
お国を内外に知らしめた更級斜子 

江
戸
時
代
の
女
性
起
業
家
、
お
政
さ
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「
現
代
人
は
更
級
か
ら
蕎
麦

そ

ば

屋
を
連
想
す

る
人
が
多
か
ろ
う
が
、
江
戸
末
期
人
・
明
治

人
は
粋
な
着
物
も
連
想
し
た
。
更
級

さ
ら
し
な

斜
子

な

な

こ

と

い
う
も
の
が
あ
っ
た
」 

さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館
（
旧
更
級
郡

更
級
村
、
現
千
曲
市
）
の
協
議
員
も
し
て
下

さ
っ
た
、
長
野
県
立
歴
史
館
文
献
史
料
課
専

門
主
事
の
児
玉
卓
文
さ
ん
が
お
書
き
の
文
章

の
冒
頭
で
す
。 

▽
ふ
っ
く
ら
光
沢 

こ
れ
を
羽
尾
（
旧
更
級
村
）
に
お
住
ま
い

の
郷
土
史
研
究
家
、
塚
田
哲
男
さ
ん
か
ら
見

せ
て
い
た
だ
き
、
そ
ん
な
こ
と

も
あ
っ
た
ん
だ
と
誇
ら
し
く
思

い
ま
し
た
。さ
ら
に
読
み
進
め
、

更
級
斜
子
と
い
う
絹
織
物
を
織

る
技
術
を
考
案
し
た
の
が
江
戸

時
代
生
ま
れ
の
羽
尾
の
女
性
だ

っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。 

斜
子
と
は
縦
横
そ
れ
ぞ
れ
の

糸
を
二
本
以
上
並
べ
て
織
っ
た

も
の
で
、
基
本
的
な
も
の
は
二

本
ず
つ
で
す
。
織
り
目
が
比
較

的
大
き
く
方
形
で
魚
の
卵
の
よ

う
に
粒
だ
っ
て
見
え
る
と
こ
ろ

か
ら
「
魚
子

な

な

こ

」
と
も
書
か
れ
ま

す
。
少
し
厚
め
の
生
地
に
な
っ

て
織
り
目
が
浮
か
ん
だ
り
沈
ん

だ
り
と
い
う
変
化
が
あ
る
の
で
、

浮
か
ん
だ
部
分
に
は
光
が
反
射

し
キ
ラ
キ
ラ
す
る
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
。 

斜
子
に
は
ま
た
、
生き

斜
子

な

な

こ

と

練
斜
子

ね

り

な

な

こ

の
二
種
類
が
あ
り
、
生

斜
子
は
縒よ

っ
た
糸
を
そ
の
ま
ま

使
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
練

り
斜
子
は
、
糸
を
石
鹸
を
入
れ

た
湯
で
煮
て
、
そ
の
糸
に
ゼ
ラ

チ
ン
や
葛
な
ど
の
糊
を
つ
け
て

織
り
ま
す
。
最
終
的
に
は
ぬ
る
ま
湯
で
糊
抜

き
を
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
布
面

は
ふ
っ
く
ら
、
し
な
や
か
で
光
沢
が
で
る
の

だ
そ
う
で
す
。 

更
級
斜
子
の
多
く
は
こ
の
練
斜
子
で
し
た
。

生
斜
子
に
比
べ
、
か
け
る
手
間
が
多
い
の
で

高
級
品
に
な
り
、
羽
織
な
ど
に
よ
く
使
わ
れ

た
そ
う
で
す
。 

こ
の
技
術
を
考
案
し
た
が
塚
田
政
子
さ
ん

（
通
称
お
政
さ
ん
）
で
す
。
お
政
さ
ん
は
寛

政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

お
政
さ
ん
が
十
代
の
こ
ろ
、
家
に
住
み
込
み

で
仕
事
を
し
て
い
た
長
野
県
高
遠
地
方
の
石

工
が
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
石
工
を
訪
ね
て

き
た
男
性
か
ら
、
着
て
い
た
着
物
の
き
れ
地

を
少
し
分
け
て
も
ら
い
、
仕
組
み
を
解
明
し

た
の
で
し
た
。 

「
日
本
の
織
物
」（
源
流
社
）
に
よ
る
と
、

斜
子
と
い
う
織
り
方
は
江
戸
時
代
に
な
る
前

の
中
世
の
こ
ろ
始
ま
り
ま
し
た
。
ま
だ
、
服

装
に
ぜ
い
た
く
が
で
き
な
い
時
代
で
し
た
か

ら
、
技
術
は
全
国
に
は
広
ま
ら
な
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
石
工
の
知
り
合
い
の
男
性
が
着

て
い
た
も
の
が
粋
な
斜
子
織
り
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
斜
子
で
つ
く
ら
れ
た
着
物
は

戸
倉
や
稲
荷
山
な
ど
旅
人
の
多
い
街
道
沿
い

の
繁
華
街
で
は
着
て
い
た
人
が
多
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
お
政
さ
ん
は
た
だ
う
ら
や
ま
し

が
る
だ
け
で
は
な
く
、
織
り
方
を
研
究
し
、

地
域
の
人
た
ち
に
教
え
広
め
た
の
で
す
。 

▽
大
谷
幸
蔵
も
背
負
っ
た 

塚
田
哲
男
さ
ん
に
よ
る
と
、
ま
も
な
く
羽

尾
だ
け
で
な
く
、
芝
原
、
若
宮
に
も
普
及
し

て
更
級
村
を
う
る
お
し
ま
し
た
。
絹
糸
を
生

み
出
す
蚕
は
、
そ
れ
ま
で
は
畦
や
山
に
植
え

て
い
た
桑
を
え
さ
に
し
て
細
々
と
飼
わ
れ
て

育
て
て
い
ま
し
た
が
、
田
畑
に
も
植
え
る
よ

う
に
な
り
、
大
き
な
現
金
収
入
に
な
っ
て
い

っ
た
、
と
言
い
ま
す
。 

十
九
世
紀
、江
戸
時
代
も
後
半
に
な
る
と
、

商
品
作
物
が
発
展
し
、
暮
ら
し
が
豊
か
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
衣
料
品
は
と
て
も
貴
重
品

で
し
た
か
ら
、
価
値
あ
る
も
の
に
一
早
く
触

れ
、
そ
れ
を
地
域
全
体
の
産
業
に
つ
な
げ
て

い
く
と
い
う
点
で
、
お
政
さ
ん
は
地
域
起
こ

し
に
多
大
な
貢
献
を
し
た
わ
け
で
す
。
現
代

の
女
性
起
業
家
に
も
通
じ
ま
す
。 

幕
末
の
松
代
藩
の
有
力
商
人
で
日
本
で
初

め
て
蚕
種
を
海
外
に
直
輸
出
し
た
仙
石
（
旧

更
級
村
）
出
身
の
大
谷
幸
蔵
は
、
更
級
斜
子

を
背
負
っ
て
江
戸
、横
浜
に
進
出
し
ま
し
た
。

お
政
さ
ん
の
貢
献
が
あ
っ
た
か
ら
大
谷
幸
蔵

も
台
頭
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
更
級

斜
子
の
多
く
は
染
め
を
施
し
て
い
な
い
「
白

斜
子
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
す
。
幸
蔵
は
「
こ

れ
が
お
ら
の
国
の
物
産
」
と
誇
ら
し
げ
に
商

い
を
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
更
級
」
と
い

う
言
葉
の
も
つ
澄
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
と
白
色
の

生
地
が
だ
ぶ
り
、
ほ
か
の
地
か
ら
産
し
た
白

斜
子
よ
り
値
段

も
よ
か
っ
た
の

で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
多
く

の
外
国
人
の
目

に
触
れ
、
欧
米

諸
国
に
持
ち
帰

ら
れ
も
し
た
で

し
ょ
う
。 

更
級
斜
子
が

広
辞
苑
に
も
載

っ
て
い
る
の
は
、

こ
う
し
た
歴
史

的
な
背
景
も
影

響
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
農
協

の
前
身
で
あ
る

長
野
県
農
会
が

大
正
七
年
（
一

九
一
八
）
に
発

行
し
た
「
長
野
県
農
事
視
察
便
覧
」
で
も
、

更
級
郡
の
代
表
的
な
産
物
と
し
て
「
更
級
斜

子
」が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
更
級
村
及
び
近
村

ヨ
リ
産
ス
」
と
解
説
が
つ
い
て
い
ま
す
。
私

の
母
も
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
よ
く
織
っ
て
い

た
」
と
言
い
ま
す
。
年
配
の
方
に
と
っ
て
は

さ
ほ
ど
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資
料
館
で
は
二
〇
〇

一
年
三
月
、
お
政
さ
ん
の
功
績
を
朗
読
劇
に

し
て
そ
の
遺
徳
を
た
た
え
ま
し
た
。
実
は
技

術
を
広
め
た
人
が
こ
れ
ま
で
に
刊

行
さ
れ
て
い
る
資
料
で
は
別
人
と

な
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
塚
田
哲
男

さ
ん
が
新
た
な
史
料
を
も
と
に
考

証
し
て
お
政
さ
ん
の
名
誉
を
正
し

く
明
ら
か
に
し
た
の
で
す
。（
詳

し
く
は
、
さ
ら
し
な
の
里
歴
史
資

料
館
紀
要
第
一
号
、
あ
る
い
は
戸

倉
町
史
談
会
発
行
の
「
と
ぐ
ら
」

第
二
十
七
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
） 

▽
感
動
す
る
心 

朗
読
劇
の
後
、
お
政
さ
ん
の
直
系
で
五
代

目
の
ご
子
孫
に
当
た
る
塚
田
重
晴
さ
ん
が
、

斜
子
織
り
の
教
本
が
見
つ
か
っ
た
と
言
っ
て
、

資
料
館
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
重
晴

さ
ん
の
祖
母
み
の
る
さ
ん
の
姉
、
つ
ま
り
お

政
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
に
あ
た
る
「
き
ゆ
う
」

さ
ん
が
書
い
た
も
の
で
す
。
表
紙
に
は
「
明

治
三
十
四
年
四
月 

機
織
筆
記
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。き
ゆ
う
さ
ん
は
旧
上
山
田
町（
現

千
曲
市
）
の
羽
場
に
お
住
ま
い
の
宮
原
哲
雄

さ
ん
の
家
に
嫁
ぎ
ま
し
た
。
嫁
入
り
道
具
と

し
て
持
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
宮
原
さ
ん

が
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
当
時
は
各

家
に
機は

た

が
あ
り
、
嫁
は
自
分
で
織
れ
な
い
と

一
人
前
扱
い
さ
れ
な
い
時
代
で
し
た
か
ら
、

さ
ぞ
大
事
な
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。 

今
回
の
記
事
の
前
半
に
あ
る
斜
子
の
説
明

の
多
く
は
、
実
は
こ
の
教
本
に
基
づ
く
も
の

で
、
織
物
の
専
門
家
で
も
あ
る
さ
ら
し
な
の

里
歴
史
資
料
館
の
荒
井
君
江
さ
ん
に
読
み
解

い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
荒
井
さ
ん
は
「
美
し

い
も
の
に
感
動
す
る
心
と
好
奇
心
が
お
政
さ

ん
に
は
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
教

本
を
も
と
に
当
時
の
更
級
斜
子
を
復
元
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
」
と
言
い
ま
す
。 

斜
子
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
中
で
、
サ
ボ

テ
ン
に
白
斜
子
と
い
う
名
前
が
あ
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
絹
織
物
の
白
斜
子
の
イ
メ
ー

ジ
を
重
ね
た
よ
う
で
す
。
そ
の
美
し
さ
は
姿

を
変
え
て
現
代
に
も
生
き
て
い
ま
す
。 
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（
代
表
・
大
谷
善
邦
） 

〒
三
八
九
‐
〇
八
一
三 

長
野
県
千
曲
市
大
字
若
宮
一
一
八
四
‐
六 

（
旧

更
級
郡
更
級

村
） 
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と普通の織り目を比べたもの。斜子の方が光を反射している。 


