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深谷市長

小島　進

［ 

第 

２ 

回 

］

尾高惇忠　初代所長の意気高く
　尾高惇忠は埼玉県深谷市出身で富岡製糸場建設の総指揮を

とった。操業開始後は初代所長として活躍した。工女募集の際

には長女勇
ゆう

を第一号の工女として入場させた。また秋蚕普及の

功労者である。

　明治34年（1901）70歳で没。

（『富岡製糸場「絵手紙かるた」』NPO法人富岡製糸場を愛する会　より）

絵
手
紙
で

　
　
つ
づ
る

　
　
製
糸
の
物
語

友
好
都
市

群
馬
県
富
岡
市

え

※本コーナーの全編を通じて、登場する人物については、歴史上の人物としてその敬称を略します。また、年齢
については、当時の通例に従い数え年の表記とします。（ただし、『絵手紙かるた』は満年齢です）

深
谷
の
魅
力
発
信

　

深
谷
と
い
え
ば
『
ふ
っ
か
ち
ゃ
ん
』。

そ
う
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
、

今
で
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。

　

ゆ
る
キ
ャ
ラ
グ
ラ
ン
プ
リ
で
平
成
23

年
に
全
国
第
６
位
、
お
と
と
し
が
第
５

位
、
そ
し
て
昨
年
が
第
４
位
と
、
一
歩

ず
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
着
実
に
順
位

を
上
げ
て
お
り
、
深
谷
の
Ｐ
Ｒ
に
多
大

な
貢
献
を
し
て
い
ま
す
。

　

先
日
、
深
谷
市
出
身
や
深
谷
市
に
ゆ

か
り
の
あ
る
か
た
を
『
深
谷
市
親
善
大

使
』に
委
嘱
し
ま
し
た
。ド
ト
ー
ル
コ
ー

ヒ
ー
名
誉
会
長
の
鳥と

り

羽ば

博ひ
ろ

道み
ち

さ
ん
、
映

画
作
家
の
大お

お

林ば
や
し

宣の
ぶ

彦ひ
こ

さ
ん
、
ノ
ー
ベ
ル

化
学
賞
受
賞
者
の
下し

も

村む
ら

脩お
さ
む

さ
ん
、
ソ
チ

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
者
の
阿あ

部べ

敏と
し

弘ひ
ろ

さ
ん
と
村む

ら

岡お
か

桃も
も

佳か

さ
ん
、
ロ
ン
ド
ン
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
者
の
髙た

か

桑く
わ

早さ

生き

さ

ん
、お
笑
い
芸
人
の
ゴ
ル
ゴ
松ま

つ

本も
と

さ
ん
、

落
語
家
の
古こ

今こ
ん

亭て
い

志し

ん
丸ま

る

さ
ん
と
三さ

ん

遊ゆ
う

亭て
い

楽ら
っ

京き
ょ
う

さ
ん
の
９
名
の
か
た
が
深
谷
市

親
善
大
使
を
引
き
受
け
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
親
善
大
使
の
皆
さ
ん
か
ら
は
、

「
深
谷
の
魅
力
を
ど
ん
ど
ん
Ｐ
Ｒ
し
て

い
き
ま
す
。」
と
の
お
言
葉
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
ご
存
知
の
と
お
り
、
深
谷
は

ネ
ギ
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
農
畜
産

物
が
全
国
有
数
の
生
産
量
を
誇
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
近
代
日
本
経
済
の
父
、

渋
沢
栄
一
翁
や
武
蔵
武
士
の
鑑か

が
み

と
う
た

わ
れ
た
畠
山
重
忠
公
の
出
身
地
で
も
あ

り
ま
す
。
地
理
的
に
は
東
京
へ
通
勤
可

能
な
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
豊
か
な
自

然
に
恵
ま
れ
て
い
る
な
ど
、
多
く
の
魅

力
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
深
谷
の
魅
力
を
よ
り
多

く
の
か
た
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
こ

れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
仕
掛
け
を
施
し
て

き
ま
し
た
。
今
回
の
親
善
大
使
も
、
そ

ん
な
仕
掛
け
の
一
つ
で
す
。
こ
れ
か
ら

も
新
た
な
仕
掛
け
を
施
し
つ
つ
、
ふ
っ

か
ち
ゃ
ん
や
親
善
大
使
の
皆
さ
ん
に
も

活
躍
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
深
谷
の

魅
力
を
発
信
し
、
深
谷
を
大
い
に
Ｐ
Ｒ

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

尾
高
惇
忠
は
、天て

ん

保ぽ
う

元
年（
一
八
三
〇
）

七
月
、
下し

も

手て

計ば
か

村
（
現
在
の
深
谷
市
下

手
計
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
名
は
新し

ん

五ご

郎ろ
う

、
号
が
藍ら

ん

香こ
う

、
通
称
は
惇じ

ゅ
ん

忠ち
ゅ
う

で
、

父
勝か

つ

五ご

郎ろ
う

、
母
や
へ
の
長
男
で
す
。

十
五
歳
に
な
る
と
家
業
に
従
事
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
当
時
の
尾
高
家
は
、

米
穀
・
塩
・
油
な
ど
の
日
用
品
と
藍あ

い

玉だ
ま

の
加
工
販
売
を
主
と
し
た
こ
と
か
ら
、

尾
高
家
の
屋
号
は
『
油あ

ぶ
ら

屋や

』
と
い
わ
れ

て
お
り
、
ほ
か
に
農
業
も
営
ん
で
い
ま

し
た
。

　

こ
の
頃
、
伯お

父じ

の
渋し

ぶ

沢さ
わ

宗そ
う

助す
け

が
『
養

蚕
手
引
抄
』
を
手
掛
け
惇
忠
も
手
伝
う

な
ど
し
て
、
以
来
養
蚕
に
注
目
し
ま
す
。

こ
れ
は
後
の
秋し

ゅ
う

蚕さ
ん

の
有
利
性
を
提
唱
し

て
農
民
の
指
導
に
当
た
る
基
礎
づ
く
り

と
な
り
ま
し
た
。
渋
沢
宗
助
の
『
養
蚕

手
引
抄
』
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）

に
一
一
〇
〇
部
木
版
印
刷
で
発
行
さ
れ

ま
す
。
宗
助
は
惇
忠
・
渋
沢
栄
一
の
伯

父
に
あ
た
り
ま
す
。

　

嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
～
五
三
） 

に
は
台だ

い

村む
ら

（
現
在
の
久
喜
市
）
出
身
の

遊
歴
学
者
菊き

く

池ち

菊き
く

城じ
ょ
う

に
儒
学
を
学
び
ま

す
。
剣
は
十
歳
に
し
て
大お

お

川か
わ

平へ
い

兵べ

衛え

に

神し
ん

道ど
う

無む

念ね
ん

流り
ゅ
う

を
学
び
ま
し
た
。
特
に
水

戸
学
に
傾
倒
し
て
攘じ

ょ
う

夷い

論ろ
ん

を
奉
じ
、
家

業
の
傍
ら
、
弘こ

う

化か

四
年
（
一
八
四
七
）

か
ら
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
こ
ろ
ま

で
尾
高
塾
を
開
き
、
陽
明
学
の
知ち

行こ
う

合ご
う

一い
つ

を
学
則
と
し
て
掲
げ
、
近
郷
の
子
弟

を
教
育
し
ま
す
。
い
と
こ
の
渋
沢
栄
一

も
こ
こ
で
学
ん
で
い
ま
す
。
郷
土
の
偉

人
を
輩
出
し
た
背
景
に
中な

か

瀬ぜ

河が

岸し

の
存

在
が
あ
り
ま
す
。
中
瀬
付
近
は
良
質
の

栗く
り

石い
し

の
産
地
で
、
こ
の
栗
石
輸
送
を
契

機
と
し
て
中
瀬
河
岸
が
発
達
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
中
期
以

降
、
利
根
川
中
流
最
大
の
河
岸
と
し
て

発
展
し
、
幕
末
に
は
荷に

船せ
ん

輸ゆ

送そ
う

だ
け
で

な
く
江
戸
向
け
の
早
船
が
就
航
し
ま

す
。
故
に
中
瀬
は
時
代
の
変
動
に
敏
感

で
、
政
治
・
経
済
・
文
化
の
変
動
を
素

早
く
感
じ
取
り
、
そ
れ
に
対
応
し
た
生

き
方
を
続
け
て
き
た
の
で
す
。

　

文ぶ
ん

久き
ゅ
う

三
年
（
一
八
六
三
）
渋
沢
栄
一

や
渋し

ぶ

沢さ
わ

喜き

作さ
く

ら
と
高
崎
城
乗
っ
取
り
、

横
浜
異
人
館
焼
き
打
ち
を
計
画
し
ま
し

た
が
、
天
下
の
情
勢
に
通
じ
た
弟
長ち

ょ
う

七し
ち

郎ろ
う

の
意
見
を
入
れ
計
画
を
断
念
し
ま

す
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
渋
沢
喜

作
ら
と
共
に
彰し

ょ
う

義ぎ

隊た
い

を
創
設
し
ま
す
。

後
に
脱
退
し
、
喜
作
ら
と
振し

ん

武ぶ

軍ぐ
ん

を
結

成
、
飯
能
で
官
軍
と
戦
い
敗
走
し
ま
し

た
が
、
末ま

っ

弟て
い

の
平へ

い

九く

郎ろ
う

（
渋
沢
栄
一
の

養
子
）
は
黒く

ろ

山や
ま

で
自
刃
し
ま
し
た
。

（
文
：
荻
野
勝
正
）

『養
よ う

蚕
さ ん

手
て

引
び き

抄
しょう

』を手伝う
尾高惇忠 その①

消防団員になりたいのですが、どう
すれば消防団に入れますか？

消防総務課にご相談ください。

問い合わせ　消防総務課（☎571- 0900）

深谷小学校5年（現6年）　織
お り

田
た

舜
しゅん

平
ぺ い

 さん

食べ物へ

最優秀賞
小学校高学年の部

　豚さん、鳥さん、牛さん、ぼくの血や肉、いのち

になってくれてありがとう。野菜さん、ぼくの体を

健康にしてくれてありがとう。お魚さん、ぼくのほ

ねになってくれてありがとう。

　こんなにたくさんのいのちを食べて、ぼくは生き

ていると思うと、言い切れないほどのありがとうを

言いたくなります。お米の一つぶものこさずに食べ

ようと思います。たくさんの食べものをこれからも

おいしく食べたいと思います。さいごに食べ物、あ

りがとう。

　消防団は、火災現場などで消防署員の
活動を支援するなど、地域に根差した重
要な活動をしています。
　入団資格は、市内に在住か在勤のかた
で、健康なかたです。
　詳細につ
いては下記
までお問い
合わせくだ
さい。

▶
【
尾
高
惇
忠
の
読
み
に
つ
い
て
】

　
埼
玉
人
物
事
典
な
ど
多
く
の
資
料
が
、
尾
高
惇あ

つ

忠た
だ

と
な
っ
て
い
ま
す
。
他
人
が
諱

い
み
な

（
本
名
）
で
呼
ぶ
こ

と
を
避
け
る
習
慣
が
あ
り
、
代
わ
り
に
諱
を
音
読
み

す
る
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。
二
宮
尊
徳
（
た
か
の
り
）

を
（
そ
ん
と
く
）
と
呼
ぶ
例
が
そ
う
で
す
。
右
の
名

刺
の
よ
う
に
本
人
も
『
ぢ
ゅ
ん
ち
う
』
と
呼
ば
れ
る

こ
と
を
好
ん
で
い
た
様
子
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
は

『
じ
ゅ
ん
ち
ゅ
う
』
と
音
読
み
表
記
と
し
ま
す
。


