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1875年、睦沢村（現・甲斐市亀沢）に建てられた。代表
的な藤村式建築の一つ。2010年、甲府駅北口に移転
し、交流ガイダンス施設として新たに開館。
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村
紫
朗
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弘
化
２
）年
、熊

本
藩
士
黒
瀬
市
左
衛
門
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次
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と
し
て
生
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王
攘
夷
運
動
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６
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文
久
３
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脱
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し
、
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元
治
元
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の
禁
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州
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。１
８
６
８（
慶
応
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戊
辰
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争
勃
発
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に
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政
府
軍
の
軍
監

と
し
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北
陸
路
を
転
戦
。こ
の
頃
か
ら
、藤
村

姓
を
名
乗
る
よ
う
に
な
る
。明
治
政
府
で
は

行
政
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と
し
て
大
阪
府
参
事
な
ど
を
歴
任

し
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。
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８
７
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明
治
６
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小
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取
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梨
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梨
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仕
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上
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梨
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条
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縛
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で
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、人
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た
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輸
送
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馬
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の
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改
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に
も
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８
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７
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の『
道
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取
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は
道
路
用
地
の
提
供
や
寄
付

の
申
し
出
が
相
次
い
だ
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に
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往
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往
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た
主
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交
通
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や
橋
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整
備
を
進
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、「
道
路

県
令
」と
評
さ
れ
た
。
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の
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に
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意
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で
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に
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て
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無
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省
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小
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８
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８
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他
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。翌
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に
文
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築
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の
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平
均
を

は
る
か
に
上
回
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よ
う
に
な
っ
て
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。
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朗
の
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に
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梨
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８
８
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相
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手
と
し
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り
、自
ら
県
内
各
所

に
出
向
い
て
市
井
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
な

ど
、県
へ
の
信
頼
感
の
回
復
に
努
め
た
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に
お
い
て
は
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明
治
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）年

４
月
20
日
に『
物
産
富
殖
ノ
告
喩
』を
発
し

蚕
糸
業
の
発
展
に
県
全
体
で
取
り
組
め
ば

多
く
の
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益
が
得
ら
れ
る
と
県
民
に
語
り
掛

け
、大
蔵
省
よ
り
貸
与
さ
れ
た
資
金
を
元
手

に
、日
野
原（
現・北
杜
市
長
坂
町
）の
開
墾
に

着
手
。桑
苗
を
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す
る
一
方
、県
産
生
糸

改
良
の
た
め
、１
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明
治
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）年
、甲
府

錦
町
に
県
営
勧
業
製
糸
場
を
建
設
。群
馬
県

の
富
岡
製
糸
場
に
次
ぐ
国
内
２
番
目
の
規
模

で
あ
っ
た
。さ
ら
に
、福
島
な
ど
蚕
糸
業
の
先

進
地
へ
伝
習
生
を
派
遣
し
た
り
、１
５
０
万

本
の
桑
苗
を
信
州
か
ら
手
に
入
れ
て
村
々
に

分
け
与
え
た
り
と
、さ
ま
ざ
ま
な
蚕
糸
業
振

興
策
を
推
し
進
め
た
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