
尾西の縞木綿について尾西の縞木綿について
～ 毛 織 物 時 代 前 史 ～

尾 西 地 方 は 尾 張 の 西 部 で 昔 か ら 絹 や 麻

の 織 物 が 織 ら れ て お り 、 江 戸 か ら 明 治 に か

け て 縞 柄 の 綿 織 物 や 絹 綿 交 織 物 が 生 産 さ
し ま が ら け ん め ん

れ た 。 綿 の 種 は 延 暦 １ ８ 年 ( 7 9 9 )に 崑 崙 人 に
こ ん ろ ん じ ん

よ り も た ら さ れ た が 栽 培 に 失 敗 し 、 そ の 後

天 文 １ １ 年 ( 1 5 4 2 ) に 綿 の 種 が 琉 球 よ り 薩 摩
さ つ ま

に 渡 来 し 、 全 国 各 地 で 栽 培 さ れ た 。 江 戸 時

代 に は 尾 張 の 各 地 で 栽 培 さ れ 、 秋 に な る と

綿 が 実 り そ れ を 収 穫 し 、 又 生 綿 を 加 工 し て

糸 に し て 、 商 人 等 に 販 売 し た り 、 そ の 糸 で も

っ て 綿 織 物 を 生 産 し た 。

綿 織 物 が 特 に 発 展 し た の は 文 化 ( 1 8 0 4 - 1

8 1 8 ) 、 文 政 ( 1 8 1 8 - 1 8 3 0 )期 頃 で 、 当 時 の 織 物

は 、 明 和 年 間 ( 1 7 6 4 - 1 7 7 2 ) に 棧 留 縞 、 天 明
め い わ さ ん と め じ ま

年 間 ( 1 7 8 1 - 1 7 8 9 ) に は 寛 大 寺 縞 、 文 政 年 間
か ん だ い じ じ ま

に は 結 城 縞 の 織 物 が 織 ら れ た 。 そ の 当 時 に
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は 労 働 者 を 雇 用 し て 工 場 で 織 物 を 生 産 し 、

又 出 機 も 利 用 し 、 織 機 は 高 機 が 使 用 さ れ た 。
で ば た た か ば た

生 産 さ れ た 織 物 や つ む が れ た 糸 等 は 商 人 等 に よ り 各 地 に 販 売 さ れ た り 、 享 保 １ ２ 年 ( 1 7 2 7 ) よ り

一 宮 の 真 清 田 神 社 の 門 前 で 開 か れ た 三 ・ 八 市 で 商 人 等 が 仕 入 れ て 全 国 に 販 売 し た 。 生 綿 、 綿
ま す み だ

糸 、 縞 柄 の 綿 織 物 も 年 と 共 に 順 調 よ く 発 展 し て 来 た が 、 明 治 ２ ４ 年 ( 1 8 9 1 ) の 濃 尾 震 災 に よ り 綿 の

栽 培 は 出 来 な く な っ た 。 そ し て 織 物 関 連 の 設 備 等 も 被 害 を 受 け た が 機 業 家 及 び 地 元 の 人 々 の 努

力 に よ り 回 復 し 、 綿 糸 を 商 人 等 よ り 仕 入 れ て 、 綿 織 物 を 生 産 し て い た が 、 明 治 末 頃 よ り 毛 織 物 が

生 産 さ れ る 様 に な り 、 大 正 初 期 に は 綿 織 物 よ り 毛 織 物 の 生 産 が 多 く な り 、 毛 織 物 の 生 産 へ と 移 行

し て い っ た 。

明治37年～40年頃の絹綿交織物（個人蔵）

東海の綿織物・毛織物と産業遺産 Ⅱ 綿紡績・綿織物(４)
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◆ 棧 留 縞 ： 室 町 末 期 か ら 江 戸 時 代 に か け て 輸 入 さ れ た 舶 来 品 の 縞 織 物 の 縞 柄 が 原 型 と な っ た 。 イ ン ド 東
さ ん と め じ ま

岸 の サ ン ト メ 港 か ら 運 ば れ て き た の で こ の 名 が あ る 。

◆ 寛 大 寺 縞 ： 菅 大 臣 縞 の こ と 。 江 戸 時 代 、 京 都 の 菅 大 臣 町 あ た り で 織 ら れ て い た 織 物 に 由 来 す る 縞 織 物
か ん だ い じ じ ま

の こ と 。

◆ 結 城 縞 ： 結 城 紬 の 産 地 、 下 総 の 結 城 で 織 ら れ て い た 織 物 に 由 来 す る 縞 織 物 の こ と 。
ゆ う き じ ま


