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近代

小
松
に
お
け
る
畳
生
産
は
寛
正
元
年（
一

四
六
〇
）
頃

吉
竹
村
（
小
松
市
吉
竹
町
）
釡

見
谷
の
清
右
衛
門
が
大
野
村
（
小
松
市
大
野

い
ぐ
さ

町
）
に
自
生
し
て
い
た
藺
草
を
移
植
し
て
栽

培
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る

江
戸
時
代
以
降
農
家
の
副
業
と
し
て
藺
草

ご

ざ

う

栽
培
刈
り
取
り
乾
燥
泥
染
め
茣
蓙

ち
ま
で
行

て
き
た

藺
草
栽
培
と
並
ん
で

お
も
て

じ
ま

小
松
表
と
今
江
縞

9

茣蓙 ちの主な工程 〉蔵所館書図立県川石〈』図労検家民『（ より）

藺草刈り

明治17年（1884） 能美郡藺筵組合事務所

麻糸を紡ぐ

小松表（小松市白江町 宮本隆史氏提供）

茣蓙を つ
う
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縦
糸
に
な

る
麻
栽
培

麻
糸
紡
ぎ

を
行

た

小
松
産

の
藺
草
は

寒
冷
地
に

育
つ
た
め

に
表
皮
が

厚
く
な
り

耐
久
性
が

良
好
で
消
費
者
に
好
ま
れ
て
高
級
品
質
の

「
小
松
表
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る

丈
の
短
い
藺
草
は
「
茣
蓙
帽
子
」
な
ど
に

加
工
さ
れ
民
具
と
し
て
愛
用
さ
れ
た

現
在
は
小
松
市
白
江
町
の
農
家
が
刈
り
取

り

乾
燥

泥
染
め

茣
蓙

ち
の
工
程
を

そ
れ
ぞ
れ
機
械
化
し
て
生
産
し
て
い
る

今
江
の
木
綿
織
物
は
天
保
年
間
か
ら
農
家

の
副
業
と
し
て
始
ま

て
い
た

栽
培
し
たたか

綿
花
を
手
引
紡
車
で
綿
糸
と
し

こ
れ
を
高

は
た機
に
か
け
て
白
木
綿
を
製
織
し

小
松
町
の

問
屋
へ
売

て
い
た
が

安
政
年
間
か
ら
は

す
は
ま

須
天
村
の
紺
屋
で
綿
糸
を
藍
で
染
め
て
持
ち

帰
り

織
機
に
か
け
て
紺
無
地
ま
た
は
縞
も

の
を
織
り
上
げ
て
販
売
し
た

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
生
産
高
は
二

五
〇
〇
匹
で
あ

た

明
治
二
十
年
に
今
江
村
の
与
平
が
バ

タ

ン
機
に
綿
糸
を
か
け
て
製
織
を
始
め

明
治

二
十
五
年
早
く
も
今
江
織
物
組
合
を
設
け
て

製
品
の
検
査
を
お
こ
な

た

明
治
四
十
年
に
は
愛
知
県
か
ら
導
入
し
た

足
踏
み
力
織
機
が
広
く
普
及
し
て
生
産
高
が

向
上
し
た
「
今
江
縞
」
と
し
て
庶
民
に
愛

用
さ
れ
た
が

現
在
は
生
産
さ
れ
て
い
な
い

（
犬
丸
博
雄
）

9

茣蓙を つ  　足踏み機

今江縞の長着（小松市立博物館所蔵）

木綿織物の主な工程（『民家検労図』より）

木綿糸を紡ぐ

今江縞反物（小松市立博物館所蔵）

木綿布を織る

（小松市立博物館蔵）


