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大坂町奉行 ・曲淵甲斐守景漸のお裁き　（柴田）

　
　

大
坂
町
奉
行
・
曲
淵
甲
斐
守
景
漸
の
お
裁
き

柴　

田　

芳　

成

一
近
世
の
大
坂
は
町
人
の
町
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
事
実
と
し
て
も
町
人
人
口
が
三
十
五
万
か
ら
四
十
万
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
、
大
坂
在
住
の
武
士
の
数
は
約
八
千
人
で
あ
っ
た
と
推
計
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
武
士
の
中
に
は
町
人
か
ら
の

支
持
を
得
る
人
物
も
い
た
。

こ
こ
で
は
、
町
の
噂
に
書
き
留
め
ら
れ
た
、
大
坂
町
奉
行
・
曲
淵
甲
斐
守
景
漸
（
か
げ
つ
ぐ
）
の
話
題
を
取
り
上
げ
る
。
江
戸
時
代
の

町
奉
行
と
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
は
江
戸
の
町
奉
行
で
、
大
岡
越
前
守
忠
相
や
遠
山
金
四
郎
景
元
ら
は
現
代
で
も
あ
る
程
度
名
の

知
ら
れ
た
存
在
と
い
え
る
。
曲
淵
景
漸
は
、
江
戸
の
町
奉
行
に
も
な
る
が
、
そ
の
前
に
大
坂
西
町
奉
行
を
勤
め
た
。
前
掲
二
者
ほ
ど
著
名

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
遠
山
金
四
郎
を
評
し
た
文
章
の
中
に
、
「
大
岡
・
根
岸
・
石
河
・
池
田
・
曲
淵
に
つ
ゝ
き
た
る
奉
行
と
称

せ
ら
れ
」
（
遠
山
景
晋
『
対
策
則
』
奥
書
、
国
会
図
書
館
蔵
）
（
２
）

と
あ
っ
て
、
名
奉
行
の
先
輩
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
落

語
「
鹿
政
談
」
の
奈
良
奉
行
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
し
（
実
際
に
は
奈
良
奉
行
に
は
な
っ
て
い
な
い
）
、
近
年
で
も
、
上
田
秀
人
の
時
代

小
説
『
町
奉
行
内
与
力
奮
励
記
』
（
幻
冬
舎
時
代
小
説
文
庫
、
全
9
巻
、2015
～19

年
）
に
、
主
人
公
の
青
年
武
士
の
上
司
に
あ
た
る
、

頭
の
切
れ
る
、
出
世
欲
の
旺
盛
な
人
物
と
し
て
登
場
す
る
（
３
）

。

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
よ
り
、
そ
の
経
歴
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
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享
保
十
年
（1725

）　

曲
淵
景
衡
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
が
、
兄
景
福
の
養
子
と
な
る
。

寛
保
三
年
（1743

）
十
一
月　

十
九
歳
に
て
遺
跡
、
采
地
千
六
百
五
十
石
を
継
ぐ
。

寛
延
元
年
（1748

）
五
月　

御
小
姓
組
番
士
と
な
る
。

宝
暦
七
年
（1751

）
七
月　

十
人
頭
と
な
る
。
十
二
月　

布
衣
を
許
さ
れ
る
。

同　

九
年
（1753

）
正
月　

目
付
に
転
じ
る
。

明
和
元
年
（1764
）　

朝
鮮
通
信
使
の
参
府
、
琉
球
使
節
の
江
戸
上
り
に
あ
た
り
、
大
い
に
務
め
る
。

同　

二
年
（1765
）
十
二
月　

大
坂
町
奉
行
と
な
り
、
従
五
位
下
甲
斐
守
に
叙
任
。

同　

六
年
（1769

）
八
月　

江
戸
北
町
奉
行
に
転
じ
る
。

天
明
七
年
（1787

）
六
月　

西
城
御
留
守
居
と
な
る
。

同　

八
年
（1788

）
四
月　

小
普
請
組
支
配
。
十
一
月　

勘
定
奉
行
。

同　

八
年
（1796

）
正
月　

老
齢
を
理
由
に
職
を
辞
す
る
も
許
さ
れ
ず
。

同　

九
年
（1797

）
二
月　

勘
定
奉
行
か
ら
御
留
守
居
と
な
る
。

同
十
二
年
（1800

）　

七
十
六
歳
に
て
死
去
。

甲
斐
守
が
在
職
し
た
期
間
の
将
軍
は
吉
宗
、
家
重
、
家
治
、
家
斉
の
四
代
に
わ
た
り
、
そ
の
活
躍
期
の
中
心
は
、
政
治
史
の
上
で
、
田

沼
意
次
の
時
代
か
ら
松
平
定
信
の
時
代
と
重
な
る
。
大
坂
町
奉
行
の
職
に
あ
っ
た
の
は
、
明
和
二
年
十
二
月
か
ら
同
六
年
八
月
ま
で
の
三

年
八
カ
月
ほ
ど
の
間
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
こ
ろ
の
街
談
に
甲
斐
守
の
扱
っ
た
裁
判
が
挙
が
っ
て
い
る
。

二
甲
斐
守
の
話
の
前
に
、
当
時
は
世
間
の
人
々
が
裁
判
の
内
容
や
判
決
に
関
心
を
も
ち
、
噂
話
と
な
る
よ
う
な
社
会
で
あ
っ
た
の
か
、
そ

267（2）
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の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
裁
判
に
ま
つ
わ
る
逸
話
が
ど
の
よ
う
に
需
要
さ
れ
た
の
か
を
み
る
と
、
『
古
今
著
聞
集
』
『
十
訓

抄
』
な
ど
の
中
世
説
話
集
に
収
録
さ
れ
た
、
あ
る
個
人
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
の
判
断
を
取
り
上
げ
た
個
別
の
説
話
と
し
て
で
は
な

く
、
裁
判
の
話
題
が
ま
と
ま
っ
て
編
纂
さ
れ
た
作
品
と
し
て
は
、
元
和
年
中
（1615

～23

）
に
、
中
国
の
裁
判
説
話
集
で
あ
る
『
棠
陰

比
事
』
が
古
活
字
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
同
書
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
『
棠
陰
比
事
物
語
』
が
寛
永
年
中
（1624

～43

）
に
、

そ
の
覆
刻
本
が
慶
安
二
年
（1649

）
に
、
絵
入
り
本
が
寛
文
十
三
年
（1673

）
に
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
、
写
本
の
み
で
は
あ
る
が
、
京
都

所
司
代
の
板
倉
勝
重
・
重
宗
の
施
政
を
記
す
『
板
倉
政
要
』
の
後
半
に
あ
た
る
巻
六
～
十
の
「
公
事
捌
」
が
裁
判
説
話
集
に
あ
た
る
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
異
本
、
伝
本
が
多
数
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
も
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
元
禄
二
年

（1689

）
に
は
井
原
西
鶴
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
、
宝
永
五
年
（1708

）
に
は
月
尋
堂
『
鎌
倉
比
事
』
、
少
し
あ
い
て
、
文
化
九
年
（1812

）

に
曲
亭
馬
琴
『
青
砥
藤
綱
摸
稜
案
』
が
出
版
さ
れ
る
。
本
稿
に
み
る
明
和
の
時
期
よ
り
半
世
紀
以
上
前
か
ら
、
人
々
は
裁
判
話
を
読
み
物

と
し
て
受
容
し
て
お
り
、
裁
判
の
話
題
に
関
心
が
も
た
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（
４
）

。

以
下
に
曲
淵
甲
斐
守
の
裁
い
た
事
件
を
み
て
ゆ
く
が
、
資
料
の
本
文
を
引
用
す
る
と
長
く
な
る
た
め
、
現
代
語
で
、
概
要
を
提
示
す
る

こ
と
と
す
る
。

【
事
例
１
】
『
明
和
雑
記
』
巻
五
「
立
売
堀
土
橋
辺
老
女
の
事
」

立
売
堀
土
橋
辺
に
一
人
住
ま
い
の
老
女
が
い
た
。
昔
は
そ
れ
な
り
の
生
活
を
し
て
い
た
が
、
近
年
は
貧
し
く
な
り
、
借
家
住
ま
い
と

な
っ
て
い
た
。
か
つ
て
生
活
に
余
裕
の
あ
っ
た
と
き
、
貧
し
い
隣
人
に
銀
子
を
融
通
し
て
助
け
て
や
っ
て
お
り
、
そ
の
額
は
銀
一
貫

匁
余
り
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
老
女
は
次
第
に
貧
し
く
な
り
、
隣
人
に
少
し
ず
つ
で
も
返
済
し
て
く
れ
る
よ
う
求
め
た
が
、
十
九
年

に
わ
た
っ
て
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
そ
の
様
子
は
町
内
で
も
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
町
年
寄
に
も
届
け
出
た
が

効
果
が
な
い
。
立
場
が
入
れ
替
わ
り
、
蓄
え
を
も
っ
た
隣
人
を
恨
み
に
思
っ
た
老
女
は
、
あ
る
夜
、
そ
の
隣
家
に
放
火
し
、
捕
ら
え

ら
れ
た
。
奉
行
（
曲
淵
甲
斐
守
）
は
耄
碌
故
の
所
業
で
あ
ろ
う
と
問
う
た
が
、
老
女
は
そ
れ
を
否
定
し
、
隣
人
の
忘
恩
を
恨
み
放
火

（3）266



日本語・・日本文化　第 51 号 （2024）

し
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
隣
人
の
家
の
前
で
火
あ
ぶ
り
に
し
て
く
れ
と
、
涙
な
が
ら
に
返
答
す
る
。
曲
淵
甲
斐
守
は
隣
人
を
召
し
出

し
、
そ
の
不
仁
・
不
人
情
を
責
め
る
と
と
も
に
、
二
十
年
賦
で
老
女
に
返
済
す
べ
き
こ
と
を
告
げ
る
。
奉
行
は
、
火
つ
け
は
火
あ
ぶ

り
の
罪
で
あ
る
が
、
そ
の
年
賦
が
完
済
さ
れ
る
ま
で
、
老
女
を
町
内
預
け
置
き
と
す
る
と
定
め
た
。

右
の
話
を
収
め
る
『
明
和
雑
記
』
は
、
「
明
和
年
間
に
於
け
る
大
坂
の
出
来
事
を
書
い
た
」
、
「
多
少
の
誤
伝
は
あ
る
に
し
て
も
」
、
「
当

時
の
出
来
事
を
、
そ
の
ま
ゝ
筆
に
上
し
」
た
資
料
で
あ
る
（
５
）

。
こ
の
一
件
が
記
さ
れ
た
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
、
判
決
に
対
す
る
人
々

の
反
応
、
著
者
の
コ
メ
ン
ト
が
付
さ
れ
て
い
る
。

此
婆
二
十
年
の
よ
わ
ひ
は
有
ま
じ
き
に
、
中
興
ま
れ
な
る
御
奉
行
の
御
捌
と
い
ひ
、
御
仁
心
と
て
町
中
は
一
同
に
悦
び
有
難
が
り
し

也
。
此
御
奉
行
曲
淵
甲
斐
守
様
は
初
入
よ
り
此
か
た
、
種
々
の
御
仁
心
あ
ま
た
有
と
い
へ
共
略
す
。
（
私
に
濁
点
、
句
読
点
を
付
す
）

曲
淵
甲
斐
守
は
大
坂
町
奉
行
着
任
以
来
評
判
が
高
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
甲
斐
守
は
も
と
も
と
大
坂
と
の
縁
は
な
い
が
、

前
職
の
目
付
で
あ
っ
た
宝
暦
十
四
年
四
月
（
六
月
に
明
和
に
改
元
）
、
江
戸
参
府
を
終
え
て
帰
路
に
あ
っ
た
朝
鮮
通
信
使
の
上
使
が
大
坂

の
津
村
御
堂
で
殺
害
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
唐
人
殺
し
」
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
折
に
殺
害
人
の
死
刑
執
行
に
あ
た
っ
て
、
江
戸
か
ら

大
坂
に
出
向
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
も
大
坂
の
人
々
に
能
吏
と
し
て
の
印
象
を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

判
決
に
つ
い
て
は
、
老
女
自
身
が
隣
家
の
前
で
火
あ
ぶ
り
に
し
ろ
と
言
い
、
甲
斐
守
が
火
つ
け
は
火
あ
ぶ
り
と
述
べ
て
い
る
通
り
、

『
公
事
方
御
定
書
』
に
は
、
七
十
「
火
附
御
仕
置
之
事
」
の
項
が
あ
り
、
「
一　

火
を
附
候
も
の　

火
罪
」
と
あ
る
。
放
火
は
火
あ
ぶ
り
の

刑
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
人
に
も
知
ら
れ
て
い
た
。
放
火
の
原
因
と
な
っ
た
隣
人
へ
の
お
金
の
融
通
は
、
町
年
寄
ら
が
仲
裁
に

入
っ
て
も
話
が
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
に
、
証
文
を
交
わ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ご
近
所
付
き
合
い
の
延
長
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
だ
け
に
立
場
が
変
化
し
た
と
き
に
取
り
返
す
の
は
難
し
く
、
最
終
的
に
辛
抱
の
限
界
を
越
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
甲
斐
守
が
は
じ
め
耄
碌
ゆ
え
か
と
尋
ね
た
（
「
老
女
は
年
の
上
の
事
な
れ
ば
、
老
に
ぼ
れ
た
る
な
る
べ
し
」
）
の
は
、
い
わ
ば
誘
導

で
、
情
状
酌
量
の
余
地
を
引
き
出
す
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
老
女
は
自
覚
の
上
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
罪
科
で
あ
る
火
あ
ぶ
り
を
隣
人

宅
前
で
行
え
と
申
し
出
る
。
精
神
状
態
に
異
常
の
な
い
こ
と
か
ら
、
火
あ
ぶ
り
の
判
決
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
火
刑
の
執
行
は
隣
人
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の
借
金
返
済
後
と
す
る
こ
と
で
、
甲
斐
守
は
老
女
の
最
晩
年
を
何
と
か
救
済
す
る
方
へ
と
一
件
を
ま
と
め
、
「
仁
心
」
を
示
し
た
。
法
に

従
い
つ
つ
、
関
係
者
の
実
害
を
極
力
抑
え
る
方
法
を
模
索
し
た
判
決
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
放
火
犯
に
つ
い
て
は
、
江
戸
の
北
町
奉
行
を
勤
め
て
い
た
天
明
五
年
（1785

）
に
も
、
少
女
「
よ
し
」
に
よ
る
放
火
を
裁

い
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
火
あ
ぶ
り
で
は
な
く
、
「
遠
島
申
付　

十
五
歳
迄
親
類
え
預
置
可
申
候
」
と
の
裁
定
を
下
し
て
い
る
が
、
こ
の
場

合
は
特
段
、
情
に
よ
る
減
刑
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
『
公
事
方
御
定
書
』
の
規
定
に
従
っ
た
穏
当
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
６
）

。

【
事
例
２
】
『
明
和
雑
記
』
巻
七
「
孝
心
に
て
白
銀
を
も
ら
ひ
し
事
」

新
町
吉
原
町
の
紙
屋
吉
兵
衛
借
家
に
養
父
・
伊
兵
衛
と
養
子
・
き
よ
が
暮
ら
し
て
い
た
。
き
よ
十
七
歳
の
こ
ろ
、
伊
兵
衛
は
眼
病
で

勤
め
か
な
わ
ず
按
摩
を
し
て
渡
世
し
て
い
た
が
、
見
目
よ
い
き
よ
を
遊
女
奉
公
に
出
し
て
は
ど
う
か
と
近
所
か
ら
声
が
か
か
っ
た
。

自
分
た
ち
の
生
活
の
苦
し
さ
を
思
う
き
よ
自
身
も
そ
れ
を
望
ん
だ
が
、
伊
兵
衛
は
不
憫
に
思
い
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
聞
き
つ
け

た
き
よ
の
実
家
は
取
り
戻
す
こ
と
を
伝
え
て
き
た
が
、
伊
兵
衛
・
き
よ
と
も
に
従
う
気
は
な
く
、
実
家
は
公
儀
へ
訴
え
出
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
伊
兵
衛
・
き
よ
と
も
に
町
内
預
か
り
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
き
よ
に
は
そ
の
孝
心
へ
の
ほ
う
び
と
し
て
白

銀
十
五
枚
が
下
し
お
か
れ
た
。
町
の
人
々
は
き
よ
の
孝
心
ゆ
え
天
道
か
ら
授
か
っ
た
も
の
と
あ
り
が
た
が
っ
た
。

こ
の
件
の
事
情
を
詳
し
く
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
実
家
が
き
よ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
は
、
き
よ
の
美
貌
を
た
の
み
、
相
応

の
望
む
方
へ
売
ろ
う
と
の
魂
胆
が
あ
っ
た
た
め
で
、
天
道
も
憎
む
だ
ろ
う
し
、
（
役
所
が
）
い
ろ
い
ろ
と
人
を
入
れ
て
事
情
を

聞
き
合
わ
せ
な
さ
っ
た
と
の
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
話
は
昔
か
ら
話
に
は
聞
く
が
、
こ
れ
は
実
際
に
目
に
し
た
こ
と
だ
。
こ
の

と
き
の
御
奉
行
は
曲
淵
甲
斐
守
で
、
初
入
の
と
き
以
来
、
慈
悲
深
い
と
言
い
は
や
さ
れ
て
い
る
。

何
ら
か
の
事
情
で
実
家
か
ら
養
子
に
出
さ
れ
た
娘
が
、
目
の
不
自
由
な
養
父
へ
の
孝
行
を
認
め
ら
れ
て
金
子
を
賜
っ
た
と
い
う
話
。
き

よ
に
遊
女
奉
公
の
話
が
持
ち
込
ま
れ
た
と
き
、
伊
兵
衛
の
感
じ
た
義
理
に
は
、
引
き
取
っ
た
養
子
は
責
任
を
も
っ
て
育
て
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
（
公
事
方
御
定
書
に
規
定
も
あ
る
）
、
経
済
的
な
事
情
か
ら
自
ら
犠
牲
に
な
ろ
う
と
す
る
き
よ
へ
の
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愛
情
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
き
よ
に
も
伊
兵
衛
に
も
実
家
に
戻
る
・
戻
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
実
家
は
訴
え
出
た
わ
け
で

あ
る
が
、
『
公
事
方
御
定
書
』
四
十
六
「
養
娘
遊
女
奉
公
に
出
シ
候
者
之
事
」
に
は
、
「
軽
キ
も
の
養
娘
遊
女
奉
公
に
出
シ
候
者　

実
方
よ

り
訴
出
候
共
無
取
上
」
と
あ
り
、
実
家
が
口
出
し
し
て
も
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
見
込
み
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
二
段
下
げ
で
記
さ
れ
た
著
者
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
は
、
実
家
が
き
よ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
は
、
遊
女
屋
へ
行
く
実
子
を

不
憫
に
思
う
情
愛
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
き
よ
の
美
貌
を
ネ
タ
に
高
く
売
り
込
も
う
と
の
魂
胆
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
こ
う

し
た
実
家
で
あ
れ
ば
、
き
よ
も
当
然
、
戻
り
た
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
実
家
の
企
み
は
衝
撃
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
き
よ
の

実
家
だ
け
が
異
常
だ
っ
た
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
養
女
を
遊
女
と
し
て
売
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
き
よ
と
同
様
に
、
養
子
に
出
し
た

子
が
実
親
の
元
に
帰
っ
た
後
に
遊
女
に
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
六
・
一
〇
二
「
養
子
娘
并
継
娘
を
遊

女
奉
公
ニ
出
す
者
之
類
、
附
、
実
子
娘
を
養
子
に
遣
置
、
取
戻
シ
、
遊
女
奉
公
に
出
す
者
」
と
し
て
、
五
例
（
五
一
四
～
五
一
八
）
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
、
関
わ
っ
た
者
は
入
牢
や
死
罪
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
き
よ
の
取
っ
た
行
動
は
、
結
果
的
に
は
実
家

の
親
た
ち
が
入
牢
す
る
こ
と
も
防
い
だ
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

き
よ
が
は
た
し
て
何
歳
か
ら
伊
兵
衛
の
養
女
と
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
「
京
都
所
司
代
板
倉
氏
父
子
公
事
扱
掟
條
々
」
（
『
徳

川
禁
令
考
』
巻
五
十
一
「
第
五
十
八
章　

〈
京
都
／
大
坂
〉
諸
法
度
」
三
四
五
三
）
「
一　

対
伯
父
叔
父
公
事
仕
儀
」
の
末
に
「
附
、
継
父

継
母
に
孝
行
之
事
専
一
也
、
其
身
十
歳
之
内
よ
り
令
養
育
候
継
父
母
ハ
、
真
之
父
母
よ
り
至
而
可
為
孝
行
事
」
（
〈  

〉
は
割
書
、
／
は
改

行
、
以
下
同
）
（
７
）

と
あ
り
、
生
み
の
親
よ
り
も
育
て
の
親
に
い
っ
そ
う
孝
行
せ
よ
と
も
説
か
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
裁
き
の
中
で
、
甲
斐
守
が
具
体
的
に
何
を
ど
う
し
た
の
か
は
語
ら
れ
な
い
が
、
為
政
者
と
し
て
き
よ
を
孝
行
者
と
認
め
て

表
彰
し
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
こ
の
き
よ
の
ふ
る
ま
い
は
世
評
も
高
く
、
寛
政
年
間
に
幕
府
の
命
で
全
国
の
孝
行
者
や
奇
特
者
ら
の
行

状
を
ま
と
め
た
『
官
刻
孝
義
録
』
の
摂
津
国
（
巻
一
）
の
一
覧
の
中
に
、
「
孝
行
者
〈
同
［
大
坂
町
奉
行
］
支
配
所
／
吉
原
町
〉　

〈
町
人

借
家
住
淡
路
屋
伊
兵
衛
娘
〉
き
よ
〈
十
五
歳
〉　

〈
明
和
四
年
／
褒
美
〉
」
と
あ
る
。

こ
ち
ら
も
話
末
で
甲
斐
守
は
慈
悲
深
い
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
川
筋
見
聞
の
折
、
上
荷
船
が
御
用
舩
に
衝
突
し
た
こ
と
に
御
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用
船
の
船
頭
が
怒
り
と
が
め
た
と
こ
ろ
、
御
用
船
の
不
覚
を
た
し
な
め
て
そ
の
場
を
収
め
た
り
（
巻
五
）
、
前
任
者
以
来
の
懸
案
で
あ
っ

た
角
の
芝
居
騒
動
を
落
着
さ
せ
た
り
（
巻
三
）
、
と
い
っ
た
こ
と
が
『
明
和
雑
記
』
に
は
書
き
留
め
ら
れ
、
そ
の
行
動
が
注
目
を
集
め
た

様
子
が
う
か
が
え
る
（
８
）

。

一
方
で
、
次
の
例
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

【
事
例
３
】
『
明
和
雑
記
』
巻
七
「
上
町
辺
手
錠
紛
失
の
事
」

滞
り
銀
の
件
で
手
錠
を
受
け
、
町
預
か
り
と
な
っ
た
者
が
い
た
。
そ
の
者
の
相
借
家
で
口
論
が
あ
り
、
手
錠
の
者
も
様
子
を
見
に
行

こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
封
印
を
付
け
た
ま
ま
手
錠
が
両
手
か
ら
抜
け
落
ち
た
。
そ
の
手
錠
を
こ
た
つ
の
上
に
置
い
て
出
た
が
、
そ
の

留
守
に
昼
盗
人
が
入
り
、
こ
た
つ
の
布
団
を
盗
ん
で
行
っ
た
。
手
錠
の
者
が
戻
っ
て
み
る
と
、
布
団
が
な
く
、
手
錠
も
い
く
ら
探
し

て
も
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
町
内
へ
申
し
出
た
。
家
主
・
番
人
・
年
寄
も
集
ま
っ
て
相
談
し
た
が
、
公
儀
へ
届
け
る
よ
り
な
か
っ

た
。
手
錠
の
本
人
は
牢
舎
も
い
た
し
か
た
な
く
、
年
寄
も
ど
う
な
る
か
と
案
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
役
人
か
ら
お
叱
り
を
受
け
、
奉
行

へ
伝
え
る
と
の
こ
と
で
、
覚
悟
し
て
待
っ
て
い
る
と
、
甲
斐
守
は
他
の
用
件
を
次
々
と
裁
き
、
残
っ
た
本
件
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ

ず
に
座
を
去
ろ
う
と
し
た
。
役
人
が
声
を
か
け
る
と
、
甲
斐
守
は
振
り
返
り
、
「
定
め
て
手
錠
の
こ
と
な
る
べ
し
。
打
っ
て
遣
わ
す

べ
し
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

手
鎖
を
受
け
た
者
が
、
相
借
家
で
の
口
論
の
野
次
馬
見
物
に
出
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
手
鎖
が
抜
け
て
、
そ
れ
を
置
い
て
出
か
け
て

戻
っ
て
み
る
と
、
手
鎖
を
載
せ
た
布
団
ご
と
盗
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
不
始
末
を
申
し
出
る
も
、
処
分
保
留
で
放
っ
て
お
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
、
し
ま
り
の
な
い
笑
い
話
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。
結
局
、
そ
の
後
、
改
め
て
ど
の
よ
う
な
沙
汰
が
下
っ
た
の
か
は
わ
か

ら
な
い
。
男
は
町
預
か
り
の
手
錠
と
い
う
こ
と
で
、
も
と
も
と
軽
い
刑
罰
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
手
錠
を
外
し
て
、
し
か
も
紛
失

し
た
と
い
う
事
実
は
あ
り
、
牢
へ
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
こ
の
場
合
は
無
理
な
力
を
加
え
る
ま
で
も
な
く
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
手
錠
を
勝
手
に
外
す
の
は
重
罪
で
、
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
七
・
一
一
三
「
手
鎖
を
抜
者
之
類
幷
手
鎖
之
儘
致
欠
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落
者
之
類
、
同
請
ニ
立
者
」
（
五
八
〇
～
五
九
二
）
に
よ
る
と
、
多
く
の
事
例
で
は
、
入
牢
の
あ
と
に
死
罪
か
島
送
り
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
場
で
の
判
断
を
先
送
り
に
し
た
甲
斐
守
で
あ
る
が
、
繁
忙
だ
け
が
理
由
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
こ
の
件
に
関
し
て
、

『
明
和
雑
記
』
本
文
に
は
、
著
者
の
コ
メ
ン
ト
が
字
下
げ
で
次
の
よ
う
に
続
く
。

つ
ま
り
、
天
下
の
封
印
の
手
錠
が
手
か
ら
抜
け
て
し
ま
う
よ
う
な
ら
、
そ
れ
は
役
人
の
不
始
末
で
あ
り
、
そ
れ
を
断
じ
て
は
い
ず
れ

か
の
人
が
処
罰
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
あ
た
り
を
考
慮
し
て
の
御
裁
き
で
あ
る
。

き
ち
ん
と
手
錠
を
封
じ
て
お
か
な
か
っ
た
役
人
の
ミ
ス
が
想
定
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
甲
斐
守
の
判
断
は
、
そ
う
し
た
不
祥
事
に

思
い
当
た
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
先
送
り
に
し
た
も
の
だ
と
見
透
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
寛
大
な
お
裁
き
ど
こ
ろ
か
、
身
内
の
不
祥

事
の
も
み
消
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
役
人
に
と
っ
て
の
責
任
問
題
と
い
う
点
で
は
寛
大
な
処
置
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
）
。

【
事
例
４
】
『
諺
芥
集
』
（
巻
四
）

明
和
の
こ
ろ
、
大
坂
町
奉
行
の
曲
淵
甲
斐
守
は
、
巾
着
切
り
に
浅
黄
色
の
木
綿
の
頭
巾
を
着
す
よ
う
に
申
し
渡
し
、
町
方
へ
は
浅
黄

頭
巾
は
巾
着
切
り
ゆ
え
注
意
す
る
よ
う
に
触
れ
流
し
、
浅
黄
頭
巾
を
着
け
ず
に
ス
リ
を
働
い
た
者
を
罰
し
た
。

こ
ち
ら
は
『
明
和
雑
記
』
の
記
事
で
は
な
い
が
、
大
坂
町
奉
行
時
代
の
逸
話
で
あ
る
の
で
掲
出
し
た
。
巾
着
切
り
と
い
う
犯
罪
者
集
団

に
対
し
、
自
分
の
正
体
が
一
目
で
わ
か
る
よ
う
な
頭
巾
を
着
す
よ
う
定
め
た
と
こ
ろ
で
、
と
て
も
従
う
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
が
、
氏
家

幹
人
「
巾
着
切
と
町
奉
行
」
（
『
古
文
書
に
見
る
江
戸
犯
罪
考
』2016

年
、
祥
伝
社
新
書
）
に
よ
れ
ば
、
江
戸
に
お
い
て
も
同
様
に
、
巾

着
切
り
た
ち
に
対
し
て
明
ら
か
な
身
分
表
示
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
ら
も
町
奉
行
と
の
緊
張
状
態
を
高
め
な
い
た
め
に
命
令
に
従
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

現
代
の
感
覚
か
ら
み
る
と
、
何
と
も
変
な
決
ま
り
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
人
の
安
全
を
守
り
、
ス
リ
の
職
業
も
保
護
（
？
）

す
る
、
両
立
を
は
た
し
た
方
策
で
あ
っ
た
。
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三
次
に
掲
げ
る
『
徳
川
名
臣
即
智
裁
判
』
は
、
同
時
代
の
資
料
で
は
な
く
、
明
治
二
十
二
年
刊
行
の
も
の
で
あ
る
が
、
曲
淵
甲
斐
守
が
大

坂
町
奉
行
で
あ
っ
た
と
き
の
話
題
を
収
め
る
の
で
、
こ
こ
に
示
す
（
９
）

。

【
事
例
５
】
『
徳
川
名
臣
即
智
裁
判
』
「
獄
門
蘇
生
せ
し
裁
判
」

大
坂
上
町
の
質
屋
の
手
代
が
店
の
金
七
両
を
盗
み
、
六
両
を
青
楼
の
揚
代
に
払
い
、
残
る
一
両
を
丁
稚
の
道
具
箱
へ
入
れ
た
。
金
七

両
の
不
足
に
気
づ
い
た
主
人
が
家
内
の
者
を
詮
議
し
た
と
こ
ろ
、
手
代
は
持
ち
物
を
調
べ
よ
と
進
言
し
た
。
調
べ
る
と
丁
稚
の
道
具

箱
か
ら
一
両
が
見
つ
か
っ
た
が
、
丁
稚
は
涙
ぐ
ん
で
、
自
分
は
知
ら
な
い
し
、
使
い
道
も
な
い
、
誰
か
が
自
分
に
罪
を
着
せ
よ
う
と

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
白
状
せ
よ
と
話
し
た
。
は
た
し
て
手
代
が
罪
を
認
め
、
主
人
は
奉
行
所
へ
訴
え
た
。
甲

斐
守
は
主
人
に
、
本
来
な
ら
獄
門
刑
で
あ
る
と
こ
ろ
、
減
刑
を
望
む
か
と
尋
ね
た
が
、
主
人
は
断
る
。
甲
斐
守
は
愍
然
に
思
っ
た
も

の
の
、
死
罪
の
日
を
定
め
、
手
代
の
実
父
に
伝
え
た
。
死
罪
当
日
、
大
坂
三
郷
町
中
引
き
回
し
の
上
、
牢
屋
敷
に
て
順
に
刑
罰
の
執

行
が
進
む
う
ち
、
手
代
の
番
と
な
っ
た
が
、
首
を
切
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
生
き
た
ま
ま
、
死
体
を
入
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
俵
に
入
れ

ら
れ
た
。
手
代
の
親
類
が
死
体
を
受
け
取
り
に
出
向
い
た
が
、
手
代
の
首
は
切
ら
れ
て
は
お
ら
ず
命
に
別
状
も
な
か
っ
た
。
甲
斐
守

の
お
慈
悲
と
悦
び
拝
し
て
帰
っ
た
。

質
屋
の
手
代
が
遊
郭
へ
の
支
払
い
に
困
っ
て
店
の
金
を
盗
み
、
そ
の
罪
を
自
分
よ
り
も
立
場
の
弱
い
丁
稚
に
な
す
り
つ
け
よ
う
と
し
た

事
件
。
甲
斐
守
は
手
代
を
訴
え
出
た
店
の
主
人
に
対
し
て
減
刑
を
求
め
る
か
を
問
い
、
そ
の
提
案
を
主
人
が
拒
絶
し
た
こ
と
で
手
代
を
憐

れ
ん
だ
と
語
ら
れ
る
。
手
代
の
犯
し
た
過
ち
、
窃
盗
と
そ
の
罪
の
他
人
へ
の
な
す
り
つ
け
は
悪
質
な
も
の
で
あ
り
、
罪
を
免
じ
ら
れ
る
と

い
う
結
果
は
、
手
代
の
親
族
こ
そ
喜
ぶ
で
あ
ろ
う
が
、
正
義
は
通
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
は
た
し
て
慈
悲
深
い
態
度
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。

金
品
の
窃
盗
に
つ
い
て
、
「
十
両
盗
め
ば
首
が
と
ぶ
」
と
は
、
落
語
や
時
代
劇
に
も
出
て
く
る
言
い
回
し
で
、
江
戸
時
代
の
罪
科
と
し
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て
今
で
も
比
較
的
知
ら
れ
る
。
『
公
事
方
御
定
書
』
五
十
六
「
盗
人
御
仕
置
之
事
」
に
、
「
一　

手
元
ニ
有
之
品
を
與
風
盗
取
候
類　

死

罪
、　

金
子
ハ
十
両
よ
り
以
下
、
雑
物
ハ
代
金
ニ
積
、
十
両
位
よ
り
以
下
ハ
、　

入
墨
敲
」
と
あ
り
、
こ
の
場
合
は
七
両
な
の
で
「
入
墨

敲
」
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
他
人
へ
の
な
す
り
つ
け
が
加
わ
っ
て
「
獄
門
刑
」
と
判
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
甲
斐
守
が
刑
罰
を
減
じ
よ
う
と
し
、
最
終
的
に
も
命
を
救
っ
て
い
る
の
は
、
手
代
自
身
も
若
者
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
一

般
に
、
商
家
で
手
代
に
な
る
年
齢
は
十
七
、
八
歳
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
（
10
）

、
も
し
十
五
歳
以
下
な
ら
極
刑
に
は
な
ら
ず
、
減
刑
す
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
『
公
事
方
御
定
書
』
七
十
九
「
拾
五
歳
以
下
之
者
御
仕
置
之
事
」
に
「
一　

盗
い
た
し
候
も
の　

大
人
之
御

仕
置
よ
り
一
等
軽
可
申
付
」
）
。
そ
う
す
る
と
、
若
者
の
更
生
を
念
じ
て
の
、
慈
悲
の
判
決
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

【
事
例
６
】
『
徳
川
名
臣
即
智
裁
判
』
「
窃
盗
物
入
れ
札
の
裁
判
」

大
坂
安
治
川
の
古
手
屋
に
盗
人
が
入
り
、
衣
類
十
二
点
が
盗
ま
れ
た
。
近
所
の
人
は
訴
え
出
る
こ
と
を
勧
め
た
が
、
店
の
夫
婦
は
自

分
た
ち
の
不
注
意
で
あ
り
、
役
人
を
煩
わ
せ
る
も
悪
い
か
ら
と
答
え
た
。
そ
の
後
、
そ
の
盗
人
は
捕
ま
り
、
白
状
し
た
中
に
そ
の
店

の
衣
類
も
含
ま
れ
て
い
た
。
役
所
か
ら
召
し
出
さ
れ
た
古
手
屋
は
、
先
月
の
何
日
に
盗
み
が
入
っ
た
と
申
し
上
げ
た
。
甲
斐
守
が
な

ぜ
訴
え
出
な
い
か
尋
ね
る
と
、
さ
き
の
理
由
を
述
べ
た
。
甲
斐
守
は
、
一
理
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
仕
事
で
あ
り
憚
り
無
用

で
あ
る
、
訴
え
が
な
か
っ
た
の
で
、
衣
類
を
こ
の
ま
ま
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
入
れ
札
す
る
の
で
お
前
も
し
ろ
と
勧
め
る
。
古
手

屋
が
不
審
に
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
甲
斐
守
が
一
貫
五
百
文
に
て
札
を
落
と
す
と
下
さ
れ
た
。
実
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

裁
判
が
こ
の
よ
う
に
公
平
で
あ
れ
ば
、
上
下
と
も
に
怨
み
を
い
だ
く
こ
と
は
な
い
。

盗
難
の
被
害
を
自
ら
申
し
出
な
か
っ
た
古
着
屋
夫
婦
に
、
戻
っ
た
盗
難
品
を
安
価
で
返
し
て
あ
げ
た
と
い
う
話
。
こ
こ
で
の
甲
斐
守

は
、
見
つ
か
っ
た
盗
難
品
の
も
と
の
所
有
者
が
わ
か
っ
て
は
い
て
も
、
届
け
が
な
い
た
め
に
入
札
を
経
て
返
却
す
る
と
い
う
段
取
り
を
整

え
て
お
り
、
古
着
屋
へ
の
過
分
な
肩
入
れ
は
し
て
い
な
い
。
『
公
事
方
御
定
書
』
五
十
六
「
盗
人
御
仕
置
之
事
」
に
「
一　

都
て
盗
物
之

品
は
、
被
盗
候
も
の
え
相
返
可
申
候
、
（
以
下
略
）
」
、
同
「
追
加
（
寛
保
元
年
）
」
に
「
一　

盗
人
を
召
捕
、
吟
味
之
上
、
他
所
に
て
盗
候
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雑
物
金
子
等
致
所
持
に
お
ゐ
て
は
、
遠
国
ニ
候
共
、
其
所
之
奉
行
御
代
官
、
或
領
主
え
申
達
、
被
盗
候
当
人
召
呼
、
其
品
渡
可
遣
事
」
と

あ
り
、
窃
盗
犯
が
捕
ま
っ
て
盗
品
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
は
、
も
と
の
所
有
者
に
返
却
さ
れ
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
古

着
屋
が
訴
え
出
な
か
っ
た
の
は
、
話
末
の
コ
メ
ン
ト
「
裁
判
も
斯
く
公
平
な
れ
ば
上
下
倶
に
怨
み
な
し
と
」
を
う
が
っ
て
み
る
と
、
役
人

の
手
間
を
取
る
と
い
う
の
は
表
向
き
の
理
由
で
、
ふ
つ
う
に
は
裁
判
に
持
ち
込
ん
で
も
不
公
平
な
判
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
常
態
化
し
て

い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
諦
念
も
あ
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
大
坂
の
町
奉
行
と
し
て
事
案
の
処
理
に
あ
た
っ
た
曲
淵
甲
斐
守
の
逸
話
を
み
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
巷
談
の
内
容
を
実
際
の

法
令
の
範
囲
と
比
較
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ
こ
に
確
認
で
き
た
の
は
、
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
、
い
く
ら
か
は
人
情
を
汲
み
、
適
切

な
判
決
を
下
し
て
い
る
姿
で
あ
っ
て
、
決
し
て
法
を
曲
げ
て
ま
で
寛
大
な
措
置
を
示
そ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
に

も
関
わ
ら
ず
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
甲
斐
守
に
対
す
る
世
間
か
ら
の
評
価
が
高
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
西
町
奉
行
の
曲

淵
甲
斐
守
に
対
し
、
同
時
期
に
東
町
奉
行
を
務
め
た
鵜
殿
長
達
（
宝
暦
十
二
年
～
明
和
五
年
）
、
室
賀
正
之
（
明
和
五
年
～
安
永
八
年
）

は
、
『
明
和
雑
記
』
の
中
で
と
く
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

【
事
例
６
】
の
古
着
屋
の
話
の
末
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
裁
判
一
般
に
対
す
る
公
平
性
へ
の
疑
問
が
あ
っ
た
こ
と
、
『
板
倉
政
要
』
巻
八
末

に
「
右
此
八
冊
者
京
都
ノ
所
司
板
倉
氏
之
旧
記
也
、
然
ル
ニ
公
事
捌
之
儀
慈
悲
ヲ
為
根
元
ト
矣
、
可
被
行
死
罪
者
為
追
放
、
可
及
追
放
ニ

者
籠
舎
也
、
是
レ
賞
者
重
シ
テ
罰
ハ
者
軽
之
謂
ヒ
也
、
勿
論
依
罪
之
軽
重
ニ
而
有
差
云
々
」
と
、
裁
判
に
お
い
て
裁
定
を
下
す
者
は
慈
悲

を
も
っ
て
寛
容
な
態
度
で
臨
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
、
そ
れ
に
近
い
態
度
を
人
々
は
甲
斐
守
の
裁
き
に
感
じ
取
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
か
。

甲
斐
守
は
、
大
坂
町
奉
行
の
あ
と
、
江
戸
の
北
町
奉
行
に
転
じ
、
そ
の
在
任
期
間
は
大
坂
よ
り
も
長
い
（
明
和
六
年
～
天
明
八
年
、

十
八
年
間
）
。
稿
者
の
関
心
が
大
坂
の
巷
談
に
あ
っ
た
た
め
、
今
回
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
江
戸
時
代
の
裁
判
判
例
集
と
も
い
え
る

『
御
仕
置
例
類
集
』
に
は
、
殺
人
、
窃
盗
、
博
打
、
様
々
な
事
件
に
判
決
を
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
田
沼
意
知
事
件
の
裁
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判
の
ほ
か
、
『
解
体
新
書
』
へ
と
通
じ
る
小
塚
原
刑
場
で
の
腑
分
け
見
学
を
杉
田
玄
白
ら
に
許
可
し
た
り
、
天
明
の
打
ち
こ
わ
し
の
取
り

締
ま
り
に
あ
た
っ
た
り
と
、
現
在
か
ら
見
て
大
き
な
歴
史
的
な
現
場
に
も
立
ち
会
っ
て
い
る
（
11
）

。

注
（
１
）　

薮
田
實
『
武
士
の
町
大
坂
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
）

（
２
）　

稿
者
は
未
見
。
こ
こ
で
は
、
藤
田
覚
『
〈
名
奉
行
〉
の
力
量
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、2021

年
、21

ペ
ー
ジ
）
に
引
用
さ
れ
る
箇
所
を
も
っ
て
示
し

た
。

（
３
）　

丹
野
顕
『
江
戸
の
名
奉
行
』
（
文
春
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）
、
藤
田
注
（
２
）
書
。

（
４
）　

日
本
に
お
け
る
裁
判
説
話
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
『
対
訳
西
鶴
全
集
十
一　

本
朝
桜
陰
比
事
』
「
解
説
」
（
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
九
年
新
版
）
、
熊

倉
功
夫
『
寛
永
文
化
の
研
究
』
「
第
三
部
寛
永
文
化
の
変
容　

第
一
章
『
板
倉
政
要
』
と
板
倉
京
都
所
司
代
」
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
三
年
）
、

木
村
祥
子
「
江
戸
期
裁
判
物
に
お
け
る
西
鶴
の
脚
色
―
「
三
方
一
両
損
」
の
流
れ
を
中
心
と
し
て
―
」
（
『
国
文
研
究
』
36
、1990

年12

月
）
、
杉

本
好
伸
『
西
鶴
を
楽
し
む
⑤
日
本
推
理
小
説
の
源
流
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
上
』
「
一　

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
成
立
の
背
景
―
先
行
裁
判
物
と
『
本
朝

桜
陰
比
事
』
の
位
相
―
」
（
清
文
堂
出
版
、2009
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
５
）　

『
浪
花
叢
書
』
第
十
一
『
明
和
雑
記
』
解
題
。

（
６
）　

氏
家
幹
人
「
少
女
は
な
ぜ
火
を
付
け
た
の
か
」
『
古
文
書
に
見
る
江
戸
犯
罪
考
』
（2016

年
、
祥
伝
社
新
書
）
に
よ
る
。

（
７
）　

三
四
五
四
新
式
目
で
は
、
三
四
五
三
で
「
一　

対
伯
父
叔
父
公
事
仕
儀
」
の
一
つ
前
に
当
た
る
「
一　

親
子
公
事
之
儀
者
」
の
末
に
、
ほ
ぼ
同
様

の
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
「
附
、
継
父
継
母
可
孝
行
法
儀
也
、
殊
其
身
拾
歳
之
内
よ
り
令
養
育
者
、
真
之
父
母
可
同
前
懇
切
也
」
」

（
８
）　

『
籠
耳
集
』
に
は
家
賃
会
所
の
設
置
を
め
ぐ
る
混
乱
に
対
し
て
、
「
曲
淵
甲
斐
守
と
て
秀
才
の
名
君
に
て
思
し
召
し
に
叶
わ
ざ
る
義
な
れ
ど
も
、
公

命
ゆ
え
拠
無
く
ま
ず
発
起
な
さ
れ
候
義
と
存
じ
候
。
段
々
と
市
中
御
理
解
に
て
ま
ず
騒
動
も
収
」
ま
っ
た
と
い
う
記
事
も
み
ら
れ
る
。

（
９
）　

『
徳
川
名
臣
即
智
裁
判
』
（
編
輯
兼
発
行
人
・
佐
々
木
慶
助
、
印
刷
人
・
後
藤
七
郎
右
衛
門
）
は
、
江
戸
時
代
の
裁
判
話
を
全
五
十
五
話
収
録
す
る
。

内
訳
は
、
板
倉
伊
賀
守
勝
重
十
六
話
、
板
倉
周
防
守
重
宗
十
五
話
、
大
岡
越
前
守
忠
相
十
二
話
、
石
川
土
佐
守
政
平
五
話
、
曲
淵
甲
斐
守
四
話
、

水
戸
黄
門
一
話
、
田
沼
意
次
一
話
、
板
倉
殿
一
話
。
板
倉
父
子
の
話
は
『
板
倉
政
要
』
、
大
岡
越
前
の
話
は
『
大
岡
政
談
』
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
話

が
多
い
の
で
、
曲
淵
甲
斐
守
に
つ
い
て
も
近
世
の
先
行
す
る
裁
判
逸
話
集
か
ら
の
採
録
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
そ
の
原
拠
を
見
つ
け
る
こ
と
は
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で
き
な
か
っ
た
。
【
事
例
５
・
６
】
と
し
て
大
坂
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
話
を
取
り
上
げ
た
が
、
残
る
二
話
は
江
戸
が
舞
台
な
の
で
、
今
回
は
取
り

上
げ
て
い
な
い
。

（
10
）　

「
商
家
に
奉
公
す
る
丁
稚
は15

、6

歳
で
半
元
服
を
す
る
と
、
幼
名
か
ら
実
名
に
改
め
、
手
代
の
補
助
的
な
仕
事
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
17
、
8
歳
で
本
元
服
す
る
と
手
代
に
な
り
、
一
人
前
の
店
員
と
し
て
給
金
が
与
え
ら
れ
、
羽
織
や
酒
、
煙
草
も
許
さ
れ
ま
し
た
。
」

（
国
立
国
会
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
本
の
万
華
鏡
」
第
31
回
「
聖
人
の
儀
式
―
古
代
か
ら
近
世
ま
で
―
」
第
３
章
庶
民
の
成
人
、2023

年12

月

14

日
確
認
）

（
11
）　

江
戸
町
奉
行
と
し
て
は
不
評
を
買
う
場
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
丹
野
注
（
３
）
書
。
深
井
雅
海
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』 （1991

年
、
吉
川
弘
文
館
、
第
３
編
・
第
３
章　

徳
川
幕
府
御
庭
番
の
基
礎
研
究
）
。
深
井
書
の
情
報
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
「
『
鬼
平
犯
科
帳
』

W
ho’s W

ho

～
登
場
人
物
を
総
ざ
ら
え
」
（http://chuukyuu.info/w

ho/edo/2007/08/post_1c43.htm
l

）
に
よ
り
知
っ
た
。

【
参
照
資
料
】

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』　

巻
第
百
七
十
九
：
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
［42

］22-24

コ
マ

　

（https://dl.ndl.go.jp/pid/2577334/1/22-24
、2023
年12

月14

日
確
認
）

『
明
和
雑
記
』　

『
浪
速
叢
書
』
第
十
一
（1978

年
、
名
著
出
版
）

『
公
事
方
御
定
書
』　

『
徳
川
禁
令
考
』
別
巻
（
昭
和56
年
（
四
刷
）
、
創
文
社
）

『
御
仕
置
裁
許
帳
』　

『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
校
訂
第
一
（1959
年
、
創
文
社
）

「
京
都
所
司
代
板
倉
氏
父
子
公
事
扱
掟
條
々
」
（
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
六
（
巻
五
十
一
）
、
創
文
社
）

『
板
倉
政
要
』　

熊
倉
功
夫
「
史
料
翻
刻
『
板
倉
政
要
』
第
六
巻
～
第
十
巻　

裁
判
説
話
の
部
」
（
『
歴
史
人
類
』
15
、1987

年3

月
）
、
山
口
繁
「
板
倉
政

要
公
示
捌
に
つ
い
て
（
そ
の
一
）
～
（
そ
の
八
・
完
）
」
（
『
法
曹
』
」
679
～
686
、2007

年5

月
～
同12

月
）

『
諺
芥
集
』　

巻
四
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（https://w

w
w.digital.archives.go.jp/item

/4373391

、2023

年12

月14

日
確
認
）

『
徳
川
名
臣
即
智
裁
判
』　

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（https://dl.ndl.go.jp/pid/881708

、2023

年12

月14

日
確
認
）

『
官
刻
孝
義
録
』　

国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100242122/48?ln=ja

）

『
御
仕
置
例
類
集
』　

第
一
集
第
一
～
四
古
類
集
（
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

（https://dl.ndl.go.jp/ja/pid/1459261/1

～4/

、2023

年12

月14

日
確
認
）
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The judgments by MAGARIBUCHI Kagetsugu, 
Osaka town magistrate

This report presents six examples and introduces the judgments by MAGARIBUCHI 
Kagetsugu. He was the Osaka Town Magistrate from December 1765 to August 1769. 
He was known as a great magistrate. The topics of his trial are recorded in books such 
as Meiwa Zakki.  Comparing these stories with the laws of the time, we find that the 
sentences were within the legal limits and were more in line with the victims. After 
serving as a town magistrate in Osaka, he also served as a town magistrate in Edo.

SHIBATA Yoshinari


