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凧の世界史 20 中国の凧【２】 木鳶から紙鳶そして風筝へ             

 

● は じ め に  

 前 号 中 国 の 凧 ① で は 、 凧 の 起 源 の 諸 説 に つ い て 書 き ま し た が 、 そ の 後 、

会 報 第 58 号 に 堀 切 真 人 さ ん が 紹 介 さ れ た『 飛 行 の 古 代 史 』ベ ル ト ル ト ・ ラ

ウ フ ァ ― （ 杉 本 剛 訳 ・ 博 品 社 刊 ・ 1994 年 ） に も 凧 の 起 源 に つ い て 書 か れ て

い る こ と が わ か っ た の で 、 そ の 内 容 に つ い て 触 れ て 置 き ま す 。  

凧 の 起 源 に 関 し て は 、『 飛 行 の 古 代 史 』で は 、「 １ 章  古 代 中 国 ― 飛 翔 譚 」

と 「 ２ 章  航 空 機 の 先 駆 ― 凧 」 に ま た が っ て 書 か れ て い ま す 。 堀 切 さ ん が

会 報 第 58 号 に 紹 介 し て い る の は ２ 章 だ け で す 。  

ラ ウ フ ァ ― が 木 製 の 鳶 に つ い て は 、 自 動 の 機 械 仕 掛 け の 装 置 で 、 凧 と は

区 別 し て い る か ら で す (参 考 資 料 １ )。  

中 国 の 凧 ① で 、 私 は 『 飛 行 の 古 代 史 』 の 原 著 者 で あ る ベ ル ト ル ト ・ ラ ウ

フ ァ ― に つ い て は 、ク ラ イ ヴ・ハ ー ト の 著 書『 Kites:An Historical Survey』

(参 考 資 料 ２ )の 記 述 の 紹 介 で 説 明 し て い ま す が 、 ラ ウ フ ァ ― の 原 著 に 記 述

さ れ て い る 内 容 の す べ て を カ バ ー で き て い な い の で 、 あ ら た め て 、 こ こ に

「 １ 章  古 代 中 国 ― 飛 翔 譚 」 の う ち 、 木 製 の 鳶 に 関 わ る 部 分 を 以 下 に 紹 介

し ま す 。  

● 木 製 の 鳶 に 関 す る ラ ウ フ ァ ― の 記 述  

『 飛 行 の 古 代 史 』の ペ ー ジ 30～ 31 に は 、次 の よ う に 木 製 の 鳶 に つ い て 書

い て い ま す 。  

≪ 公 輪 子 ― 山 東 省 の 魯 州 に 住 ん で い た の で ま た の 名 を 魯 班 つ ま り （ 魯 の

機 械 技 師 ） と も い う ― は 孔 子 の 同 時 代 人 で 、 頭 の 切 れ る 機 械 技 師 だ っ た 。

前 五 世 紀 の 思 想 家 の 名 の も と に 編 ま れ た 書「 墨 翟 」（ 49 章 ）に よ れ ば 、彼 は

竹 と 木 を 用 い て 鵲 （ か さ さ ぎ ） の 彫 像 を 作 り 、 で き あ が っ た こ の 人 工 鳥 を

飛 ば し た と こ ろ 、 そ れ は よ う や く ３ 日 後 に 地 上 に 降 り て き た と い う 。 公 輸

子 は 、手 に 入 れ た い と 思 っ て い た 都 市 の 様 子 を 探 る た め 、木 鳶（ 木 製 の 鳶 ）

に 自 ら 乗 っ て 空 へ 昇 っ た と い う 別 な 伝 承 も あ る 。  

木 鳶 は 墨 翟 の 作 ま た は 公 輸 子 と 墨 翟 の 共 作 で 、 ３ 日 間 休 む こ と な く 飛 ぶ

こ と が で き た と い う 話 を 伝 え る 中 国 人 た ち も い る 。 紀 元 前 ３ 世 紀 の 思 想

家 ・ 韓 非 子 は 、 墨 翟 は ３ 年 か け て 木 鳶 を 作 っ た が 、 た っ た 一 日 飛 ん だ だ け

で 墜 落 し た と い っ て い る 。 こ れ ら の 様 々 な 物 語 の 中 で 、〈 ３ 日 〉 と 〈 ３ 年 〉

と が 混 同 さ れ て い る の は 明 ら か だ し 、 ま た こ の 人 工 物 の 構 造 や か ら く り が

ど の よ う だ っ た か 、 な ん ら 明 確 な 概 念 が 伝 わ ら な い 。 中 国 人 研 究 者 の 中 に

は 、 こ の 木 鳶 を 後 世 の お も ち ゃ の 紙 製 の 始 祖 ・ 先 駆 と み な す 者 も い る が 、

そ の 見 解 は 間 違 っ て い る と 思 わ れ る 。 そ れ は ど ち ら か と い う と 、 自 動 の 機
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械 仕 掛 け の 装 置 で 、 あ る 程 度 ま で 空 を 上 昇 す る 能 力 を も っ た ア ル キ ュ タ ス

の 鳩 に 似 た 類 の も の だ っ た と 思 わ れ る 。  

韓 非 子 や 列 子 は 空 飛 ぶ 鳶 を 作 っ た の は 墨 翟 だ と 主 張 し て い る が 、 そ う で

な い こ と は 確 実 で あ る 。 ま ず 第 一 に 墨 翟 は 倫 理 ・ 社 会 に 関 わ る 思 想 家 で あ

っ て 、 手 仕 事 に 携 わ る こ と は な か っ た 。 第 二 に 、 墨 翟 自 身 は 木 鳶 と い う 発

明 を 無 益 で 役 に 立 た な い お も ち ゃ と し て 非 難 し て 当 然 と 考 え て い た の だ 。

公 輸 子 は 、 ほ か に も 幾 つ か の 発 明 ― ２ 種 類 の 製 粉 機 と 〈 雲
う ん

梯
て い

〉 と し て 知 ら

れ る 都 市 包 囲 戦 用 の 長 梯 子 ― で 有 名 で あ る 。 彼 は ま た 、 バ ネ 仕 掛 で 馬 車 を

牽 け る 木 製 の 馬 を 作 っ た と も 伝 え ら れ て い る 。 ま た 母 親 の た め に 自 動 の 木

製 御 者 を 作 っ た と い う 別 な 言 い 伝 え も あ る 。 現 在 で は 公 輸 子 は 、 大 工 の 守

護 聖 人 と し て あ が め ら れ て い る 。 ≫  

以 上 に 紹 介 し た ラ ウ フ ァ ― の 記 述 を 要 約 す る と 、 次 の よ う に な り ま す 。  

① 木 鳶 （ 木 製 の 鳶 ） を 作 っ た 人 の 名 と し て 、 公 輸 子 の 他 、 墨 翟 や 公 輸 子 と

墨 翟 の 共 作 と い う 諸 説 が あ る が 、 木 鳶 は 公 輸 子 ま た の 名 、 魯 班 が 作 っ た も

の と 考 え る 。  

② 木 鳶 は 凧 の 先 駆 で は な く 、 あ る 程 度 ま で 空 を 上 昇 す る 能 力 を も っ た 自 動

の 機 械 仕 掛 け の 装 置 で あ っ た 。  

③ 木 鳶 を ３ 年 掛 け て 作 っ た と か ３ 日 間 落 ち ず に 飛 ん だ と い う 伝 承 が あ る が 、

〈 ３ 日 〉 と 〈 ３ 年 〉 と が 混 同 さ れ て い る 。  

   こ れ ら の ラ ウ フ ァ ― の 意 見 の う ち 、① に つ い て は 、納 得 で き 、② に つ い て

は 自 動 の 機 械 仕 掛 け の 装 置 と 想 定 す る 根 拠 の 説 明 が 不 十 分 で 、 後 の 凧 の 先

駆 と し て は 、木 製 の 鳥 凧 の 方 が よ り 理 解 し や す い と 思 わ れ ま す 。そ の 点 で 、

ラ ウ フ ァ ― の 著 書 『 The Prehistory of Aviation』 が 刊 行 さ れ た １ ９ ２ ８

年 よ り も 後 に 研 究 し 、 著 作 を 出 版 し て い る ジ ョ セ フ ・ ニ ー ダ ム が 「 凧 の 先

駆 」 と 考 え た 方 に 軍 配 が あ げ ら れ る と 思 い ま す 。 ③ に つ い て は 、 長 時 間 を

掛 け て 作 成 し 、 良 く 飛 ん だ と い う こ と を 強 調 す る た め に 伝 え ら れ た も の と

思 い ま す 。  

な お 、 ラ ウ フ ァ ― の 原 著 の 『 The  Prehistory of Aviation』 は イ ン タ ー

ネ ッ ト 上 で も 読 む こ と が で き 、公 輸 子 、魯 班 、墨 翟 の そ れ ぞ れ の 英 字 名 は 、

Kung-shu Tse、 Lu Pan、 Mo Ti と な っ て い ま し た (参 考 資 料 ３ )。 こ れ ら の 英

語 名 は 、 私 が 前 号 の 会 報 で 記 述 し た 、 他 の 英 語 資 料 で の 表 記 と 少 し 違 い は

あ り ま す が 、 中 国 名 の 発 音 を ど う 捕 ら え た か に よ る 程 度 の も の で す 。  

● 凧 の 初 期 の 利 用 目 的 は 軍 事 目 的  

凧 が 初 め て 揚 げ ら れ た 頃 の 凧 は 木 製 で 鳥 の 形 状 を 模 し た も の で し た 。 そ

し て そ の 利 用 は 専 ら 軍 事 目 的 で し た 。 た と え ば 、 Ａ Ｋ Ａ (American 

Kitefliers Asociation)の ホ ー ム ペ ー ジ (参 考 資 料 ４ )に は 、 次 の よ う に 書

か れ て い ま す 。  

≪ 凧 揚 げ に 関 す る 書 面 に よ る 最 初 の 記 述 は 、韓 信 が 周 囲 を 壁 で 囲 ま れ た 街
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の 上 に 木 製 の 鳶 凧 を 揚 げ て 、 軍 隊 が 壁 の 下 に 到 達 す る た め に 掘 ら な け れ ば

な ら な い ト ン ネ ル の 距 離 を 計 算 し 、 敵 軍 を 驚 か せ 、 韓 信 軍 は 勝 利 し た 快 挙

に 関 す る も の で す 。 ≫  

ま た 、哈 魁 明 と 哈 亦 琦 の 共 著 の『 中 国 の 凧 』 (参 考 資 料 ５ )の ペ ー ジ 12 に

は 次 の よ う に 書 か れ て い ま す 。  

≪ 楚 と 漢 と が 相 争 っ て い た 頃（ 紀 元 前 206～ 紀 元 前 202 年 ）韓 信 が 木 製 鳶

を 放 ち 、そ の 糸 の 長 さ を も と に 未 央 宮 ま で の 距 離 を 測 っ て ト ン ネ ル を 掘 り 、

つ い に は 未 央 宮 ま で の 距 離 を 測 っ て ト ン ネ ル を 掘 り 、 つ い に は 未 央 宮 へ 攻

め 入 っ た と の 話 が あ り ま す 。 さ ら に 韓 信 が 垓 下 に 項 羽 の 楚 軍 を 取 り 囲 ん だ

折 （ 紀 元 前 202 年 ） 楚 軍 の 戦 意 を 打 ち 砕 く た め に 夜 昼 を い と わ ず に 木 製 鳶

を 作 り 、 張 良 を 乗 せ 、 楚 軍 の 上 空 に 放 っ て 楚 歌 を 高 ら か に 唱 わ せ た と も い

わ れ ま す 。 こ れ に よ っ て 楚 軍 は 故 郷 へ の 思 い を 触 発 さ れ 、 志 気 は ち り ぢ り

と な り 、 つ い に は 項 羽 の 敗 北 を 早 め た と の こ と で す 。 ≫  

こ の 資 料 で は 、韓 信 が 木 製 鳶 を 作 り 、張 良 を そ れ に 乗 せ 、楚 軍 の 上 空 で 楚

の 歌 を 唄 わ せ て 、 楚 軍 の 志 気 を く じ い た と い う 四 面 楚 歌 の よ う な 話 に ま で

発 展 さ せ て い ま す 。  

ラ ウ フ ァ ― の『 飛 行 の 古 代 史 』（ 参 考 資 料 １ ）の 「 ２ 章  航 空 機 の 先 駆 ―

凧 」 の ペ ー ジ 2 4 に は 、 上 と 同 じ 韓 信 の 事 例 を 次 の よ う に 記 述 し て い ま す 。 

≪ 前 章（ １ 章 ）で す で に 指 摘 し た よ う に 、公 輸 子 の 木 の 鳥 は 凧 で は な か っ

た 。 こ の 装 置 に 関 す る 最 も 早 い 記 載 は 、 紀 元 前 196 年 に 没 し た 韓 信 の 一 生

に か す か に 見 出 さ れ る 。 彼 は 、 漢 王 朝 初 代 の 皇 帝 と し て 王 座 に つ い た 劉 隠

を 助 け た ３ 英 雄 の 一 人 と し て 知 ら れ て い る 。 韓 信 は 未 央 宮 ま で ト ン ネ ル を

掘 ろ う と 決 心 し て 、 宮 殿 ま で の 距 離 を 測 る た め に 紙 鳶 を 飛 ば し た と い わ れ

て い る 。 (中 略 )  韓 信 が 紙 鳶 を 作 っ た と い う 話 が 疑 わ し い の は 、 紙 が 発 明

さ れ た の が 、そ の 300 年 後 だ と い う 理 由 か ら で あ る 。中 国 の 作 家 た ち は〈 紙

鳶 〉 と 称 す る の を 常 と す る が 、 す い た 紙 は 蔡 倫 に よ っ て １ ０ ５ 年 に よ う や

く 発 明 さ れ た の だ 。 そ れ 以 来 、 紙 が 実 用 に 供 さ れ 、 凧 が 紙 で 作 ら れ る よ う

に な り 、 今 で は 他 の 材 料 は 使 わ れ な い 。 だ か ら と い っ て 、 す い た 紙 が 発 明

さ れ る 前 に 凧 が 作 ら れ る こ と は な か っ た と い う 主 張 は 筋 が 通 っ て い な い 。

枠 組 み は 、 絹 、 麻 や そ の 他 の 軽 い 織 物 で 被 わ れ て い た こ と だ ろ う 。 ≫  

こ れ ら ３ つ の 参 考 資 料 は 、 い ず れ も 韓 信 が 未 央 宮 を 攻 め た と き に 宮 殿 ま

で の 距 離 を 測 る た め に 凧 を 揚 げ た と い う 話 し に 関 す る も の だ が 、 次 の よ う

な 点 で 検 討 が 必 要 で す 。  

① 韓 信 が 未 央 宮 を 攻 め た と き 凧 を 揚 げ た と い う 話 は 本 当 か 。  Ａ Ｋ Ａ の ホ

ー ム ペ ー ジ に は 「 凧 揚 げ に 関 す る 書 面 に よ る 最 初 の 記 述 」 と あ る が 、 ど の

よ う な 書 面 に 記 述 さ れ た も の か  
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② 揚 げ ら れ た 凧 の 種 類 は 、 木 鳶 （ 木 製 の 鳥 凧 ） だ っ た の か 、 そ れ と も 紙 鳶

（ 紙 製 の 凧 ） だ っ た の か  

③ 韓 信 が 木 製 鳶 を 作 り 、 張 良 を そ れ に 乗 せ 、 楚 軍 の 上 空 で 楚 の 歌 を 唄 わ せ

た と い う 話 し の 確 か さ は ？  

①  に つ い て は 、 ラ ウ フ ァ ― 原 著 の 『 飛 行 の 古 代 史 』 ペ ー ジ 48 に も 、  

≪ こ れ （ 韓 信 が 凧 を 使 っ て 、 敵 ま で の 距 離 を 求 め た こ と ） は 同 時 代 の

記 録 に は な く 、 比 較 的 新 し い 情 報 源 に あ る の み ≫ と 書 か れ て お り 、 韓

信 が 凧 を 使 っ て 、 敵 ま で の 距 離 を 求 め た こ と は 、 後 世 に 作 ら れ た 伝 説

と 考 え ら れ ま す 。  

そ も そ も 、 韓 信 が い た 頃 は 、 紙 は ま だ 利 用 さ れ て い な く て 、 記 録 用 の 媒

体 と し て は 、 木 簡 、 竹 簡 ま た は 絹 布 が 利 用 さ れ て い た 時 代 で す 。 ま た 、 韓

信 は 、 中 国 秦 末 か ら 前 漢 初 期 に か け て の 武 将 で 劉 邦 の 元 で 数 々 の 戦 い に 勝

利 し 、 劉 邦 の 覇 権 を 決 定 付 け 、 張 良 ・ 蕭 何 と 共 に 漢 の ３ 傑 の 一 人 で す が 、

そ の 戦 い の 生 涯 を 描 い た 資 料 に も 、 凧 を 揚 げ て 、 敵 と の 距 離 を 測 っ た 話 は

出 て き ま せ ん 。 や は り 、 こ の 話 は 伝 説 の 域 を 出 な い も の だ と 思 わ れ ま す 。

な お 、前 記 の『 飛 行 の 古 代 史 』ペ ー ジ 31 の 公 輸 子 に よ る 竹 と 木 を 用 い て 作

ら れ た 鵲 （ か さ さ ぎ ） の 話 が 書 か れ た と い う 前 ５ 世 紀 の 思 想 家 の 名 の も と

に 編 ま れ た 書 「 墨 翟 」 に つ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト で 調 べ た ら 、 次 の よ う な

こ と で し た （ 参 考 資 料 ６ ）。  

≪ 墨 翟 は 、 当 初 は 儒 学 を 学 ぶ も 、 儒 学 の 仁 の 思 想 を 差 別 的 な 愛 で あ る と し

て 満 足 し な か っ た 。 そ こ で 、 無 差 別 的 な 愛 を 説 く 独 自 の 思 想 を 切 り 拓 き 、

一 つ の 学 派 を 築 く ま で に 至 っ た 。  

『 墨 子 』 は 、 墨 翟 の 思 想 を 記 し た 書 物 。 名 目 上 の 著 者 は 墨 翟 だ が 、 実 際 は

墨 翟 本 人 よ り も 弟 子 た ち に よ っ て 記 さ れ 、 学 派 全 体 の 思 想 変 遷 や 派 閥 対 立

を 伴 い な が ら 、漸 増 的 に 作 成 さ れ た 。全 53 篇 が 現 存 し て い る が 、本 来 は も

っ と あ り 、一 部 の 篇 が 散 逸 し た 姿 と 推 定 さ れ る 。21 世 紀 の 中 国 に お い て も 、

墨 子 は 中 国 科 学 技 術 史 の 源 流 と し て 尊 重 さ れ て い る 。 ≫ と 書 か れ て お り 、

墨 翟 自 身 が 書 い た も の で な く 、 弟 子 筋 に あ た る 後 代 の 人 達 に よ り 書 か れ た

可 能 性 が あ り ま す 。  

ラ ウ フ ァ ー は 中 国 科 学 技 術 史 を よ く 調 べ て お り 、 そ の 上 で の 「 韓 信 が 凧

を 使 っ て 敵 ま で の 距 離 を 求 め た と は 後 世 に 作 ら れ た 伝 説 で あ る 」 と い う ラ

ウ フ ァ ー の 意 見 を 尊 重 し た い 。  

②  に つ い て は 、 前 記 の よ う に 、 ラ ウ フ ァ ー は ≪ 韓 信 が 紙 鳶 を 作 っ た と

い う 話 が 疑 わ し い の は 、 紙 が 発 明 さ れ た の が そ の 300 年 後 だ と い う 理

由 か ら で あ る 。 中 國 の 作 家 た ち は 〈 紙 鳶 〉 と 称 す る の を 常 と す る が 、

す い た 紙 は 蔡 倫 に よ っ て 105 年 に な っ て よ う や く 発 明 さ れ た の だ 。 ≫
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と 考 証 し て い ま す 。 ① で 述 べ た よ う に 、 韓 信 の 話 が 後 世 に 作 ら れ た 伝

説 で あ れ ば 、 そ の 時 代 に は 中 國 で は 、 凧 を 紙 鳶 と い っ て い た の で 、 韓

信 が 紙 鳶 を 揚 げ た こ と に し て い た も の と 思 い ま す 。 時 代 考 証 か ら 韓 信

の 時 代 に は ま だ 紙 が 凧 の 材 料 と し て 使 わ れ て い な い と 考 え た 人 は 韓 信

の 伝 説 に 木 鳶 を 使 っ た と い う こ と だ と 思 い ま す 。  

③  に つ い て は 、 前 号 の 会 報 に 凧 の 世 界 史 19  中 国 の 凧 ① で も 述 べ た よ う

に 魯 班 が 木 製 の 凧 に 乗 っ て 、 敵 軍 の 上 か ら 偵 察 し た と い う こ と を 伝 説

も し く は 虚 構 と し ま し た が 、韓 信 が 木 鳶 を 作 り 、そ れ に 張 良 を 乗 せ て 、

楚 軍 の 上 空 で 楚 の 歌 を 唄 わ せ て 、 楚 軍 の 志 気 を く じ い た と い う 四 面 楚

歌 の よ う な 話 に ま で 発 展 さ せ て い る の も 時 代 を 代 え て 四 面 楚 歌 の 故 事

の 舞 台 と な っ た 垓 下 の 戦 い の 場 を 利 用 し た も の で こ れ も 伝 説 も し く は

虚 構 で し ょ う 。  

『 飛 行 の 古 代 史 』ペ ー ジ 49 に は 凧 が 軍 事 目 的 に 利 用 さ れ た 事 例 が 、後 世

に 作 ら れ た 伝 説 と さ れ た 韓 信 の 事 例 以 外 に も 次 の よ う に ２ つ 紹 介 さ れ て い

ま す 。  

≪ 549 年 、 侯 景 は 、 の ち に 梁 の 武 帝 と な る 簡 文 が た て こ も る 台 城 （ 南 京 ）

の 町 を 包 囲 し た 。 外 界 と の 通 信 が で き な い の で 、 簡 文 は 紙 鳶 に 通 信 文 を つ

け て 飛 ば し 、 友 軍 に 危 急 存 亡 の 窮 地 を 知 ら せ よ う と し た 。 ≫  

≪ 781 年 、忠 実 な 将 軍・張 伾 が 、世 を 治 め て い る 徳 氏 に 反 逆 し た 田 悦 の 手

か ら 臨 洛 の 町 を 守 っ た と き 、 張 は 守 備 隊 が 飢 餓 の 危 機 に 瀕 し て い る 窮 状 を

馬 燧 に 知 ら せ る た め 、 凧 を 放 っ た 。 ≫  

 最 初 の 事 例 で 簡 文 が 揚 げ た「 紙 鳶 」は ラ ウ フ ァ ー の 原 文 で は「 ペ ー パ ー ・

カ イ ト 」 と な っ て お り 、 紙 製 の 凧 と し て 中 国 名 で 「 紙 鳶 」 が 使 用 さ れ て い

た こ と が わ か り ま す 。後 の 事 例 で は 、ラ ウ フ ァ ー の 原 文 で は 単 に「 カ イ ト 」

で あ り 、 特 に 英 語 で は 材 料 ま で は 触 れ て い な い が 中 国 語 で 紙 鳶 が 中 國 で の

凧 の 一 般 名 に な っ て い た こ と 示 し て い る た め で し ょ う （ 参 考 資 料 ３ ）。  

● 凧 の 使 用 材 料 の 変 化 が も た ら し た 凧 の 利 用 目 的 の 変 化  

唐 王 朝 (618～ 907 年 )ま で 、 凧 の 骨 組 み に は 竹 が 使 用 さ れ 、 面 材 に は 、 紙

が 発 明 さ れ 、 安 価 に 利 用 さ れ る よ う に な る ま で は 、 紙 よ り も 早 く 実 用 化 さ

れ て い た 絹 が 使 用 さ れ て い ま し た 。 蔡 倫 に よ っ て 105 年 に 発 明 ま た は 改 良

さ れ た 紙 （ 従 来 、 紙 は 蔡 倫 が 発 明 し た と さ れ て き た が 、 蔡 倫 は 従 来 か ら あ

っ た 紙 の 改 良 者 で あ る と す る 説 が 現 在 は よ り 一 般 的 ） は 樹 皮 や ア サ の ぼ ろ

か ら 作 ら れ た も の だ っ た が 、 唐 時 代 （ ８ 世 紀 ） に は 樹 皮 を 主 原 料 と し た 紙

や 、 竹 や 藁 の 繊 維 を 原 料 と し て 混 ぜ た 紙 も 作 ら れ る よ う に な り 、 紙 が よ り

安 く 生 産 さ れ る よ う に な る と 、 凧 が 庶 民 の も の に な っ て 行 き ま す 。 絹 は 非

常 に 美 し い が 、 よ り 高 価 で あ り 、 伝 統 的 な 美 術 工 芸 品 と し て 使 用 さ れ て い

ま す 。 紙 は 安 価 で 実 用 的 で あ り 、 凧 に 使 用 さ れ る 紙 の 種 類 は 非 常 に 薄 く 、

繊 維 質 で あ る た め 、 重 量 が 軽 減 さ れ て も 、 強 度 が 確 保 さ れ ま す 。 そ し て 、
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凧 に 糸 や 竹 笛 を つ け て 音 が 鳴 る よ う に し た 凧 が あ ら わ れ 、 凧 の こ と を 「 風

筝 」 と 呼 ぶ よ う に な り ま し た 。  

『 飛 行 の 古 代 史 』 ペ ー ジ 45 は そ の 経 緯 を 次 の よ う に 記 述 し て い ま す 。  

≪ 音 を 奏 で る 凧 は 、 凧 作 り の 名 人 で 皇 室 ご 用 達 の 凧 職 人 ・ 李 鄴
り ぎ ょ う

に よ っ て

10 世 紀 に 初 め て 発 明 さ れ た 。 彼 は 糸 の 付 い た 普 通 の 紙 鳶 を 作 り 、 そ の 頭 部

に 竹 笛 を 固 定 し た 。 こ の 凧 を 飛 ば す と 、 風 が 笛 の 穴 に 当 た り 、 古 く は 十 二

弦 の 、 今 日 で は 十 三 弦 の 琴 に 似 た 音 を 出 す の で あ っ た 。 こ う し て 凧 を 指 す

新 し い 名 前 ≪ 風 筝 ≫ ― 今 日 で は 何 の 区 別 も な く あ ら ゆ る 凧 に 用 い ら れ て い

る ― が 流 行 す る よ う に な っ た 。 ≫  

『 中 国 の 凧 』 ペ ー ジ 12 で も 次 の よ う に 紹 介 し て い ま す （ 参 考 資 料 ５ ）。  

≪ 五 代（ 907～ 960 年 ）の 頃 、李 鄴
り ぎ ょ う

は 宮 中 で 糊 張 り の 紙 鳶 を 作 り ま し た が 、

こ の 紙 鳶 の 頭 に 竹 笛 が 取 り 付 け て あ っ た た め 、 風 が 吹 く と 笛 が 鳴 り 響 き 、

そ れ が ま る で 箏 の 音 色 の よ う で あ っ た と 記 さ れ て い ま す 。 風 筝 と い う 名 称

は こ こ に 由 来 し て い ま す 。  

さ て 、 当 時 の 風 筝 は 絹 製 の も の が 多 く 、 華 麗 に 彩 色 さ れ 、 装 備 の 部 品 も

精 巧 な も の で し た 。け れ ど も 北 宋（ 960～ 1127 年 ）以 降 、凧 も 紙 製 の も の が

増 え 、 次 第 に 民 間 で も 流 行 す る よ う に な り ま し た 。 そ し て 、 南 宋 (1127～  

1279 年 )に 至 り 、遊 び と し て の 人 気 が 高 ま る と 、凧 揚 げ で 名 を は せ る 芸 人 ま

で 現 れ る ほ ど に な り ま し た 。 こ こ に 至 り 、 凧 の 製 作 と 揚 法 と が 社 会 的 に 見

て 専 門 的 な 技 術 と な っ た と 言 え る で し ょ う 。以 来 、凧 は 人 気 の 底 辺 を 広 げ 、

凧 揚 げ は 年 中 行 事 の 一 部 に な っ て ゆ き ま す 。 ≫  

 明（ 1368～ 1644 年 ） お よ び 清 （ 1644～ 1911 年 ） 王 朝 時 代 に 凧 作 り と 凧 揚

げ は 、芸 術 の 域 に な り ま し た 。民 間 の 伝 統 的 な 工 芸 品 に な っ た 中 國 の 凧 は 、

現 代 で も 最 上 の 凧 は 、 竹 の 骨 組 み に 絹 を 張 り 、 そ の 上 に 手 描 き の 絵 や 文 字

な ど が あ し ら わ れ て い ま す 。 形 状 や 絵 柄 は 多 様 で 、 燕 や 鳶 な ど の 鳥 類 、 蝶

や ト ン ボ な ど の 昆 虫 類 、 金 魚 や ナ マ ズ な ど の 魚 類 、 そ の 他 の 獣 、 そ し て 龍

な ど の 伝 説 上 の 生 き 物 、 天 女 、 文 字 、 壺 、 幾 何 学 模 様 な ど 様 々 な 形 状 で 作

ら れ て お り 、 色 や 大 き さ も い ろ い ろ で す 。  

河 南 省 開 封 市 ・ 北 京 市 ・ 天 津 市 ・ 山 東 省 潍坊 市 ・ 江 蘇 省 南 通 市 ・ 広 東 省

陽 江 市 が 中 国 の 伝 統 的 な 凧 の ６ 大 名 産 地 と い わ れ て い ま す 。  

近 年 に は 、 フ レ ー ム 材 に 竹 に 代 わ っ て 、 カ ー ボ ン ・ ロ ッ ド を 用 い た り 、

面 材 も リ ッ プ ス ト ッ プ ・ ナ イ ロ ン が 使 わ れ る よ う に な り 、 そ れ ら の 材 料 を

使 用 し た 凧 で も 中 國 は 世 界 の 工 場 と し て 生 産 さ れ 、 輸 出 さ れ て い ま す 。  

● 凧 の 世 界 へ の 伝 播  

 中 国 で 発 明 さ れ た 凧 は 、 次 第 に 世 界 に 伝 搬 さ れ て い き ま し た が 、 そ の ル

ー ト に つ い て 、 ク ラ イ ブ ・ ハ ー ト は そ の 著 書 (参 考 資 料 ２ )で 次 の よ う に 記

述 し て い ま す 。  



7 

 

 ≪ 中 国 で 凧 が 発 明 さ れ る と す ぐ に 隣 国 の 日 本 や 韓 国 に 伝 わ り 、 さ ら に 、

南 や 西 に 向 か っ て ビ ル マ（ 現 ミ ャ ン マ ー ）、マ レ ー 半 島 、イ ン ド ネ シ ア お よ

び イ ン ド に 伝 播 し て い き 、い つ か は は っ き り し な い が 、少 な く と も 2000 年

前 に は 、 マ レ ー 周 辺 に は 伝 わ っ て い ま し た 。 ポ リ ネ シ ア へ の 移 民 の 初 期 に

は 凧 は ま だ 知 ら れ て い な か っ た が 、 東 は イ ー ス タ ー 島 ま で の ポ リ ネ シ ア の

文 化 に 早 い 段 階 で 知 ら れ る よ う に な っ た 。ア ラ ブ に は 、約 1500 年 前 に ア ジ

ア 南 部 を 経 て 伝 わ っ た 。ヨ ー ロ ッ パ へ は 貿 易 に 伴 っ て の 伝 播 ル ー ト の 他 に 、

点 線 の ル ー ト で も 伝 わ っ た 可 能 性 が あ り ま す ≫ （ 図 １ ）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク ラ イ ブ・ハ ー ト の 記 述 の よ う に 中 國 で の 凧 の 発 明 後 す ぐ に 日 本 に 伝 わ

っ た か ど う か は 別 に し て 、 遅 く も 平 安 時 代 中 期 ま で に は 、 伝 わ っ て い た と

思 わ れ て お り 、 平 安 時 代 中 期 に 作 ら れ た 辞 書 『 和 名 類 聚 抄
わめいるいじゅうしょう

』 に 凧 に 関 す る

記 述 が 紙 老 鳶 （ し ろ う し ）、 中 国 名 「 紙 鳶 」 と し て 登 場 し ま す （ 図 ２ ）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １：  

図２  図３  
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凧 が 描 か れ て い る 絵 が 日 本 で 記 載 さ れ て い る 百 科 事 典 は 、江 戸 時 代 中 期

に 編 纂 さ れ た『 和 漢
わ か ん

三 才
さ ん さ い

図 会
ず え

』で（ 図 ３ ）、和 名 は 紙 鴟（ い か の ぼ り ）で 紙

老 鴟 （ し ろ う し ） と 以 前 の 名 前 も 出 て お り 、 中 国 名 に つ い て も 風 筝 と と も

に 以 前 の 紙 鳶 も 出 て い ま す 。 な お 、 風 筝 は 今 で も 中 国 で 凧 を 示 す 一 般 的 な

名 前 に な っ て い ま す 。  

● 濰 坊 国 際 凧 揚 げ 大 会 と 濰 坊 凧 博 物 館  

山 東 省 濰 坊 市 は 、凧 と 特 別 な 関 係 が あ り ま す 。濰 坊 市 の 手 工 業 は 、約 217

年 前 の 清 王 朝 か ら 中 国 最 大 の 凧 生 産 地 と 流 通 セ ン タ ー と し て 凧 作 り の 技 術

は よ く 保 存 さ れ て い ま す 。 職 人 と そ の 製 品 は 、 1980 年 代 か ら 観 光 名 所 と し

て 宣 伝 さ れ て お り 、 毎 年 ４ 月 20 日 か ら 25 日 ま で 濰 坊 国 際 凧 揚 げ 大 会 を 開

催 し 、 数 千 人 の 凧 愛 好 家 が 世 界 中 の 隅 々 か ら 濰 坊 に 来 て 、 毎 年 こ の 時 期 に

凧 揚 げ 大 会 に 参 加 し ま す 。 1988 年 、 世 界 各 国 の 凧 組 織 が 濰 坊 を 「 世 界 凧 の

都 」に 推 薦 し 、そ の 翌 年 の 1989 年 に 開 催 さ れ た 第 六 回 国 際 凧 揚 げ 大 会 で は 、

中 国 、米 国 、日 本 、英 国 、イ タ リ ア 、そ の 他 12 か 国 の 代 表 者 に よ っ て 国 際

凧 連 合 会 が 設 立 さ れ 、 本 部 を 濰 坊 と し ま し た 。  

ま た 、 濰 坊 市 に は 凧 の 歴 史 に 特 化 し た 博 物 館 「 濰 坊 凧 博 物 館 」 も あ り ま

す 。濰 坊 凧 博 物 館 の 敷 地 面 積 は 13,000 平 方 メ ー ト ル 、建 築 面 積 が 8,100 平

方 メ ー ト ル で 、 建 物 の 造 型 は 濰 坊 の 龍 頭 ム カ デ 凧 の 特 徴 を 選 び 取 っ た よ う

な 形 の 屋 根 に な っ て い ま す 。 前 号 で 紹 介 し た 魯 班 の 像 も 濰 坊 凧 博 物 館 の 前

に 設 置 さ れ て い ま す （ 写 真 １ ）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1：濰 坊 凧博物館外観図  
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博 物 館 に は 、中 国 の 古 代 か ら 現 代 ま で の 凧 と 世 界 中 の 凧 を 展 示 す る 12 の

展 示 室 が あ り 、2,000 の 凧 を 展 示 さ れ て い ま す 。た と え ば 、展 示 室 に は 次 の

よ う に 展 示 さ れ て い ま す （ 写 真 ２ ～ ５ ）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 展 示 室 は 凧 の 歴 史 と 発 展 を 紹 介 し 、 凧 に つ い て の さ ま ざ ま な 学 校 や

様 式 、 競 技 規 則 、 国 際 凧 連 合 会 に つ い て 説 明 し て い ま す 。 ま た 、 国 内 外 の

各 種 の 独 特 で 素 晴 ら し い 凧 を 展 示 し て い ま す 。  

第 ２ 展 示 室 は 濰 坊 の 凧 の 展 示 室 で 竜 頭 ム カ デ 連 凧 を は じ め と し た 独 特 の

ス タ イ ル を 持 っ て い る 濰 坊 の 凧 を 展 示 し て い ま す 。  

第 ３ 展 示 室 は 世 界 の 凧 の 展 示 室 で 、 凧 の 歴 史 を 紹 介 し 、 北 朝 鮮 、 韓 国 、

日 本 、 マ レ ー シ ア 、 ヨ ー ロ ッ パ お よ び ア メ リ カ の 凧 を 展 示 し て い ま す 。  

第 ４ 展 示 室 は 中 国 の 凧 の 展 示 室 で 、 主 に 北 京 、 天 津 、 濰 坊 、 南 通 の 凧 作

り の 伝 統 の 紹 介 と 凧 を 展 示 し て い ま す 。  

                      以 上  

  

 

 

写真 ２：濰 坊凧博物館の展示  

ムカデ凧  

写真 ３：濰 坊凧博物館の展示  

竜頭ムカデ凧 と金魚凧  

写真 ４：濰 坊凧博物館展示室の展示 １  写真 ５：濰 坊凧博物館展示室の展示 ２  
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