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繊 維 工 業 時 代 （ 写 真 ： 尾 崎 今 男 氏 提 供 ）  
新 興 織 物 時 代 （ 写 真 ： 尾 崎 今 男 氏 提 供 ）  

2．  技 術 者 と し て の 活 動  

 

とにかく良 いものをつくりたい  

 

 愛 媛 県 立 今 治 工 業 高 等 学 校 の 紡 織 科 に 通 っ て い た こ ろ 、 1 9 歳 に

な っ た 尾 崎 氏 は 、 当 時 母 親 が 給 食 の 仕 事 を し て い た 新 興 織 物 ㈱ で ア

ル バ イ ト と し て 織 機 の 油 差 し と 織 機 調 整 の 手 伝 い を し て い た 。 そ ん

な 尾 崎 氏 を み て 新 興 織 物 の 社 長 が 「 も う 少 し タ オ ル の 勉 強 を し て 来

い 」と い う こ と で 、高 等 学 校 卒 業 後 の 1 9 5 0 年 4 月 に 繊 維 工 業 公 共

職 業 補 導 所 織 機 科 へ 1 年 間 入 所 す る こ と に な っ た 。タ オ ル 業 界 に 足

を 踏 み 入 れ る ま え は 、 工 業 学 校 の 機 械 科 出 身 だ っ た の で 造 船 業 な ど

も っ と 男 ら し い 業 界 に 就 職 し よ う と お も っ て い た が 、 こ ち ら は 不 況

の た め に 断 念 し 、 結 局 縁 あ っ て ア ル バ イ ト 先 で あ っ た 新 興 織 物 に 入

社 す る こ と に な っ た 。  

 

 

 

 

 

 

 

戦 後 の タ オ ル 工 場 に 設 置 さ れ た 織 機 は 、市 内 の 機 料 品 店（ 鉄 工 所 ）

か ら フ レ ー ム 4 枚（ そ の な か に は 半 木 機 も あ っ た ）、シ ャ フ ト 4 本 、

そ の 他 の 部 品 が 運 び 込 ま れ 、そ れ を 男 工（ 当 時 の 男 子 工 員 の 呼 び 方 ）

と 呼 ば れ た 技 術 者 が 組 み 立 て 、「 心
し ん

出
だ

し 」を お こ な っ た 。「 心 出 し 」

と は 、 織 機 の 軸 受 を 合 わ す 作 業 で 、 た い へ ん 複 雑 で 苦 労 の い る 作 業

だ っ た 。 さ ら に 、「 経
へ

通
と お

し 織
お り

付
つ

け 」 ま で も 男 工 や 女 工 （ 当 時 の

女 子 工 員 の 呼 び 方 ） の 仕 事 で 、 最 後 の チ ェ ッ ク は 先 輩 の 男 工 が お こ

な っ た 。 社 長 は 技 術 に 対 し て 寛 容 で 自 動 織 機 の 改 善 ・ 改 造 を 応 援 し
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て く れ た こ と も あ り 、 お お い に 技 術 の 勉 強 が で き た 。 新 興 織 物 で の

勤 務 は 約 3 年 と い う 短 い 期 間 だ っ た が 、尾 崎 氏 の 技 術 者 と し て の 鍛

錬 は こ こ か ら ス タ ー ト し た 。  

1 9 5 5 年 、 尾 崎 氏 は ㈱ 越 智 頼 商 会 に 移 り 、 製 織 技 術 の 腕 は よ り い

っ そ う 磨 か れ る こ と に な る 。 1 9 7 3 年 こ ろ 、 地 元 の 機 料 品 店 に く わ

え 、 豊 田 織 機 や 遠 州 織 機 、 岩 間 自 動 織 機 な ど 地 元 以 外 の 織 機 メ ー カ

ー か ら 機 械 が 入 っ て く る よ う に な り 、 越 智 頼 商 会 で も 遠 州 織 機 が 備

え ら れ た 。 尾 崎 氏 は 、 こ れ ら の 自 動 織 機 を 7 カ 所 改 造 し 、 よ り 品 質

の 高 い タ オ ル づ く り を 追 求 し つ づ け た 。  

そ ん な 折 、 当 時 四 国 タ オ ル 工 業 組 合 理 事 長 で 越 智 頼 商 会 の 社 長 を

し て い た 越 智 頼 氏 の 指 導 の も と 、 第 1 回 国 家 技 能 検 定 「 タ オ ル 織 機

調 整 技 能 検 定 試 験 」1 級 に 合 格 し た 数 人 の 技 術 者 と 協 力 し て 、1 9 7 3

年 4 月 1 日 に 「 四 国 タ オ ル 技 能 士 研 究 会 」 を 発 足 さ せ た 。 目 的 は 、

今 治 タ オ ル の 製 造 技 術 を 統 一 し 、 後 世 に そ の 技 術 を 伝 授 す る こ と に

あ っ た 。 当 時 の タ オ ル 業 界 は 、 家 内 工 業 的 に タ オ ル が つ く ら れ て お

り 、 製 織 技 術 は 各 工 場 で 秘 密 裏 に 伝 承 さ れ て い た 。 そ し て 肝 心 の 織

機 は 、 割 れ た り 、 折 れ た り 、 摩 耗 し た り 、 メ ン テ ナ ン ス を 必 要 と し

た が 、 お 手 本 と な る 教 科 書 は 皆 無 で あ っ た 。 そ れ ゆ え 、 各 工 場 の 技

術 者 は 、 織 機 の メ ン テ ナ ン ス の た め に 地 元 の 機 料 品 店 （ 鉄 工 所 ） に

織 機 の 部 品 を も ち 込 み 、 そ こ に 集 ま っ て 技 術 を 磨 き 、 勉 強 し た 。 し

か し 、 こ の よ う な 状 況 で は 、 今 治 タ オ ル の 技 術 は い つ ま で た っ て も

閉 鎖 的 で 、 後 世 に 伝 え る こ と は 困 難 で あ る 。 尾 崎 氏 を は じ め と す る

数 人 の 技 術 者 や 経 営 者 は 、 な ん と か し て 技 術 を 統 一 し 、 可 視 化 で き

る よ う に と 案 を 練 っ た 。 と こ ろ が 、 各 工 場 の 経 営 者 や 従 業 員 の 猛 烈

な 反 対 に 直 面 し た 。 な ぜ な ら 、 各 工 場 が も っ て い た 技 術 こ そ 各 工 場

の 競 争 の 源 泉 で あ っ た か ら で あ る 。  

四 国 タ オ ル 工 業 組 合 の 役 員 ら は 、 一 つ ひ と つ の 工 場 に 出 向 い て 時

間 を か け て 説 得 を こ こ ろ み た 。 そ の 結 果 、 か れ ら の 熱 意 が 伝 わ り 、

「 四 国 タ オ ル 技 能 士 研 究 会 」 が 誕 生 し た の で あ る 。 こ う し て 、 今 治

タ オ ル の 製 造 技 術 は あ る 程 度 今 治 の 共 通 の 財 産 と し て 統 一 さ れ た わ
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（ 写 真 ： 尾 崎 今 男 氏 提 供 ）  

 

（ 写 真 ： 尾 崎 今 男 氏 提 供 ）  

研 究 会 は 2 ヶ 月 に 1 度 開 催 さ れ 、技 術 者 同

士 が 技 術 に つ い て 積 極 的 に 意 見 を 交 わ し 、 情

報 を 交 換 し た 。「 と に か く 良 い も の を つ く り

た い 」 と い う 一 心 で 、 み な タ オ ル 製 織 の 研 究

に 没 頭 し た 。 と く に 、 新 居 田 氏 と は 、 工 場 の

織 機 を ど の よ う に 改 革 、 改 善 す べ き か を つ ね

に 議 論 し 、 試 行 錯 誤 を く り か え し た 仲 で あ

る 。「 織 機 は メ ー カ ー が つ く る が 、 タ オ ル は

わ れ わ れ が つ く る 」 と い う 気 概 と 誇 り を も っ

て 技 術 の 改 善 に と り 組 ん だ 。  

新 居 田 菊 男 氏  

シ ャ ー リ ン グ に よ る 模 様 づ け 装 置  

け で あ る が 、 そ の 背 景 に は 今 治 織 物 の 歴 史 を 絶 や し て は い け な い と

い う 人 び と の 熱 い 思 い が あ っ た 。 発 足 時 の 主 要 な メ ン バ ー は 、 先 に

述 べ た 尾 崎 氏 、 越 智 頼 氏 の ほ か に 、 新 居 田 菊 男   氏 、 田 窪 瑛 男 氏 、

田 窪 弘 文 氏 、 横 田 米 吉 氏 、 河 北 明 氏 、 桧 垣 功 氏 、 大 仲 明 夫 氏 、 吉 井

久 氏 、 菅 英 春 氏 、 丹 下 励
つとむ

氏 が い た 。 そ し て 、 初 代 会 長 に 尾 崎 氏 、

副 会 長 に 新 居 田 氏 が 選 出 さ れ た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 そ の 結 果 、尾 崎 氏 自 身 も 1 9 7 8 年 に「 タ オ ル 織 物 の シ ャ ー リ ン グ

に よ る 模 様 づ け 装 置 」    、1 9 8 2 年 に は「 部 分 整 経 機 に お け る 糸 巻

層 調 整 装 置 」    で 特 許 を 取 得 し た 。  

 

 

 

 

 

 

 こ こ で 、 尾 崎 氏 の 「 メ モ 書 き 」 か ら 、 タ オ ル 製 織 に か か わ る い く

つ か の タ オ ル づ く り の ノ ウ ハ ウ を 紹 介 し よ う 。 ま ず 、「 一 、 三 、 五 」

で あ る 。  

一 は 、 タ オ ル の パ イ ル 糸 の 糊 澱 粉 量  

三 は 、 緯
よ こ

糸
い と

の 糊 澱 粉 量  

LOOKS
ノート注釈
今治タオルを代表する技術者のひとりで、タオル織機に関する実用新案および特許を数多く取得。1960年代初頭に考案した「緯糸自動交換装置」が今治のタオル工場に広がり、生産性の向上に貢献した。タオル織機以外にも原動機付自転車エンジンや世界初の水陸両用モーターカー、世界最小の自家用車などを制作し、技術者であると同時に発明家でもある。

LOOKS
ノート注釈
型抜きした塩化ビニールシートをタオル地に掛けシャーリングすることによって多様な地模様をつける装置。

LOOKS
ノート注釈
チーズ巻から部分整経機に糸を巻き取る際に巻ムラをなくし各糸の巻経を一定に保つために半円筒状の鉄板を糸押さえに使う装置。
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五 は 、 下 糸
し た い と

の 糊 澱 粉 量  

こ れ は 染 晒 加 工 業 の 言 葉 で あ る が 、 今 治 の タ オ ル 業 界 に た ず さ わ る

人 な ら だ れ で も 知 っ て い る 。 い ず れ の 数 値 も 綿 糸 の 強 度 を 増 す た め

に 小 麦 澱 粉 を 混 ぜ る 量 を 示 し て い る 。 綿 糸 2 0 玉 （ 0 . 5 梱
こ り

） に 対 し

て 一 貫 目 、三 貫 目 、五 貫 目 の 小 麦 澱 粉 を 混 ぜ る 、と い う 意 味 で あ る 。

タ オ ル の パ イ ル に 使 う 綿 糸 は や わ ら か い 方 が い い の で「 一 」。緯 糸 は

パ イ ル よ り も つ よ い 方 が い い の で「 三 」。下 糸 は 地 組 織 な の で 頑 丈 さ

が 要 求 さ れ る た め 「 五 」 で あ る 。  

つ ぎ に 、 タ オ ル の 3 原 則 と い う も の が あ る 。 こ れ は タ オ ル を 製 織

す る 際 に と く に 必 要 と さ れ る 技 術 で 、 慎 重 さ を 要 す る 。  

一 、  テ ン シ ョ ン 差 を ゆ る め て た く ら す  

二 、  組 織  

三 、  構 造 （ 構 造 の 差 ）  

「 テ ン シ ョ ン 差 を ゆ る め て た く ら す 」 は 、 タ オ ル 織 機 に は 上 伸
う え の べ

と

下 伸
し た の べ

の 動 作 が あ り 、糸 を 織 る 際 に 織 機 が 開 口 す る た め テ ン シ ョ ン が

必 要 と な る わ け だ が 、 上 伸 と 下 伸 に は ブ レ ー キ が か か っ て い て テ ン

シ ョ ン に 差 が 出 る 。 こ の 差 が 「 糸 切 れ 」 の 原 因 と 、「 風 合 い 」 や 「 パ

イ ル 」 な ど タ オ ル の 品 質 に お お き な 影 響 を お よ ぼ す 。「 組 織 」 は 、 3

ピ ッ ク の 並 タ オ ル の 完 全 組 織 の こ と で あ り 、 パ イ ル を 織 る た め の 最

小 組 織 で あ る 。 そ の ほ か 、 4 ピ ッ ク 、 5 ピ ッ ク 、 ガ ー ゼ 織 、 朱 子 織

な ど 変 化 組 織 が あ る が 、 3 ピ ッ ク が 基 本 と な る 。「 構 造 」 は 、「 ビ ー

テ ィ ン グ 」 と も 呼 ば れ る 筬 打
お さ う ち

装 置 の 調 整 の こ と で あ る 。 筬 打 装 置

は 、 機 械 に よ っ て そ の 種 類 が 異 な る が 、 パ イ ル を 出 す 装 置 は 微 妙 に

遊 動 的 な と こ ろ が あ り 、 こ れ を 調 整 し て し っ か り 固 定 で き る 技 術 が

必 要 と な る 。 と く に 、 経 糸
た て い と

の ワ ー プ ラ イ ン の 調 整 は 重 要 で あ る 。  

そ の ほ か 、技 術 者 が 留 意 す べ き ポ イ ン ト が あ る 。「糸 は 生 き て い る

こ と を 自 覚 し て 作 業 を す る こ と 」 で あ る 。 糸 の 原 料 で あ る 綿 花 は 植

物 で あ り 生 き て い る 。よ っ て 、糸 も 生 き て お り 、工 場 内 で は 温 度 2 2℃ 、

湿 度 7 4％ を 保 ち な が ら 作 業 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、「 下 伸 に は

弾 力 を も た す こ と 」 で あ る 。 1 9 9 4 年 こ ろ か ら 、 織 機 が コ ン ピ ュ ー



「タオルびと」2013 年 1 月号（尾崎今男氏編②） 

 
        

5 
 

タ 化 さ れ ロ ゴ な ど の 印 入 組 織 が 導 入 さ れ 、 サ イ ジ ン グ 加 工 が 要 求 さ

れ る こ と が 増 え て き た 。 染 晒 加 工 業 者 に 従 来 通 り の サ イ ジ ン グ 加 工

で 注 文 す る と 糸 切 れ が 生 じ て し ま い 、 当 時 最 良 の 糸 と さ れ て い た 都

築 紡 績 の 糸 で す ら 糸 切 れ し た 。 そ こ で 、 加 工 業 者 は 糸 切 れ を 防 ぐ た

め に 糸 に 糊 を し っ か り つ け 、 巻 き 返 し も し っ か り と 爪 が 立 た な い く

ら い 固 く 巻 き 返 す よ う に な っ た 。 そ の た め 、 糸 の 柔 軟 性 が 損 な わ れ

た 。 損 な わ れ た 柔 軟 性 を 下 伸 に 弾 力 を も た せ る こ と で 復 活 さ せ 、 糸

に 風 合 い を も た せ る こ と が で き た 。  

上 記 に 挙 げ た 例 は ほ ん の 一 部 に す ぎ な い が 、 今 治 に は こ の よ う な

技 術 に 関 す る タ オ ル 用 語 や 伝 承 が 共 通 の 知 識 と し て 残 っ て い る 。 今

治 タ オ ル の 強 さ は 、今 治 全 体 が タ オ ル 技 術 の 町 で あ っ た こ と に あ る 。

1 0 0 年 以 上 も つ づ く 今 治 綿 織 物 の 伝 統 技 術 が あ る か ら こ そ 、今 治 タ

オ ル は 世 界 に 通 用 す る 、 誰 に も す ぐ に 真 似 で き な い 技 術 を 生 み だ す

こ と が で き た 。（ 次 号 に つ づ く ）  

  

 

 

 

 

 


