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　ハイビスカスやポインセチアなど、四季を

彩る多種多様な鉢花を栽培している鉢花農家

2代目の富田さん。「丈夫で長持ちする花を

届けたい。季節ごとに旬の花を楽しんでもら

いたい」と、販売状況からニーズを分析。小

まめに品種を変えたり、試作の花を栽培する

などしています。「他の地域に比べ、若手の

鉢花生産者は多いと思います。後継者仲間と

力を合わせ、深谷の鉢花を盛り上げていきた

い」と、優しく花に視線を落としました。

季節の花
を身近に

富
と み

田
た

 博
ひ ろ

昭
あ き

さん（32歳・武蔵野）

第
二
の
人
生
で
世
界
に
羽
ば
た
く

　

ロ
ン
ド
ン
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
、
陸

上
競
技
３
種
目
（
１
０
０
ｍ
・
２
０
０

ｍ
・
走
り
幅
跳
び
）
に
出
場
す
る
髙
桑

早
生
さ
ん
（
20
歳
）。

　

髙
桑
さ
ん
は
、
上
柴
東
小
６
年
の
時

に
骨
肉
腫
を
患
い
、
上
柴
中
１
年
の
時

に
左
足
ひ
ざ
下
を
切
断
し
ま
し
た
。

　

知
人
か
ら
、
こ
う
い
う
世
界
も
あ
る

と
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
『
は
ば
た
き
陸

上
大
会
』
が
、
陸
上
競
技
へ
の
扉
を
開

く
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
初
め
て

見
る
色
と
り
ど
り
の
ス
ポ
ー
ツ
用
義
足

と
、
生
き
生
き
と
疾
走
す
る
競
技
者
の

姿
に
「
自
分
も
新
し
い
こ
と
を
始
め
て

み
よ
う
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。「
自
分

の
体
一
つ
で
勝
負
す
る
、
体
を
目
い
っ

ぱ
い
使
う
陸
上
を
や
り
た
い
」
と
、
成

徳
深
谷
高
で
は
陸
上
競
技
部
に
所
属
。

ス
プ
リ
ン
タ
ー
と
し
て
の
一
歩
を
踏
み

出
し
ま
し
た
。

　

ス
ポ
ー
ツ
用
義
足
を
履
く
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
は
走
る
の
が
楽
し
く
て
、

陸
上
に
の
め
り
こ
ん
で
い
き
ま
し
た
。

そ
の
気
持
ち
と
比
例
す
る
よ
う
に
、
短

期
間
で
才
能
を
開
花
さ
せ
ま
す
。

　

高
校
２
年
の
時
に
出
場
し
た
初
の
国

際
大
会
で
金
メ
ダ
ル
を
獲
得
。
慶
大
に

進
学
し
た
昨
年
に
は
、
国
内
大
会
で
自

己
ベ
ス
ト
と
な
る
１
０
０
ｍ
13
秒
96
を

マ
ー
ク
し
、
日
本
記
録
ま
で
わ
ず
か
０

秒
12
と
迫
り
ま
し
た
。
今
年
の
国
内
大

会
で
も
ト
ッ
プ
の
タ
イ
ム
を
記
録
す
る

な
ど
、
数
々
の
大
会
で
好
成
績
を
残
し

た
結
果
、
念
願
の
ロ
ン
ド
ン
へ
の
道
が

開
か
れ
ま
し
た
。

「
走
る
こ
と
を
思
う
存
分
楽
し
み
た
い
で

す
。
目
標
は
入
賞
す
る
こ
と
で
す
ね
。」

　

制
限
を
取
り
払
え
ば
、
世
界
は
広

が
っ
て
い
く
。
そ
う
教
え
て
く
れ
た
彼

女
は
、
９
月
１
日
、
ロ
ン
ド
ン
で
大
き

く
羽
ば
た
き
ま
す
。

～義足のスプリンター　髙
た か

桑
く わ

早
さ

生
き

さん～

※富田さん（富田園芸）が栽培する鉢花は、JA花園農産物直売所で
手にすることができます。

【
髙
桑
さ
ん
が
出
場
す
る
陸
上
競
技
３
種
目
の
開
催
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）】

１
０
０
ｍ
＝
９
月
１
日
㈯
予
選
・
２
日
㈰
決
勝　
　

２
０
０
ｍ
＝
９
月
５
日
㈬
予
選
・
６
日
㈭
決
勝

走
り
幅
跳
び
＝
９
月
２
日
㈰
予
選
・
決
勝

　お母さんいつも、ぼくに大切なことを教えてくれ

て「ありがとう」。

　おかあさんのおかげで、いつも友達と仲良くでき

たり、優しくしたりしてあげられています。

　そんなお母さんに、教えてもらったのが「ごめん

なさい」より「ありがとう」です。意味は「ごめん

よりありがとうの方がお互いうれしいよね。」と教

えてもらいました。この言葉をいつも心がけて生活

しています。「お母さん、おかげでいっぱい友達が

できたよ。ありがとう‼大好きだよ。」

深谷小学校6年（現深谷中学校1年）大
お お

塚
つ か

亮
よ し

慶
の り

 さん

お母さんへ

 優秀賞
小学校高学年の部

▲平成24年度「彩の国ふれあいピック春季
大会」100ｍに出場した時の様子
（5月20日・上尾運動公園陸上競技場）

商 法 会 所 を 設 立
　

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
十
二
月

十
四
日
、
栄
一
は
東
京
を
出
発
し
、

十
九
日
に
静
岡
に
到
着
し
ま
し
た
。
翌

日
静
岡
藩
庁
に
出
向
き
、
藩
の
全
権
大お

お

久く

保ぼ

一い
ち

翁お
う

に
面
談
、
昭あ

き

武た
け

か
ら
託
さ
れ

た
慶よ

し

喜の
ぶ

へ
の
手
紙
、
渡
仏
に
か
か
わ
る

費
用
の
勘
定
書
と
そ
の
残
金
一
万
両
余

り
を
届
け
出
ま
す
。

　

二
十
三
日
に
は
、
宝ほ

う

台だ
い

院い
ん

で
慶
喜
に

拝は
い

謁え
つ

し
ま
し
た
。
栄
一
が
一
室
で
控
え

て
い
る
と
、
ひ
ょ
ろ
り
と
入
っ
て
来
た

の
が
、
慶
喜
そ
の
人
で
し
た
。
栄
一
は

び
っ
く
り
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
あ
ま

り
の
変
わ
り
様よ

う

に
思
わ
ず
涙
を
漏
ら
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　

翌
日
、
栄
一
は
藩
庁
か
ら
呼
び
出
さ

れ
、
い
き
な
り
勘か

ん

定じ
ょ
う

組く
み

頭が
し
ら

に
任
じ
ら
れ

ま
す
。
慶
喜
か
ら
昭
武
へ
の
返
書
を

待
っ
て
水
戸
へ
復
命
し
よ
う
と
考
え
て

い
た
栄
一
で
し
た
が
、
水
戸
へ
は
他
の

者
を
や
る
、
こ
こ
は
有
り
難
く
お
役
を

お
受
け
す
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
栄
一
は
、
自
ら
の
職
を
求
め
て
静

岡
に
来
た
わ
け
で
は
な
い
と
、
こ
の
辞

令
を
つ
き
返
し
ま
す
。

　

そ
の
後
大
久
保
の
説
明
に
よ
り
、
こ

れ
が
、
栄
一
の
身
を
案
じ
た
慶
喜
の
差さ

配は
い

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
何
か
と
党
派
的
抗
争
の
多
い
水

戸
家
中
の
こ
と
で
す
。
昭
武
の
信
頼
厚

い
栄
一
が
水
戸
へ
行
け
ば
、
必
ず
そ
う

し
た
混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
、
生
命
の
危

険
す
ら
あ
る
と
、
慶
喜
は
案
じ
た
の
で

す
。こ
う
し
た
事
情
を
知
っ
た
栄
一
は
、

自
ら
の
態
度
を
反
省
す
る
と
と
も
に
、

静
岡
藩
財
政
を
豊
か
に
す
る
一
つ
の
施

策
を
提
言
し
ま
す
。
わ
が
国
初
の
株
式

会
社
と
い
わ
れ
る
商
法
会
所
の
設
立
で

す
。

　

当
時
成
立
し
た
ば
か
り
の
明
治
政
府

が
発
行
し
た
太だ

政じ
ょ
う

官か
ん

札さ
つ

は
、
財
源
の
裏

付
け
が
な
い
た
め
、
思
う
よ
う
に
流
通

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
を
打
開
す
る

た
め
、
政
府
で
は
、
各
藩
の
石こ

く

高だ
か

に
応

じ
て
こ
の
太
政
官
札
を
貸
し
付
け
、
そ

の
流
通
を
図
り
ま
し
た
。
年ね

ん

三さ
ん

歩ぶ

の
利

子
で
十
三
年
後
に
償
還
す
る
決
ま
り
で

し
た
。

　

栄
一
は
、こ
の
太
政
官
札
に
注
目
し
、

こ
れ
を
基
金
に
、
地
元
の
商
人
か
ら
も

出
資
を
仰
ぎ
、
金
融
と
物
産
販
売
を
兼

ね
た
事
業
を
展
開
。
そ
の
利
益
を
も
っ

て
年
々
返
済
に
充
て
て
い
く
と
い
う
も

の
で
し
た
。　
　
　
（
文
：
新
井
慎
一
）

※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。

『大久保一翁』『大久保一翁』（1818‐ 1888）
　幕臣、政治家。早くから幕府内で頭角
を現し、外国奉行など幕府の要職を務め
ます。また、江戸城の無血開城実現に寄
与し、慶喜公とともに静岡に移ります。
後に静岡県知事、東京府知事、元老院議
官などを歴任しました。府知事時代には、
栄一が養育院の仕事に携わるきっかけを

つくりました。
『太政官札』
　明治新政府は、旧幕府・各藩が発行し
た一切の通貨を引き継いだため、その整
理安定は最大かつ緊急の課題でした。そ
のため、明治元年（1868年）に発行した
のが太政官札でした。これは、日本初の
全国に通用する紙幣で、額面は十両・五
両・一両・一分・一

いっ

朱
しゅ

の5種類ありました。

﹇
第
15
回
﹈

▲大久保一翁
（国立国会図書館ウェブサ
イトから転載）




