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収蔵資料の一つ、小糸網をほどいているところ

琵
琶
湖
博
物
館
に
は
、
県
内
各
地
か
ら
集

め
ら
れ
た
昔
の
生
活
用
具
、
数
千
点
が
収
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
昭
和
53

（
１
９
７
８
）年
か
ら
平
成
7（
１
９
９
５
）年

の
間
に
、
県
下
全
域
に
調
査
員
を
置
い
て
県

内
の
方
か
ら
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
て
集
め
た

も
の
で
す
。
そ
の
調
査
員
の
数
は
の
べ
二
百

数
十
名
、
寄
贈
者
の
数
は
九
百
名
あ
ま
り
。

た
く
さ
ん
の
人
々
と
長
い
年
月
を
か
け
て
集

め
た
民
具
を
、
わ
れ
わ
れ
歴
史
資
料
整
理
室

の
メ
ン
バ
ー
が
少
し
ず
つ
整
理
し
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
調
査
員
や
寄
贈
し
て
く
だ
さ

っ
た
方
々
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、

整
理
し
た
成
果
を
み
な
さ
ん
に
見
て
い
た
だ

く
こ
と
を
目
的
に
、
３
年
前
か
ら
「
琵
琶
湖

博
物
館
民
俗
資
料
展
」
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
３
回
目
と
な
る
今
回
は
、
糸
を
紡
い
で

布
を
織
る
道
具
、
約
二
百
点
を
展
示
し
ま

す
。あ

な
た
が
今
着
て
い
る
服
は
、
ど
う
や
っ

て
つ
く
ら
れ
た
も
の
か
分
か
り
ま
す
か
。
お

店
で
買
え
ば
す
む
の
で
、
そ
ん
な
こ
と
考
え

た
こ
と
も
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

し
か
し
、
た
っ
た
数
十
年
前
ま
で
、
自
分

の
着
る
物
を
つ
く
る
の
に
麻あ

さ

の
種
ま
き
か
ら

始
め
る
、
そ
ん
な
く
ら
し
が
県
内
に
も
残
っ

て
い
ま
し
た
。
自
分
で
栽
培
し
た
麻
か
ら
繊

維
を
と
り
出
し
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
一
本
の

糸
に
し
、
そ
の
糸
を
機は
た

で
織
っ
て
布
に
し
、

そ
の
布
を
仕
立
て
て
着
物
を
つ
く
っ
て
い
た

の
で
す
。
ま
た
、
布
を
織
る
地じ

機ば
た

も
、
身
近

に
あ
る
材
木
を
使
っ
て
、
自
分
た
ち
で
つ
く

っ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
「
糸
を
紡
い
で
布
を
織
る
」
と

い
う
工
程
は
お
お
む
ね
万
国
共
通
で
す
。
こ

の
工
程
に
沿
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
収
蔵
資
料

を
展
示
し
ま
す
。
糸
を
つ
く
る
材
料
と
し

て
、
藤
、
麻
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
材
料
か
ら

繊
維
を
取
り
出
す
道
具
と
し
て
、
糸
取
機
、

綿
く
り
機
な
ど
、
さ
ら
に
、
糸
を
紡
ぎ
機
に

か
け
る
準
備
を
す
る
道
具
と
し
て
、
苧お

桶ぼ
け

、

へ
そ
く
り
、
糸
車
、
糸
枠
、
経
台
な
ど
が
あ

り
、
機
織
り
用
具
と
し
て
、
地
機
、
高た
か

機は
た

、

筬お
さ

、
杼ひ

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
布
を
丈

夫
に
し
た
り
色
や
柄
を
つ
け
る
た
め
に
、
糸

や
布
を
染
め
る
と
い
う
工
程
も
あ
り
、
完
成

し
た
着
物
も
展
示
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
た
く
さ
ん
の
展
示
資
料
か

ら
、
近
江
の
さ
ま
ざ
ま
な
布
づ
く
り
の
様
子

が
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

資
料
整
理
の
成
果

「
琵
琶
湖
博
物
館
民
俗
資
料
展
」

糸
を
紡
い
で
布
を
織
る
道
具

今回展示する収蔵資料の一部

今までに行った民俗資料展

復元した地織による機織り

今
回
の
民
俗
資
料
展
で
は
、
博
物
館
に
収
蔵
し
て
い
る
資
料
を
展
示
公
開
す
る
だ
け
で
な
く
、

は
し
か
け
グ
ル
ー
プ
「
中
世
の
お
ん
な
た
ち
」
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
、
古
い
織
り
機
（
地じ

機ば
た

）

を
復
元
製
作
し
て
、
実
際
に
動
き
を
再
現
す
る
展
示
を
行
い
ま
す
。

昔
な
が
ら
の
「
糸
を
紡
い
で
布
を
織
る
」
体
験
、
み
な
さ
ん
も
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
温お

ん

故こ

知ち

新し
ん

―
今
の
く
ら
し
を
見
直
し
、
大
事
な
何
か
を
発
見
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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と
い
っ
て
も
、
展
示
室
に
並
ん
で
い
る
昔

の
道
具
を
た
だ
見
る
だ
け
で
は
、
よ
く
分
か

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
道
具
の
働
き
や
構

造
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
実
際

に
使
え
る
状
態
に
復
元
し
て
動
き
を
再
現
し

て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

琵
琶
湖
博
物
館
に
は
、
幸
い
な
こ
と
に
、

は
し
か
け
グ
ル
ー
プ
「
中
世
の
お
ん
な
た

ち
」
の
メ
ン
バ
ー
が
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
平

成
14
年
度
企
画
展
示
「
中
世
の
む
ら
―
近
江

の
暮
ら
し
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て
―
」
で
発
足

し
た
は
し
か
け
グ
ル
ー
プ
「
中
世
探
検
隊
」

の
活
動
の
中
で
、
帝
塚
山
大
学
の
澤
田
絹
子

先
生
か
ら
、
苧お

績う

み
、
へ
そ
く
り
、
地
機
織

り
な
ど
を
教
わ
り
、
そ
の
後
も
「
中
世
の
お

ん
な
た
ち
」
と
し
て
、
地
機
織
り
の
活
動
を

続
け
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
回
「
中
世
の
お
ん
な
た
ち
」

に
協
力
を
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
博
物
館
に

収
蔵
し
て
い
る
地
機
を
参
考
に
、
自
分
た
ち

の
手
で
新
た
に
地
機
を
つ
く
っ
て
み
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
展
示
室
で
は
、
中
世
の
機

と
並
ん
で
、
製
作
し
た
地
機
も
展
示
し
、
さ

ら
に
、
は
し
か
け
さ
ん
が
、
そ
の
機
を
使
っ

て
実
際
に
機
織
り
を
再
現
し
ま
す
。
ま
た
、

展
示
会
期
中
に
「
糸
を
紡
い
で
布
を
織
る
」

体
験
講
座
を
開
き
、
新
た
な
参
加
者
を
募
っ

て
、
い
っ
し
ょ
に
糸
・
布
づ
く
り
を
行
う
こ

と
に
も
な
り
ま
し
た
。

高
機
は
、
現
在
で
も
伝
統
工
芸
と
し
て
の

近
江
上
布
な
ど
を
織
る
の
に
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
地
機
は
、
全
国
的
に
見
て
も
使

え
る
状
態
の
も
の
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ

ん
。
使
え
る
地
機
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
さ

ら
に
体
験
で
き
る
今
回
の
展
示
は
貴
重
な
機

会
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

民
俗
収
蔵
庫
を
埋
め
尽
く
し
て
い
る
数
千

点
の
昔
の
道
具
は
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
生

活
や
生
業
の
様
子
を
後
世
に
伝
え
る
た
め

の
、
大
切
な
証
人
で
す
。
傷
み
が
は
げ
し
く

使
う
こ
と
で
壊
れ
て
し
ま
う
状
態
で
あ
っ
て

も
、
使
い
方
を
知
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
も
、
道
具
を
復
元
し
動
き
を
再
現
す

る
こ
と
で
、
そ
の
仕
組
み
や
構
造
を
解
明
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
の
道
具
が
使
わ
れ
続
け
て
い

た
人
々
の
く
ら
し
、
な
り
わ
い
を
想
像
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
道
具
の
材
料
を
手
に
入
れ
、

自
分
で
作
り
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
わ
ざ
を

後
世
に
伝
え
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
自

然
・
社
会
環
境
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
も

の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
実
際
に
糸
を
紡
い

で
布
を
織
る
体
験
を
し
た
人
は
、
一
枚
の
着

物
を
ほ
こ
ろ
び
た
ら
繕
つ
く
ろ
い
、
着
ら
れ
な
く
な

っ
た
ら
仕
立
て
直
し
、
最
後
に
は
雑ぞ
う

巾き
ん

に
し

て
使
い
つ
く
し
て
い
た
昔
の
く
ら
し
を
よ
り

深
く
理
解
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
整
理
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

民
具
が
、
昔
の
わ
ざ
や
く
ら
し
を
知
る
手
が

か
り
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
気
づ
い
た
こ
と
を

こ
れ
か
ら
の
く
ら
し
に
役
立
て
て
い
く
―
私

は
、
こ
れ
か
ら
の
学
芸
員
生
活
の
中
で
、
こ

う
し
た
機
会
を
少
し
で
も
多
く
、
み
な
さ
ん

と
い
っ
し
ょ
に
作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

地
機
を
復
元
し
再
現
す
る

―
「
中
世
の
お
ん
な
た
ち
」
の
活
動
の
中
で

民
具
を
復
元
・
再
現
し
、

体
験
す
る
意
義

▼弥生機を体験するはしかけさん

▲高機を体験するはしかけさん

地機●
５世紀ごろから使われ始めたもので、機台に
経巻具を固定し、経糸の切り替えを足で引い
て行うことができることで、安定して長い布
を織ることができるようになりました。

●高機
経巻具も布巻具も機台に固定し、さらに緯糸
の通し方にも改良を加えることで、生産効率
をあげ、後の機械織機のもとになりました。

（イラストの出典：竹内晶子「弥生の布を織る」東京大学出版会、1989）

ギャラリー展示

第３回琵琶湖博物館民俗資料展

糸を紡いで布を織る　―民具の復元・再現・体験―
4月23日（金）～ 6月10日（木）

●弥生機
機台がなく、経糸を巻いておく経巻具（チキリともいう）
を柱などにくくりつけ、織り上げた布を巻いておく布巻具
（チマキともいう）を自分の腰にくくりつけて固定します。
弥生時代にはこうした布つくりが行われていたようです。

機は、あらかじめ準備しておいた経
たて

糸
いと

の間に緯
よこ

糸
いと

を通して
布を織る道具。歴史的にみると、大きく分けて３種類ある。

機の種類
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