
事

西
鶴
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
に
つ
い
て

序本
論第

一
章
構
想
に
つ
い
て

第
一
節
訴
訟
の
種
類
に
つ
い
て

第
二
節
登
場
人
物
に
つ
い
て

第
三
節
判
決
に
つ
い
て

第
二
章
原
典
と
の
比
較

第
一
節
『
裳
陰
比
事
』
の
影
響

第
二
節
『
板
倉
政
要
』
と
の
比
較

結
ぴ

参
考
文
献

序
乙
の
「
本
朝
桜
陰
比
事
』
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
正
月
に
、

井
原
西
鶴
の
「
雑
話
物
」
の
一
つ
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

五
巻
四
十
四
話
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
話
一
話
が
独
立
し
た

物
話
で
あ
る
。
内
容
は
、
当
時
の
庶
民
の
聞
に
起
と
っ
た
数
々
の
も

三
十
回
生

山

戸

祥

子

め
ご
と
を
、
裁
判
官
「
御
前
」
が
解
決
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
一
見
、
裁
判
の
記
録
集
の
よ
う
に
み
せ
な
が
ら
、
実
は
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
庶
民
の
生
活
を
描
き
出
し
、
西
鶴
自
身
の
も
の
の
見

方
な
ど
を
鋭
く
盛
り
込
ん
だ
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

乙
乙
で
は
私
は
、
彼
が
当
時
の
各
階
級
の
人
々
に
対
し
て
持
っ
て

い
た
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ

る
、
中
国
の
「
業
陰
比
事
』
、
板
倉
名
裁
判
と
唱
わ
れ
、
江
戸
時
代

初
期
に
実
在
し
た
板
倉
父
子
に
よ
る
判
例
集
『
板
倉
政
要
』
の
二
つ

の
作
品
を
典
拠
の
一
と
し
て
挙
げ
、
西
鶴
の
脚
色
の
意
図
を
探
り
た

い
。
さ
ら
に
、
裁
判
と
い
う
善
と
慈
の
判
断
の
場
に
お
い
て
の
彼
の

価
値
観
も
ま
た
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
乙
の
作
品
に
は
、

彼
の
ど
ん
な
意
図
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
想
い
が
乙
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
内
容
分
析
を
進
め
、
で
き
う
る
限
り
、
彼
の
中
核

に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

テ
キ
ス
ト
に
は
、
明
治
書
院
の
対
訳
西
鶴
全
集
十
て

陰
比
事
」
を
用
い
た
。

第
一
章
構
想
に
つ
い
て
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「
本
朝
桜
陰
比
事
」
五
巻
四
十
四
話
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た

作
品
で
、
共
通
し
た
登
場
人
物
は
、
困
難
な
事
件
を
見
事
に
解
決
し

て
ゆ
く
「
御
前
」
だ
け
で
あ
る
。
乙
の
共
通
性
に
欠
け
る
四
十
四
話

を
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
眺
め
、
分
類
し
て
、
西
鶴
が
当
時
の
社

会
の
人
々
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
や
考
え
を
明
ら
か
に
し

た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
で
西
鶴
が
ね
ら
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ

た
の
か
、
な
ど
を
捉
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

第
一
節
訴
訟
の
種
類
に
つ
い
て

訴
訟
の
種
類
と
し
て
は
、
①
所
有
、
②
盗
み
（
詐
欺
）
、
③
殺
人
、

④
相
続
、
⑤
密
通
、
⑥
約
束
の
不
履
行
、
の
六
つ
が
主
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
子
供
の
認
知
な
ど
を
含
む
、
⑦
そ
の
他
、
と
に
八
万
け
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
訴
訟
と
言
う
よ
り
、
⑥
処
置
を
願
い
出
る
も
の
、
が

あ
る
。
①

t
⑨
の
い
ず
れ
の
分
類
も
、
お
上
に
届
け
る
時
点
に
お
け

る
訴
訟
の
種
類
で
あ
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
次
の
八
表
1
〉

で
あ
る
。

八
表
1
〉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
盗
み
（
詐
欺
）
が
一
番
多
く
、

四
十
四
話
中
九
話
と
な
っ
て
い
る
。
つ
い
で
、
相
続
、
所
有
、
殺
人

と
な
り
、
乙
の
四
つ
で
三
十
話
、
つ
ま
り
、
全
体
の
約
七

O
%を
占

め
、
こ
こ
に
集
中
し
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
。
法
律
と
し
て
確
定
し

た
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
当
時
、
相
続
所
有
の
問
題
は
、
よ
く
起

っ
た
乙
と
で
あ
ろ
う
し
、
盗
み
や
殺
人
も
、
庶
民
の
貧
し
い
生
活
の

中
で
は
、
多
く
み
ら
れ
る
訴
訟
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ

ヲ。以
上
か
ら
考
察
す
る
と
、
西
鶴
は
、
当
時
よ
く
起
っ
た
訴
訟
を
題

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
西
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
「
好
色
物
」
な
ど

か
ら
期
待
さ
れ
る
密
通
の
訴
訟
も
、
わ
ず
か
コ
一
話
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
特
に
目
を
引
く
程
の
奇
抜
な
訴
訟
は
な
い
の
で
あ
る
。

訴
訟
と
い
う
題
材
に
、
特
異
な
効
果
を
出
し
、
珍
し
い
事
件
の
解
決

噺
を
書
乙
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
明
ら
か
な
虚
構

と
な
り
、
庶
民
の
生
活
か
ら
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
西
鶴

は
、
題
材
や
事
件
、
そ
れ
自
体
に
は
特
異
性
を
持
た
せ
ず
、
ご
く
日

常
の
庶
民
の
生
活
に
あ
り
得
る
よ
う
な
事
件
を
取
り
扱
っ
て
、
読
者

に
身
近
な
も
の
と
し
て
事
件
を
感
じ
と
ら
せ
、
物
語
の
中
に
導
入
す

す
る
乙
と
に
成
功
し
て
い
る
。

第
二
節
登
場
人
物
に
つ
い
て

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
乙
の
作
品
で
は
、
「
御
前
L

以
外
は
、
共

通
し
た
登
場
人
物
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
「
御
前
し
に
つ
い
て
は
、

後
の
第
三
節
で
述
べ
る
と
し
て
、
こ
の
雑
多
な
登
場
人
物
達
の
中
で
、

特
に
、
訴
え
た
者
、
訴
え
ら
れ
た
者
の
二
者
を
採
り
上
げ
て
、
次
の

よ
う
に
分
類
し
て
み
た
。

川
町
人
階
級
（
商
人
、
職
人
な
ど
町
に
住
む
人
）

凶
農
民
階
級
（
村
里
人
な
ど
も
含
心
）

同
武
士
階
級
（
浪
人
な
ど
）

凶
僧
侶
階
級
（
山
伏
、
修
験
者
な
ど
も
含
む
）

分
類
の
都
合
上
、
＠
互
い
に
訴
え
合
っ
た
も
の
、
②
訴
え
ら
れ
た

相
手
が
定
っ
て
い
な
い
も
の
、
④
明
確
に
二
者
が
わ
か
る
も
の
、

の
三
つ
の
中
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
し
て
い
っ
た
の
が
〈
表
2
〉
で
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そ
以
上
か
ら
考
察
す
る
と
、
西
鶴
は
、
当
時
よ
く
起
っ
た
訴
訟
を
題

ふ
明
二
一
、

4
ん

E

人
－

v
L
f
l
L
1
じ

〆

K
6
γ
h
H
t
v
一
一
一
戸
ペ

1
1
1
7
，

（

の
三
つ
の
中
を
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
し
て
い
っ
た
の
が
〈
表
2
〉
で

u
m
w問
。

l> 

計 五 四 た毛

一／／／ 四・八 二・三・五 所
7 

有
2 3 2 

一一 四・六 一 八 四六・八 一 盗
9 

4 2 1 1 1 み

／ 
，ー

五 殺九
6 

1 3 1 1 人

四・九 五・八 ／／  七・九 六・七 相
8 

2 2 2 2 続

／／  ／／  四 八 密
3 

1 1 1 通

一 ／／  五・六 ームー ／ ／  約ノ、

4 

1 2 1 束

五・七 レ／レ／
のそ4 

2 1 1 他

／／  七・九 七 レ／レ／ 処
3 

2 1 置

44 9 9 9 9 8 計
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2> 

計 五 四 一 一 1ア／一

7 四 四・八 三・九 ．－ノ~

（×2) ① 

1 2 2 2 

三・九 七・九 ーーー・ f:::.
一・七

四
八

10 ② 

2 2 2 3 1 

一・二・五 －ーーー・ ー－－ー 二・三・五 二・四・五 二・三・五
28 六・七・八 四・五・六 七・九 六・七 七・八

（×2) 
八

③ 

6 7 5 5 5 

45 9 9 9 10 8 計

＜表

出
（
二
さ

は
、
再
訴
訟
の
為
、
二
度
に
な
る
。

計 僧 侶 武 士 農 民 町 人 う炉

14 。 。 3 11 ① 

10 。 1 8 ② 

56 3 1 3 1 2 2 20 24 ③ 

80 4 5 8 63 計

-56-

（注）

③
に
つ
い
て
は
、

右
半
分
が
訴
え
た
者

左
半
分
が
訴
え
ら
れ
た
者
と
な
る
。



く

言l

（×2 

10 

28 

（×2 

7 

出
（
二

l
七）

は
、
再
訴
訟
の
為
、
二
度
に
な
る
。

u
e
G
E
γ

も
嘆
ら
A
M
え
よ
ラ
に
ゆ
μ

』
、

入
階
級
が
圧
倒
的
隠
多
い
ゲ
読
者
婦
で
あ
り
ー
ま
た
商
鶴
首
身
常
釘

人
で
あ
っ
た
た
め
か
h

町
入
階
級
が
チ
ほ
と
ん

E
す
べ
て
の
話
’
の
や

に
登
場
す
る
。
～
、

そ
れ
で
は
、
登
場
回
数
の
少
な
い

ω農
民
階
級
、
ー

ω武
全
階
級
、
j

凶
僧
侶
階
級
、
の
人
々
が
、
物
語
の
中
に
苅
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
、
西
鶴
が
そ
れ
ぞ
れ
の
階
級
に
対
し

て
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ω農
民
階
級

田
舎
者
の
言
葉
、
所
業
や
、
常
識
の
な
さ
を
笑
う
話
が
多
い
。
ま

た
、
学
の
浅
さ
や
お
ろ
か
さ
を
馬
鹿
に
す
る
話
も
あ
る
。
全
体
的
に
、

町
人
階
級
か
ら
見
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
受
け
る
。
反
感
や

－
軽
蔑
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
弱
く
て
、
滑
稽
な
、
取
る
に
足
り

な
い
と
言
っ
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

ω武
士
階
級

自
分
が
不
利
な
立
場
に
お
ち
い
っ
て
も
、
恥
を
重
ん
じ
る
と
い
う

武
士
気
質
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
が
深
く
、
芸
術
に
も
長

じ
て
い
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
武
士
に
対
し
て
の
反
感
、
嫌
悪
と
い
っ
た
も
の
は
全
く
見
ら

れ
ず
、
一
段
階
上
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
精
神
に
感
嘆
し
て
い
る
様

子
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
。

凶
僧
侶
階
級

話
に
措
か
れ
て
い
る
僧
侶
の
姿
の
ほ
と
ん
ど
が
、
僧
侶
の
腐
敗
ぶ

り
を
示
し
、
そ
の
所
業
を
笑
い
、
懲
ら
し
め
ら
れ
る
結
果
に
満
足
を

覚
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
う
し
た
結
果
を
、
西
鶴
は
読
者
の
さ
さ
や

45 

（注

③
に
つ
い
て
は
、

右
半
分
が
訴
え
た
者

左
半
分
が
訴
え
ら
れ
た
者
と
な
る
。

称

名

、

ろ

簿

紬

阿

る

を

戸

ご

し

僧
時
体
対
桜
港
内
、
池
町
ゐ
時
噂
数
也
ヤ
棋
樹
な
併
法
wh良
山

rt守
タ
市
ザ
タ
は
批
判
い
つ
J

沼
地
明
唱
す
庁
築
制
蜘
ぎ
之
ち
都
議

4

開
場
身
た
わ
け
で
mv
滋
が
ち

A
Y

一
ぞ
れ

を
慈
事
、
の
方
流
転
用
も
た
り
コ
修
行
を
怠
τっ
て
、
決
楽
に
身
後
沈
め

て
で
い
る
姿
を
、
軽
蔑
を
含
め
た
イ
2

〆
l
ジ
で
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
ま
た
、
読
者
層
で
あ
る
庶
民
の
僧
侶
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
で

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
と
で
、
登
場
人
物
に
関
し
て
、
総
合
し
て
考
察
し
て
み
る
と
、

町
人
、
農
民
、
武
士
、
僧
侶
と
、
四
つ
の
階
級
に
分
類
し
得
た
と
い

う
所
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
大
名
、
将
軍
、
公
家
な
ど

は
、
下
々
の
訴
訟
と
は
縁
が
な
い
の
で
登
場
し
な
い
の
は
当
然
と
し

て
も
、
怪
物
、
幽
霊
の
類
も
全
く
登
場
し
な
い
。
登
場
さ
せ
れ
ば
読

者
の
興
味
を
引
く
に
違
い
な
い
怪
物
、
幽
霊
の
類
を
出
さ
ず
、
日
常

の
人
々
の
み
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
ど
う
い
う
意
図
で

あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
乙
の
作
品
を
、
物
珍
ら
し
さ
の
読
み
本
と

す
る
よ
り
も
、
「
公
事
捌
」
と
い
う
形
式
を
あ
く
ま
で
く
ず
さ
ず
、

そ
の
話
自
体
に
面
白
き
を
加
味
し
て
い
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
訴
訟
の
種
類
と
登
場
人
物
と
い
っ

た
、
話
の
展
開
に
つ
な
げ
て
ゆ
く
材
料
は
、
平
凡
で
、
読
者
の
身
近

に
あ
る
、
現
実
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節
判
決
に
つ
い
て

第
一
節
に
お
い
て
考
察
し
た
訴
訟
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
日
常
性

を
重
視
し
、
奇
を
て
ら
っ
た
事
件
と
い
う
も
の
は
、
あ
ま
り
見
う
け

ら
れ
な
か
っ
た
。
第
二
節
の
登
場
人
物
に
関
し
て
も
、
日
常
的
な
人

物
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
乙
の
日
常
的
な
素
材
と
登
場
人
物
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を
使
っ
て
、
乙
の
作
品
が
平
凡
な
も
の
と
な
ら
ず
、
読
者
の
興
味
を

引
く
原
因
は
ど
乙
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
御
前
」
が
困

難
な
事
件
を
解
決
し
て
ゆ
く
姿
や
、
そ
の
判
決
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
乙
の
節
で
は
、
判
決
を
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
捉
え
る

と
共
に
、
唯
一
の
共
通
し
た
登
場
人
物
で
あ
る
「
御
前
」
の
性
格
、

作
品
に
お
け
る
役
割
り
を
も
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

判
決
は
、
次
の
七
つ
に
分
類
す
る
と
と
が
で
き
る
。

①
御
前
の
智
恵
や
機
転
で
、
被
疑
者
を
試
し
て
犯
人
を
つ
き
と
め

た
り
、
策
を
用
い
て
解
決
す
る
も
の
。

獅
前
が
考
え
出
す
策
は
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
智
恵
や
機
転
に
富
ん

で
い
て
面
白
い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
策
に
う
ま
く
ひ
っ
か
か
る
犯
人

達
の
姿
も
ま
た
滑
稽
で
あ
る
。
御
前
は
、
事
件
の
種
類
や
状
況
を
的

確
に
判
断
し
、
そ
の
事
件
の
解
決
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
応
し
た

策
を
考
え
出
す
。
似
た
よ
う
な
策
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
西

鶴
の
神
経
が
四
十
四
話
す
べ
て
に
行
き
わ
た
っ
て
い
た
結
果
で
あ
ろ

う
。
乙
乙
で
読
者
は
、
ま
ず
御
前
の
策
の
奇
抜
き
、
面
白
き
に
興

味
を
ひ
か
れ
、
そ
れ
に
乗
せ
ら
れ
て
ゆ
く
犯
人
達
を
笑
う
。
つ
ま
り

西
鶴
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
、
読
者
を
話
の
世
界
に
、
う
ま
く
ひ

き
ず
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

②
情
報
や
事
実
を
、
御
前
が
調
べ
て
判
断
す
る
も
の
。

裁
判
の
上
で
基
本
と
な
る
「
調
査
」
を
軸
に
、
御
前
が
的
確
な
判

断
を
下
す
も
の
で
あ
る
。
調
べ
上
げ
て
悪
事
を
明
ら
か
に
す
る
理
由

と
し
て
、
不
自
然
な
も
の
や
、
無
理
が
み
ら
れ
る
も
の
は
な
く
、
ど

れ
も
納
得
の
い
く
筋
立
て
で
、
西
鶴
の
構
成
の
巧
み
さ
が
で
て
い
る
。

乙
の
中
に
は
、
知
識
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
故
事
や
言
い
伝
え
に
よ

っ
て
判
断
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
故
事
や
言
い
伝
え
は
、
必
ず

し
も
現
実
的
な
・
も
の
で
は
な
く
、
非
科
学
的
で
、
あ
り
え
そ
う
も
な

い
よ
う
な
も
の
が
多
い
。

ζ

乙
に
は
、
明
ら
か
に
話
を
面
白
く
す
る

た
め
の
西
鶴
の
博
い
方
面
か
ら
の
知
識
の
放
出
が
あ
る
。
そ
の
博
い

知
識
が
、
読
者
の
興
味
と
感
嘆
を
ひ
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

④
御
前
が
、
訴
え
た
者
の
真
意
を
理
解
し
、
公
平
に
判
断
す
る
も

の．
御
前
が
、
す
る
ど
い
眼
力
で
真
意
を
見
ぬ
き
、
公
平
な
裁
き
を
す

る
も
の
で
あ
る
。
人
々
が
、
言
い
た
く
て
も
口
に
出
す
と
と
が
憎
ら

れ
る
よ
う
な
事
で
・
も
、
御
前
は
理
解
し
、
平
等
に
処
置
し
て
く
れ
る
。

庶
民
と
御
前
と
の
、
信
頼
関
係
と
で
も
言
う
よ
う
な
姿
が
描
か
れ
て

い
る
。⑤

御
前
が
頓
智
な
ど
を
用
い
て
解
決
す
る
も
の
。

御
前
が
、
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を
発
揮
し
て
解
決
す
る
も
の
で
あ

る。
以
上
、
①
か
ら
⑤
ま
で
は
、
御
前
の
力
に
よ
っ
て
解
決
し
た
事
件

で
あ
る
。
そ
ζ

で
、
と
の
判
決
か
ら
「
御
前
」
が
、
ど
の
よ
う
な
立

場
で
乙
の
作
品
に
関
わ
り
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
を

明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
①
②
③
よ
り
、
か
な
り
の
学
聞
を
身
に
つ
け
た
人
物
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
と
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
知
識
は
博
く
、

医
学
な
ど
に
も
通
じ
、
漢
籍
に
も
親
し
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
状
況
判
断
も
的
確
で
、
庶
民
の
生
活
と
い
う
も
の
を
把
握
し
、
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れ
も
納
得
の
い
く
筋
立
て
で
、
西
鶴
の
構
成
の
巧
み
さ
が
で
て
い
る
。

＠
御
前
の
知
識
や
見
識
の
深
さ
に
よ
っ
て
判
断
す
る
も
の
。

ア
の
セ
ン
ス
も
あ
り
、
情
に
篤
い
性
格
と
し
て
拾
か
れ
て
い
る
。

「
御
前
」
の
寛
大
な
判
決
は
、
四
十
四
話
中
、
十
六
話
に
も
及
び
、

「
強
き
を
挫
き
、
弱
き
を
助
け
る
。
」
そ
う
い
っ
た
、
英
雄
的
要

素
を
持
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
御
前
」
は
、
庶
民
に
と
っ
て
は
、
天
上
人
の
如
く
偉

い
人
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
達
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
間

l
各
方
面

に
博
い
知
識
を
持
ち
、
機
知
に
富
む
理
性
的
な
人
間
で
、
ユ
ー
モ
ア

も
あ
り
、
情
に
も
篤
く
、
弱
者
の
味
方
で
あ
る
l
l！
と
い
っ
た
、
ま

こ
と
に
理
想
的
な
人
物
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
。
第
二
章
で
詳
し
く

述
べ
る
が
、
板
倉
父
子
が
「
御
前
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
か
、

理
想
の
裁
判
官
の
姿
を
、
現
実
の
裁
判
官
へ
の
皮
肉
を
交
え
て
措
い

た
の
か
｜
｜
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
西
鶴
は
「
御
前
」
の
よ
う
な
裁
判

官
を
理
想
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
読
者
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
思

う
。
読
者
は
、
住
み
づ
ら
い
当
時
の
社
会
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
理

想
郷
に
し
ば
し
酔
い
、
現
実
を
憂
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。

⑥
解
決
の
直
接
の
原
因
が
御
前
に
よ
ら
な
い
も
の
。

全
体
で
三
話
あ
る
が
、
三
話
と
も
、
そ
の
解
決
の
糸
口
と
な
る
策

を
講
じ
た
主
体
は
、
後
家
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
後
家
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
と
思
う
。
後
家
の
出
て
く
る
話
は
、
乙
の
三
話
を
含
め

て
七
話
で
あ
る
。
ど
の
後
家
を
と
っ
て
み
て
も
、
皆
、
機
転
が
き
い

て
賢
い
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

万
能
と
い
う
設
定
で
措
か
れ
て
い
る
「
御
前
L

以
外
の
人
物
が
事

件
を
解
決
す
る
時
、
そ
の
人
物
を
、
後
家
と
い
う
、
女
で
あ
り
、
頼

る
べ
き
夫
も
い
な
い
弱
者
の
象
徴
に
も
っ
て
き
た
と
ζ

ろ
に
、
西
鶴

ら
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
＠
弱
い
立
場
に
あ
る
後
家
が
健
気
に
、

E
2
1
〈

l

t
、
到
｛
詰
章
ト
J
t立
花

t
p
f
T
し
士
と
是
え
号
、
才
そ

ま
た
、
状
況
判
断
も
的
確
で
、
庶
民
の
生
活
と
い
う
も
の
を
把
握
し
、

弱
い
者
の
床
方
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
（
彫
の
よ
う
に
、
ュ

l
モ

大
の
男
た
ち
に
立
ち
向
い
、
自
分
の
無
実
を
、
頭
を
使
っ
て
明
ら
か

に
し
て
ゆ
く
姿
は
、
読
者
の
拍
手
喝
釆
の
的
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
御
前
」
が
直
接
解
決
し
た
も
の
で
な
い
、
と
の
三
話
が
、
す
べ
て

「
御
家
」
の
解
決
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
西
鶴
が
、
そ
の
よ
う
な
効

果
を
期
待
し
た
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑦
そ
の
他

（
五
｜
入
）
の
温
情
判
決
。
御
前
の
人
柄
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
判
決
の
方
法
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
が
、
四
十

四
話
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
話
と
し
て
の
見
せ
場
を
持
っ
て
著
さ
れ
て
い

る
。
中
に
は
、
（
一

I
ご
の
よ
う
に
、
策
を
用
い
た
り
、
調
査

φ

守

し
た
り
と
、
か
な
り
と
み
込
っ
た
話
も
い
く
つ
か
み
う
け
ら
れ
、
か

な
り
凝
っ
た
趣
向
の
も
の
も
自
に
つ
く
。
乙
の
判
決
の
方
法
が
、
話

の
中
心
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
平
凡
で
あ
っ
た
、
登
場
人
物
な
ど

の
素
材
が
「
御
前
」
を
中
心
に
、
思
い
も
よ
ら
な
い
展
開
の
中
で
、

生
き
生
き
と
輝
い
て
い
る
。
時
に
は
、
奇
抜
な
策
で
読
者
を
驚
か
せ
、

ま
た
時
に
は
、
博
い
知
識
に
基
く
解
決
に
、
読
者
を
感
嘆
さ
せ
る
。

そ
し
て
、
状
況
を
読
み
と
り
な
が
ら
の
人
情
捌
き
。
読
者
を
魅
了
す

る
に
十
分
な
展
開
が
、
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
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第
二
章
原
典
と
の
比
較

第
一
章
で
の
内
容
分
析
を
ふ
ま
え
、
第
二
章
で
は
西
鶴
が
参
考
に

し
た
と
考
え
ら
れ
る
多
く
の
作
品
の
中
か
ら
、
特
に
大
き
く
影
響
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
裳
陰
比
事
」
と
「
板
倉
政
要
』
の
二
つ
を
と

り
あ
げ
、
「
本
朝
桜
陰
比
事
」
と
の
比
較
を
通
し
て
分
析
じ
て
み
た

い
と
思
う
。
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原
拠
と
し
て
明
ら
か
な
も

の推
定
の
域
を
出
な
い
も
の

原
拠
と
は
言
い
が
た
い
も

の

野
間
氏
の
説
に
お
け
る
空
欄
は
、

特
に
指
摘
が
な
い
も
の
。
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J 一一一

第
一
節

『
業
陰
比
事
』
は
、
宋
の
桂
万
栄
の
作
で
あ
る
ロ
小
説
で
は
な
く
、

裁
判
に
お
い
て
、
古
来
か
ら
の
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
編
集
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
「
裳
陰
」
と
は
、
昔
、
周
の
召
伯
が
地
方
を
巡
行
し
た

時
甘
裳
（
山
梨
）
の
樹
下
で
、
民
の
訴
え
を
聞
き
、
公
平
な
裁
き
を

し
た
と
い
う
故
事
よ
り
、
立
派
な
裁
判
を
さ
す
。
『
本
朝
桜
陰
比
事
』

の
題
名
が
、
乙
れ
に
由
来
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、
そ
の
事
実
は
、

（一

l
一
）
冒
頭
に
、
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
比
事
」
と
い
う
の
は
、
字
の
如
く
、
比
類
す
る
も
の
を

対
比
さ
せ
る
と
と
で
あ
る
。
『
業
陰
比
事
』
百
四
十
四
話
は
、
類
に

よ
っ
て
、
二
話
ず
つ
対
比
さ
せ
て
い
て
、
七
十
二
群
に
分
け
る
と
い

う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
業
陰
比
事
』
と
い
う
も
の
は
、

名
裁
判
を
比
べ
た
も
の
、
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
本
朝
桜
陰
比

事
』
は
、
「
比
事
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
た
も
の
の
、
二
つ
の
も
の

を
対
比
さ
せ
る
、
と
い
う
形
式
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
や
は
り
明
ら

か
に
『
裳
陰
比
事
』
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。

「
業
陰
比
事
』
は
、
そ
の
性
質
が
裁
判
実
話
集
で
あ
る
の
で
、
「
御

前
」
の
名
裁
判
を
讃
え
る
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
と
違
っ
て
、
裁
い
た

人
も
雑
多
で
、
そ
の
判
決
に
つ
い
て
も
、
評
価
は
ま
ち
ま
ち
で
、
中

に
は
、
や
り
す
ぎ
で
あ
る
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
、
と
す
る
も
の
さ
え

あ
る
。
乙
と
に
、
題
名
の
似
た
、
乙
の
二
作
品
の
創
作
意
図
の
違
い

が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
『
業
陰
比
事
』
が
現
実
の
姿
を
著
し

た
も
の
と
す
れ
ば
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
は
、
理
想
の
姿
を
追
っ
て

い
る
も
の
と
一
一
え
る
で
あ
ろ
う
。

注
1

注

2

い
て
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
滝
田
氏
と
、
野
間
氏
の
指
摘
に

よ
る
と
、
八
表
3
〉
の
よ
う
に
な
る
。
八
表
3
V
の
下
欄
に
、
私
見

を
付
け
加
え
て
み
た
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
登
場
人
物
、
訴
訟
に

至
る
ま
で
の
設
定
、
訴
訟
の
種
類
、
解
決
の
方
法
、
判
決
、
の
五
つ

の
視
点
か
ら
分
析
し
た
結
果
が
、
八
表

4
V
で
あ
る
。

八
表
4
〉
を
み
る
と
、
明
ら
か
に
原
拠
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

「
丙
吉
験
子
」
と
「
曇
は
晴
る
影
法
師
」
の
一
話
だ
け
で
あ
る
。
乙
れ

に
つ
い
て
は
、
八
表
5
〉
に
詳
し
く
比
較
し
て
い
る
よ
う
に
、
筋
の

運
ぴ
、
解
決
方
法
に
、
明
ら
か
な
類
似
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
裳
陰
比
事
』
と
の
関
係
を
調
べ
て
ゆ
く
と
、

『
本
朝
桜
陰
比
事
』
は
、
題
名
の
由
来
や
、
冒
頭
部
分
か
ら
期
待
さ

れ
る
程
、
『
業
陰
比
事
』
に
原
拠
を
求
め
て
い
な
い
乙
と
が
わ
か
る
。

西
鶴
自
身
も
、
『
裳
陰
比
事
』
の
翻
訳
ま
が
い
の
作
品
と
し
て
、
云

朝
桜
陰
比
事
』
を
著
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
二
書
の
性
格
の
違

い
も
ま
た
、
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
裁
判
の
判
例
集
と
い
う
モ
チ

ー
フ
を
用
い
る
時
、
『
業
陰
比
事
』
が
参
考
と
な
っ
た
、
と
い
う
程

度
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
『
板
倉
政
要
』
と
の
比
較

『
板
倉
政
要
』
は
、
江
戸
時
代
初
期
、
京
都
所
司
代
に
任
じ
た
、

板
倉
勝
重
、
重
宗
父
子
の
裁
判
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
乙
乙
で
使

用
し
た
写
本
は
、
京
都
大
学
所
蔵
の
も
の
で
、
片
仮
名
交
り
十
巻
十

冊
本
処
々
に
、
平
易
な
漢
文
体
も
み
ら
れ
る
。
こ
乙
で
は
、
巻
六
か

ら
巻
十
ま
で
の
六
十
三
話
が
、
「
公
事
捌
」
と
し
て
問
題
と
な
る
部

分
で
あ
る
。
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い
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
『
枠
拡
陰
比
事
』
と
、
「
本
朝
桜
陰
比
事
戸
の
原
拠
に
つ

八
表
7
〉
で
あ
る
。
『
業
陰
比
事
』
と
違
っ
て
、
原
拠
と
し
て
明
ら

か
に
断
定
で
き
る
も
の
が
多
い
。
一
話
一
話
の
構
成
や
、
話
の
長
さ

も
同
じ
程
度
で
あ
り
、
「
業
陰
比
事
』
よ
り
も
多
く
影
響
を
与
え
て

い
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

類
似
し
て
い
る
十
二
話
を
読
み
く
ら
べ
て
み
る
と
、
小
説
と
し
て

読
む
場
合
に
は
、
ど
れ
を
取
っ
て
み
て
も
、
「
板
倉
政
要
』
よ
り
も
、

「
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
方
が
、
話
に
お
い
て
の
山
が
多
く
作
ら
れ
、

御
前
の
奇
抜
な
策
が
と
び
出
し
て
、
面
白
い
仕
上
り
と
な
っ
て
い
る
。

「
板
倉
政
要
』
に
お
い
て
裁
判
す
る
、
板
倉
父
子
は
、
人
道
を
わ
き

ま
え
、
差
口
と
悪
と
い
う
も
の
を
、
は
っ
き
り
と
判
断
し
て
い
る
。
そ

れ
に
比
べ
、
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
の
御
前
は
、
善
悪
よ
り
も
ま
ず
、

人
聞
を
優
先
さ
せ
る
理
想
の
人
物
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
聞
を
措
き
続
け
、
人
間
を
愛
し
た
、
西
鶴
の
価
値
観
が
、
乙
こ
に

も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ま
た
、
「
板
倉
政
要
』
を
、
原
拠
と
し
て
用
い
る
時
も
、
そ
の
ま

ま
西
鶴
の
文
体
に
書
き
直
す
だ
け
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
興
味
を

ひ
か
れ
る
部
分
を
と
り
出
し
、
そ
乙
を
中
心
に
、
話
を
盛
り
上
げ
る

と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
原
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
部
分
は
、
時

に
は
説
明
を
加
え
ら
れ
、
時
に
は
、
も
う
一
ひ
ね
り
さ
れ
て
、
完
全

に
西
鶴
自
身
の
も
の
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

刊
と
井
ぺ
円
ν一
以
岩
手
勺

J
刊

A

，

7
、

結
び

各
階
級
の
人
々
の
生
き
生
き
と
し
た
生
活
。
そ
の
生
活
の
中
に
ま

き
お
こ
る
数
々
の
事
件
。
そ
れ
を
、
暖
か
く
裁
い
て
ゆ
く
理
想
的
な

裁
判
官
、
「
御
前
」
。
ま
さ
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ

ら
巻
十
ま
で
の
六
十
三
話
が
、

分
で
あ
る
。

第
－
節
に
出
杭
n
r
L
、
河
川
ν岡
田

h
m
わ
ら
守
凶
行
J

旬、
i
b
D
F
、i
E
j／
ー

を
、
非
現
実
的
な
も
の
と
感
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
設
定
の
平
凡
さ

を
打
ち
出
し
た
西
鶴
。
そ
の
手
腕
は
見
事
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人

々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想
い
を
こ
め
て
生
き
て
行
く
姿
が
、
裁
判
と
い

う
一
つ
の
素
材
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
人
聞
を
描
き
続
け
た
西

鶴
に
と
っ
て
、
最
も
愛
す
べ
き
も
の
は
、
や
は
り
人
間
で
し
か
あ
り

え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（注
1
）
滝
田
貞
治
「
本
朝
桜
陰
比
事
説
話
系
統
の
研
究
」

（
「
西
鶴
襟
藁
」
）

（注
2
）
野
間
光
辰
「
本
朝
桜
陰
比
事
考
証
」

（
「
西
鶴
新
孜
」
）

「
公
事
捌
」
と
し
て
問
題
と
な
る
部
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＜表 4> 

本朝桜陰比事
登場

設定 種類 方法 判決 業陰比事 私見 類似度
人物

曇は晴る影法師
どと〉 ~ 。。。丙吉験子 。5 ( 1-2) 

御王平に立は同じ言葉
× × × × × 簿降議 絶 × 1 

( 1 3 ) 

太鼓の中はしらぬが
× × × とさh i込 道譲詐 囚 ど与 3 

因果 ( 1-4) 

待ぱ算用もあいよる
× × × × × 程頴詰 翁 × 1 

中 ( 3 6 ) 

壷掘って欲の入れ物
× × Le込 × × 程薄旧銭 × 2 ( 3-8) 

利発女の口まね
× × × × × 表均釈夫 × 1 

( 4-1 ) 

参詣は枯木l乙花の都
~ × × × × 崖賠捜手誇 × 2 

人 ( 4-6) 

，， 正ご〉 × × × × 張轄仇門 × 2 

仕もせぬ事を隠しそ
× × × × × 程鍛仇門 × 1 

乙なひ ( 4-8) 

四つ五器重ての御意 。~ 。× Le込 憲之倶解 ~ 4 ( 5 2 ) 

，， × × L::.込 × × 黄覇叱臥 × 2 

小指は高ぐ』りの覚
iご〉 ζご〉 。× 正三与 組不日腫産 正:c, 4 ( 5-6 ) 

（注） 類似度は、五段階で表わし、 5が一番類似度が高いとする。

0 類似しているもの

ム類似している点も含まれるもの

× まったく類似点が認められないもの
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判 解 訴 ま訴 登

決 訟 で 訟
場

の の の に

方 種 設 至
人

決 法 類 定る 物

隠 影 て八 子 じ下
庭ぽ材木

居 がて十 供 て 女
カヨ 映もあ の もが た問
息 ら影ま 認 1霊 ら屋 曇
子 ながり 知 きの

は
で か映に ず訴 し の隠
あ っちな 女居 時

る たなっ え隠
、 る

r、
影ζ 。いた 7こ居 息八

と と人 。の 子十 法
を との 子 余 師
認 を子 供 歳 ，圏、
め 調は で 本
る ~、 あ 朝。

て日 る 、』J

みの 乙
る光 と
と I乙 を
、あ 信

娘財 みが老 子 えに先 先後老
は産 るあ人 供 た、妻 妻妻人
、は とたの の 。後の 、

〆向、
母す つ子 認 妻娘 息八

語親ベて はては 知 の が 子十 丙
Tこも

、
息 を 吉

告後 し、し 子 老 越
験の妻 て影き が 人 す

罪の 、がり 老が
、、J 子

に息 影 映 i乙 人 死
服子 がら寒 のん
すに 映なが 子 だ f司、

る
。

らいる 供の 業
。

なとと でで 陰
カ〉とい は遺 、』J

つをう な産
た調し いめ
。J、毛、 とあ
て陽 訴て
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因果

国ミ
中

一
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利発

参詣
人

も
な
一
つ
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乙
一
四

小指l
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あ 両 月 何 待 d，巴』i、 落 兼 十 命 春
指 ぷ 方 て〉 れ lま 仏 し 平 夜 は の

本
は な よ 五 も 算 tク巴~ 手 の の 九 初
高 き ら 器 京 用 て 有 菰 半 分 の
ミ： 物 ね 重 の も か 拾 過 弓 目 松 朝
』 lま

埼ぱ
て 妾 あ ね し、 の 葉

り 筆 の 女 し、 の
手有

酒 山 桜
の の の 御 四 よ 声
覚 命 明 意 人 る 陰

毛 ぬ 中
蔵 比

／’喝、 〆’『、 r、、 ／’『、 〆’、、 r『、 r，、、 〆’『、 r、、 〆’、、 r戸、、 〆ー、、
五 五 五 五 四 一 一一 事
－＇ー・ 五 四 五 ームー 五 四 七ノ、 ノ、
、、ノ 、』J 、、ノ 、ーノ 、、＿， 、~’ 」ノ 、＿，／ 、、ノ Lノ 、、＿， 、、dノ

買 張 4姑取 五 閣 妻 宿 聖 社 シ京 本 野
売 紙 器 養 女 賃 人 人 財六 妻 if 

物 ヲ 出 盗 :L示－＂、 :L下A、 :L示2、、 社 宝波 J手 草 板
出 仕 入 人 子 事 事 事 イ普 ヲ羅 妾 刈
入 タ 之 之 市 捌 之 ノ 出 取ニ 之 場

倉之 ノレ 事 事 妻 之 事 捌 入 ノレ T
事 論

事 者 女 事 之 事夜 之
御 一 事 盗 事 政
穿 譲 町
撃 状 人
之 之 ヲ 要

事 事 殺
害

。× × 。× 。。。どと込 どさ与 。。滝
田

× 。。。。。× 。× × 。× 
野
間

6 b.与 × 。。。× 。× b.注 。b.与
私

見

（注） 0 原拠として明らかなもの

ム推定の域を出ないもの

× 原拠とは言いがたいもの
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ノ守

4
f
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ト
王
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〈

1
1
n
u
a
E

f
3
4
3
5
」
ノ
」

巨
F
4
E
m
M
W
J
H
μ

『

AF4Jι
珪
守

c 

× 

L:; 

司
君
3
1
p
i
t
－
一

J
1
4
1
1
f
4
4
1
fパ
1汁
メ
；

〈表7〉

あ 両 四 何 待 念 落 兼 十 命 春 本
指 ぷ 方 てコ れ ぱ イム レ 平 夜 は の
lま な よ 五

京も
算 売 手 の の 九 初 朝

高 き ら 器 用 て
有拾

菰 半 分 の
桜くー も lま 重 の も か 過 弓 目 松

5与 の 持 ね 妾 あ ね ひ の 葉
陰

り Iま の て 女 し、 の 手 酒 山
の 筆 明 の 四 よ 声 有 比
覚 の ぬ 御 人 る

命 蔵 意 中 事
毛

tご〉 × 乙〉 b.与 b.与 b.込 × b.与 b.与 。。。人登
物場

b.注 × × b.与 ,6. b.与 × 。× 。。,6. 
設

定。× ,6. 。。。× 。× 。。。種
類

× 。× 。。。× 。× × 。× 
方解
法決

× × × 。。。× ,6. × × 。,6. 
判
決

買 之張 姐 五 之閣 妻 宿 聖 ネ土 ヲ京 本 野 板
売 事紙 姑 器 事差 女 賃 人 人 殺六 妻 -g. 
物 ヲ 出 盗 子

ノA、A• 1品、、. 1λ 、－ 社 害波 E；与 草
出 仕 入 人 事 事ー 事 僧 シ羅 妾 メリ 倉
入 タ 之 之 而 捌 之 ノ 出 財ニ 場

妾 之
之 Jレ 事 事 之 事 捌 入 宝テ 事 論
事 者 女 事 之 ヲ夜 之 政

御
譲

事 取盗 事

撃穿 ル町 要状 事人

乙：：，. t三与 × 。。。× 。× b.込 。b.与
私
見

2 4 1 5 5 5 1 3 1 2 5 2 
分
類

（注） 登場人物、訴訟に至るまでの設定、訴訟の種類、解決の方法、判決に

分類している。

O 類似しているもの

ム類似している点も含まれるもの

× まったく類似点が認められないもの

" 
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