
会津藩の根本 「家訓・かきん」
寛文8年（1668）4月11日

第
四
条
「
婦
人
女
子
の
言

一
切
聞
く

べ
か
ら
ず
」
の
真
相

保
科
正
之
の
長
女
「
媛
姫(

は
る
ひ

め)

」
は
、
於
万
の
子
で
、
上
杉
綱
勝
へ

正
室
と
し
て
嫁
ぎ
ま
す
。

母
於
万
は
側

室
の
子
摩
須
（
お
松
様
）
が
前
田
家
へ

嫁
ぐ
の
を
ね
た
み
毒
殺
未
遂
事
件
が
起

き
ま
す
。
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
七

月
二
十
六
日
、
お
松
の
婚
礼
が
あ
り
ま

し
た
。
七
月
二
十
八
日
媛
姫
は
、
「
二

十
五
日

芝
御
屋
敷
ヘ
被
成
御
出
候
後
、

少
々
御
虫
気
ニ
被
成
御
候
」
と
な
り
、

寅
刻
（
午
前
四
時
頃
）
「
御
薬
も
御
相

応
無
之
、
御
年
十
八
歳
ニ
テ
御
逝
去
被

成
候
」
十
八
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。

「
お
松
様
は

大
家
之
方
へ
御
縁
組
之

段
相
妬
、
於
奥
毒
殺
奉
成
」
さ
ら
に

「
お
松
の
老
女
、
野
村
の
話
と
し
て
、

は
じ
め
に
お
松
へ
お
膳
を
出
し
た
が
、

媛
姫
は
姉
で
あ
り
、
妹
の
御
身
と
し
て
、

初
め
に
お
膳
を
取
っ
た
。
そ
れ
を
野
村

が
、
先
に
取
る
の
は
無
用
と
強
く
申
し

上
げ
た
が
聞
か
ず
に
、
次
の
お
膳
を
お

松
に
差
し
上
げ
た
。
こ
れ
よ
り
、
お
病

気
に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

於
万
が
仕
掛
け
た
毒
殺
事
件
で
、
自
分

の
子
が
亡
く
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、

正
之
は
上
杉
家
に
子
が
無
か
っ
た
の
で
、

家
存
続
に
努
力
し
ま
す
。
ま
た
、
於
万

を
遠
ざ
け
ま
す
。
こ
れ
が
家
訓
に
反
映

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
四
月
十
一

日
、
「
御
家
訓
十
五
件
」
（
家
訓
十
五

条
）
を
定
め
、
「
田
中
三
郎
兵
衛
に
御

直
ニ
被
成
御
渡
」
と
直
に
渡
し
、
家
老

中
へ
一
部
づ
つ
渡
し
た
の
で
す
。

「
家
訓
」

一
、
大
君
の
義
、
一
心
大
切
に
忠
勤
に
励
み
、

他
国
の
例
を
も
っ
て
自
ら
処
す
べ
か
ら
ず

若
し
二
心
を
懐
か
ば
、
す
な
わ
ち
、
我
が
子
孫

に
あ
ら
ず

面
々
決
し
て
従
う
べ
か
ら
ず

一
、
武
備
は
怠
る
べ
か
ら
ず

士
を
選
ぶ
を

本
と
す
べ
し

上
下
の
分
を
乱
る
べ
か
ら
ず

一
、
兄
を
う
や
ま
い
、
弟
を
愛
す
べ
し

一
、
婦
人
女
子
の
言

一
切
聞
く
べ
か
ら
ず

一
、
主
を
重
ん
じ
、
法
を
畏(

お
そ)

る
べ
し

一
、
家
中
風
義
に
励
む
べ
し

一
、
賄
（
ま
か
な
い
）
を
お
こ
な
い

媚
（
こ
び
）
を

も
と
む
べ
か
ら
ず

一
、
面
々

依
怙
贔
屓
（
え
こ
ひ
い
い
き
）

す
べ
か
ら
ず

一
、
士
を
選
ぶ
に
は
便
辟
便
侫(

こ
び
へ
つ
ら

い
機
嫌
を
と
る
も
の
）
の
者
を
と
る
べ
か
ら
ず

一
、
賞
罰
は

家
老
の
ほ
か

こ
れ
に
参
加
す
べ
か
ら
ず

も
し
位
を
出
ず
る

者
あ
ら
ば

こ
れ
を
厳
格
に
す
べ
し

一
、
近
侍
の
者
を
し
て

人
の
善
悪
を

告
げ
し
む

べ
か
ら
ず

一
、
政
事
は
利
害
を
持
っ
て
道
理
を
ま
ぐ
る
べ
か

ら
ず

評
議
は
私
意
を
は
さ
み

人
言
を
拒
ぐ

べ
ら
ず

思
う
と
こ
ろ
を
蔵
せ
ず
も
っ
て
こ
れ

を
争
う
そ
う
べ
し

は
な
は
だ
相
争
う
と
い
え

ど
も
我
意
を
か
い
す
べ
か
ら
ず

一
、
法
を
犯
す
も
の
は

ゆ
る
す
べ
か
ら
ず

一
、
社
倉
は
民
の
た
め
に
こ
れ
を
お
く
永
利
の
た

め
の
も
の
な
り

歳
餓
え
れ
ば
す
な
わ
ち
発
出

し
て
こ
れ
を
救
う
べ
し
こ
れ
を
他
用
す
べ
か
ら

ず
一
、
若
し
志
を
う
し
な
い

遊
楽
を
こ
の
み

鱎
奢(

き
ょ
う
し
ゃ)

を
い
た
し

土
民
を
し
て

そ
の
所
を
失
わ
し
め
ば
、
す
な
わ
ち
何
の
面
目

あ
り
て
封
印
を
戴
き
、
土
地
を
領
せ
ん
や

必
ず
上
表
し
て
蟄
居
す
べ
し

右
十
五
件
の
旨

堅
く
こ
れ
を
相
守
り

以
往

も
っ
て

同
職
の
者
に
申
し
伝
う
べ
き
な
り

寛
文
八
年
戊
申
四
月
十
一
日

江
戸
時
代
、
初
代
保
科
正
之
公
が
、

寛
文
八
年(

一
六
六
八)

に
定
め
た
家

訓(

か
き
ん)

そ
の
第
一
に

「大
君
の
義
、
一
心
大
切
に
忠
勤
に
励

み
」

と
あ
り
、
将
軍
家
に
対
し
て
わ
が
身
の

利
害
を
か
え
り
み
ず
、
一
心
に
忠
勤
に

尽
く
せ
と
い
う
意
味
。

会
津
藩
の
「義
」は
こ
こ
に
集
約
さ
れ

て
い
ま
す
。

そ
の
教
え
は
、
代
々
家
老
に
受
継
が

れ
、
戊
辰
戦
争
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
ま
す
。
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