
を
学
ぶ
た
め
に
尾
高
の
塾
へ
通
っ
た
と
い

い
ま
す
。
い
つ
し
か
そ
の
道
は
「
論
語
の

道
」
と
呼
ば
れ
、
今
や
尾
高
の
生
ま
れ
た

地
域
一
帯
は
「
論
語
の
里
」
と
呼
ば
れ
る

観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
当
時
に
学
ん
だ
こ
と
は
、
渋
沢
の

人
間
形
成
や
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
お
り
、「
論
語
」
の
精
神
を
教
え
た
尾

高
の
存
在
が
大
き
い
と
い
え
ま
す
。

盛
岡
の
先
人
と
し
て
顕
彰
さ
れ
る
　

尾
高
の
功
績
と
は
？

で
は
、
尾
高
惇
忠
と
は
ど
の
よ
う
な
人

物
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
足
跡
を
辿
り
ま

す
。
盛
岡
市
先
人
記
念
館
を
訪
ね
る
と
、

盛
岡
市
ゆ
か
り
の
先
人
１
３
０
人
の
一
人

と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

尾
高
は
、
１
８
３
０（
文
政
13
）年
、
渋

沢
と
同
郷
の
埼
玉
県
深
谷
市
に
誕
生
。
若

き
頃
は
水
戸
学
に
傾
倒
し
、
尊
王
攘
夷
運

動
に
動
い
た
も
の
の
討
幕
計
画
を
断
念
し

ま
す
。
一
時
は
入
牢
す
る
も
、
１
８
７
０

（
明
治
３
）
年
に
渋
沢
の
紹
介
で
富
岡
製

糸
場
の
初
代
工
場
長
に
着
任
。
勇
退
後
も

渋
沢
の
関
係
す
る
民
間
事
業
に
積
極
的
に

参
加
、
東
京
府
ガ
ス
局
勤
務
、
東
京
府
養

育
院
の
専
務
取
締
役
、
養
蚕
会
議
局
会
頭

な
ど
に
就
任
後
、
１
８
７
７（
明
治
10
）年

12
月
に
第
一
国
立
銀
行
（
現
:
み
ず
ほ
銀

行
）
に
入
り
、
同
行
盛
岡
支
店
の
支
配
人

と
し
て
着
任
し
ま
す
。

第
一
国
立
銀
行
盛
岡
支
店
は
、
公
金
を

取
り
扱
う
こ
と
が
主
な
目
的
で
し
た
が
、

東
北
地
方
の
殖
産
興
業
を
図
る
こ
と
も
重

要
な
目
的
と
し
て
お
り
、
尾
高
は
そ
れ
ま

尾
高
惇
忠
と
渋
沢
栄
一
の
関
わ
り

生
涯
で
約
５
０
０
の
会
社
に
関
わ
り
、

約
６
０
０
の
社
会
公
共
事
業
に
尽
力
し
た

と
い
わ
れ
る
渋
沢
栄
一
。
そ
の
功
績
は
、

大
河
ド
ラ
マ
「
青
天
を
衝
け
」
を
機
に
広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
２
０
２
４
年

に
は
新
一
万
円
札
の
顔
に
な
る
こ
と
が
決

定
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
渋
沢
の
故
郷
で
あ
る
埼
玉
県

深
谷
市
で
幼
少
期
か
ら
勉
学
を
教
え
た
の

が
、
今
回
紹
介
す
る
尾
高
惇
忠
（
あ
つ
た

だ
）
で
す
。
渋
沢
や
尾
高
の
生
ま
れ
た
家

は
養
蚕
と
藍
玉
製
造
や
販
売
を
生
業
と
す

る
農
家
。
共
に
幼
い
頃
か
ら
家
業
を
手
伝

い
、
渋
沢
は
７
歳
に
な
る
と
隣
村
に
暮
ら

す
従
兄
弟
・
尾
高
惇
忠
の
も
と
へ
論
語
を

は
じ
め
と
す
る
学
問
を
習
い
に
通
っ
た
の

で
し
た
。
尾
高
は
渋
沢
の
10
歳
上
。
１
８

４
６
（
弘
化
３
）
年
17
歳
の
頃
か
ら
、
１

８
６
８
（
明
治
元
）
年
頃
ま
で
自
宅
で
塾

を
開
き
、
学
問
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
渋

沢
は
２
つ
年
上
の
従
兄
・
喜
作
と
一
緒
に
、

積
雪
や
風
の
強
い
冬
も
暑
い
夏
も
、
論
語　

近代日本経済の父と呼ばれる渋沢栄一が、盛岡とも深く関わっていたことをご存知でしょうか。明治
期における盛岡の事業発展に多大なる影響を与えた人物・尾高惇忠は、渋沢の師であり、生涯に渡る
ビジネスパートナー。渋沢が願った東北産業振興の思いを受けて、盛岡へとやってきたのです。

渋沢栄一の師・尾高惇忠が
盛岡に育んだものは？

特集

尾高惇忠の肖像写真／盛岡市先人記念館提供
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で
培
っ
た
経
験
を
生
か
し
て
、
盛
岡
の
産

業
経
済
発
展
に
尽
力
し
た
の
で
す
。

盛
岡
市
先
人
記
念
館
館
長
・
松
井
端　

巧（
ま
つ
い
ば
た 

た
く
み
）さ
ん
に
、
当

時
の
記
録
に
基
づ
く
尾
高
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
渋
沢
自
身
が
尾
高
に
つ
い
て
語
っ
た

記
述
に
よ
れ
ば
、
い
ろ
ん
な
紛
争
を
取
り

持
っ
た
り
解
決
し
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
、

つ
ま
り
は
相
手
の
話
を
聞
き
入
れ
る
タ
イ

プ
の
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
も
と
も

と
先
生
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
強
引

に
自
分
の
意
見
を
推
し
進
め
る
の
で
は
な

く
、
面
倒
見
が
よ
く
て
人
情
味
あ
る
人
柄

だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
」。

尾
高
は
富
岡
製
糸
場
の
経
験
と
共
に
、

製
藍
と
染
色
の
専
門
知
識
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
率
先
し
て
指
導
に
あ
た
り
、
事
業

出
資
に
も
加
わ
っ
て
会
社
経
営
の
模
範
を

示
し
ま
し
た
。
ま
た
、
１
８
７
８
（
明
治

11
）
年
に
は
、
旧
盛
岡
藩
士
が
中
心
と
な

っ
て
起
こ
し
た
「
第
九
十
国
立
銀
行
」
の

開
業
に
も
積
極
的
に
協
力
し
、
経
営
指
導

を
行
っ
て
い
ま
す
。

盛
岡
商
法
会
議
所
の
立
ち
上
げ

さ
ら
に
、
盛
岡
に
お
け
る
尾
高
の
大
き

な
功
績
と
言
え
る
の
が
、
１
８
８
１
（
明

治
14
）
年
の
盛
岡
商
法
会
議
所
（
盛
岡
商

工
会
議
所
の
前
身
）
の
設
立
で
す
。
東
京

商
法
会
議
所
の
設
立
か
ら
わ
ず
か
３
年
後
、

盛
岡
市
制
施
行
の
８
年
前
の
こ
と
で
し
た
。

松
井
端
館
長
は
、「
明
治
維
新
に
際
し
て

苦
渋
を
喫
し
た
盛
岡
が
奮
起
し
、
政
治
経

済
共
に
時
勢
に
遅
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
気
負
い
あ
ふ
れ
る
証
」
と
話
し
ま
す
。

当
時
の
新
聞
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。

『
尾
高
惇
忠
な
る
逸
材
を
草
深
き
南
部

盛
岡
の
一
支
店
支
配
人
と
し
て
派
し
た
の

は
当
時
よ
り
す
で
に
東
北
の
開
発
振
興
を

国
家
的
見
地
よ
り
念
願
し
た
第
一
国
立
銀

行
頭
取
渋
沢
栄
一
の
配
慮
と
英
断
と
懇
望

に
よ
る
と
こ
ろ
多
か
る
べ
く
、
従
っ
て
盛
岡

商
工
会
議
所
の
濫
し
ょ
う
（
＝
も
の
ご
と

の
始
ま
り
）
た
る
盛
岡
商
法
会
議
所
は
尾

高
藍
香
（
＝
惇
忠
）
を
通
じ
本
邦
商
工
会

議
所
の
創
始
者
た
る
渋
沢
栄
一
の
指
導
啓

発
を
蒙
っ
た
も
の
と
も
解
す
べ
く
、

以
っ
て
盛
岡
商
工
会
議
所
の
起
源

が
如
何
に
由
緒
正
し
き
も
の
で
あ

る
か
を
認
識
し
た
い
の
で
あ
る
』

「
長
き
に
渡
る
同
志
で
あ
る
尾
高

を
こ
の
盛
岡
に
配
置
し
た
の
は
、

東
北
開
拓
と
振
興
に
対
す
る
大
き

な
期
待
を
込
め
て
い
た
と
い
う
こ

と
。
渋
沢
の
考
え
を
実
現
し
て
く

れ
る
尾
高
へ
の
深
い
信
頼
あ
っ
て
の

こ
と
」と
松
井
端
館
長
は
話
し
ま
す
。

当
時
の
尾
高
は
商
法
会
議
所
所
長
と
し

て
、
盛
岡
の
若
手
実
業
家
た
ち
に
新
し
い

経
済
理
論
や
実
務
を
学
ぶ「
実
業
交
話
会
」

も
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
月
１
回
の
例
会
、

会
費
を
積
み
立
て
て
将
来
の
事
業
基
金
に

し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
は
、
自
ら
資
金

を
出
し
横
の
連
携
を
生
か
し
て
事
業
を
運

営
し
て
い
く
新
し
い
形
。
現
商
工
会
議
所

の
ル
ー
ツ
を
垣
間
見
る
も
の
で
す
。
藩
と

商
人
と
い
う
縦
の
つ
な
が
り
に
よ
る
旧
藩

体
制
の
事
業
が
多
い
中
、
新
時
代
の
経
済

を
学
ぶ
生
き
た
教
育
の
場
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
メ
ン
バ
ー
を
見
る
と
、
の
ち
の
盛

岡
経
済
界
を
担
う
リ
ー
ダ
ー
が
顔
を
並
べ

て
お
り
、
士
族
と
商
人
が
対
等
に
ひ
ざ
を

突
き
合
わ
せ
る
会
で
あ
っ
た
こ
と
も
革
新

的
で
し
た
。

ま
た
、
尾
高
は
舟
運
の
利
便
性
を
向
上

す
る
た
め
の
蒸
気
船
導
入
を
熱
く
説
き
、

盛
岡
財
界
人
の
賛
同
を
得
て
、
１
８
８
５

（
明
治
18
）
年
に
、
北
上
廻
漕
会
社
を
設

立
。
北
上
川
舟
運
の
近
代
化
に
も
大
き
く

貢
献
し
ま
し
た
。
他
に
も
、
数
々
の
場
面

で
寄
付
を
申
し
出
る
な
ど
、
企
業
人
と
し

て
の
地
域
貢
献
は
数
知
れ
ず
。
仕
組
み
づ

く
り
だ
け
で
な
く
、
実
務
指
導
や
経
営
ア

ド
バ
イ
ス
ま
で
ト
ー
タ
ル
に
助
言
を
行
っ

た
の
で
し
た
。

知
行
合
一
で
臨
ん
だ
10
年

戊
辰
戦
争
に
敗
れ
た
の
ち
、
凶
作
や
鉱

山
の
取
り
上
げ
、
小
野
組
破
産
な
ど
沈
滞

し
き
っ
た
盛
岡
経
済
界
に
と
っ
て
、
第
一

国
立
銀
行
盛
岡
支
店
の
開
設
と
共
に
派
遣

さ
れ
た
尾
高
惇
忠
は
、
良
識
を
得
れ
ば
直

ち
に
実
行
に
移
す
「
知
行
合
一
」
の
持
ち

主
で
あ
り
、
盛
岡
に
新
た
な
風
と
活
力
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。

尾
高
は
、
１
８
８
７（
明
治
20
）年
に
盛

岡
を
後
に
し
て
い
ま
す
が
、
わ
ず
か
10
年

間
で
成
し
遂
げ
た
功
績
は
計
り
知
れ
ま
せ

ん
。
盛
岡
市
先
人
記
念
館
を
訪
れ
た
８
月
、

盛
岡
財
界
の
巨
頭
と
言
わ
れ
る
金
田
一
勝

定
の
企
画
展
を
開
催
中
で
し
た
が
、
彼
も

ま
た「
交
話
会
」メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
す
。

温
故
知
新
の
心
で
先
人
の
思
い
を
振
り
返

る
こ
と
は
、
今
に
つ
づ
く
盛
岡
を
形
作
る

鍵
を
再
発
見
す
る
こ
と
。
尾
高
の
活
動
や

軌
跡
を
探
る
こ
と
で
、
明
治
期
を
生
き
た

盛
岡
経
済
人
の
新
時
代
に
立
ち
向
か
う
意

欲
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

厳
し
い
経
営
を
求
め
ら
れ
る
今
、
地
域
に

根
ざ
す
事
業
一
つ
ひ
と
つ
を
ど
う
未
来
へ

つ
な
げ
て
い
く
か
、
改
め
て
考
え
る
き
っ

か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「自分の経験を生かし、盛岡の地に産業を根付かせよ
うと思いを込めて取り組んでくれた尾高。私たちもその
仕事を伝える役目を果たしていきたい」と松井端館長

盛岡市先人記念館２階の企画展示コーナー。
盛岡を形づくった数々の人物やその功績等を紹介しています
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