
「
う
つ
く
し
ま
」へ
の
系
譜�

時
、
岩
子
の
心
に
人
々
の
救
済
に
尽
く
す
気
持
ち
が

芽
生
え
、
そ
れ
が
将
来
の
活
動
の
原
点
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
、悦
子
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

岩
子
の
不
幸
は
な
お
も
続
き
ま
す
。
17
歳
で
結
婚

し
ま
し
た
が
、
若
く
し
て
夫
と
死
に
別
れ
、
心
の
頼
り

と
し
て
い
た
春
瓏
と
母
ま
で
が
こ
の
世
を
去
り
ま
し

た
。
子
ど
も
と
と
も
に
残
さ
れ
、
心
の
支
え
を
失
っ

た
岩
子
は
嘆
き
悲
し
み
ま
し
た
。
い
っ
そ
尼
に
な
り

た
い
…
…
そ
ん
な
心
境
を
、
母
の
菩
提
寺
で
あ
る
示

現
寺
・
隆
覚
禅
師
に
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
、
岩
子
は
一

喝
さ
れ
ま
す
。「
世
の
中
に
は
、
お
前
以
上
に
辛
苦
に

耐
え
て
生
き
て
い
る
人
、
親
も
子
も
な
く
途
方
に
暮

れ
て
い
る
人
が
い
る
。
お
前
に
は
、
な
す
べ
き
こ
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
―
―
こ
う
諭
さ
れ
た
岩
子

は
、
た
と
え
悲
し
み
の
ど
ん
底
に
あ
ろ
う
と
も
、
自
分

の
不
幸
を
嘆
く
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
苦
し
い
人
々

を
救
お
う
と
、
心
に
誓
っ
た
の
で
す
。

慶
応
４
年
（
１
８
６
８
）、
戊
辰
戦
争
が
始
ま
る
と
、

岩
子
は
大
八
車
に
薬
や
衣
料
、
食
料
を
手
に
入
れ
ら

れ
る
だ
け
積
み
、
戦
地
の
若
松
へ
と
赴
き
ま
す
。
こ

こ
で
岩
子
は
、
自
分
の
身
の
危
険
や
疲
れ
も
省
み
ず
、

敵
味
方
の
別
な
く
負
傷
し
た
人
々
を
看
護
し
ま
し
た
。

「
お
前
は
だ
れ
の
許
可
を
得
た
の
だ
」
そ
う
い
う
西
軍

の
隊
長
に
対
し
て
も
、
岩
子
は
、「
け
が
の
手
当
に
、
だ

れ
の
許
可
も
い
り
ま
せ
ぬ
」
と
、
決
し
て
屈
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

■
心
に
芽
生
え
た
救
済
の
決
意

岩
子
は
小
田
付
村
（
現
・
喜
多
方
市
）
に
生
ま
れ
ま

し
た
が
、
小
さ
い
こ
ろ
に
父
を
亡
く
し
、
そ
の
上
に
家

も
火
災
で
焼
け
て
し
ま
い
、
母
の
実
家
に
身
を
寄
せ

て
少
女
時
代
を
過
ご
し
ま
し
た
。
14
歳
に
な
っ
て
、

会
津
藩
の
医
者
で
叔
父
の
山
内
春

し
ゅ
ん

瓏ろ
う

の
も
と
に
預
け

ら
れ
た
岩
子
は
、
叔
父
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
、
村
人

が
貧
し
い
た
め
に
子
ど
も
を
堕
胎
す
る
悪
習
を
目
に

し
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
の
中
で
、
貧
富
の
差
な
く
病

人
を
世
話
し
、
村
人
に
堕
胎
を
止
め
る
よ
う
教
え
諭

す
春
瓏
の
姿
を
見
た
岩
子
は
、
人
の
命
の
尊
さ
や
人

に
尽
く
す
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
の
で
す
。「
こ
の

東
京
の
浅
草
公
園
を
は
じ
め
、
熱
塩
加
納
村
の

示
現
寺
、
福
島
市
の
長
楽
寺
な
ど
県
内
各
地
に
、
慈

愛
に
満
ち
た
笑
顔
を
浮
か
べ
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん

の
銅
像
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
こ
そ
が
、
日
本
の

社
会
福
祉
の
先
駆
者
、
瓜
生

う
り
ゅ
う

岩
子
で
す
。
明
治
時

代
の
初
め
、
岩
子
は
恵
ま
れ
な
い
人
々
、
特
に
子
ど

も
た
ち
の
た
め
に
そ
の
一
生
を
捧
げ
、「
日
本
の
ナ

イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
」
と
も
称
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
岩
子
の
母
の
実
家
で
、
岩
子
の
足
跡
を
語
り
継

い
で
い
る
瓜
生
悦
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、

岩
子
の
慈
愛
に
満
ち
た
姿
と
、
分
け
隔
て
な
い
献

身
の
精
神
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
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示
現
寺
の
境
内
に
、
岩
子
の
像
が
建
っ
て
い
ま
す
。
慈
愛
に
満
ち
た
そ
の
姿
は
、
後
世
の

人
々
に
無
言
の
教
訓
を
与
え
て
い
ま
す

示
現
寺
境
内
に
あ
る
岩
子
の
墓
は
、
渋
沢
栄
一
の
書

に
よ
る
も
の
。
質
素
な
墓
石
が
、
決
し
て
偉
ぶ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
岩
子
の
人
柄
を
偲
ば
せ
ま
す

孫の祐次郎と。祐次郎は後年、「岩子は身は乏しくも心はいつも富
み足っておった」と語っています（右は岩子が産声をあげた母の実
家、明治時代の山形屋旅館）

示現寺�

瓜
生
岩
子
（
１
８
２
９
〜
１
８
９
７
）

日
本
の
社
会
福
祉
事
業
の

母
・
岩
子
の
素
朴
で
柔
和
な
人
柄
に
は
、
だ
れ
も
が
自
然
に
頭
が
下
が

り
、
そ
の
反
面
、
ど
ん
な
難
事
に
あ
っ
て
も
悲
観
せ
ず
、
び
く
と
も
し

な
い
強
い
精
神
を
持
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す

日
本
の
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

瓜
生
岩
子
が
抱
い
た

慈
愛
と
信
念

示現寺



■
熱
い
思
い
で
活
動
に
奔
走

こ
れ
ら
の
岩
子
の
献
身
に
は
、
西
軍
の
参
謀
・
板

垣
退
助
も
深
く
感
銘
し
、
戦
火
の
中
で
岩
子
と
ひ
と

目
会
お
う
と
し
た
ほ
ど
で
し
た
。
岩
子
の
活
動
は
、

こ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
戦
後
、
食
べ
物
が
極
端

に
少
な
い
中
、
岩
子
は
農
家
か
ら
く
ず
米
を
分
け
て

も
ら
っ
て
水
飴
を
つ
く
り
、
病
人
や
子
ど
も
た
ち
、

お
年
寄
り
に
元
気
を
出
し
て
も
ら
お
う
と
分
け
与
え

ま
し
た
。「
水
飴
は
今
の
栄
養
剤
や
点
滴
の
役
割
を

果
た
し
た
の
で
し
ょ
う
」
と
、
悦
子
さ
ん
は
話
し
ま

す
。
そ
の
行
動
は
、
決
し
て
暮
ら
し
の
余
裕
か
ら
出

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
岩
子
は
、
貧
困
の
底
に

あ
り
な
が
ら
も
、
す
べ
て
を
貧
し
い
人
々
に
捧
げ
続

け
た
の
で
す
。
さ
ら
に
岩
子
は
、
子
ど
も
た
ち
の
た

め
に
幼
学
校
を
つ
く
ろ
う
と
思
い
立
ち
ま
す
。
西
軍

に
逆
ら
っ
た
会
津
藩
士
の
子
弟
の
教
育
に
、
当
時
の

民
政
局
は
難
色
を
示
し
ま
し
た
が
、
岩
子
は
毎
日
の

よ
う
に
局
に
通
い
、
つ
い
に
願
い
が
聞
き
入
れ
ら
れ

ま
し
た
。
し
か
し
教
師
に
迎
え
る
浅
岡
源
三
郎
が
、

藩
校
・
日
新
館
の
教
師
、
つ
ま
り
白
虎
隊
の
教
育
者

で
あ
っ
た
た
め
、
江
戸
送
り
の
罪
に
問
わ
れ
、
開
設

に
「
待
っ
た
」
が
掛
か
り
ま
し
た
。
万
事
休
す
と
思

わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
岩
子
の
長
男
・
祐
三
が
浅

岡
の
身
代
わ
り
と
な
り
、
尊
敬
す
る
母
の
熱
意
を
か

な
え
た
の
で
す
。
幼
学
校
は
明
治
２
年
（
１
８
６
９
）

に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
岩
子
は
貧
民
、
老
人
、
孤
児
を
救
う
た
め

に
つ
く
ら
れ
た
救
養
会
所
（
東
京
・
深
川
）
で
、
救
護

の
研
究
指
導
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
帰
郷
後
は
、

慈
善
活
動
の
必
要
性
を
訴
え
な
が
ら
、
救
養
会
所
会

津
支
部
の
設
立
に
奔
走
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
実
現
に

は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
岩
子
は
決
し
て
く
じ
け

る
こ
と
な
く
、
裁
縫
教
授
所
を
開
き
、
婦
女
子
の
自

立
を
助
け
な
が
ら
生
活
困
窮
者
に
手
を
差
し
の
べ
、

堕
胎
・
棄
児
の
悪
習
を
な
く
す
よ
う
説
き
続
け
ま
し

年
務
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
帰
郷
し
た
岩
子
の
助
言

に
よ
り
、
若
松
・
喜
多
方
・
坂
下
と
次
々
と
育
児
会
が

で
き
、産
婆
研
究
所
も
設
置
。
明
治
25
年（
１
８
９
２
）

に
は
福
島
で
「
瓜
生
会
」
を
結
成
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

岩
子
を
中
心
と
し
た
、
福
祉
を
目
的
と
す
る
組
織
が
、

初
め
て
誕
生
し
ま
し
た
。
岩
子
の
永
い
努
力
が
実
を

結
ん
だ
の
で
す
。
さ
ら
に
翌
26
年
に
は
福
島
鳳
鳴
会

（
福
島
愛
育
園
の
前
身
）
に
育
児
部
を
設
置
、
ま
た
同

年
、
若
松
で
、
生
活
困
窮
者
の
た
め
に
私
立
済
生
病
院

を
開
設
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
若
松
の
医
院
の
一

書
生
で
あ
っ
た
野
口
英
世
が
薬
局
を
手
伝
い
、
母
シ

カ
も
働
い
て
い
ま
し
た
。
心
臓
病
を
患
っ
た
岩
子
は
、

病
床
に
あ
っ
て
も
孤
児
や
貧
民
の
救
済
を
説
き
続
け

ま
し
た
。
そ
の
病
状
は
皇
后
陛
下
に
も
届
き
、
陛
下

た
。
こ
れ
ら
の
地
道
な
活
動
が
、
や
が
て
大
き
く
実

を
結
び
ま
す
。

■
差
し
の
べ
る
手
を
未
来
へ

国
家
の
力
が
社
会
福
祉
事
業
に
向
け
ら
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
た
岩
子
は
、
明
治
24
年
（
１
８
９
１
）
の

第
一
回
帝
国
議
会
に
、
女
性
と
し
て
初
め
て
の
請
願

書
「
婦
人
慈
善
記
章
の
制
」
を
提
出
し
、
婦
人
層
の
活

躍
を
促
す
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
岩
子
の

活
動
は
中
央
の
名
士
に
も
知
ら
れ
、
板
垣
退
助
夫
人

を
は
じ
め
、
多
く
の
上
流
婦
人
の
共
感
を
得
る
に
至

っ
て
い
た
の
で
す
。
同
年
、
岩
子
は
、
渋
沢
栄
一
の
要

請
を
受
け
、
東
京
養
護
院
の
幼
童
世
話
係
長
を
約
半

の
ご
内
意
に
よ
る
御
見
舞
品
が
下
賜
さ
れ
る
と
い
う

病
床
生
活
を
過
ご
し
ま
し
た
が
、
明
治
30
年
（
１
８
９

７
）、
つ
い
に
永
い
眠
り
に
つ
き
ま
し
た
。

「
人
の
命
に
貧
富
の
差
は
な
い
」
と
い
う
主
張
を
貫

き
、
一
生
を
福
祉
に
捧
げ
た
岩
子
―
―
。
慈
愛
と
信

念
を
貫
い
た
そ
の
業
績
が
あ
っ
て
こ
そ
、
今
日
の
福

祉
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現

代
は
、
岩
子
の
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
豊

か
に
な
り
、
社
会
福
祉
の
組
織
も
整
え
ら
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
も
わ
た
し
た
ち
は
、
日
本
中
、
そ
し
て

世
界
に
も
目
を
向
け
、
救
い
を
求
め
る
人
々
に
手
を

差
し
の
べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
岩
子
の
像
は
、

い
ま
の
わ
た
し
た
ち
の
姿
を
、
優
し
く
見
守
り
続
け

て
い
ま
す
。

第一回帝国議会に岩子が提出し
た、女性として初めての請願書
「婦女慈善記章の制」

瓜生悦子さんは、岩子の足跡を紙芝居で地
域の内外に伝え、後世に語り継ぐ活動を続
けています

岩子没後百年を記念し、地元の
熱塩加納村に記念碑が建てられ
ました

県社会福祉協議会では、岩
子の偉業を永く後世に伝え
るため、岩子の精神にふさ
わしい社会福祉功労者を顕
彰する「瓜生岩子賞」を平
成５年に創設しました。

明治29年（1896）に、日本女性

初の藍綬褒
らんじゅほう

章
しょう

を受章
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岩子が、世話をする子どものために、自ら包帯くずを

紡いで作った厚
あっ

子
し


