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Ｇ型自動織機に関する覚書

豊楽焼　浜松文茶碗

いよいよ、長期休館へ

　

名
古
屋
市
博
物
館
は
、
令
和
５
年
（
２
０
２
３
）
10
月
１
日
（
日
）

か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
の
た
め
全
館
休
館
に
入
り
ま
す
。
こ
の
誌
面

が
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
届
く
こ
ろ
に
は
、
休
館
セ
レ
モ
ニ
ー
も
終
了
し

て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
様
子
は
次
号
で
お
届
け
す
る
と
し
て
、

こ
こ
で
は
、
博
物
館
内
部
で
現
在
進
め
て
い
る
作
業
や
今
後
の
動
向
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
の
た
び
の
改
修
は
機
械
や
配
管
の
設
備
更
新
に
と
ど
ま
ら

ず
、
展
示
室
や
収
蔵
庫
の
拡
張
、
ト
イ
レ
の
洋
式
化
や
授
乳
室
の
設
置

な
ど
ア
メ
ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
の
充
実
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど
広
範
囲
に

わ
た
っ
て
い
ま
す
。
今
後
数
十
年
に
わ
た
っ
て
、
快
適
か
つ
充
実
し
た

博
物
館
体
験
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
ハ
ー
ド
面
か
ら
も
ソ
フ

ト
面
か
ら
も
実
施
設
計
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

大
規
模
な
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
あ
る
た
め
、
工
事
に
か
か
る
時
間
は

お
よ
そ
３
年
。
こ
れ
ほ
ど
の
長
い
期
間
、
休
館
す
る
の
は
昭
和
52
年

（
１
９
７
７
）
の
開
館
以
来
は
じ
め
て
の
こ
と
で
す
。

（
次
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ー
ジ
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）

　

令
和
４
年
度
に
豊と
よ

楽ら
く

焼や
き

、
不
二
見
焼
、
夜
寒
焼
な
ど
名
古
屋
の
や
き

も
の
を
は
じ
め
と
し
て
１
１
３
件
２
３
７
点
が
当
館
元
職
員
の
奥
出
賢

治
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
。そ
の
中
か
ら
豊
楽
焼
の
資
料
を
紹
介
し
た
い
。

　

当
館
が
抱
え
る
27
万
点
の
収
蔵
品
は
、
現
在
６
つ
の
収
蔵
庫
で
保
管

し
て
い
ま
す
が
、
収
蔵
庫
も
改
修
対
象
の
た
め
、
そ
の
ま
ま
置
い
て
お

く
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
工
事
の
間
は
、
博
物
館
の
東
側
に

「
東
館
（
仮
称
）」
を
建
設
し
、そ
こ
で
保
管
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
（
今

冬
完
成
予
定
）。
し
か
し
何
せ
、
膨
大
な
量
を
移
す
の
で
す
か
ら
大
変

で
す
。
そ
こ
で
昨
年
か
ら
少
し
ず
つ
資
料
の
輸
送
準
備
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
輸
送
中
に
壊
れ
な
い
よ
う
梱
包
し
た
り
、
さ
ら
に
出
入
庫
の
チ

ェ
ッ
ク
が
で
き
る
よ
う
、箱
に
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
た
り
と
い
っ
た
作
業
を
、

美
術
品
を
専
門
に
取
り
扱
う
業
者
の
力
を
借
り
つ
つ
学
芸
員
総
出
で
取

り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

な
お
、「
東
館
（
仮
称
）」
は
将
来
的
に
は
収
蔵
庫
お
よ
び
市
民
ギ
ャ

ラ
リ
ー
と
し
て
活
用
す
る
計
画
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
皆
さ
ん
を
お
迎
え
し
て
い
た
ロ
ダ
ン
作
「
考
え
る
人
」
で

す
が
、
休
館
中
は
、
友
好
館
で
あ
る
岩
手
県
の
陸
前
高
田
市
立
博
物
館

に
お
引
っ
越
し
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
左
の
写
真
は
、同
作
品
が
、

開
館
時
に
当
館
へ
運
び
入
れ
ら
れ
る
と
き
の
様
子
を
撮
影
し
た
も
の
。

重
さ
が
９
０
０
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
る
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
す
が
、
輸
送
時
に

作
品
が
傷
つ
か
な
い
よ
う
、
そ
し
て
内
部
で
ず
れ
な
い
よ
う
に
工
夫
さ

れ
た
木
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
ね
。
今
回
の
長
旅

で
も
同
じ
よ
う
に
、
慎
重
に
梱
包
さ
れ
て
旅
立
ち
ま
す
。
し
ば
し
の
お

別
れ
で
す
が
、
き
っ
と
陸
前
高
田
市
の
皆
さ
ん
に
も
親
し
ま
れ
る
存
在

と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
工
事
が
終
了
し
た

あ
か
つ
き
に
は
、
ふ
た
た
び
当
館
へ
戻
り
、
博
物
館
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
活
躍
し
て
も
ら
う
の
で
す
。

　

博
物
館
の
職
員
は
３
年
も
の
間
、
何
し
て
い
る
の
？

　

ご
も
っ
と
も
な
お
た
ず
ね
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
今
、
新
生
博
物
館

の
実
現
に
向
け
て
、
日
々
打
合
せ
を
重
ね
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
別

に
、
休
館
中
も
事
業
を
継
続
し
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
名
古
屋
市

博
物
館
だ
よ
り
や
年
報
の
発
行
、
研
究
紀
要
・
資
料
叢
書
の
発
行
、
は

く
ぶ
つ
か
ん
講
座
（
館
外
各
所
に
て
）、
歴
史
体
験
セ
ミ
ナ
ー
（
貸
出

キ
ッ
ト
）、
特
別
展
「
も
し
も
猫
展
」
の
全
国
巡
回
、「
よ
み
が
え
れ
文

化
財
」
を
活
用
し
た
修
復
事
業
等
々
…
。

　

そ
の
ほ
か
、
学
校
を
対
象
と
し
た
事
業
や
、
も
ち
ろ
ん
博
物
館
資
料

の
収
集
、
当
地
方
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
も
邁
進
し
て

い
き
ま
す
。
す
で
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
の
展
覧
会
に
つ
い
て
も
準
備
が

始
動
し
て
い
ま
す
よ
。
お
楽
し
み
に
！

　

最
後
に
、こ
れ
か
ら
新
た
に
は
じ
め
る
事
業
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

博
物
館
に
何
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
か
、
27
万
点
か
ら
検
索
で
き
る
「
名

古
屋
市
博
物
館
収
蔵
品
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
」を
10
月
か
ら
公
開
し
ま
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
紙
媒
体
で
の
収
蔵
品
目
録
に
く

ら
べ
、
求
め
る
情
報
に
た
ど
り
つ
き
易
く
な
り
ま
し
た
。
ま
ず
は
基
本

情
報
の
公
開
に
注
力
し
て
い
ま
す
が
、
徐
々
に
画
像
デ
ー
タ
の
公
開
も

お
こ
な
っ
て
い
き
ま
す
。
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
名
古
屋
市
博
物
館
で
は
休
館
中
も
活
動
を
精
力
的
に

お
こ
な
っ
て
い
き
ま
す
。博
物
館
だ
よ
り
や
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、

こ
の
間
に
取
り
組
ん
で
い
く
活
動
や
工
事
の
様
子
を
ご
紹
介
し
て
ま
い

り
ま
す
。
な
お
分
館
の
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
・
秀
吉
清
正
記
念
館
は
10

月
以
降
も
開
館
し
て
お
り
ま
す
。
ひ
き
つ
づ
き
ご
愛
顧
く
だ
さ
い
。

　

豊
楽
焼
は
江
戸
時
代
後
期
に
始
ま
っ
た
名
古
屋
の
や
き
も
の
で
あ

る
。
初
代 

加
藤
利
慶
よ
り
「
御
焼
物
師
」
と
し
て
尾
張
藩
の
御
用
を

つ
と
め
、
八
代 

大だ
い

喜き

豊と
よ

助す
け
が
没
す
る
大
正
14
年
（
１
９
２
５
）
ま
で

の
お
よ
そ
１
３
０
年
間
続
い
た
。

　

そ
の
製
品
は
、
土
風
炉
や
雲
華
焼
に
始
ま
り
、
南
蛮
写
、
素
焼
き
し

た
器
表
に
絵
の
具
で
絵
付
け
し
た
「
御
所
風
」
製
品
、
四
代
豊
助
が
創

始
し
人
気
を
博
し
た
「
木き

具ぐ

写う
つ
し」（
焼
成
後
に
表
面
に
漆
を
塗
り
漆
器

の
よ
う
に
仕
上
げ
た
も
の
）
な
ど
多
様
な
茶
道
具
が
制
作
さ
れ
た
。

　

本
作
は
八
代
豊
助
作
の
茶
碗
で
あ
る
。
口
径
が
14
・
７
㎝
、
全
体
的

に
お
お
ら
か
な
印
象
の
こ
の
茶
碗
は
、
低
め
の
高
台
か
ら
や
や
胴
に
丸

み
を
も
た
せ
、
口
元
に
か
け
て
広
が
っ
て
い
る
。
表
面
に
は
ろ
く
ろ
目

が
あ
り
、
胴
か
ら
高
台
に
向
か
っ
て
土
を
縦
方
向
に
大
き
く
削
っ
た
跡

が
認
め
ら
れ
る
。
釉
薬
は
掛
け
む
ら
が
あ
り
、
厚
く
か
か
っ
た
部
分
は

黄
色
味
が
強
い
。
高
台
内
に
「
豊
楽
」
の
印
が
あ
る
（
図
版
２
）。
絵

付
け
は
、
ぽ
っ
て
り
と
し
た
筆
づ
か
い
で
松
が
二
本
、
浜
と
波
の
境
が

茶
色
の
線
で
引
か
れ
、
そ
の
上
に
波
が
ゆ
っ
た
り
と
描
か
れ
て
い
る
。

内
側
に
は
青
の
線
が
一
本
横
切
り
、
そ
の
上
か
ら
楕
円
状
に
白
色
の
化

粧
掛
け
が
施
さ
れ
、
雲
の
よ
う
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
版
３
）。

　

八
代
豊
助
は
、
七
代
の
弟
で
あ
り
、
名
を
春
造
と
い
っ
た
。
七
代
が

41
歳
と
い
う
若
さ
で
こ
の
世
を
去
っ
た
大
正
４
年
（
１
９
１
５
）、
家

を
継
承
し
た
。
大
正
14
年
（
１
９
２
５
）
に
八
代
も
40
歳
の
若
さ
で
早

世
す
る
と
後
継
者
は
な
く
、
豊
楽
の
窯
は
幕
を
閉
じ
た
。
八
代
目
と
し

て
豊
楽
焼
を
背
負
っ
た
の
は
、十
年
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
っ
た
た
め
、

作
品
も
そ
れ
ま
で
の
代
に
比
べ
る
と
多
く
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
作
陶
状

況
が
詳
し
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
八
代
豊
助
が
参
加
し
て
い
た
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
し
て
、「
一い
ち

楽ら
く

会か
い
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
有
志
で
名
古
屋
の
や

き
も
の
鑑
賞
・
研
究
を
行
う
会
で
、
大
正
12
年
（
１
９
２
３
）
６
月
か

ら
愛
知
県
商
品
陳
列
所
内
の
龍
影
閣
で
鑑
賞
会
を
開
い
て
い
る
。
同
年

12
月
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
の
陶
器
陳
列
会
で
は
楽
焼
が
特
集
さ
れ
、

八
代
豊
助
は
歴
代
の
豊
楽
焼
を
出
品
し
て
い
る
。
八
代
豊
助
が
こ
の
世

を
去
る
二
年
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
地
元
の
作
家
や
蒐
集
家
と
と
も
に

研
究
に
励
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

豊
楽
焼
　
浜
松
文
茶
碗

島
村
　
桂
子図版 1　豊楽焼浜松文茶碗　八代豊助　館蔵 写真１　梱包された資料が並ぶ収蔵庫

写真２　搬入される「考える人」　昭和 52年（1977）８月

図１　基本計画時の外観イメージパース図版 2　豊楽焼浜松文茶碗　八代豊助　館蔵

引
っ
越
し
真
っ
最
中

考
え
る
人
、
旅
に
で
る

休
館
中
の
活
動

い
よ
い
よ
、
長
期
休
館
へ

津
田　

卓
子
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絵
付
け
を
施
し
た
の
は
名
古
屋
の
画
家
・
大おお
矢や
米べい
年ねん
で
あ
る
。
米

年
は
名
を
清
次
と
い
い
、
明
治
14
年
（
１
８
８
１
）
に
現
在
の
名
古
屋

市
中
村
区
米
野
町
に
生
ま
れ
た
。11
歳
の
と
き
に
奥
村
石
蘭（
１
８
３
４

～
１
８
９
５
）
の
門
に
入
っ
て
四
条
派
を
学
び
、
の
ち
に
京
都
で
森
川

曽
文
（
１
８
４
７
～
１
９
０
２
）
の
教
え
を
う
け
、
そ
の
没
後
は
久
保

田
米
僊
（
１
８
５
２
～
１
９
０
６
）
に
師
事
し
人
物
山
水
を
極
め
た
。

明
治
28
年
（
１
８
９
５
）
ご
ろ
に
静
岡
県
浜
松
の
漆
器
製
造
所
で
絵
付

師
と
し
て
招
か
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
工
芸
の
分
野
で
も
活
躍
し
て

い
た
。
機
知
と
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
人
物
で
、
円
満
な
人
生
を
送
っ
た
と

い
う
。
八
代
豊
助
と
大
矢
米
年
の
交
流
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
示
す
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
本
作
は
、
名
古
屋
で
評
判

の
画
家
と
陶
工
で
制
作
し
た
遊
び
心
の
あ
る
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

ほ
か
の
八
代
豊
助
の
作
品
と
比
べ
て
注
目
し
た
い
の
は
、
本
作
の
高

台
の
周
り
の
釉
薬
が
か
け
ら
れ
て
い
な
い
部
分
を
み
る
と
、
小
さ
な
小

石
や
礫
な
ど
が
混
ざ
り
、
不
純
物
を
取
り
除
い
て
お
ら
ず
、
非
常
に
粗

い
土
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
原
土
に
含
ま
れ
る
植
物
片
な
ど
も

取
り
除
か
な
か
っ
た
た
め
か
、
焼
成
で
燃
え
尽
き
て
空
洞
化
し
て
い
る

部
分
も
あ
る
。
豊
楽
焼
に
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
多
彩
な
土
や
技
法

が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
本
作
の
よ
う
に
不
純
物
を
多
く
含
む
土
を
使

用
し
た
も
の
は
珍
し
い
。
土
の
精
製
技
術
が
未
熟
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
土
の
質
感
を
生
か
す
た
め
に
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
土
づ

く
り
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
胆
な
削
り
も
用
い
な
が
ら
、
米
年
の

の
び
や
か
な
筆
致
も
あ
い
ま
っ
て
、
全
体
と
し
て
お
お
ら
か
さ
が
感
じ

ら
れ
る
。
加
え
て
、
茶
碗
内
側
に
は
、
細
か
い
黒
色
の
粒
が
表
面
に
付

着
し
て
お
り
、
燃
料
の
破
片
が
焼
成
の
際
に
溶
け
た
釉
薬
に
こ
び
り
つ

い
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
（
図
版
４
）。
今
後
、
さ
ら
な
る
詳

細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
八
代
豊
助
の
作
陶
活
動
の
具
体
的
な
様

子
の
一
片
が
う
か
が
え
る
作
品
で
あ
る
。
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　名古屋市博物館常設展示室のテーマ 12「名古屋市の成

立と近代産業」のコーナーに、黒くて大きな鋼鉄製の機械

が展示されていることをご存じでしょうか？（図版 1）

　この機械は「Ｇ型自動織機」と呼ばれた動力織機で、輸

出用の幅の広い綿布を大量生産するために開発されまし

た。正式な機械名は「無
む

停
てい

止
し

杼
ひ

換
がえ

式
しき

豊
とよ

田
だ

自
じ

動
どう

織
しょっ

機
き

」（図版2）。

トヨタ自動車をはじめとするトヨタグループの創業者（社

祖）となる豊
とよ

田
だ

佐
さ

吉
きち

（1867 ～ 1930）が大正 13 年（1924）

に完成させたものです。

　当時の動力織機は、緯
よこ

糸
いと

を杼
ひ

（シャトル）に装填して経
たて

糸
いと

に送り込む装置を備えていました。生産効率を上げるた

め、緯糸がなくなった杼を機械が運転したまま速やかに交

換する工夫が求められていました。Ｇ型自動織機はこの課

題を世界で初めて克服し、綿布の生産性を著しく向上させ

た画期的な動力織機だったのです。このＧ型自動織機を生

産するために、佐吉が大正 15 年（1926）に刈谷に設立し

たのが豊田自動織機製作所（現在の豊田自動織機）でした。

　では何故、名古屋市博物館でＧ型自動織機を展示する必

要があったのでしょうか。Ｇ型自動織機の開発と初期の製

作が名古屋の地でおこなわれていたからです。佐吉は明治

44 年（1911）にトヨタグループの企業博物館「トヨタ産

業技術記念館」がある名古屋市西区則武新町に拠点を構え

て動力織機の開発に取り組み、大正 7 年（1918）に豊田紡

織という会社を設立しました。その一方で刈谷にも試験工

場の建設を進めていました。

　Ｇ型自動織機を佐吉が大正 13 年（1924）に完成させた

図版 1　テーマ 12の展示風景

と述べましたが、機械の開発は簡単なことではありません。

佐吉のリーダーシップによる「チーム佐吉」の努力の賜物

と見るべきであり、後にトヨタ自動車を創業する長男・喜
き

一
いち

郎
ろう

（1894 ～ 1952）がその主要メンバーにいたことは見

過ごしてはならないでしょう。

　どの時点で完成とするのかも捉え方が悩ましいところで

す。Ｇ型自動織機の開発の歴史は、多くは昭和 42 年（1967）

刊行の豊田自動織機の社史『四十年史』に依拠しています。

完成した段階については、Ｇ型自動織機にとって最も肝要

な無停止杼換式の装置（図版 3）の完成とし、特許を出願

した大正 13 年（1924）年 11 月としています。この特許は、

喜一郎の名前で出願されました。博物館のＧ型自動織機の

トップレールにも「JAPANESE PATENT」という特許

の一覧を列記した小さいプレート（図版 4）が付けられて

おり、特許の登録年月日が表記されています。

改めて『四十年史』を見ると、完成後にすぐには製品

化できず、名古屋市中川区西日置の工場（図版 5）で製作

に向けて準備が進められたとあります。Ｇ型自動織機に必

要な鋼鉄製の部材を鋳造する技術を手に入れるのに 1 年間

を要し、西日置の工場で「自動織機の第一号機が完成した

のは、大正十四年十一月」と記しています。その後およそ

1 年間は西日置の工場でＧ型自動織機は製作されました。

博物館のＧ型自動織機も西日置の工場で製作された最初期

の 1 台と考えられ、アームにある「豊田紡織株式会社」の

文字（図版 6）からもうかがわれます。

昭和 35 年（1960）刊行の『刈谷市誌』では完成年が「大

正十五年三月」となっています。『四十年史』には、この

時に刈谷の試験工場のＧ型自動織機が「すこぶる好調に稼

働」し、「試験工場を営業工場に切替え」たとあります。『刈

谷市誌』はこのことを重視していると思われ、『四十年史』

刊行以前に、これをもってＧ型自動織機の完成とする認識

があったことは注目されます。

　Ｇ型自動織機開発の歩みをたどってみましたが、実は博

物館ではＧ型自動織機を生産流通に関する「民俗資料」と

して登録しています。博物館の資料分類上そうなってしま

うのですが、技術史や経済史の先生方から違和感が示され

ることが度々あります。なるほどと思う反面、Ｇ型自動織

機に「民俗資料」としての可能性は見当たらないのでしょ

うか。

　民俗資料には機織り具がありますが、Ｇ型自動織機は機

織り具が高度に機械化したと捉えることができます。織り

具を扱うのは多くは女性でした。近現代の織物工場で働い

ていたのも多くは女性の従業員（女工）でした。工場で働

く女工の様子を「民俗」と捉えて叙述する取り組みが『愛

知県史』民俗編で試みられ、豊橋の製糸工場と尾西地方の

織物工場を事例に「工場の民俗」がまとめられました。

　また、織機メーカーと織物工場の関係についても、機械

の納品や修理などで両者をつなぐ「機
き

料
りょう

店
てん

」という仕事

があります。この小文をまとめるにあたり、尾西地方のあ

る機料店でお話をうかがう機会がありました。工場主との

やりとりをはじめ、一日に何度も織機メーカーと工場を往

復したり、部品の修理は鍛冶屋に頼んだりなど興味深い聞

き書きができ、調査を重ねれば「機料店の民俗」をまとめ

ることができるかもしれません。

　このような民俗学的な視点から、Ｇ型自動織機に絞って

まとめていくのは今後の課題と言わざるを得ません。来年

の令和 6 年（2024）にＧ型自動織機は「生誕 100 年」を迎

えます。これを契機に技術史や経済史から再検討されるこ

とを期待するとともに、民俗学的な立場からも新たな資料

の掘り起こしに取り組んでいきたいと思います。

G型自動織機に関する覚書
天野　卓哉
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