ の （2）（3） の 型 で 下人雇傭の 詑録が多 く兄 え て くる の

も こ の 頃で あ り，下階及別棟に そ の 居所の ない と こ ろ か

ら，こ の 考 え方 は 妥当で あ ろ ケ ， 勿論あずま攻造前の 寄

棟内で の 平側軒採光で あ り，面積も不定なが ら凡 そ 1 人

に 付 1・5 帖内外 。 近世末に な る とカ ミ ヤ 上部 の 圧迫 を避

けて ，イ ドコ ロ 上 に 転 じて い る例 も見 られ る 。 養蚕空間
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酬 減 に よる ア

シ バ ニ 階 の
一一・

部 嗣 定 で あ

る 。（第11図）

　○ そ の 他，

こ の 種家屋屋

根 型 が 寄棟か

ら改造 した の

は 近阯末，或

い は 明治 以後

で ， ア シ

バ ニ 階養

蚕併営の

もの 程早

期改造 を

示 し，こ

の 商品生

産 の 影響

は なか っ

た 。烟 も　　 第 12図 流 水に 設け られ た草出し小屋

第 10 図 の 如 く屋 内で 処理，寄陳三 角形 ， や ぐら型・か

らわ型等の 烟出に も特殊な配慮 は見 当 らず，多少 ニ ワ上

寄棟三 角形 の もの の 維持例が多い程度 、ダ イ コ b ，タ チ

キ リ，ミズ ヤ 等夫 々 に 呼ば れ る 柱 の 外側即ち シ タ エ ン ，

カ ッ テ の 板敷部分は ，他 の 家屋 に 比 し て 巾縮小 し，奥 に

退い て シ タ イ ロ リが省 か れ，ニ ワ拡大 に よ っ て ，生活 が

ウ ワ エ ン 以内に 追わ れ た こ とを意昧 し，養蚕家屋 が 逆1こ

以 下 に 追い 出 され て 来 る 現 象 と 好 対 称 を 示 して い る。

　（注 21）

　 あ と が き

　和紙生産家屋に つ い て ，は じめ に 挙げた 論 職 も，以 上

で 不充分 な が ら解明把握出来た の で は なか ろ うか。こ の

地 方で 車中か ら も観察出来 る 養蚕家屋 ，一一・
般厩巾門 な ど

の 他に ，和紙生 産家尾が 存 し，商品生産 の 必 要に 主 と し

て 規制 され て 来 た 事実 が 周知され L ば幸 せ で あるっな

お ，馬，併営相 互 関連，基 本平面 と の 関連等他 日記 し た

  ・。

　［註］

　　1．学会 論文報告集第 64 号拙論 「福島県 養蚕家屋 に つ い て

　　　　 （生産者 分出 と 作業空 間形成過程と の関連研究 ）」　に
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「妙 （たへ）」 「木綿 （ゆふ ）」 の 語義 な ど。
「生集」　「大和本草」　「庭訓諸抄大 成扶 翼」 そ の 他の

み ち の く紙の 記述。
「新編会津風土記」　「百姓民間営風 俗改 書上志誌 （貞

享 2 ）」そ の 他 に よ り明 ら か。又 「野沢組万覚書」 （寛

文 10）に 紙役の記載あ り。 そ の他 「若松 市史」 等。
福島地学 論説第三 巻 （昭和 9 ） に上 川崎明治以後の 記

録が見 え るo そ の他諸統計，県図書館資料 。

前 出拙 論 に信達 を中心 に 概述。
前 出 「野沢組万覚書 」，な お 近在幕内村 で は別 に 「幕内

誌」 他 ，寛永 4 年初 期本百姓 8 戸，寛文 12年本百姓 10

戸，延宝元年作子 の ：最終的解放，元禄 4年本百姓 35

戸。
この 聞の 事情に つ い て は ， 「佐瀬家 G干煎）記録」。
前 出拙論 に 概述 。 以下何れ も同じ 。

商業的農業 に 於 け る 商品と して は ，これ らの外 に 漆

蝋，燻草，その 他多い が ， 主屋内炸業空間との 関連で

取 り上 げ る。な お和 紙以下 の 生産地帯は 又 近世 以後，

単作 ， 地持高過少の 地域で もあ っ た。
宝永 の 信達 を始 め とす る 各藩農民

一一fi，会津藩 畠方金

納 制 （元禄 2），同強率貢租収取 （享保 2 ）他

幕 内佐瀬家，上川崎 安斉家，折戸油井家等 例は非常 に

多い
。 特に会津は 初期本百姓か らの 転化が 殆ん どで あ

る 。

記録 ， 口伝に よ る と 普通 2〜4 人，その 家族 構成内容及

び 商 品 とその 質的内容 に よ っ て 数 に 差異 を生 じ，地持

高，商品生 産規模と も必ずし も一致 しない 。
即 ち，蚕糸，和紙等 は考 察必 要 ，煙草，薪炭以下 に つ

い て は 不要，漆蝋等 はそ の 巾間 。

上川崎 他二 三 の 例，但一部で 止 ま るの は 階
．
F作業の た

め か 。 なお 近世製造風 景 に つ い て は版画 等あ り，序で

乍 らカ ミヤ は 美濃 そ の 他で ス キヤ と呼ぶ もの と 同
一
空

間 と考え て可 。

小倉強氏著　「東北の 民家」 白木小 三郎氏 の 諸研究で 廐

中門 は 研究済参照。
本百 姓分 出に資 した 生産は ，他の 技術，他の商品もあ

る 。 従 っ て ニ ワ拡大 など移行 に つ い ては ，個 々 に 和対

的に 推定 し取捨 した。
ユ ワニ 階固定以 前に ニ ワ 拡大 ，カ ミヤ 発生 を お い て も

よい 根拠。 なお近代以後改造の ニ ワ ニ 階 は，家族生活

空 間か 若 くは 物置で あ る n

逆 に （1）（2）（3）に属する もの で 改良，変更等が近代以

後の 分 は 復原 考察。又近 代の 人工 乾燥 に よ る ニ ワ圧迫

も省 く。
勿論，養 蚕家屋 の あず ま迄 の 妻変化 とは 異な り．こ の

段階で は 寄棟妻部 1．5 尺程度 の 切上屋根 に過 ぎず，凡

そ 7．5 尺高の位置。しか し平側採 光 よ り有効。
この 事実も，各柱者室 な どの民俗，間取等 も居住空聞

を含 め て 後 日報告の 機を得た い 。

匸文　献コ

　 「日本農業 史」 古島敏雄著，「日本産業 の 生成」 藤田五 郎

　著，　「白石 紙 ・みち の く紙」菅野新
一
著，他
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