
富岡
製糸
場が
世界
文化
遺産
に

推薦
決定！

！
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富
岡
製
糸
場
建
設
に
尽
力

し
た
深
谷
の
三
偉
人

　

富
岡
製
糸
場
は
、
西
欧
か
ら
最

新
の
技
術
を
導
入
し
設
立
さ
れ
た

国
内
初
の
官
営
製
糸
場
で
す
。
明

治
３
年
、
殖
産
興
業
を
進
め
る
明

治
政
府
は
貿
易
に
よ
る
外
貨
獲

得
の
た
め
、
模
範
的
な
洋
式
製
糸

場
の
建
設
を
計
画
し
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
当
時
、
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ

た
富
岡
に
製
糸
場
を
建
設
す
る
こ

と
に
な
り
、
設
置
主
任
と
し
て
指

揮
を
執と

っ
た
の
が
渋
沢
栄
一
で
し

た
。
栄
一
は
、
い
と
こ
の
尾
高
惇

忠
や
韮
塚
直
次
郎
ら
と
と
も
に
力

を
尽
く
し
、
明
治
５
年
、
官
営
製

糸
場
の
創
業
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。

尾お

高だ
か

惇じ
ゅ
ん

忠ち
ゅ
う

　

栄
一
の
学
問
の
師
。
栄
一
の
命

に
よ
り
、
富
岡
製
糸
場
の
設
立
の

任
務
に
就
く
と
、
敷
地
選
定
か
ら

携
わ
り
、
建
設
現
場
の
実
務
に
も

当
た
り
ま
し
た
。
創
業
後
は
、
初

代
工
場
長
と
し
て
工
女
の
募
集
に

至
る
ま
で
尽
力
し
ま
し
た
。
工
女

の
募
集
に
際
し
て
は
、
長
女
（
尾お

高だ
か

勇ゆ
う

）
を
第
１
号
と
し
て
入
場
さ

せ
ま
し
た
。
ま
た
、
採
用
し
た
工

女
に
は
人
間
性
を
重
視
す
る
教
育

を
施
し
ま
し
た
。

韮に
ら

塚づ
か

直な
お

次じ

郎ろ
う

　

惇
忠
の
下
で
、
煉れ

ん

が瓦
・
瓦
の
製

造
責
任
者
を
務
め
ま
し
た
。
製
糸

場
建
設
に
は
、
大
量
の
煉
瓦
が
必

要
で
し
た
が
、
当
時
、
煉
瓦
は
極

め
て
ま
れ
な
建
築
資
材
で
あ
っ
た

た
め
調
達
が
困
難
で
し
た
。
直
次

郎
は
瓦
に
精
通
し
て
い
た
た
め
、

郷
里
か
ら
熟
練
の
瓦
職
人
を
集
め
、

試
行
錯
誤
の
末
、
よ
う
や
く
煉
瓦

の
製
造
に
成
功
し
ま
し
た
。
ま
た
、

煉
瓦
を
接
着
さ
せ
る
た
め
、
し
っ

く
い
を
加
工
し
た
接
着
剤
を
開
発

す
る
な
ど
し
て
、
製
糸
場
の
建
設

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

世界的にも絹産業の発展に重要な役割を果た
した『富岡製糸場と絹産業遺産群』

　

昨
年
、
政
府
が
世
界
文
化
遺
産
へ
の
推
薦
を
正
式
に
決
定
し
た
『
富
岡
製
糸
場
と
絹
産
業
遺
産
群
』。

こ
の
富
岡
製
糸
場
（
群
馬
県
富
岡
市
）
の
建
設
に
は
、
渋
沢
栄
一
を
は
じ
め
と
す
る
深
谷
の
偉
人
た
ち
が

大
き
な
貢
献
を
果
た
し
ま
し
た
。
渋
沢
栄
一
が
結
ん
だ
『
深
谷
と
富
岡
』。
小こ

島じ
ま

深
谷
市
長
と
岡お

か

野の

富
岡

市
長
に
、
両
市
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
島
市
長　

正
式
推
薦
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
富
岡
製
糸
場
が
世
界
文
化

遺
産
に
登
録
さ
れ
れ
ば
、
渋
沢
・
尾
高
・

韮
塚
の
顕
彰
に
通
じ
ま
す
の
で
、
深
谷

市
に
と
っ
て
も
大
き
な
喜
び
で
す
。

岡
野
市
長　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
深
谷
市
輩
出
の
三
偉
人
の
お
か
げ

で
今
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

小
島
市
長　

明
治
と
い
う
新
し
い
時
代

を
切
り
開
い
た
先
人
た
ち
は
、
国
の
こ

と
を
思
う
強
い
意
志
・
思
想
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
礎
は
教
育
力
で
す
。
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当
時
、
こ
の
地
域
で
は
利
根
川
が
輸

送
の
大
動
脈
で
、
物
資
だ
け
で
な
く
文
化

や
思
想
が
伝
わ
り
ま
し
た
。
私
塾
が
盛
ん

で
、中な

か

瀬ぜ

河か

岸し

は
情
報
の
集
積
地
で
し
た
。

今
、
利
根
川
に
代
わ
る
も
の
が
高
度
情
報

通
信
で
す
。
こ
れ
を
念
頭
に
、
深
谷
市

で
は
小
・
中
学
校
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
な
ど
の
情
報
通
信
環
境
の
整
備
に

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
整
備
率
は
県
下
40

市
で
１
番
で
す
。
ま
た
、
栄
一
の
私
利

を
求
め
ず
公
益
に
働
く
不
屈
の
精
神
を

学
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
、
副
読
本
と
し

て
『
渋
沢
栄
一
こ
こ
ろ
ざ
し
読と

く

本ほ
ん

』
を
刊

行
し
、
小
・
中
学
校
の
道
徳
の
時
間
な
ど

で
活
用
し
て
い
ま
す
。
偉
人
を
輩
出
し
た

郷
土
を
誇
り
に
思
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

岡
野
市
長　

富
岡
製
糸
場
は
近
代
日
本

の
産
業
基
盤
を
つ
く
り
、
人
材
育
成
の

面
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

工
女
た
ち
は
教
養
と
人
間
性
を
高
め

る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
い
う
惇
忠
の
考

え
の
下
、
日
本
初
の
企
業
内
学
校
が
設

立
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
女
子
教
育

の
始
ま
り
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ

富
岡
と
深
谷
の
活
性
化
戦
略

世
界
文
化
遺
産
は
広
域
観
光
の
核

岡
野
市
長　

観
光
と
い
う
点
で
は
、
ま

ず
、
富
岡
製
糸
場
を
保
存
し
な
が
ら
、

活
用
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

富
岡
製
糸
場
は
工
場
で
す
。
な
ぜ
工
場

が
世
界
遺
産
に
な
る
の
か
。
そ
の
疑
問

に
応
え
る
た
め
に
も
、
製
糸
場
を
積
極

的
に
活
用
し
、
価
値
を
伝
え
て
い
き
た

い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
製
糸
場
の
観
光
客
を
街

中
や
妙
義
山
へ
誘
導
す
る
仕
組
み
を
確

立
し
よ
う
と
、
近
隣
の
観
光
地
か
ら
ノ

ウ
ハ
ウ
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

富
岡
を
中
心
と
す
る
周
辺
一
帯
の
活
性

化
が
で
き
る
よ
う
、
深
谷
市
と
も
連
携

を
図
っ
て
い
き
た
い
で
す
。
富
岡
製
糸

場
を
世
界
遺
産
に
推
薦
す
る
こ
と
に

な
っ
た
途
端
、
１
か
月
の
来
場
者
数
が

２
万
人
か
ら
４
万
人
に
増
え
ま
し
た
。

こ
の
世
界
遺
産
効
果
を
深
谷
を
は
じ
め

と
す
る
周
辺
地
域
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と

岡
製
糸
場
の
世
界
遺
産
登
録
を
機
に
、

富
岡
製
糸
場
建
設
に
尽
力
し
た
深
谷
の

三
偉
人
が
、
ど
の
よ
う
に
近
代
産
業
を

築
い
て
い
っ
た
か
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー

を
全
国
に
発
信
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
今
後
、
富
岡

の
よ
う
な
歴
史
あ
る
製
糸
場
を
知
っ
て

こ
そ
、
子
ど
も
た
ち
は
郷
土
に
誇
り
が

持
て
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

富
岡
で
は
昨
年
、
富
岡
の
ま
ち
づ
く

り
４
０
０
年
を
記
念
し
て
『
富
岡
の
ま

ち
』
を
刊
行
し
、全
戸
配
布
し
ま
し
た
。

立
志
式
で
は
市
内
の
中
学
校
２
年
生
全

員
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
付
け
て
配
る
予
定

で
す
。
製
糸
場
の
創
業
に
か
か
わ
っ
た

人
は
皆
若
く
し
て
国
の
一
大
事
業
を
成

功
さ
せ
ま
し
た
。
自
主
自
立
で
き
る
若

い
世
代
を
育
て
て
い
き
た
い
で
す
。

も
富
岡
の
役
目
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

小
島
市
長　

岡
野
市
長
が
お
っ
し
ゃ
る

よ
う
に
、
富
岡
製
糸
場
は
工
場
で
す
。

で
は
そ
こ
に
何
が
求
め
ら
れ
る
か
と

い
っ
た
ら
、
わ
た
し
は
ス
ト
ー
リ
ー
だ

と
思
い
ま
す
。

　

世
界
遺
産
と
は
、
世
界
に
ど
れ
だ
け

影
響
を
与
え
た
か
を
示
す
も
の
で
、
富

岡
製
糸
場
は
ま
さ
に
世
界
の
絹
産
業
界

を
一
新
し
た
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
す
。
富

市
と
の
連
携
を
強
化
し
、
渋
沢
・
尾
高
・

韮
塚
を
全
面
に
出
し
、
製
糸
場
と
関
連

の
深
い
伊
勢
崎
市
な
ど
も
含
め
た
広
域

観
光
戦
略
を
展
開
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

観
光
の
点
か
ら
も
う
一
つ
。
深
谷
市

で
は
、
花
園
Ｉ
Ｃ
周
辺
の
活
性
化
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
花
園
Ｉ
Ｃ
は
深
谷

の
み
な
ら
ず
、
秩
父
・
長
瀞
を
含
む
北

関
東
の
玄
関
口
で
も
あ
り
ま
す
。
観
光

と
農
業
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
周
辺
一
帯
で

連
携
し
、活
性
化
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

夢
が
広
が
る
深
谷
と
富
岡歴史

・
文
化
を
共
有

岡
野
市
長　

富
岡
の
絹
産
業
は
、
残
念

な
が
ら
縮
小
状
態
に
あ
り
ま
す
。
製
糸

場
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
と
し
て

も
、
製
糸
場
の
建
物
だ
け
が
残
っ
て
い

る
の
で
は
、
そ
の
意
味
は
半
減
し
て
し

ま
い
ま
す
。
こ
の
産
業
を
保
存
す
る
こ

と
が
富
岡
の
使
命
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
保
存
と
同
時
に
、
富
岡
に
絹

産
業
を
集
約
し
た
施
設
を
建
設
で
き
れ

ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
富
岡
に
来
れ
ば

絹
産
業
の
す
べ
て
が
あ
る
。
養
蚕
か
ら

製
糸
、
染
色
、
機
織
り
、
デ
ザ
イ
ン
ま

で
、
絹
産
業
の
す
べ
て
が
体
験
で
き
れ

ば
、
観
光
客
の
皆
さ
ん
に
満
足
し
て
い

た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

富
岡
が
世
界
遺
産
の
ま
ち
に
ふ
さ
わ

し
く
あ
る
に
は
、
市
だ
け
で
な
く
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
お
力
も
必
要
で
す
。
市

と
市
民
が
一
体
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
観

光
客
は
満
足
し
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
古
い
街
並
み
や
歴
史
、
市
民
一
人

ひ
と
り
の
お
も
て
な
し
の
心
で
、
富
岡

を
訪
れ
る
か
た
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る

空
間
を
提
供
で
き
れ
ば
い
い
で
す
ね
。

小
島
市
長　

富
岡
製
糸
場
を
取
り
巻
く

時
代
背
景
や
、
ど
ん
な
人
た
ち
が
ど
ん

な
思
い
で
成
し
遂
げ
た
か
な
ど
、
歴
史

を
じ
か
に
感
じ
な
が
ら
、
製
糸
場
や
そ

の
関
連
施
設
を
巡
り
学
ん
で
い
く
。
そ

ん
な
企
画
旅
行
を
提
供
で
き
た
ら
楽
し

い
で
す
ね
。
そ
の
取
り
組
み
を
、
ま
ず

は
深
谷
と
富
岡
の
子
ど
も
た
ち
に
体
験

し
て
ほ
し
い
で
す
。
現
在
で
も
、
市
内

の
数
校
が
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
深
谷

の
子
ど
も
た
ち
に
富
岡
製
糸
場
を
見
学

し
て
、富
岡
と
深
谷
の
か
か
わ
り
を
知
っ

て
も
ら
う
。
ま
た
、
富
岡
の
子
ど
も
た

ち
に
も
、
深
谷
市
内
に
あ
る
栄
一
ら
の

施
設
を
見
て
も
ら
う
。
実
の
あ
る
交
流

を
し
た
い
で
す
ね
。
ま
た
、
こ
う
い
う

時
代
で
す
の
で
、
災
害
の
面
で
も
相
互

支
援
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
機
会
に
歴
史
と
文
化
を
共
有
し
、

連
携
を
強
化
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

岡
野
市
長　

歴
史
・
文
化
を
共
有
す
る

両
市
は
、
友
好
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
と

思
い
ま
す
。

小
島
市
長　

わ
た
し
も
そ
う
思
い
ま
す
。

東
ひがし

繭
まゆ

倉
そう

庫
こ

：乾燥させた繭の貯蔵を主な目的とした倉庫で、西側にも同規模の建物（西繭倉庫）
が配置されています。東繭倉庫は、富岡製糸場に入ると最初に目にする建物です

繰
そう

糸
し

所
じょ

（内部）：富岡製糸場の中核施設 として、繰糸（数本の繭糸をより合
わせ生糸を作る）が行われました

女
じょ

工
こう

館
かん

（2号館）：富岡製糸場で、フランス式の器械繰糸技術を工女（製糸場の若い女性労働者）に
教えるフランス人女性教師（教婦）の宿舎として、明治6年に建設されました

画像提供：富岡市・富岡製糸場


