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　若
尾
逸
平
は
、１
８
２
０（
文
政
３
）年

巨
摩
郡
在
家
塚
村（
現・南
ア
ル
プ
ス
市
）に

父・林
右
衛
門
、母・き
の
の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
た
。若
尾
家
は
代
々
村
役
人
を
務
め

先
祖
を
た
ど
れ
ば
武
田
氏
に
つ
な
が
る
名

家
で
あ
っ
た
が
、林
右
衛
門
が
隣
村
と
の
長

年
の
訴
訟
を
収
め
る
た
め
に
私
財
を
投
じ

た
こ
と
か
ら
生
活
は
困
窮
し
て
いっ
た
。

　１
８
３
７（
天
保
８
）年
、18
歳
に
な
っ
た

逸
平
は
、幼
い
頃
か
ら
の
夢
だ
っ
た
剣
客
を

志
し
江
戸
に
出
る
。し
か
し
、泰
平
の
世
と

な
っ
て
い
た
城
下
で
は
剣
術
の
修
行
も
ま
ま

な
ら
ず
、そ
の
後
、自
ら
の
生
き
る
道
を
商

売
に
見
い
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
。22
歳
の
時

一
荷
一
駄
の
モ
モ
を
持
ち
信
州
を
目
指
し

た
が
途
中
で
腐
り
大
赤
字
と
な
っ
た
。し
か

し
生
来
の
負
け
ず
嫌
い
。悔
し
さ
か
ら
、商
い

へ
の
情
熱
は
か
え
っ
て
強
固
と
な
り
、次
は
タ

バ
コ
を
仕
入
れ
て
各
地
で
地
道
に
売
り
歩
い

た
。そ
の
後
、天
秤
棒
の
両
側
に
ど
っ
さ
り
と

産
物
を
積
み
甲
州
と
武
州
を
往
来
す
る
こ

と
５
年
、１
５
０
両
以
上
を
蓄
え
て
、ひ
と
か

ど
の
商
人
と
な
っ
た
。

　正
直
さ
と
真
面
目
さ
で
次
々
と
信
用
を

得
た
逸
平
は
、確
実
に
商
売
を
大
き
く
し
て

いっ
た
。１
８
５
７（
安
政
４
）年
に
は
、生
涯
の

伴
侶
と
な
る
は
つ
と
結
婚
し
た
。

　１
８
５
９（
安
政
６
）年
、横
浜
港
が
開
か
れ

る
と
、逸
平
は
い
ち
早
く
外
国
人
と
甲
州
生

糸
の
交
易
を
試
み
た
。横
浜
で
の
交
易
が
軌

道
に
乗
り
始
め
た
頃
の
こ
と
。取
引
先
の
商

館
で
、主
人
と
出
入
り
の
商
人
が
き
ら
り
と

光
る
か
け
ら（
水
晶
）を
や
り
と
り
す
る
様
子

を
見
か
け
た
弟・幾
造
が
、取
っ
て
返
し
て
逸

平
に
報
告
。早
速
、二
人
で
御
嶽
村（
現・甲
府

市
）の
職
人
か
ら
水
晶
く
ず
を
仕
入
れ
る
と

肩
に
食
い
込
む
天
秤
棒
を
担
ぎ
、中
一日
で
横

浜
へ
戻
っ
て
売
り
込
ん
だ
。逸
平
は
、水
晶
交

易
で
も
利
益
を
得
、巨
万
の
富
を
築
い
て
いっ

た
。そ
の
後
、甲
府
山
田
町
で
幾
造
と
共
に

若
尾
機
械
で
生
糸
の
製
造
を
始
め
た
。

　逸
平
は
、明
治
に
入
る
と
鉄
道
事
業
と
電

力
事
業
の
成
長
性
を
先
見
し
、積
極
的
な
投

資
活
動
を
展
開
。東
京
の
動
脈
と
な
る
イ
ン

フ
ラ
事
業
を
支
え
る
な
ど
中
央
財
界
に
も

影
響
を
与
え
、甲
州
財
閥
と
し
て
そ
の
名
を

轟
か
せ
て
い
っ
た
。ま
た
、１
８
８
９（
明
治

22
）年
に
は
初
代
甲
府
市
長
、１
８
９
０（
明

治
23
）年
に
は
貴
族
院
議
員
に
選
出
さ
れ
る

な
ど
政
界
に
も
進
出
し
て
いっ
た
。

　一
方
、１
８
７
3（
明
治
６
）年
、琢
美
学
校

（
現・善
誘
館
小
学
校
）の
新
築
資
金
と
し
て

１
５
０
０
円
を
寄
付
し
た
り
、１
８
９
９（
明

治
32
）年
に
は
釡
無
川
に
開
国
橋
を
架
け
る

な
ど
生
涯
を
通
じ
て
郷
土
発
展
の
た
め
に

出
資
を
惜
し
む
こ
と
は
な
かっ
た
。

　常
に
敏
感
に
情
報
を
集
め
、そ
こ
か
ら
相

手
の
欲
す
る
も
の
を
予
測
し
、真
っ
向
か
ら
交

渉
を
す
る
。失
敗
を
糧
に
、チ
ャ
ン
ス
と
見
れ

ば
、全
勢
力
を
注
ぐ
。そ
の
姿
は
、多
く
の
後

進
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
いっ
た
。

　日
本
を
代
表
す
る
実
業
家
と
な
っ
た
逸
平

は
、１
９
１
３（
大
正
２
）年
、92
歳
で
生
涯
を

閉
じ
た
。

天
秤
棒
か
ら
始
ま
っ
た
商
い

生
糸
・
水
晶
貿
易
で

巨
万
の
富
を
築
く

甲
州
財
閥
の
総
帥
と
な
る

甲府・愛宕山南山腹に米寿を祝って銅像が建てられ、戦前まで市民の憩いの場と
なった。（この写真は若尾銀行解散記念の際に撮影されたもの）
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甲州財閥コーナー「巨富を動かす」（常設展内）
新たな時代の先を見て、甲州から飛び出した巨人たち。時に団
結し、地盤と人脈を基に事業を拡大。中央の経済界にも大きな
影響力を及ぼした甲州財閥の軌跡をじっくりご覧ください。

よ
う 

だ

若
尾
逸
平天

秤
棒
か
ら
身
を
起
こ
し

外
国
人
相
手
に
甲
州
生
糸
や
水
晶
く
ず
を
商
っ
て

巨
万
の
財
を
成
し
た
若
尾
逸
平
。

類
い
ま
れ
な
る
先
見
性
と
旺
盛
な
行
動
力
で

中
央
の
政
財
界
に
も
多
大
な
る
影
響
を
与
え

甲
州
財
閥
と
し
て
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
。
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