
２０２４年（令和６年） ４月２４日 水曜日（１）

日
本
の
近
代
化
を
支
え
た
製
糸
業
。
中

で
も
岡
谷
は
明
治
期
以
降
、
生
糸
の
一
大

生
産
地
と
な
り
、
「
シ
ル
ク
岡
谷
」
の
名

を
世
界
に
と
ど
ろ
か
せ
た
。
そ
の
歴
史
を

今
に
伝
え
る
岡
谷
蚕
糸
博
物
館
（
岡
谷
市

郷
田
）
は
製
糸
工
場
を
併
設
す
る
ユ
ニ
ー

ク
な
展
示
で
注
目
を
集
め
て
い
る
。

同
館
の
髙
林
千
幸
館
長（
�
）を
訪
ね

た
。岡
谷
で
製
糸
業
が
発
展
し
た
理
由
は
、

ま
ず
原
料
と
な
る
繭
を
十
分
に
確
保
で
き

た
こ
と
。そ
し
て
、生
産
に
欠
か
せ
な
い
水

を
天
竜
川
か
ら
大
量
に
取
り
入
れ
、
利
用

で
き
た
こ
と
。
さ
ら
に
水
質
が
偶
然
に
も

製
糸
業
に
適
し
て
い
た
こ
と
が
大
き
い
。

生
産
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
周
囲

の
山
々
か
ら
切
り
出
し
た
木
を
燃
料
に
し

て
得
て
い
た
。
製
糸
工
場
の
増
加
と
生
産

量
の
拡
大
に
伴
い
、
環
境
へ
の
負
荷
は
高

ま
っ
た
。
木
が
な
く
な
っ
た
山
は
雨
に
よ

っ
て
崩
れ
、
土
砂
は
川
か
ら
湖
に
流
れ
込

み
、
漁
業
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
環
境

を
守
る
こ
と
は
経
済
を
守
る
こ
と
で
も
あ

る
。
か
つ
て
の
製
糸
業
が
そ
ん
な
教
訓
を

現
代
に
伝
え
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

日
本
の
近
代
化
を
支
え
、
世
界
か
ら
求

め
ら
れ
た
岡
谷
の
シ
ル
ク
も
新
た
な
技
術

開
発
に
よ
っ
て
そ
の
需
要
が
し
ぼ
ん
で
い

く
。
そ
れ
で
も
日
本
に
残
っ
た
蚕
糸
の
研

究
の
成
果
と
伝
統
技
術
。
さ
ら
に
化
学
繊

維
と
違
い
、
す
べ
て
が
自
然
に
返
る
絹
製

品
は
持
続
可
能
な
社
会
に
新
た
な
価
値
を

提
供
し
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

（
野
村
知
秀
）

�
９
面
に
対
談

小
林
光
さ
ん
対
談
企
画

岡谷蚕糸博物館長として来訪者に岡谷の
製糸業の歴史などを伝える髙林さん�

岡谷蚕糸博物館長
髙林千幸さんと語る



２０２４年（令和６年） ４月２４日 水曜日 （第三種郵便物認可）（９）

メ
ン
デ
ル
の
法
則
を
活
用

髙
林

蚕
が
作
っ
た
繭
か
ら
糸
を
取

り
、
生
糸
に
す
る
こ
と
を
製
糸
と
言
い

ま
す
。
歴
史
は
古
く
、
中
国
か
ら
伝
わ

り
、
弥
生
時
代
に
は
す
で
に
始
ま
っ
て

い
ま
し
た
。
２
０
０
０
年
の
歴
史
が
あ

り
ま
す
。

小
林

明
治
時
代
以
降
、
日
本
の
生

糸
の
生
産
量
が
大
き
く
伸
び
た
こ
と
は

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
ま
で

の
製
糸
業
は
ど
の
程
度
の
規
模
だ
っ
た

の
で
す
か
。

髙
林

そ
の
頃
は
農
家
の
庭
先
や
土

間
で
簡
易
な
道
具
を
使
い
、
糸
繰
り
を

し
て
い
ま
し
た
。
蚕
も
桑
も
品
種
改
良

が
始
ま
っ
た
の
は
明
治
で
す
。
そ
れ
以

前
は
主
に
農
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
に

基
づ
い
て
掛
け
合
わ
せ
て
蚕
の
卵
を
増

や
し
て
い
た
の
で
良
い
繭
は
取
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

小
林

戦
後
も
生
糸
の
生
産
が
伸
び

る
時
期
が
あ
り
ま
す
ね
。

髙
林

１
９
４
５
（
昭
和
�
）
〜
�

（
同
�
）
年
頃
で
す
。

小
林

私
は
�
年
生
ま
れ
で
す
が
、

子
ど
も
の
頃
、
山
に
桑
畑
が
あ
っ
た
の

を
覚
え
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
に
留
学

時
に
日
本
と
同
じ
よ
う
に
山
に
桑
畑
が

広
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
光
景
を
見

ま
し
た
。
結
局
、
桑
で
は
な
く
、
ブ
ド

ウ
だ
っ
た
と
後
で
知
る
の
で
す
が
、
桑

と
ブ
ド
ウ
は
木
や
葉
の
形
が
な
ん
だ
か

似
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
フ
ラ
ン
ス
か
ら
明
治
政
府
は
１

８
７
２
（
明
治
５
）
年
、
繰
糸
機
を
輸

入
し
、
技
術
者
を
招
い
て
群
馬
県
に
官

営
富
岡
製
糸
場
を
操
業
し
ま
す
。
明
治

時
代
か
ら
始
ま
っ
た
蚕
の
品
種
改
良
で

す
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
の
蚕
が

世
界
の
中
で
優
位
性
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

髙
林

メ
ン
デ
ル
の
法
則
っ
て
あ
り

ま
す
よ
ね
。
日
本
で
は
そ
れ
を
活
用
し

た
の
で
す
。
メ
ン
デ
ル
は
エ
ン
ド
ウ
豆

を
使
っ
て
雑
種
強
勢
と
い
う
法
則
を
見

出
し
ま
し
た
。
日
本
の
遺
伝
学
者
、
外

山
亀
太
郎
は
メ
ン
デ
ル
の
法
則
を
動
物

で
実
証
し
ま
し
た
。
そ
の
動
物
と
は
蚕

だ
っ
た
の
で
す
。
世
界
で
初
め
て
の
発

見
で
し
た
。

小
林

学
問
的
に
良
い
蚕
を
作
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

髙
林

は
い
。
外
山
は
わ
が
国
の
蚕

糸
業
を
発
展
さ
せ
た
功
労
者
の
一
人
で

す
。
そ
し
て
、
外
山
の
研
究
に
最
初
に

目
を
付
け
た
の
が
、
日
本
最
大
の
製
糸

企
業
「
片
倉
組
」
を
率
い
た
初
代
片
倉

兼
太
郎
の
実
弟
、
今
井
五
介
で
す
。
今

井
は
外
山
の
研
究
成
果
を
生
か
し
、病

気
に
強
く
、良
い
糸
が
取
れ
る
蚕
の
卵

を
作
り
、
農
家
に
無
償
で
配
り
ま
し

た
。
こ
の
繭
の
評
判
は
あ
っ
と
い
う
間

に
広
が
り
、
導
入
か
ら
５
年
で
ほ
ぼ
日

本
中
に
広
が
り
ま
し
た
。

品
質
管
理
の
徹
底

小
林

な
ぜ
、
日
本
の
生
糸
が
世
界

的
な
競
争
力
を
持
て
た
の
で
し
ょ
う
か
。

髙
林

ま
ず
は
生
糸
の
品
質
で
す

ね
。
そ
れ
か
ら
生
糸
を
作
る
繰
糸
機
の

開
発
で
す
。
そ
う
し
て
生
産
さ
れ
た
生

糸
は
ア
メ
リ
カ
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。

小
林

日
本
の
絹
の
優
位
性
が
確
立

で
き
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
。

髙
林

明
治
後
半
か
ら
大
正
で
す
。

こ
の
時
期
の
生
糸
の
生
産
、
輸
出
量
は

ま
さ
に
う
な
ぎ
の
ぼ
り
で
す
。
日
本
の

生
糸
の
生
産
量
は
１
８
９
７
（
明
治

�
）
年
に
欧
州
一
の
蚕
糸
国
イ
タ
リ
ア

を
抜
き
、
１
９
０
９
（
同
�
）
年
に
生

糸
の
輸
出
量
は
中
国
を
越
え
て
世
界
一

と
な
り
ま
し
た
。

小
林

こ
の
地
域
で
製
糸
業
が
栄
え

た
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。

髙
林

ま
ず
は
繭
が
豊
富
に
あ
っ
た

こ
と
。
昔
の
地
図
を
見
る
と
ほ
と
ん
ど

が
桑
畑
で
す
。
次
に
水
。
水
が
な
い
所

で
製
糸
業
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

小
林

水
は
何
に
使
う
の
で
す
か
。

髙
林

糸
を
繰
る
に
は
繭
を
煮
ま
す

が
、
そ
の
時
に
水
を
使
い
ま
す
。
１
�

の
生
糸
を
作
る
た
め
に
１
	
の
水
が
必

要
で
す
。
岡
谷
の
製
糸
企
業
の
工
場
は

当
初
、
諏
訪
湖
の
上
流
部
に
あ
り
ま
し

た
が
、生
産
量
が
増
え
る
に
つ
れ
、水
が

足
り
な
く
な
り
、
天
竜
川
の
水
を
利
用

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。水
車
を
回
し
、

水
を
く
み
上
げ
て
使
い
ま
す
。ま
た
、

繰
枠
を
回
す
動
力
用
と
し
て
も
大
き
な

水
車
を
利
用
し
ま
し
た
。
岡
谷
が
運
が

良
か
っ
た
の
は
、
諏
訪
湖
、
天
竜
川
の

水
質
が
偶
然
に
も
製
糸
業
に
合
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
カ
ル
シ
ウ
ム
と

い
っ
た
金
属
類
が
水
に
溶
け
て
い
る

と
、
糸
は
ほ
ぐ
れ
に
く
く
な
り
ま
す

が
、
諏
訪
湖
の
水
は
軟
水
で
製
糸
に
適

し
て
い
ま
し
た
。

小
林

な
る
ほ
ど
、
繭
と
水
量
が
豊

富
で
水
質
が
合
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
排
水
は
ど
う
で
し
た
か
。

繭
を
煮
た
水
を
そ
の
ま
ま
流
せ
ば
、
富

栄
養
化
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
が
。

髙
林

当
時
は
ま
だ
、
繭
を
煮
た
水

は
養
分
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
て
魚

の
え
さ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。戦
後
に
な
る
と
製
糸
工
場
の
経

営
者
た
ち
は
、排
水
を
浄
化
す
る
た
め
に

微
生
物
に
有
機
物
を
食
べ
さ
せ
て
き
れ

い
に
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
ま
し
た
。

か
つ
て
の
製
糸
業
の
功
罪

小
林

昔
の
写
真
を
見
る
と
、あ
ち
ら

こ
ち
ら
が
は
げ
山
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

髙
林

こ
れ
は
製
糸
業
の
負
の
側
面

で
す
。
製
糸
工
場
が
ど
ん
ど
ん
増
え
ま

す
か
ら
、
山
の
木
を
切
り
、
ボ
イ
ラ
ー

で
蒸
気
を
発
生
さ
せ
る
た
め
の
燃
料
に

使
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
山
の
木
が

な
く
な
り
、
土
砂
崩
れ
が
相
次
い
で
発

生
し
、
土
砂
が
川
や
湖
に
流
入
し
ま
し

た
。
水
が
濁
る
と
、
漁
業
に
悪
影
響
を

与
え
ま
す
。
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
う

こ
と
に
な
り
、
植
林
活
動
が
始
ま
り
ま

し
た
。
ま
た
、
炭
を
使
う
よ
う
に
も
な

り
ま
し
た
。
１
９
０
５
（
明
治


）
年
、

岡
谷
に
鉄
道
が
通
る
と
、全
国
か
ら
石

炭
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

小
林

こ
こ
は
盆
地
だ
か
ら
、
煙
が

た
ま
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

髙
林

明
治
後
期
の
写
真
を
見
る

と
、
釜
口
水
門
か
ら
見
る
工
場
群
は
か

す
ん
で
い
ま
す
。
岡
谷
の
ス
ズ
メ
は
黒

か
っ
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。
健
康

被
害
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
当
時
は

ま
だ
公
害
と
い
う
意
識
が
あ
ま
り
な
か

っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
製
糸
家
た

ち
は
岡
谷
か
ら
原
料
や
燃
料
を
求
め
て

県
外
に
進
出
し
て
い
き
ま
し
た
。

小
林

人
が
集
ま
る
と
、
文
化
水
準

も
高
ま
り
ま
す
よ
ね
。

髙
林

近
県
か
ら
岡
谷
に
集
め
た
多

く
の
工
女
さ
ん
に
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら

働
い
て
も
ら
う
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

読
み
、
書
き
、
そ
ろ
ば
ん
や
華
道
、
裁

縫
ま
で
教
え
ま
し
た
。
岡
谷
で
は
映
画

や
演
劇
、サ
ー
カ
ス
も
行
わ
れ
ま
し

た
。
工
女
さ
ん
た
ち
は
苦
し
い
こ
と
も

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、当
時
の
水
準

と
し
て
は
い
い
暮
ら
し
が
で
き
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
こ
そ
絹
の
時
代
へ

小
林

製
糸
業
が
衰
退
し
た
理
由
は

な
ん
で
す
か
。

髙
林

ア
メ
リ
カ
へ
の
輸
出
が
な
く

な
っ
た
こ
と
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
で
ナ

イ
ロ
ン
が
開
発
さ
れ
、
絹
の
需
要
が
落

ち
込
み
ま
し
た
。
内
需
に
シ
フ
ト
し
、

戦
後
は
高
度
経
済
成
長
で
女
性
が
着
物

を
買
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
ほ
ど

な
く
し
て
洋
装
化
が
進
み
、
需
要
が
減

り
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

小
林

せ
っ
か
く
あ
る
絹
や
製
糸
業

の
文
化
、
歴
史
を
今
後
に
ど
う
生
か
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
か
。

髙
林

私
は
「
日
本
人
の
心
に
は
絹

が
宿
っ
て
い
る
」
と
思
う
の
で
す
ね
。

日
本
人
の
感
性
に
響
く
絹
を
今
後
も
大

事
に
し
た
い
で
す
。
実
は
以
前
、
欧
州

の
高
級
ブ
ラ
ン
ド
が
当
館
を
訪
れ
ま
し

て
ね
、
日
本
の
絹
織
物
に
関
心
を
寄
せ

て
い
ま
し
た
。
日
本
の
強
み
は
日
本
は

１
６
０
０
種
も
の
蚕
の
原
種
を
持
つ
点

に
あ
り
ま
す
。
研
究
の
蓄
積
も
世
界
一

で
す
。
生
か
せ
る
場
は
少
な
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、
１
０
０
年
の
研
究
の
成
果

を
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
さ
せ
て
は
い
け
な

い
と
思
う
の
で
す
。

小
林

生
糸
の
作
り
方
は
面
白
い
で

す
。
生
き
物
に
糸
を
作
ら
せ
て
、
そ
れ

を
取
り
、
加
工
す
る
。
化
学
繊
維
と
違

っ
て
、
天
然
繊
維
は
良
い
環
境
の
化
身

で
す
。

髙
林

蚕
の
え
さ
と
な
る
桑
は

太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
浴
び
て
育

ち
、
蚕
は
そ
れ
を
食
し
て
繭
を
つ

く
り
ま
す
。
繭
か
ら
は
糸
を
取
り

出
す
だ
け
で
な
く
、
さ
な
ぎ
も
飼

料
や
肥
料
に
し
ま
す
。
着
物
は
、

古
く
な
っ
た
後
、
ぼ
ろ
雑
巾
と
し

て
使
い
き
り
、
最
後
は
土
に
埋
め

て
自
然
に
返
し
ま
す
。
絹
は
動
物

性
の
た
ん
ぱ
く
質
な
の
で
バ
ク
テ

リ
ア
が
食
べ
、
分
解
さ
れ
る
の
で

す
。
蚕
糸
業
は
２
０
０
０
年
も
前

か
ら
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開

発
目
標
）
を
実
践
し
て
き
た
の
で

す
。

蚕糸２０００年前からSDGs実践

質量優れた天竜川の水と山の木で繁栄質量優れた天竜川の水と山の木で繁栄

小
林
光
さ
ん

対
談

髙
林
千
幸
さ
ん

髙林千幸さん ７３

岡谷蚕糸博物館長。岡谷シルクブラ
ンド協議会会長日本人の感性に響く絹の魅力

岡
谷
蚕
糸
博
物
館
の
動
態
展
示
を
見
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平野村（現岡谷市）で、製糸会社「中山社」を
営む武居代次郎が開発した諏訪式繰糸機。フラ
ンス式とイタリア式を折衷した繰糸機で、比較
的安価な機械でありながら高品質の生糸が生産
できるとあって、明治期に全国に広がった

元環境省環境事務次官。東京大先端
科学技術研究センター研究顧問。茅
野市行政アドバイザー（環境分野）
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