
る
原
理
を
自
得
し
た
の
も
、
こ
の
苦
難
の

時
で
あ
る
。
尊
徳
が
凡
百
の
篤
農
家
と
異

な
る
点
は
、
思
考
や
行
動
を
家
・
村
の
枠

内
に
留
め
ず
、
そ
れ
を
越
え
て
思
想
を
社

会
化
し
、
広
範
囲
に
わ
た
る
実
践
活
動
を

展
開
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
家
を
廃
し
て
万
家
を
興
す

　

尊
徳
が
ま
ず
実
績
を
示
し
た
の
は
、
小

田
原
藩
家
老
服
部
家
に
奉
公
中
、
そ
の
家

政
改
革
に
成
功
し
た
こ
と
が
藩
主
大
久
保

忠た
だ

真ざ
ね

の
耳
に
入
り
、
そ
の
手
腕
を
見
込
ま

れ
て
分
家
宇
津
家
の
知
ち
ぎ
ょ
う
し
ょ
し
も
つ
け
の
く
に

行
所
下
野
国
桜
町

領（
現
栃
木
県
真
岡
市
二
宮
町
）の
復
興

を
命
じ
ら
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
藩
主

の
命
令
と
は
い
え
家
を
捨
て
て
未
知
の
郷

に
赴
く
こ
と
は
、
大
き
な
心
理
的
葛
藤
が

あ
っ
た
。
だ
が
彼
は「
一
家
を
廃
し
て
万

家
を
興
す
」と
決
心
し
、
先
祖
伝
来
の
田

畑
を
売
り
払
っ
て
資
金
を
つ
く
り
、
文
政

６
年（
１
８
２
３
）、
桜
町
に
赴
く
。

　

桜
町
領
の
復
興
事
業
を
推
し
進
め
て

小
を
積
ん
で
大
を
成
す

　

私
は
江
戸
後
期
の
農
政
家
二
宮
尊
徳

（
幼
名
金
次
郎
、１
７
８
７–

１
８
５
６
）の

70
年
間
の
生
涯
と
実
践
的
思
想
に
心
打
た

れ
る
も
の
が
あ
り
、『
尊
徳
全
集
』や
関
連

図
書
な
ど
を
読
破
し
て
来
た
。尊
徳
は「
報

徳
思
想
」の
祖
と
し
て
偶
像
化
さ
れ（
時
に

は
歪
曲
化
さ
れ
）
過
ぎ
た
感
も
否
め
な
い
。

彼
が
開
墾
し
た
田
畑
を
訪
ね
て
ま
ず
思
う

　

尊
徳
は
天
明
７
年（
１
７
８
７
）、
相
模

国
栢か

山や
ま（
現
神
奈
川
県
小
田
原
市
栢
山
）

の
酒さ
か

匂わ

川が
わ

右
岸
に
住
む
地
主
の
長
男
に
生

ま
れ
た
。
尊
徳
は
飢
饉
の
最
中
に
農
家
に

生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

 

　

か
つ
て
２
町
３
反
余（
13
石
）を
所
持

し
て
い
た
彼
の
生
家
は
、
打
ち
続
く
災
害

に
よ
り
家
運
が
傾
き
つ
つ
あ
っ
た
。
加
え

て
、
14
歳
で
父
を
、
16
歳
で
母
を
相
次
い

で
失
う
。
家
産
も
父
母
も
失
っ
た
彼
は
、

伯
父
の
家
に
預
け
ら
れ
る
が
、
家
の
再
興

の
悲
願
に
燃
え
て
、
一
人
黙
々
と
荒
地
に

鍬
を
打
ち
込
み
、
つ
い
に
そ
れ
を
達
成
す

る
。
勉
学
も
怠
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
体
験

が
彼
を
強
靭
な
人
物
に
鍛
え
上
げ
、
彼
の

思
想
形
成
の
原
点
に
な
っ
た
。「
小
を
積

ん
で
大
を
為
す
」。
彼
の
全
生
涯
に
わ
た

江
戸
期
の

江
戸
期
の

水
の
技
術
者

水
の
技
術
者群

像
群
像

連載 第５回（最終回）

農政家二宮尊徳と
治水家船橋隋庵

作家　高崎　哲郎

ずい   あん

江戸城錦絵（国立歴史民俗博物館蔵）

農
政
家
二
宮
尊
徳

こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は
、
彼
が
稀
に
見
る
巨

漢
の
農
民
だ
っ
た
と
い
う
事
実
だ
。彼
は

身
長
６
尺
余
り
（
約
１
メ
ー
ト
ル
90
セ
ン

チ
）、
体
重
25
貫（
約
90
キ
ロ
）も
あ
っ
た
。

巨
体
か
ら
発
散
す
る
強
烈
な
実
行
力
を
思

わ
ず
に
、
尊
徳
の
勤き
ん
け
ん
り
っ
こ
う

倹
力
行
の
精
神
や
農

村
復
興
・
農
民
救
済
の
情
熱
、
仕
法
は
理

解
で
き
な
い
と
考
え
る
。

二宮尊徳生家
（神奈川県小田原市栢山）
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い
く
過
程
で
、
彼
は
た
び
た
び
壁
に
突
き
当

た
っ
た
が
、
そ
の
つ
ど
そ
れ
を
乗
り
越
え
、

天
保
の
初
年（
１
８
３
０
）
に
は
一
応
の
成

果
を
見
る
に
至
る
。
そ
の
過
程
で
彼
の
思
想

は
深
ま
り「
興こ
う
こ
く
あ
ん
み
ん

国
安
民
」
の
学
と
し
て
結
実

す
る
。
一
方
で
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の

方
策（
方
針
）や
仕し

法ほ
う（
対
処
法
）も
体
系
化

さ
れ
て
い
っ
た
。
折
か
ら
の
凶
作
・
飢
饉
を

機
に
、
領
主
や
農
民
、
商
人
ら
か
ら
仕
法
の

依
頼
が
相
次
い
だ
。
天
保
13
年（
１
８
４
２
）

に
は
幕
府
官
吏
に
登
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。「
尊
徳
」を
名
乗
る
の
は
、
こ
の
頃
か
ら

で
あ
る
。
主
な
仕し

法ほ
う

の
実
施
地
は
、
谷
田
部
・

下
館
・
小
田
原
・
相
馬
・
掛
川
な
ど
の
諸
藩

領
、
真
岡
代
官
直
轄
領
の
幕
府
領
、
日
光
神

領
な
ど
で
あ
り
、
こ
の
他
個
別
の
村
の
立
て

直
し
や
個
人
的
な
家
政
改
革
も
数
多
く
手
掛

け
た
。

　

尊
徳
は「
興こ
う
こ
く国
」の
基
礎
は「
安あ
ん
み
ん民
」に
あ

る
と
考
え
、
為い

政せ
い

者し
ゃ

に
対
し
民
衆
生
活
安
定

の
た
め
の
政
策
を
施
す
べ
き
こ
と
を
強
く
主

張
し
た
。そ
れ
は
、
領
主
の
恣
意
的
な
年
貢
収

奪
と
勧
農
の
不
行
き
届
き
こ
そ
が
、
農
村
を

荒
廃
さ
せ
た
根
因
で
あ
る
と
い
う
現
実
認
識

に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
彼
が
仕
法
を

引
き
受
け
る
に
あ
た
っ
て
提
示
し
た
条
件
は
、

領
主
が
自
ら
の
財
政
に「
分ぶ
ん

度ど

」を
設
け
て
経

常
支
出
を
そ
の
枠
内
に
抑
え
、
そ
れ
を
越
え

る
収
入
は
窮
き
ゅ
う

民み
ん

撫ぶ

育い
く

、
荒
地
開
発
の
た
め
に

「
推す
い

譲じ
ょ
う」す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
の
上
で
、民

衆
に
対
し
て
内
発
的
な
勤
労
意
欲
を
促
し
、

富
農
商
に
は「
私
欲
を
抑
え
て
公
益
を
は
か

る
」べ
き
こ
と
を
説
き
、
余
剰
を
仕
法
資
金
に

「
推す
い

譲じ
ょ
う」さ
せ
た
。

印
旛
沼
堀
割
を
批
判

　

利
根
川
か
ら
印
旛
沼
を
経
て
開
削
水
路
を

通
り
、
内
海（
江
戸
湾
）に
達
し
江
戸
に
到
着

す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
航
路
も
短
縮
さ
れ
、

船
の
沈
没
の
心
配
か
ら
も
免
れ
、
外
敵
の
防

御
に
も
役
立
つ
。
幕
府
は
す
で
に
２
度
も
こ

の
大
計
画
に
取
り
掛
か
り
、
数
十
万
両（
今
日

の
数
百
億
円
）の
巨
財
を
費
や
し
て
掘
っ
た

が
、
結
局
は
地
形
の
高
低
差
が
読
み
切
れ
ず

途
中
で
投
げ
出
し
た
。
幕
府
が
再
度
こ
の
難

事
業
を
遂
行
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
水
運

に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
、
流
域
住
民
を

水
害
か
ら
救
お
う
と
い
う
政
治
判
断
か
ら
出

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
後
期
の
天
保
13
年（
１
８
４
２
）
10

月
、
幕
府
は
普
請
奉
行
二
宮
尊
徳
に
現
地

に
赴
く
よ
う
に
命
じ
、
土
地
の
高
低
・
難
易

を
図
っ
て
計
画
の
実
現
性
を
検
討
さ
せ
た
。

そ
の
上
で
具
体
策
を
言ご
ん
じ
ょ
う上
せ
よ
と
命
じ
た
。

（『
利
根
川
分
水
路
見
分
目
論
見
御
用
』）。
尊

徳
は
江
戸
を
発
っ
て
下
総
国(

現
千
葉
県
）の

印
旛
沼
に
赴
き
、
同
行
の
役
人
た
ち
と
連
日
、

利
根
川
下
流
や
印
旛
沼
と
そ
の
周
辺
を
歩
き

ま
わ
っ
た
。
土
地
の
高
低
・
地
質
を
検
分
し
、

成
功
す
る
か
不
成
功
に
終
わ
る
か
を
熟
慮
し

だ
、
成
功
し
そ
う
も
な
い
方
法
で
実
施
す
る

時
に
は
、
何
千
万
人
を
使
役
し
、
何
百
万
両

の
財
を
費
や
し
て
も
成
功
は
お
ぼ
つ
か
な

い
。
成
功
す
る
方
法
で
事
業
を
起
こ
す
時
は
、

ど
の
よ
う
に
困
難
な
こ
と
で
も
成
就
し
な
い

こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
」

万
民
を
い
つ
く
し
む

　

幕
府
首
脳
は
再
度
た
ず
ね
た
。「
そ
の
成

功
し
そ
う
も
な
い
方
法
と
は
い
か
な
る
も
の

か
？
」

　

尊
徳
は
答
え
た
。「
天
下
の
御
威
光
と
権
力

と
を
以
て
、
人
夫
を
酷
使
し
、
あ
る
い
は
夫

役
の
代
わ
り
に
金
を
出
さ
せ
、
年
を
限
っ
て

事
業
の
成
就
を
急
ぐ
。
こ
れ
は
土
木
工
事
の

い
つ
も
変
ら
ぬ
や
り
方
で
す
。
こ
の
方
法
で

行
お
う
と
す
る
と
、
難
所
の
工
事
は
役
人
も

領
民
も
と
も
に
困
窮
し
、
た
だ
利
益
の
み
を

図
っ
て
、義
の
心
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
工

事
は
進
行
せ
ず
、
資
材
は
す
ぐ
に
尽
き
、
年

限
に
達
し
て
も
事
業
は
半
分
に
も
達
し
て
い

な
い
。
役
人
も
領
民
も
共
に
不
正
に
は
ま
り
、

た
。
印
旛
沼
か
ら
南
の
馬
加
村（
現
幕
張
）の

海
岸
ま
で
は
４
里（
16
キ
ロ
）で
あ
る
。
幕
府

が
失
敗
を
重
ね
て
来
た
大
事
業
へ
の
再
挑
戦

で
あ
る
。
幕
府
の
悲
願
と
も
言
え
た
。

　

難
問
は
山
積
し
て
い
た
。
水
路
の
中
程
に

高
台
と
名
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
高

さ
数
丈（
10
メ
ー
ト
ル
以
上
）あ
っ
て
、
そ
の

上
岩
山
だ
っ
た
。
こ
れ
を
掘
る
の
は
堅
い
岩

を
掘
る
こ
と
よ
り
も
大
変
だ
っ
た
。
下
は
海

べ
り
か
ら
数
百
間（
約
５
０
０
メ
ー
ト
ル
）離

れ
た
と
こ
ろ
に
天
神
山
と
い
う
小
山
が
あ
っ

た
。
二
つ
の
山
の
間
は
土
地
が
低
く
、
泥
土

の
深
さ
を
測
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ

こ
は
典
型
的
な
軟
弱
地
盤
で
、
深
く
掘
っ
て

も
す
ぐ
に
元
の
地
形
に
戻
っ
て
し
ま
う
。

　

尊
徳
は
い
っ
こ
う
に
幕
府
に
建
言
し
よ
う

と
し
な
か
っ
た
。
幕
府
首
脳
は
尊
徳
に
繰
り

返
し
問
う
た
。

　
「
そ
な
た
の
見
る
と
こ
ろ
は
ど
う
な
の

だ
？
」

　

尊
徳
は
答
え
た
。「
私
は
ま
だ
そ
の
成
功
・

不
成
功
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た

二宮尊徳
（提供：報徳博物館）

事
業
は
結
局
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。
こ
れ
が
成
功
し
な
い
理
由
で
す
」

　
「
ま
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
は
何

か
？
」。

　
「
万
民
を
い
つ
く
し
み
育
て
る
こ
と
で
す
」。

　
「
後
に
す
る
こ
と
と
は
、
何
か
？
」。

　
「
ま
さ
に
印
旛
沼
掘
割
普
請
で
す
」。

　
「
今
そ
ち
に
求
め
て
い
る
の
は
そ
の
掘
割

だ
。
な
ぜ
万
民
を
育
成
す
る
こ
と
を
先
と
す

る
の
か
。
こ
れ
は
別
の
こ
と
で
あ
っ
て
事
業

に
は
関
係
な
い
」

　
「
万
民
が
誠
意
を
主
と
す
る
時
は
、
た
と
え

山
を
抜
き
、
石
を
掘
る
と
い
っ
て
も
成
功
し

な
い
は
ず
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
す
る
時
に

は
、
大
事
業
の
成
就
は
回
り
道
の
よ
う
で
あ

る
が
、
か
え
っ
て
早
い
も
の
で
す
。
つ
ま
り

基
礎
を
固
め
た
時
に
は
、
繁
栄
は
既
に
そ
の

内
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
こ
で
何
を

先
に
し
、
何
を
後
に
す
る
か
に
よ
っ
て
大
事

業
の
成
功
・
不
成
功
が
決
ま
る
と
申
し
た
の

で
す
」　　

　

尊
徳
は
こ
う
言ご

ん
じ
ょ
う上
し
た
。
後
に
こ
の
意
見
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を
救
わ
な
く
て
何
の
教
え
で
あ
る
か
と
言
う

の
か
。
そ
う
し
て
導
か
れ
た
の
が
勤
・
倹
・

譲
の
思
想
で
あ
っ
た
。

　

彼
は
い
か
な
る
開
墾
や
復
興
で
も
事
前

に
精
密
な
計
画
を
立
て
た
。
独
自
の
計
画
を

「
仕し

法ほ
う

」と
呼
ん
だ
。
こ
の
仕
法
の
発
想
が
彼

を
成
功
に
導
い
た
秘
訣
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
が「
分ぶ
ん

度ど

」で
あ
る
。

勤
・
倹
は
個
人
の
生
活
だ
が
、
譲
に
至
っ
て

初
め
て
社
会
が
出
て
来
る
。
譲
が
あ
っ
て
道

徳
が
出
て
来
る
。
個
人
の
生
家
を
保
つ
た
め

に
は
、
一
定
の
枠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
枠
が「
分ぶ
ん

度ど

」で
あ
る
。
彼
は
復
興
事
業

に
携
わ
る
際
に
は「
分ぶ
ん

度ど

」
を
定
め
る
。
そ

れ
は
経
済
の
枠
で
あ
る
。
そ
の
経
済
の
枠
内

で
農
村
の
立
て
直
し
や
農
民
の
生
活
の
再

建
を
図
っ
た
。
手
掛
け
た
再
建
計
画
は
ほ
ぼ

す
べ
て
成
功
し
た
。
尊
徳
は
、
人
間
の
社
会

的
・
経
済
的
な
あ
り
方
を
勤
・
倹
・
譲
と
分

度
で
律
し
た
。「
我
が
道
は
至し

誠せ
い

に
あ
り
」と

の
彼
の
言
葉
は
、
そ
れ
を
貫
く
精
神
で
あ
っ

た
。
幕
末
の
偉
才
勝
海
舟
は
言
う
。「
二
宮
尊

を
充
実
さ
せ
て「
見
込
書
」
２
巻
を
書
き
上

げ
た
が
、
期
限
に
遅
れ
た
た
め
献
上
し
な

か
っ
た
。
周
囲
の
人
々
は「
書
」を
献
上
し
な

い
こ
と
を
惜
し
ん
だ
。

　

近
代
日
本
の
代
表
的
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者

内
村
鑑
三
は「
余
の
見
た
る
二
宮
尊
徳
翁
」（
明

治
37
年
６
月
、『
静
岡
民
友
新
聞
』）で
尊
徳

を
称
賛
す
る
。「
二
宮
先
生
は
印
旛
沼
の
開
墾

事
業
を
以
て
道
徳
問
題
と
な
し
た
り
。
今
日

の
教
師
等
に
此こ
の

の
見
識
あ
り
や
。
測
量
や
水

利
や
只
之
を
以
て
土
木
事
業
を
成
就
す
べ
し

と
思
う
は
非
な
り
。
先
生
は
１
５
０
年
以
前

に
已
に
日
本
に
あ
り
て
以
来
の
卓
抜
の
識
高

潔
の
徳
を
以
て
か
く
の
如
き
復
命
を
為
し
た

り
。
今
日
の
経
済
学
者
は
先
ず
算
盤
を
手
に

す
。
先
生
は
先
ず
至
誠
の
有
無
を
質
す
。
吾

人
、先
生
に
学
ぶ
所
な
き
か
」

勤
・
倹
・
譲
の
思
想

　

尊
徳
は
思
う
。
目
の
前
に
は
疲
弊
し
た
農

民
が
何
十
万
人
と
い
る
。
天
災
や
飢
饉
に
襲

わ
れ
れ
ば
至
る
所
に
死
体
が
転
が
る
。
そ
れ

た
。
大
激
動
期
の
幕
末
に
、
農
民
た
ち
を
打

ち
続
く
飢
饉
か
ら
救
お
う
と
治
水
対
策
や
開

墾
事
業
に
立
ち
あ
が
っ
た
の
が
重
臣
船
橋
随

庵
で
あ
っ
た
。

　

江
戸
後
期
を
代
表
す
る
治
水
家
・
経け

い

世せ
い

家か

の
一
人
船
橋
随
庵
は
、寛
政
７
年（
１
７
９
５
）

に
関
宿
藩
士
・
船
橋
周
能
の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
た
。
嘉
永
元
年（
１
８
４
８
）に
は
関
宿

藩
中
老（
最
高
幹
部
の
一
人
）に
昇
進
し
、
そ

の
年
10
月
関
宿
江
戸
町
か
ら
莚
む
し
ろ

打う
ち

ま
で
の
約

20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ「
関
宿
落
堀
」の
開

削
工
事
を
指
揮
し
た
。
土
木
知
識
の
基
礎
は
、

青
年
時
代
か
ら
治
水
技
術
を
伊
奈
家
の〈
関

東
流
〉と
井
澤
弥
惣
兵
衛
の〈
紀
州
流
〉か
ら

習
得
し
た
も
の
だ
っ
た
。
嘉
永
３
年
、工
事
は

１
年
余
を
か
け
て
随
庵
の
見
積
通
り
完
成
し

た
。
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
禄
20
石
を
増
加
さ

れ
た
。
当
初
、関
宿
落
堀
は
洪
水
な
ど
で
関
宿

城
内
に
溜
ま
っ
た
悪
水
を
城
外
へ
排
除
す
る

た
め
の
排
水
路
だ
っ
た
。
随
庵
が
水
路
開
削

を
行
っ
た
こ
と
で
、
水
害
か
ら
村
人
の
生
命
・

財
産
を
守
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、

湿
地
を
干
拓
し
て
農
業
用
地
に
転
用
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
米
や
農
作
物
の
生
産
が
飛

躍
的
に
増
大
し
た
。
農
民
に
は
新
た
に
誕
生

し
た
新
田
の
配
分
も
行
っ
た
。

　

随
庵
は
学
者
で
も
あ
っ
た
。『
古
今
田
制
通

考
』『
助
郷
考
』な
ど
の
著
作
を
著
し
て
助
郷

批
判
や
農
兵
制
導
入
な
ど
を
唱
え
、
江
戸
幕

府
に
対
し
て
利
根
川
治
水
に
関
す
る
意
見
書

な
ど
を
献
上
し
た
。
安
政
３
年（
１
８
５
８
）

老
齢
を
理
由
に
隠
居
し
た
。
文
久
２
年

（
１
８
６
２
）随
庵
の
提
言
に
基
づ
く
農
兵
制

が
関
東
で
は
い
ち
早
く
関
宿
藩
に
導
入
さ
れ

た
。

　

明
治
政
府
は
、
随
庵
の
才
覚
を
惜
し
み
新

政
府
に
参
画
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
高
齢
を

理
由
に
固こ

辞じ

し
た
。
明
治
５
年（
１
８
７
２
）

病
没
、享
年
78
歳
。文
武
両
道
に
ひ
い
で
率
先

垂
範
す
る
随
庵
、
獄
中
か
ら
血
書
で
無
実
を

訴
え
た
随
庵
、
農
民
に
光
を
与
え
よ
う
と
い

ち
早
く
農
兵
隊
を
結
成
し
た
随
庵
…
。
随
庵

は
希
代
の
治
水
家
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
幕

藩
体
制
が
終
焉
を
迎
え
て
い
る
こ
と
を
い
ち

早
く
読
ん
で
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
傑
出
し
た
政

治
思
想
家
、
農
業
経
済
理
論
家
で
あ
っ
た
。
北

野
道
彦『
利
根
運
河
』（
崙
書
房
）に
よ
れ
ば
、

利
根
川
と
江
戸
川
の
間
に
運
河
を
開
削
し
、

治
水
と
通
船
の
便
に
供
す
る
と
い
う
案
は
、

す
で
に
嘉
永
６
年（
１
８
５
３
）船
橋
随
庵
の

記
録
の
中
に
見
え
る
と
い
う
。
随
庵
の
墓
は

野
田
市
関
宿
町
の
宗
英
寺
に
あ
る
。

参
考
文
献
：
『
報
徳
記
』（
中
央
公
論
社
）、「
二
宮
尊
徳
の

生
涯
」（『
日
本
の
歴
史
、
９
』（
朝
日
新
聞

社
））、拙
書『
開
削
決
水
の
道
を
講
ぜ
ん（
随

庵
伝
記
）、
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
文
献
』。

徳
に
は
一
度
会
っ
た
が
、
い
た
っ
て
正
直
な

人
だ
っ
た
よ
。
だ
い
た
い
あ
ん
な
時
勢
に
は
、

あ
ん
な
人
物
が
た
く
さ
ん
で
る
も
の
だ
。
時

勢
が
人
を
つ
く
る
例
は
、
お
れ
は
確
か
に
見

た
よ
」（『
氷
川
清
話
』）。
辛
辣
な
人
物
評
で

知
ら
れ
る
海
舟
の
讃
辞
で
あ
る
。

偉
大
な
治
水
家
船
橋
随
庵

　

関せ
き
や
ど宿
藩
重
臣
船
橋
随
庵
は
隠
れ
た
偉
人
で

あ
る
。
関
宿
藩
は
石
高
５
万
石
の
譜
代
大
名

と
し
て
は
小
藩
で
あ
り
、
関
東
平
野
の
中
央

部
を
流
れ
る
大
河
・
利
根
川
と
江
戸
川
の
分

派
点
に
城
を
構
え
て
い
た
。
城
主
は
徳
川
幕

府
の
老
中
な
ど
を
輩
出
し
た
名
門
久く

世ぜ

家
で

あ
っ
た
。
大
河
に
は
さ
ま
れ
川
の
関
所
を
構

え
て
い
た
こ
の
地
は
、
江
戸
期
を
通
じ
て
河

川
輸
送（
舟
運
）の
拠
点
と
し
て
栄
え
た
。
だ

が
大
河
は
繁
栄
ば
か
り
を
も
た
ら
さ
な
か
っ

た
。

　

関
宿
は
、
一
方
で
繰
り
返
し
洪
水
に
見
舞

わ
れ
た
。
排
水
で
き
な
い
泥
水
の
沼
地
と
な

り
、
挙
句
に
耕
作
で
き
な
い
湿
地
が
広
が
っ船橋随庵の墓碑（千葉県野田市）

13 ● 水とともに　水がささえる豊かな社会 連載　江戸期の水の技術者 群像 ● 12 
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