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糸
業
に
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性
を
見
い
だ
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製
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機
械
の
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。
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の
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第9回展示

「近代甲府を彩った人々─県都甲府500年─」
期　　間 ：4月1日～9月27日

官営富岡製糸場に次ぐ規模であった赤れんが造りの県営勧業製糸場　
（山梨県立博物館蔵）

た
。雅
樹
は
、製
糸
事
務
取
締
に
任
命
さ
れ
、

勧
業
製
糸
場
の
運
営
と
生
糸
の
質
の
向
上
に

取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　
雅
樹
は
勧
業
製
糸
場
の
経
営
を
順
調
に
進

め
、勧
業
製
糸
場
で
作
ら
れ
た
生
糸
は
次
第

に
諸
外
国
の
信
用
を
取
り
戻
し
、市
場
価
格

　
名
取
雅
樹
は
、１
８
１
４（
文
化
11
）年
、甲

府
山
田
町
の
紅
問
屋・和
泉
屋
利
右
衛
門
の

次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。１
８
５
０（
嘉
永

３
）年
、本
家
の
名
取
作
右
衛
門
の
娘・志
ん

と
結
婚
し
、紙
、綿
、生
糸
、蚕
種
の
商
売
を

営
ん
だ
。山
梨
で
は
、古
く
か
ら
養
蚕
業
が

盛
ん
だ
っ
た
が
、幕
末
に
な
る
と
高
品
質
の

生
糸
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、近
畿
地

方
に
運
ば
れ
織
物
原
料
と
し
て
用
い
ら
れ

た
。１
８
５
９（
安
政
６
）年
の
開
港
に
よ
り

生
糸
が
主
要
な
輸
出
品
に
な
る
と
、一
気
に

需
要
が
高
ま
り
、甲
州
産
生
糸
も
横
浜
港

か
ら
諸
外
国
へ
積
み
出
さ
れ
て
いっ
た
。し
か

し
、そ
の
頃
か
ら
、質
の
悪
い
糸
を
良
質
の
糸

で
覆
っ
た
り
、束
ね
た
糸
の
中
心
に
金
属
片

を
入
れ
て
重
さ
を
ご
ま
か
し
た
り
と
いっ
た

こ
と
が
横
行
し
、甲
州
産
生
糸
の
信
用
は
地

に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、雅
樹
は
良
質
な

生
糸
を
作
る
た
め
に
は
、機
械
の
改
良
が
必

要
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、１
８
７
１（
明
治

４
）年
に
製
糸
工
程
の
手
間
を
省
く
画
期
的

な
機
械
を
完
成
さ
せ
た
。雅
樹
は
こ
れ
を

「
名
取
器
械
」と
名
付
け
、工
場
を
開
い
て
製

糸
業
を
開
始
。翌
年
に
は
、上
質
な
生
糸
を

安
定
し
て
生
産
で
き
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　
１
８
７
３（
明
治
６
）年
に
山
梨
に
赴
任
し

た
藤
村
紫
朗
権
令（
後
の
県
令
）は
、権
参
事

の
富
岡
敬
明
と
共
に
名
取
器
械
を
高
く
評

価
。大
蔵
省
に
功
績
を
賞
す
る
よ
う
上
申

し
、雅
樹
に
報
償
金
が
与
え
ら
れ
た
。さ
ら
に

藤
村
は
、甲
府
錦
町
に
県
内
製
糸
業
の
模
範

と
な
る
県
営
勧
業
製
糸
場
の
建
設
計
画
を

打
ち
出
す
と
、そ
こ
に
名
取
器
械
を
導
入
し
、

建
設
運
営
事
務
担
当
に
雅
樹
を
指
名
し
た
。

当
時
の
山
梨
に
お
い
て
近
代
工
業
は
未
成
熟

で
あ
っ
た
た
め
、工
場
の
壁
と
な
る
れ
ん
が
を

作
る
焼
場
な
ど
を
建
設
し
た
り
、釜
を
作
る

た
め
の
資
材
と
し
て
寺
か
ら
鐘
を
買
い
集
め

た
り
す
る
必
要
が
あ
り
、勧
業
製
糸
場
建

設
は
困
難
を
極
め
た
。し
か
し
、雅
樹
は
情

熱
を
も
っ
て
そ
の
任
に
当
た
っ
た
。

　
１
８
７
４（
明
治
７
）年
10
月
、つ
い
に
勧
業

製
糸
場
が
完
成
し
た
。こ
れ
は
、桁
行
約
63

メ
ー
ト
ル
、梁
行
約
９
メ
ー
ト
ル
の
赤
れ
ん
が

造
り
の
大
工
場
で
、水
車
を
動
力
と
し
た
作

業
場
に
、倉
庫
、食
堂
、催
し
物
や
会
合
を

行
う
会
所
な
ど
を
備
え
て
い
た
。ま
た
、女
工

２
０
０
人（
後
に
４
０
０
人
に
増
加
）が
働
き
、

群
馬
県
官
営
富
岡
製
糸
場
に
次
ぐ
規
模
で

あ
っ
た
。開
業
式
に
は
花
火
が
打
ち
上
げ
ら

れ
る
な
ど
、ま
る
で
お
祭
り
の
よ
う
で
あ
っ

も
上
昇
し
て
いっ
た
。こ
の
評
判
は
養
蚕
業
や

製
糸
業
を
営
む
人
々
に
広
が
り
、丁
寧
に
作
っ

た
生
糸
が
大
き
な
利
益
を
生
み
、手
を
抜
い

て
い
い
加
減
に
作
っ
た
生
糸
が
損
失
に
な
る
こ

と
を
理
解
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。勧
業
製
糸

場
の
開
業
以
降
、わ
ず
か
数
年
の
間
に
甲
府

を
中
心
と
し
て
、民
間
の
器
械
製
糸
場
が

次
々
と
創
業
し
て
い
き
、山
梨
の
生
糸
生
産

額
は
上
昇
し
て
いっ
た
。１
８
７
９（
明
治
12
）

年
に
は
、日
本
に
お
け
る
全
生
糸
生
産
額
の

２
割
弱
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。ま
た
、勧

業
製
糸
場
で
作
ら
れ
た
生
糸
が
内
国
勧
業

博
覧
会
や
仏
国
万
国
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
、

共
に
入
賞
し
、そ
の
質
も
高
く
評
価
さ
れ
、雅

樹
が
運
営
す
る
勧
業
製
糸
場
は
山
梨
の
製

糸
業
を
大
き
く
リ
ー
ド
し
て
いっ
た
。

　
人
生
を
製
糸
業
に
捧
げ
、そ
の
情
熱
と
探

求
に
よ
り
、山
梨
の
製
糸
業
が
繁
栄
す
る
礎

を
築
い
た
雅
樹
は
、１
９
０
０（
明
治
33
）年
、

そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

やまなしの
偉人たち

35

山
梨
の
製
糸
業
の
近
代
化
に
貢
献

県
営
勧
業
製
糸
場
の
建
設
と

運
営
に
尽
力

製
糸
業
の
将
来
性
に
着
目
し

「
名
取
器
械
」の
開
発
に
心
血
を
注
ぐ

は
り
ゆ
き
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