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上総掘 り一 掘抜き井戸 を掘 る一

Kazusa−bori− A 　Traditional　Japanese　Drilling　Technique一

大 島 暁 雄 （お お し ま あ きお）

文化庁文化財保護部伝統文化課　文化財調査官

1． は じ め に

　上 総掘 P の技術 は ，我が国の 伝統的な突掘 り技術

の
， 最 も高度に 発達 した技術体系 を示す も の で あ り，

上総掘 りの 名は ， こ れ が千葉県の 上総地方 にお い て

考案 され 発達 し， 主 と し て こ の 地方 の 井戸掘職人 に

よ っ て 各地 に伝 え られ た こ とに起因する 。

　 こ の 上 総掘 り は
，

そ の 技術的 ・経済的優位性か ら ，

そ れ 以前 の 技術段階 に あ る 各地 の 突掘 り技術に代わ

っ て ， 各地 に 広 く普及 し た 。 こ の 結果 ， 上総掘 りの

名 は我が国の 伝統的 な突掘 り技術全体 を指すよ うな

使われ方をす る よ う に な っ た が， し か し， 上総掘 り

は あ くま で も上総地方で 特異な発達 をし た独 自の 技

術体系を示す も の で あ り，そ れ 以前 の 技術 と は厳 に

区別す べ き も の な の で あ る 。

　本稿で は ， 上総掘 り技術の概要 とそ の成立 の要因

な ど に つ い て 概説す る こ と と し た い 。な お 筆者は，
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一 1　 上総掘 りの 装置
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目本民俗学研究 の 立場 か ら 「民俗技術論」 の 視点 で

技術を考え よ うとす るも の で あ り， こ の 民俗技術論

の 考え方 お よ び上総掘 り技術 の詳細 等につ い て は ，

拙書 『上総掘 りの 民俗 』 誌 の 参照 をお願 い した い
。

2． 上 総掘 りの 技術

　2．1 用具 と技術の概要

　上総掘 り に用 い られ る 基本的な用具は
， 掘削用 の

鉄管と掘 り屑浚渫用 の ス イ コ と呼ばれ る ブ リ キ筒 ，

こ れ らに接続 し て操作す るた め の 割 り竹製 の ヒ ゴ
，

掘削す る地質に応 じ て鉄管 の 先端 に装着する各種 の

鑿 な どか らな り， 岩や礫 の 地 質に は鉄管 の 代わ りに

鉄棒 を用 い る 。 こ れ に掘 削中の 孔壁 の 崩壊 を防 ぎ裸

孔 の まま で の 掘削を可能 と す る と と も に，掘 り屑 の

浮遊を助 け鑿先の 冷却 な ど の 働き をする粘土水が用

い られ，さ ら に作業 の 軽減化 を図 る た め の さ ま ざ ま

な用 具が加わ っ て 技術 の 全体 を構成 して い る。
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一2　 上総掘 りの 用具と使用法
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表一 1　 上 総掘 りの 工 程
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　上総掘 りは，粘土水を注入 し なが ら竹 ヒ ゴ に 吊 し

た鉄管を ， 人力で 突き下 ろ し て 掘 り進 む 。 鉄管は下

部 に弁を内蔵 し ， 上部に 排水用 の 小孔 を開けた もの

で ， 掘削す る孔径 に あ わ せ た各種 の 口径 の もの が用

意され る と と も に
， 長さや 重量 に つ い て は職人 の 体

力に応 じ た使 い 分 け がな され て い る。

　鉄管の 上 げ下ろ し に合 わ せ ， 弁の 装置に よ り掘 り

屑 を内部に取 り込む。突下 ろ し の 回数や ス トロ
ー

ク

の 幅は人に よ っ て異 な る が ， 上 総地方 の 例で は 1分

間 に50回程度，
ス ト ロ

ー
ク幅は 15cm 程度 とな っ て

い る 。 1 巨の掘削可能深度 は ， 地質に もよ るが平均

で約 5 〜 6m で あ る 。

　掘 り屑が鉄管の 内部に 一
杯 とな る と鉄管を引 き上

げ，
ス イ コ に代 えて 孔内を掃除する 。

ス イ コ は構造

は鉄管 と同 じ で ，軽量化 を図 っ た もの で あ る 。 目的

とする水脈 を掘 り抜 くと孔 内の 粘土 を取 り除き ， 自

噴を促すた め に ス イ コ を用 い て水呼び の 作業を行 う。

　 こ うし て掘 り上 げた 井孔に 真竹 を繋 い だ竹樋 を入

れ ， 井戸側 には土管な どを用 い て 井戸 を仕上 げる
。

　竹 ヒ ゴ は上総掘 り の 技術を特色付け る用具の 一つ

で ， 孟宗竹を幅 2〜3cm に裂 い た もの で ある。 こ の

硬軟両様の特質を持 っ た竹材 を採用す る こ と に よ り，

8

掘削深度の 増加に伴 う用具 の 重量 の 増加を防 ぎなが

ら ，
ハ ネギや シ ュ モ ク の 考案 と導入 と に よ っ て 省力

化を高め
， さ ら に ヒ ゴ ク ル マ の 採用 に よ っ て一層の

省力化 と用具収納 の 問題 を解消す る こ とに成功 し た
。

ヒ ゴ ク ル マ は 水車様 の 装置で ， こ の なかに人 が入 り，

踏板 を踏んで回 しなが ら ， 鉄管類 の 引上げ と竹 ヒ ゴ

の収納 とを同時に行 うも の で あ る 。

　 こ うした作業は丸太 で 櫓 を組 ん で行 う。 上総掘 り

を外見上 特色付け る こ の 櫓は ア シ バ と呼び ， 通常の

ヒ ラ ア シ バ （平足場）の ほ か に作業位置 を高 く し た

ア ゲァ シ バ （揚げ足 場）が あ る。 こ れ は 注入水に よ

る孔壁 の 崩壊 を押 さえ るた め ， 自噴力に応 じて粘土

水 へ の加圧 を高 め る こ とを考 え て の 工 夫で あ る 。

　上総掘 りの 理解 の た め に は掘削技術 の 細部や ， さ

ま ざま な事故 に対処す る特色 あ る技術や用具に も触

れ なけれ ばな らな い の で あ る が，基本的 な装置 を図

示する こ とで 解説 に 代 え ， そ の 詳細に つ い て は前掲

の 拙書に委ね る こ と と し た い
。

　 2．2　我が国 の突掘 り技術 の系譜

　竹や木 の棒 を地面 に突き立 て て地面 を穿ち井戸 を

掘る工 法は，お そ ら く普遍 的 な方法で あ っ た ろ う。

こ の掘 り方 は ， そ の 動作か ら突掘 りな ど とも呼ばれ，

中国で は塩井戸 を掘 る技術 と し て紀元前 よ り存在 し

た こ とが記録 され て い る が
， 我 が国の 場合は も っ ぱ

ら水井戸 の 掘削技術 と し て 展 開 し て お り， こ うした

突掘 ！技術 によ っ て 掘 られ た小 口 径 の た て井戸 を ，

掘抜き井戸 と呼 ん で い る。

　我が国の 掘抜 き井戸 は ， 文献で は近世 の 随筆な ど

によ っ ては じ め て確認 され る 。 こ こ で は掘抜き井戸

を自噴井戸 と し て お り， 突掘 りの 技術が本来自噴地

帯で 展開 し た 工 法で あ っ た こ とが知れ る 。

　我が国 の 主要 な 自噴地帯 で あ る 大阪平野 で は ， 換

金作物 で あ る綿作 の 普及 な どと相 ま っ て 早 くか ら集
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か ん ば つ

約的な農業経営 が な され て い た 。 夏 の旱魃季には競

っ て 人工灌漑が行われ ， 田畑 の 際に 井戸を掘 り， 跳

ね 釣瓶な どに よ っ て 灌漑が行 われ た 。 記録 で は明和

年間 （1764〜1771）に，摂州今宮村 の小西某が田圃

に掘抜き井戸 を掘 っ た こ とが見 え て い る
。

　 こ う し て大坂 を中心 に発達 し た掘抜き井戸 の 技術

は ，
18世紀の 後半か ら19世紀前半 に は各地に伝播す

る 。 こ の 流れ の
一

つ が江戸 を経由して千葉県 の 君津

地方に伝 わ る の は 文化 ・文政 時代 の こ と で ある 。 君

土 と基 礎， 41− 9 （428）
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津市の 大宮寺 に は文政元年 （1818） に突掘 りの 工法

に よ り掘抜き井戸 を掘 っ た記録が残 っ て い る 。
い わ

ゆ る上総掘 りの ル
ー

ツ は ， 大坂方面に あ っ た とい え

るだ ろ う。
こ の 技術の 段階 は し か し ， ま だ他の 地方

と の 比較 にお い て こ の 地方独 自の 技術体系 を示す も

の で な く， 掘削 に携わ っ た人 々 も江戸 の 職人達で あ

っ た 。
い わゆ る上総掘 りの技術は こ の 段階で は まだ

成立 し て は い な い の で ある 。

3． 上 総地 方 におけ る突掘 り技術 の展 開

　3．1　技術発展の 中心地域

　房総半島の 東京湾に 面す る西上総地方 に は ， 養老

川 ・小櫃川 。 小糸川 の 大き な河川が流れ， こ れ らは

複雑な蛇行を繰 り返 し なが ら沿岸 に数多 の 河岸段丘

を形成 し て い る 。 こ の 小 糸川 と小 櫃川 の 中流域で ，

ほ ぼ同 じ頃 に上総掘 り技術が考案 され て 発達する 。

　文政元年 （1818 ）に 記録 され た 掘抜き井戸は ， 大

宮寺や地元 の 有力農民 12軒 が共同 し て 掘 っ た も の で ，

永田の 灌漑用 の 自噴井戸で あ っ た 。 こ の 記 録 の なか

に は 突掘 り に用 い られ た 鉄棒 の 船賃 も計上 され て お

り，掘削に あた っ た職人 ともども江戸か らもた らさ

れ た も の と考え る こ とが で きる 。

　 こ の 当時の掘 削技術 は ， 鉄棒を落下 させ て そ の 衝

撃で 地面 を掘 っ て い くもの で あ っ た 。 重 い 鉄棒 を ，

と きに は 5 本， 6本 とつ な ぎあわ せ
， こ れ を引 き上

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 て

げた り，地面 に刺 さ っ た もの を引き抜 い た りと， 挺

子 を使 っ て もなお相当な 重労働で あ っ た 。 こ の た め

1 井に 14， 5 人 の 職人 が必 要 とされ る な ど，作業 は

専門家集団に委 ね ざる をえず， 技術は
一
部の 職入 層

の 独占す る も の で あ っ た 。

　 3．2 上総掘 りの前段階の技術

　明治12年 （1879）頃 ， 東京の千住 か ら  組 の 定兵

衛を頭 とす る井戸掘職人 た ち が
， 小櫃川 中流域 の 俵

田 の 地 に来村 し掘抜 き井戸 を掘 っ た とい う。 こ の 技

術 も鉄棒を用 い た もの で ，長さ 1 聞 ， 太 さ 2 寸 の 鉄

棒を連接 し て い た 。 しか し ， こ の 方法で は掘削可能

な深 さも15〜 20間に と どま っ て い た 。

　 明治14年頃 ， 小糸川流域の 糠 田 と小櫃川流域の俵

田 で ， 池 田徳蔵 ら と大村安之助 らが鉄棒を樫棒に か

え て突掘 りを試 みた 。 大村は安兵衛 らの 技術 を学び

っ っ よ り簡便 な方法 を考案 し よ う と し た の で あ る 。

こ の 結果掘削に要す る 人 手 も 5 ， 6人 と少な くな り
・，
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掘削可能深度も50〜60問 へ と延び た 。

　鉄棒か ら樫棒 へ と代わ っ た結果，用具の 軽減化と

接合方法 の 簡易化が図 られ ， 掘削に 伴 う危険度 も労

働量 も大幅 に改善 され た 。 そ し て こ の 技術 は さ らに
，

使用す る樫棒に も太 さ の 異な る もの を組み合わ せ る

な どの 技術 の改 良が 図 られ る の で あ る 。

　 しか し， こ の 地域 で は そ の後 も技術の改良の 努力

が続 け られ る 。 こ れ は よ り安定 した用水源 とし て
，

さ ら に深層の地下水源 を求 め る動 き で もあ っ た 。

　3．3　上総掘 り技術の 考案

　樫棒の先端 に鉄管を付け る 。 樫棒に代え て 割 り竹

を用 い る。 こ れ らの 試 みが小糸川流域で は 沢田金次

郎 ・池 田徳蔵 ・石井峯次郎 ら ， 小 櫃川流域で は大村

安之助 らに よ っ て 主導 され ， 明治20年前後 には ， 掘

削用の鉄管に細 い 割 り竹製 の ヒ ゴ を つ なぎ， こ れ を

つ な い で突き下 ろす とい う， 上総掘 り独 自の 方法が

成立す る 。
こ の 方法 は ，前述 の よ うに 周辺 の 関連技

術が考案 さ れ て さ らに改良され て ，掘削に要す る人

手 も 2 ， 3 人 とな っ た 。 用具 の接続も竹 を素材 とす

る こ とか ら容易 とな り，材料 も鉄管 の ほ か は 身近 な

素材 を活用す る こ とで ， 人 的 ・技術的 ・経費的 に も

腕に覚え の あ る一般農民が井戸掘 り に気軽に 挑戦で

きる基盤が ， 用意 され る こ と とな っ た の で ある 。

　掘削用具 の 突上 げを助 け る た め ， 弓や釣 竿 の 形に

丸竹 を設置 し ，
こ の 竹 の 弾力を利用 し た ハ ネ ギ の 装

置が考案 さ れ る 。 ま た竹 の 柔軟性を利用し， ヒ ゴ ク

ル マ とい う枠車 を考案 し て竹 ヒ ゴ を巻き取 り， 用具

の 引上 げ を助ける と同時 に ヒ ゴ の 収納 も行 う と い う，

い わ ば一
石 二 鳥 の 工 夫 も完成す る 。 竹 ヒ ゴ の 手 がか

りとす る シ ュ モ クが 考案 され る 。 こ う し て 明治20年

代の 中ご ろ に は ， 上 総掘 り技術を構成す る大方 の 要

素が 出そ ろ うの で あ る 。 こ の な か で ， 上総掘 り技術

を特色付け る掘削用粘土水 の 利用は ，一説 に は 定兵

衛 の 鉄棒突 き の 技術段 階で 既 に 用 い られ て い た と い

われ るが
， そ の本来 の効用 が発揮 され る の は ， 掘削

に鉄管を利用 し弁の 装着が考案 され て か ら後の こ と

で あ っ た 。

　 こ うして 完成 した上総掘 り の技術は ， さら に改良

が加 え られ ， 危険 を伴 うこ と も な く200〜300間 もの

掘削深度を可能と し た の で あ る 。

　上総掘 り技術とは， こ うし た さま ざまな技術 が組

み 合わ さっ た
一
連 の 技術 の 体系を総称す る も の で あ

9
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り ， 上総掘 り が成立展 開す る の は，早 くとも明治の

20年代後半以降 と考 え られ る の で あ る 。

　 なお ， 明治35年 （1902）に は イ ン ドの カ ル カ ッ タ

に お い て ，

『KAZUSA 　SYSTEM 』 とい う上総掘 り

の 技術解説書が出版され て い る 。 著者は イ ギ リス 人

の RJ ，　Norman
， 千葉県 の 稲毛 に お い て 上総掘 りを

見 て の こ と で あ っ た 。

　明治30年代の 初期に は ，先 の 石井峯次郎や池田錦

里 らが各地 に上 総掘りの 技術 を携え て赴 き，活躍 を

す る 。 そ の 活動の 範囲 は 日本 の国内に とどま らず ，

遠 く台湾や中国本土に ま で 及 ん で い る 。

4．　 上総掘 り成立の 背 景

　4．1　上 総地方の灌漑形態

　は じ め て 上総地 方 を訪れ る 人 々 の 目に，幾重 に も

重 な る段丘 と， 海岸近 く ま で河床深 く蛇行す る河川

は ， 意外 な驚きで あろ う。 河床 と耕地 と の 比高 と，

条件の 異な る耕地 の 存在は ， 必然的 に多様な灌漑様

式 を生み 出 し た 。 比較的狭い 地域 に ， 条件 の 異な る

耕地 の 連続する上総地方 は ， ま た
， 多様な灌漑方式

の 混在す る地域 で もあ っ た の で あ る 。

　上 総地方 の 主要な灌漑方式 を概観する と，天水利

用 の 溜池灌漑，地形を巧 み に利用 し た用水路灌漑，

流水によ る水車 の 自転 を利用 した揚水車灌漑 ， 河川

本流 に設 けた取水堰 に よ る灌漑 ， お よび上総掘 りに

よ る掘抜 き井戸 灌漑な ど の 方法 がみ られ る 。 そ し て

こ れ らの 灌漑方式 は ， 河 川 の 上 ・ 中流域 に 用水路 が ，

下流域に は揚水車 と取水堰 が卓越 し て お り， 流域全

体に溜池 と小 規模灌漑用の 掘抜き井戸が分布す る形

で 存在 し て い る 。

　 一般的に は， こ の よ うな灌漑方式は ， それ ぞれ が

相互に補完 しなが ら混在す る の が通例 で あ る 。 し か

し，上総地方の 揚合 ， 地 域 によ り時代に よ っ て 個 々

の 灌漑方式が卓越す る傾向が み て とれ る 。

　 4，2　掘抜き井戸 に よる灌漑

　 こ の 地方 の 灌漑形態 は ， 前述 の とお り上 ・中流域

の 用水路灌漑 と，下流域 の 揚水車お よび取水堰 に よ

る灌漑が，効率的な大規模灌漑技術 と し て 存在す る。

そ して，そ の 間隙を埋 め る か の よ うに ， 掘抜き井戸

と小規模 な溜池灌漑が行わ れ た 。 こ れ ま で たび たび

言及 し た よ うに， 上総掘 り技術は主 と して こ れ らの

稲作灌漑用井戸 に用 い られ た の で あ る ．
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　上総掘 りが考案 され た糠田や俵 田は ， 小糸川お よ

び小櫃川 の 中流域 に位置す る 。 こ の 地域は ， 用水路

灌漑 と揚水車 ・取水堰灌漑地帯 の 中間 に 位置する 河

岸段丘上 の 村で あ っ た
。

　用水路や揚水車 の よ うな ， 大規模な資本投下 を必

要 とす る灌漑方法 は ，そ の 採用 に際 し て は 当然の こ

となが らこ れ を受け入れ る こ とを可能 と す る環境条

件 が整 っ て い る こ とが必要で あ る 。

　用水路は 自然 の 勾配 を巧 み に利用 し ， 遥か上流か

ら河川水 を運ぶ 。 こ の た めに は長大な水路を開削す

る とい う大規模な土木工 事が必要 で ， 数か 村 に また

が る村連合 の 組織が 必 要 と さ れ る
。

し か し
， 当上総

地方 の 近 世 の 支配形態は ， 江戸幕府 の 関東農村の 支

配方針 に よ っ て ，直轄領や旗本領が複雑 に錯綜す る

い わ ゆ る 「碁石混 じ り」 とい う複雑な領有形態を呈

し， さ ら に は ， 1 村 に複数の 領主 が存在す る とす る

よ うな例 も決 し て まれ で はな か っ た の で あ る 。 こ う

した政治的な状況下に あ つ て は ， 数 か村 を連合す る

長大 な用水路の 開削は ま っ た く困難な こ とで あ っ た 。

近 世期 の 用水路 の 開削事例 の 少な さは， こ の よ うな

政 治的条件に よ っ て もた らされ た の で あ っ た 。

　
一

方 ， 揚水車 の 場合，一般 的に は水車の 直径に よ

っ て 揚水可能 とな る高 さが制限 され る 。 同時に
， 水

車は架設費や そ の 後 の 維持管理経費 に 多大の 費用が

必 要 と され ， あ る
一
定以上 の 耕地面積 と受益者とが

存在 しなけれ ば効率的 な もの とは な ら な い
。 こ うし

た条件 を考え る と ， 蛇 行す る 河川 に よ っ て細切れ に

され た こ の地方 の 河岸段丘 上 の 耕地は，氷車 の 導入

には不 向きな あ りよ うをし て い た 。 上 総 の 中流域 の

村々 は ， 効率的 な灌漑技術 を採用 し え な い ま ま慢性

的な水不足 に悩 ま され続 け ， 畑作 中心 の 村 として存

在 し続けた 。 そ こ で稲作 を試 み る た め に は ， 天水 を

利用する小規模 な溜池 の ほ か は
， 豊富な 地 下水を い

か に利用す る か に か か っ て い た の で あ っ た。

　上総掘 りに よ る掘抜き井戸 は ， こ うし た状況を も

と に 発達 し た 。 こ の 地 下水 を用い た灌漑は，灌漑効

率 と して は こ れ らの 補助的 な段階 に と どま る も の の
，

こ の 地方 の 水田灌漑全体か らみ た 場合 ， こ れ らに勝

る とも劣 ら ぬ重要 な灌漑 の 手 段 として広 く普及し，

活躍 した の で あ る。

　 4．3　上総地 方 の地 質 と地 下水

　 上総地方 に掘抜 き井戸 に よ る灌漑が広 く普及す る

土 と基礎，41− 9 （428）
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背景 と して は ， 慢性的 な水不足 に悩む農民 の ， 切実

な灌漑用水獲得 の た め の 努力 ととも に
， こ の 地方特

有 の 地質構造に 負 うと こ ろ が大 き い
。

　上総地方 の 地質は，第三 紀の 海成層を基盤 と し て ，

第四 紀洪積世に わた る上総層群 とそ の 上部 の 下総層

群 な どか らな り た ち ， 全 体 と し て北 また は 北西 に傾

斜す る単斜構造 を呈 し て い る。 こ の地層は 砂 と粘土

の 層が交互 に積み重な る砂泥互 層 と呼 ばれ る構造 と

な っ て お り， こ の砂 の 層は被圧 され た豊富な帯水層

を形成 して い る 。 こ の た め ， 上部の 粘土層 を突き抜

くと被圧地下水 が 自噴する の で ある 。

　ま た
，

こ の 豊富な被圧地下水 の 存在 と と もに
， 岩

石 層を含ま な い 海成沖積層は ， 最も掘削し やす い 地

質構造 で あ っ た。 こ の 地方 の 突掘 り技術が，鉄棒式

か ら樫棒式 ， 竹 ヒ ゴ 式 へ と急速に発達 して い っ た背

景 の
一

端 が こ こ に あっ た の で ある 。

　掘削深 度の 伸展 に つ い て も同様 の こ とが い え る。

鉄棒式で の 掘 削深度が 15〜20問 ， 樫棒式 の そ れ が 50

〜 60間，竹 ヒ ゴ 式 の 上 総掘 り で は 200〜 300問 ， と特

定 し て語 られ る 層は，こ の 地方 で の 有力な帯水層の

深 さで あ っ た 。 地下水量 は よ り深 い 層 の もの の ほ う

が安定 して い る。 よ そ よ りも多 く安定 し た水量 を求

め て ， 農家の 要求は次 々 と井戸職人 に向け られ て い

っ た 。 上総掘 り技術で 可能と な っ た200〜300間の深

さ の 帯水層は ， こ の 地 方で 最も有力 な帯水層で あ っ

た の で ある 。

5．　 上総掘 り職人 の 活躍

　5，1 上 総掘 り職人の 生成基盤

　先に 述 べ た よ うに，腕 に覚え の あ る農民 もま た 職

人 の 手伝 い 等 を通 じて ， 見よ う見真似で 突掘 りの 技

術 を習得 し ， こ の 恵ま れ た条件 を生か し つ つ 自家用

の 井戸を掘 っ た
。 自己労働力が頼 りの こ の 技術は

，

安定 し た農業経営 を切 に 希求す る農民 に とっ て は ，

ま さに試み て 余 りあ る もの で あ っ た ろ う。自家用 の

井戸 掘削に成功 し た も の はそ の 技術を見込 まれ ， 近

隣 の 農家か ら の 注文仕事 もふ え る し ， こ れ を農閑期

の 仕事 とす る こ と で予定外 の 収入 も期待 で きる 。 こ

うし て在地農民 の なか か ら専業の 上総掘 り職人 が生

まれ て い っ た 。 こ の 地方 の 上総掘 り職人 の 多 くが農

業兼業 で あ っ た の で あ る。

　見 よ う見真似で 技術が習得で き る 。 こ れ こ そ 上総
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掘 り技術が急速に各地 に伝播 して い く こ ととな っ た

大 きな要因で あっ た 。

　上総掘 りは大変に高度 に練 り上 げられ た技術 の 体

系 で あ る 。 し か し， そ れ は また技術 の 幅 と し て は誠

に 大き な許容力 を も っ た も の で あ っ た 。 時間や効率

を考え な い ， 自己労働力 を金銭的 ・経済的価値 に換

算する観念が希薄な社会で は ， こ の 技術的許容力は

何 に もま し て 大 きな力 を発揮する。 こ う し て 上総掘

り職人 の 生成基盤は整備され た の で あ る 。

　 一方 ， 職 人の なか で も仕事 の評価 を通 し て 仕事 の

偏在が見 られ，専業職人 の なか で も活躍 の 度合い に

よ る評価 の 違 い が 生ま れ て くる 。 そ の うち の 代表的

な職人 が ， 大村安之助
・
沢 田金次郎 ・ 石 井峯次郎 な

どで あ っ た。

　 5．2　関東地方の上総掘 り

　灌漑用水井戸 の 掘削技術 とし て 発達 した上総掘 り

は ， そ の 初期 の 段 階に は飲用水 の 確保を 目的 と し て

関東地方の各地に伝播 し普及 し た 。 そ の 伝播の 中心

は大河川 の 流域で あ り， 人 口 の 集住する都会 で あ っ

た 。 掘井戸 に は 河川流域で は河川水 が混入 し て飲用

と し に くい こ と，ま た開放井戸で あ る た め に ，人 口

の 集住す る地域で は衛生上 の 闘題が多い こ とな ど の

欠点が多か っ た 。 こ れ に対 し て 掘抜 き井戸 は ，表流

水 の 影響を受ける こ とな く深 層の 地下水を利用す る

こ とが で き ， さ らに閉塞井戸 で あ る た め に ， 衛生的

に も優れ て い た の で ， 早 くか ら こ れ らの 地域 に導入

が 進ん で い た 。 上総俵田 の 地 に 突掘 りの 技術を伝 え

た   組 の定兵衛 も， 荒川流城の 千住 に在住 し た職人

で あ り， こ れ らの 地域 に は， こ の よ うに早 くか ら突

掘 り職人 が集住 して い た の で ある。

　 こ うし た動向は ， 都市 の 衛生観念の 高ま り ととも

に大正時代以降さら に増幅 し ， 大河川 の 流域 に数多

の 上総掘 り職人 を生 み 出す こ と と な っ た
。 千葉県以

外 の 関東地 方に お け る 上 総掘 り職人 の 集住地 は ， こ

うした大河川流域に分布す る傾向を示 し て い る。

　 こ の 飲用水井戸 へ の 上総掘 り技術の 展 開を ， 関東

地方 に お ける 上総掘 り の普及の 第
一

段階 とす る な ら

ば ， そ の 第二 段階は畑地灌漑用 の 井戸 掘削志 向の 高

ま りとの 関連で とらえ る こ とが で き よ う。 こ れ は時

代 を越え て存在 し た 要求 で は あ っ た が ， と くに第二

次世界大戦後 の 耕地拡大 の 動き は
， 揚水ポ ン プ の 改

良 と動力事情の 改善と相ま っ て ， 畑地灌漑 ，
い わ ゆ
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る 陸田造成 の 大きなブーム を生み 出した 。 こ の な か

で ， 上総掘 り は新た な段階をむ か え ， 新 し い 職人層

を次々 と生み 出す ととも に ， 動力 を利用 し た新た な

掘削技術 の 開発 をもた ら し た。 しか し ， 労働対価の

上昇 は作業の効率化 を求 め ， 人 力 に頼る上総掘 りは

相対的に そ の 存在価値を失 っ て い くの で ある。そ し

て ， 上 総掘 りの存在基盤 を失わ しめ た決定的な要因

は ， 昭和40年代に 始ま る米 の 生産調整施策 で あ っ た
。

　上総掘 りは既存職人 と一般農民 との 技術 の 交流の

な か か ら生 ま れ ， 再度あ た ら し い 職人 層 を生み 出 し

た 。 こ う し た技術の 相互交流 が ， 我 が国の 伝統的な

技 術文化を支え て きた の で ある。

　 5．3 近代産業 と上 総掘り

　明治26年（1893）， 木更津在で 井戸掘 り業を営む鹿

島太助は ， 共同運 輸新潟支社の 上野 昌司 に つ れ られ

て 赴い た新潟県 の 新津に て ， 石油の油田掘削に成功

す る 。 上総掘 り が上 総 の 地以外で 用 い られ た初期の

一例で ある。

　 こ の 時代 ， 我が国に は既に ア メ リ カ か ら綱掘 り式

の機械掘 D の技術が導入 され ，数々 の 試 行錯誤を繰

り返 し な が らも石 油井戸 の 掘削に用 い られ て い た。

しか し， そ うい う時代的 な背景 の な か に も上総掘 り

は新津油田の掘削に広 く用 い られ ， こ の地域 を我が

国 の 代表的な油田地帯 と し て い っ た の で ある 。

　新津油田 か ら採油され る 石 油は
， す で に江戸時代

に は臭水 ・草水 な ど と よ ばれ て ， こ の 地方 の 燃料や

稲の 除虫剤な ど と して 利用 され て い た。油は最初，

自然に湧出 し て い た池か ら採油し て い たが， そ の 後

手掘 りで掘井戸形式 の 井戸が掘 られ ， こ こ か ら採油

す る よ うに な る
。 し か し こ れ に は ， 掘削に伴 う土砂

崩れ や ， 井孔 内に溜ま る有毒ガ ス な どに よ る危険が

伴 っ た。上総掘 りは こ う し た危険を避け ， 安全 に掘

削が可能な技術 として 普及す る の で あ る。

　ま た新津の 油田は ， 江戸時代 か ら の 伝統を有する

地元小資本 の経営 に よ る も の で ， 近代的な掘 削技術

に 要 す る大規模な設備投資 は困難な状況に あ っ た 。
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上総掘 り は先 に も述 べ た よ うに設備費な ど に多大の

元手 が要 らず ， 掘削に要す る経費 も人 件費だけ と い

う， 小 資本経営 に適 した もの だ っ た こ とも，こ の 地

方 へ の上総掘 りが普及する大 きな要因で あ っ た 。

　近代産業に 上 総掘 りが活躍 した こ とは ， こ の 石 油

産業 の み で は な い
。 鉱脈 を探 査す る ため に，また天

然ガ ス 用 の ガ ス 井戸掘削に と各地 に 展 開 し た 。 し か

し， こ うした近代産業 と の か か わ り の 中心 に こ の 石

油産業が あ っ た こ とは確か で あ る。上総掘 りの 技術

の一
つ の セ ン ターが，新津油 田 を中心 とす る新潟県

の 油田地帯 に あ っ た とい え よ う。

　上総掘 りは近代産業 と出会 い さま ざま な改変の 試

みが な され て い っ た 。 上総掘 りは ， 我が国の 近代産

業の 生成期 に重要な役割 を果 た し っ っ
， 各地 に展開

し た。 こ の 背景に は上 総掘 り職人 の 広汎な活躍が あ

り， そ し て ， こ の よ うな技術的基盤 が各地 に醸成 さ

れ る こ と に よ っ て ，近 代技術 の円滑 な受容 が可能と

なっ た の で あ る 。

　し か し ， 近代産業 で の 上総掘 りの 活躍は ， 反面 ，

上総掘 りが近代技術 の なか に発展的 に解消する要 因

ともな っ た 。 そ の 結果 ， 上総掘 りの 姿は農業経営面

で の そ れ に比 べ は る か に 早 く， そ し て 短期間に 近代

産業 の 舞台か ら消え て い っ た の で ある。

6．　 お わ り に

　上総掘 りは 我が国の近代化 を支え た重要な技術 で

あ り， 固時に 我が国 の 民俗技術 の成 り立 ちを解明す

る た め の 大 き な示 唆を与 え て くれ る もの で ある 。

　こ の 技術が社会構造や 産業構造の 変化に よ り我 々

の 眼前か ら消え て 久 し い が，等身大 の 視点で確認で

きる 人間本来 の 伝統技術と し て ， 発展途上国に対す

る民間 レ ベ ル の技術交流 の一
つ の 柱 と し て ，

NGO

活動 の な か で 新た な役割が見直 され て い る 。
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