
「
う
つ
く
し
ま
」へ
の
系
譜�

を
聞
い
た
高
慶
は
、
な
か
な
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
入
門

を
半
年
後
に
果
た
し
、
熱
心
に
勉
学
、
二
宮
四
大
門
人
の

筆
頭
と
数
え
ら
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

御
仕
法
と
は
、「
人
は
天
の
恩
恵
を
受
け
て
生
存
し

て
い
る
。
各
人
は
そ
の
恩
恵
に
報
い
る
た
め
に
、
天
与

の
能
力
を
十
分
に
働
か
せ
、
勤
労
に
よ
っ
て
生
活
物
資

を
生
産
貯
蓄
し
、
そ
の
余
り
を
人
に
推
譲
し
て
万
人
の

幸
福
を
増
進
す
る
」
と
い
う
「
報
徳
」
の
教
え
を
中
心

と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
か
に
素
晴
ら
し

い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
実
践
が
伴
わ
な
け
れ
ば
机
上
の

空
論
で
す
。
相
馬
藩
の
成
功
の
要
因
に
つ
い
て
大
迫

さ
ん
は
、「
高
慶
の
仁
徳
は
も
と
よ
り
、
藩
に
御
仕
法
を

全
面
的
に
受
け
入
れ
推
進
し
て
い
く
姿
勢
が
あ
っ
た

こ
と
。
こ
れ
は
大
き
い
で
す
ね
」
と
話
し
ま
す
。
御
仕

法
の
施
行
に
あ
た
り
、
終
始
高
慶
を
励
ま
し
た
の
は
、

時
の
相
馬
藩
家
老
の
草
野
正
辰

ま
さ
と
き

と
国
家
老
の
池
田
胤た

ね

直な
お

で
し
た
。
ま
た
藩
主
で
あ
っ
た
相
馬
充み

ち

胤た
ね

の
高
慶

へ
の
信
頼
も
厚
く
、
常
に
「
先
生
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
で
し

た
。
こ
れ
は
、
封
建
の
世
に
あ
っ
て
は
極
め
て
異
例
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
藩
の
惜
し
み
な
い

支
援
体
制
が
、
高
慶
を
後
押
し
し
ま
し
た
。
新
し
い
村

づ
く
り
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
相
馬
藩
は
、
過
去
百
八

十
年
に
も
及
ぶ
年
貢
を
調
べ
て
提
出
、
こ
れ
に
基
づ
き

高
慶
が「
分
度
」（
身
分
や
収
入
に
応
じ
た
支
出
の
限
度
）

を
立
て
ま
し
た
。
こ
の
綿
密
な
事
前
調
査
に
よ
っ
て
、

御
仕
法
は
始
動
し
た
の
で
す
。

■
和
を
も
っ
て
自
発
的
な
心
を
は
ぐ
く
む

御
仕
法
は
村
単
位
で
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
弘
化

二
年
（
１
８
４
４
）、
ま
ず
坪
田
村
と
成
田
村（
と
も
に

現
・
相
馬
市
）が
選
ば
れ
ま
し
た
。
御
仕
法
第
一
日
、
高

慶
は
真
っ
先
に
何
を
し
た
か
―
―
両
村
の
人
々
に
対

し
て
、
ま
ず
至
誠
・
勤
労
・
推
譲
（
他
人
に
譲
り
、
自
ら

は
控
え
る
こ
と
）・
分
度
の
四
カ
条
の
教
え
を
説
明
し
、

具
体
的
な
農
業
経
営
・
技
術
の
指
導
を
行
う
と
、
村
で

一
番
働
く
感
心
な
者
を
決
め
る
投
票
を
さ
せ
た
の
で

す
。
そ
し
て
そ
の
後
も
高
慶
は
、
営
農
資
金
の
無
利
子

貸
与
や
、
家
の
建
て
替
え
、
屋
根
替
え
な
ど
に
つ
い
て
、

大
事
な
こ
と
は
す
べ
て
投
票
に
よ
っ
て
行
い
ま
し
た
。

こ
の
「
十
指
の
指
す
と
こ
ろ
、
十
目
の
見
る
と
こ
ろ
」

に
従
っ
た
、
極
め
て
民
主
的
で
公
平
な
方
針
は
、
当
時

と
し
て
は
刮
目

か
つ
も
く

に
値
す
る
も
の
で
し
た
。
高
慶
は
、
人

の
和
を
何
よ
り
も
重
ん
じ
、
人
々
の
協
力
こ
そ
が
大
切

と
い
う
信
念
の
も
と
に
、
御
仕
法
を
行
っ
た
の
で
す
。

佐
藤
さ
ん
と
大
迫
さ
ん
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
高

慶
は
自
分
の
考
え
を
押
し
つ
け
強
制
す
る
の
で
は
な

く
、
農
民
に
い
か
に
気
持
ち
よ
く
、
意
欲
を
持
っ
て
働

い
て
も
ら
え
る
か
を
常
に
考
え
、
そ
ん
な
心
が
自
然
に

生
ま
れ
て
く
る
環
境
や
気
分
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
話
し
ま
す
。

御
仕
法
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
初
冬
の
早
朝
、
農
民

が
起
き
て
家
の
前
の
道
に
出
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
す

で
に
、
高
慶
が
開
墾
の
様
子
を
見
回
り
、
雪
を
踏
み
し

め
た
足
跡
が
―
―
決
し
て
何
か
を
押
し
つ
け
る
こ
と

な
く
、
率
先
垂
範
を
物
語
る
。
そ
ん
な
美
し
い
光
景
に

打
た
れ
、
農
民
た
ち
は
日
々
仕
事
に
励
ん
で
い
っ
た
の

で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
明
治
四
年
（
１
８
７
１
）
に
二

宮
仕
法
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
二
十
七
年
間
に
、
高
慶

は
、
領
内
三
郡
二
二
六
村
の
う
ち
、
一
〇
一
村
で
御
仕

法
を
行
い
、五
十
五
村
を
完
了
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

二
宮
仕
法
を
行
っ
た
全
国
諸
藩
の
中
で
も
屈
指
の
成

功
で
し
た
。
そ
し
て
高
慶
は
、
御
仕
法
の
目
に
見
え
る

る
「
推
譲
」
の
精
神
が
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
大
き
な
花

を
咲
か
せ
た
の
で
す
。
そ
の
後
も
高
慶
は
明
治
十
年

（
１
８
７
７
）
に
、
尊
徳
の
孫
・
尊
親

そ
ん
し
ん

な
ど
と
共
に
「
興

復
社
」
を
起
こ
し
、
生
涯
を
二
宮
仕
法
に
捧
げ
ま
し
た
。

農
村
の
構
造
改
革
を
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
時
、
藩

の
全
面
的
な
理
解
と
協
力
を
得
て
、
そ
の
上
で
粘
り
強

く
農
民
に
語
り
か
け
た
高
慶
。
そ
こ
に
は
高
慶
の
、

「
農
業
の
貴
い
こ
と
を
農
民
に
知
ら
せ
て
自
覚
を
促

す
。
形
の
上
か
ら
ば
か
り
強
圧
し
て
も
村
民
は
つ
い

て
こ
な
い
」
と
い
う
信
念
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
前

向
き
の
気
概
と
誠
意
を
持
っ
て
御
仕
法
を
進
め
た
高

慶
の
姿
か
ら
は
、
今
の
わ
た
し
た
ち
も
多
く
の
こ
と
を

学
び
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

成
果
は
も
ち
ろ
ん
、計
り
知
れ
な
い
精
神
的
な
影
響
も
、

人
々
に
も
た
ら
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

■
心
を
耕
す
―
―
次
代
へ
伝
え
た
い
精
神

明
治
維
新
に
伴
う
藩
の
解
体
―
―
こ
の
際
に
士
族
を

救
う
手
段
と
し
て
、
高
慶
は
、
百
姓
の
未
経
験
者
に
荒

地
開
墾
を
強
い
る
の
で
は
な
く
、
で
き
て
い
る
田
畑
を

与
え
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
余
っ
た
田
畑

の
買
い
上
げ
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
農
民
た
ち
は
「
御
仕

法
の
恩
に
報
い
る
の
は
こ
の
時
」
と
ば
か
り
に
、
争
う

よ
う
に
希
望
し
、
た
ち
ま
ち
予
定
の
数
を
満
た
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
御
仕
法
の
教
え
で
あ
り
、
自
ら
を
譲

御
仕
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
相
馬
領
内
の
た
め
池
は
、

現
在
も
使
用
さ
れ
、
相
双
地
方
の
人
々
は
今
も
っ
て
そ

の
恩
恵
に
浴
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
相
馬
市
の
市
民
憲

章
に
は
、
高
慶
の
教
え
で
あ
る
「
報
徳
」
の
言
葉
が
受
け

継
が
れ
、
さ
ら
に
、
全
国
の
二
宮
仕
法
ゆ
か
り
の
地
に
よ

る
「
報
徳
サ
ミ
ッ
ト
」
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
精
神

を
今
に
伝
え
よ
う
と
す
る
人
々
は
絶
え
ま
せ
ん
。

高
慶
が
開
拓
し
た
も
の
。
そ
れ
は
農
地
に
と
ど
ま

り
ま
せ
ん
。
ま
ず
誠
を
尽
く
す
こ
と
。
勤
労
を
主
と

し
、
分
を
わ
き
ま
え
自
ら
を
譲
る
―
―
人
々
の
美
し
い

心
を
耕
し
続
け
た
高
慶
の
教
え
は
、「
心
の
時
代
」
と
も

い
わ
れ
る
現
代
に
あ
っ
て
こ
そ
、
あ
ら
た
め
て
刮
目
す

べ
き
精
神
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

■
藩
の
再
建
へ
、
待
ち
望
ま
れ
た
御
仕
法

相
馬
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
高
慶
。
そ
の
時
代
、

藩
で
は
天
明
・
天
保
の
相
次
ぐ
大
き
き
ん
に
よ
り
、
大
打

撃
を
受
け
て
い
ま
し
た
。「
高
慶
な
ら
ず
と
も
、
だ
れ
も

が
『
何
と
か
藩
政
の
立
て
直
し
を
図
ら
ね
ば
』
と
案
じ
て

い
た
―
―
当
時
の
藩
は
、
そ
ん
な
状
況
で
し
た
」
と
、
佐

藤
さ
ん
は
語
り
ま
す
。
荒
れ
果
て
た
田
畑
を
見
て
育
っ

た
高
慶
は
、
学
問
を
修
め
て
藩
の
役
に
立
と
う
と
、
十
七

歳
の
時
に
江
戸
へ
出
ま
し
た
。
そ
し
て
十
年
目
、
当
時

幕
臣
で
あ
っ
た
二
宮
尊
徳
が
考
え
た
「
二
宮
仕
法
」
の
話

相馬藩領�
二宮仕法�
施行の地�

か
の
二
宮
尊
徳
が
考
え
出
し
た
「
二
宮
仕
法
」。

こ
れ
は
農
村
の
人
々
の
暮
ら
し
を
よ
く
す
る
開
墾

殖
産
の
方
法
で
、
現
代
風
に
言
え
ば
、
村
お
こ
し
の

た
め
の
「
構
造
改
革
」
で
す
。
こ
の
二
宮
仕
法
の
教

え
を
す
べ
て
実
践
で
き
た
の
は
日
光
と
相
馬
だ

け
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
相
馬
で
の
実
践

者
が
富
田
高
慶

た
か
よ
し

（
1
8
1
4
〜
1
8
9
0
）
で
す
。

全
国
各
地
で
出
来
な
か
っ
た
二
宮
仕
法
が
、
な
ぜ

相
馬
の
地
で
成
し
得
た
の
か
―
―
。
こ
こ
で
は
富

田
高
慶
の
曾ひ

孫ま
ご

に
あ
た
る
佐
藤
高
俊
さ
ん
と
、
相

馬
市
文
化
財
保
護
審
議
会
会
長
の
大
迫
徳
行
さ
ん

に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
現
代
に
も
通
じ
る
高
慶

の
遺
徳
に
想
い
を
寄
せ
て
み
ま
し
た
。

高慶は、この七千石用水（左・鹿島町）をはじめ、領内の用水路や堤の整備に力を注ぎました。これらは現在も農業用水
に使われ、相双地方の人々は今もなお、御仕法の恩恵に浴しています

唐神
からがみ

のため池（鹿島町） 御仕法によって作られたため池は、相双地方に多数残されています。地方随一の貯水量を誇る
唐神のため池もその一つです

御仕法発業の地、相馬領坪田村絵図（相馬和胤
かずたね

氏所蔵） 弘化二年（1844）、相馬領内の二宮仕法はこの坪
田村と成田村の二村から始まりました。御仕法を始めるにあたって、高慶の人徳――その前向きの気
概と誠意を見た国家老・池田胤直は、「富田は自国興復のために天から降ろされた人のようだ」と語り
ました

「ここ原町市石神には、二宮尊徳と富田高慶の墓があり、
原町市文化財専門委員の大和田幾雄さん（左）をはじめ、
地元の方々が富田家とともに墓を守り続けています」と
語る大迫さん（右）

報徳記（相馬和胤氏所蔵） 安政三年（1856）
に書かれた富田高慶の著書。師・二宮尊徳
の教えを知る記録のないことを懸念して残
されたこの書は、極めて優れた貴重なもの
で、のちに藩主・相馬充胤から明治天皇に献
上され、勅命によって宮内省から刊行され
ています（他の著書に『報徳論』など）

二宮文
ふみ

筆跡（［左］相馬市文化セ
ンター博物館・［下］佐藤高俊氏
所蔵） 高慶に嫁ぎ相馬に来
た二宮文は尊徳の娘で、父
のよい秘書役を務め、書や
絵に優れた才能を持ってい
ました。文は、相馬に来て
まもなく死去。のちに高慶
は相馬藩士・須江氏の娘を
妻とし、また二宮家から養
子を迎えました

富田高慶日記 高慶の曾孫・佐藤高俊さん
が丹念にまとめあげた高慶の日々の記録。
日常の立ち居振る舞いも含め、高慶の言行
には、現代においても学ぶべき信念が込め
られています

富田高慶坐像（複製）（野馬追の里原町市立博物
館所蔵　原資料 富田クニ氏所蔵） 相馬藩士の
子として生まれた富田高慶は、生涯を二宮
仕法に捧げました。高慶の遺徳は脈々と語
り継がれ、相双地方では今もなお、敬愛の念
を込めて「高慶先生」と呼ばれています
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二
宮
尊
徳
に
学
ん
だ
開
拓
者

農
民
を
救
っ
た

富
田
高
慶
の
構
造
改
革


