
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

江
戸
時
代
、
裁
判
制
度
が
確
立
し
始
め
る
と
共
に
名
奉
行
の
名
裁

判
を
讃
え
る
物
語
が
庶
民
に
人
気
を
得
た
。
裁
判
は
、
人
間
の
本
質

が
さ
ら
さ
れ
る
場
で
あ
る
。
そ
れ
を
公
正
に
、
か
つ
温
情
を
も
っ
て

裁
く
奉
行
の
姿
は
、
庶
民
の
興
味
と
感
嘆
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
、
作
者
不
詳
で
あ
る
が
、
「
本
朝
桜
陰

比
事
」
だ
け
は
、
井
原
西
鶴
晩
年
の
作
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る。
こ
こ
で
は
、
裁
判
物
の
中
で
も
有
名
な
、
「
板
倉
政
要
」
・
「
本
朝

桜
陰
比
事
」
・
「
大
岡
政
談
」
・
さ
ら
に
、
裁
判
物
を
一
部
題
材
と

し
た
古
典
落
語
、
こ
の
四
書
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
四
書
に
共
通
し
た

話
「
一
一
一
方
一
両
損
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
特
に
西
鶴
の
脚
色
の
意

図
と
、
そ
の
脚
色
が
後
続
の
作
品
に
与
え
た
影
響
を
通
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
の
持
つ
特
色
や
、
創
作
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
一
章
江
戸
期
裁
判
物
に
つ
い
て

日
本
裁
判
物
語
の
始
発
点
と
も
言
う
べ
き
、
「
板
倉
政
要
」
は
、
江

戸
初
期
に
実
在
し
た
、
板
倉
勝
重
（
一
五
四
五

1
一
六
二
四
）
・
重

木

キサ

祥

子

宗
（
一
五
八
六

1
一
六
五
六
）
父
子
の
京
都
所
司
代
在
職
中
に
お
け

る
施
政
、
訴
訟
を
後
人
が
記
録
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
全
十
巻
の
う

ち
、
公
事
捌
の
話
は
巻
六

1
十
の
計
六
十
三
話
で
あ
る
。
「
板
倉
政

要
」
成
立
の
背
景
に
は
、
中
国
の
宋
時
代
に
桂
万
栄
が
編
ん
だ
裁
判

実
話
集
「
業
陰
比
事
」
が
あ
っ
た
。
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
林

羅
山
が
こ
れ
に
訓
点
を
施
し
て
以
来
、
民
聞
に
流
布
、
人
気
の
あ
ま

り
和
訳
本
ま
で
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
ブ
l
ム
と
板
倉
父
子
の
名
裁
判

ぶ
り
が
時
を
同
じ
く
し
て
、
日
本
の
名
裁
判
物
語
の
土
台
を
作
っ
た
。

板
倉
勝
重
、
重
宗
の
京
都
所
司
代
在
任
期
聞
は
、
慶
長
六
年
（
一

六
O
一）

3
承
応
三
年
三
六
五
四
）
の
あ
わ
せ
て
五
十
四
年
間
で

あ
る
。
「
板
倉
政
要
」
の
成
立
年
は
定
か
で
は
な
い
が
、
次
に
述
べ
る

西
鶴
の
「
本
朝
桜
陰
比
事
」
に
「
板
倉
政
要
」
の
影
響
が
み
ら
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
成
立
は
、
「
本
朝
桜
陰
比
事
」
の
成
立
以
前
、
寛
文
年

中
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
板
倉
政
要
」
の
中
で
、
「
一
一
一
方

一
両
損
」
の
原
型
と
な
る
話
は
、
「
聖
人
公
事
捌
」
の
題
で
収
録
さ
れ

て
い
る
。

元
禄
二
年
三
六
八
九
）
正
月
に
、
井
原
商
鶴
の
「
本
朝
桜
陰
比
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事
」
が
刊
行
さ
れ
る
。
五
巻
四
十
四
話
か
ら
成
る
こ
の
裁
判
物
は
、

裁
き
手
の
特
定
の
名
前
は
出
さ
ず
、
た
だ
「
御
前
」
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
場
面
設
定
が
京
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
板
倉
父
子
の

裁
き
で
あ
る
よ
う
に
読
者
に
想
像
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
で
は
、

中
国
「
裳
陰
比
事
」
を
ヒ
ン
ト
に
、
日
本
の
裁
判
物
語
を
著
そ
う
と

し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
「
三
方
一
両
損
」
を
描
い
た
話
は
、

「
落
手
有
、
拾
ひ
手
有
」
で
あ
る
。

さ
て
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
名
奉
行
と
し
て
、
大
岡
越
前
守
忠

相
が
有
名
で
あ
る
が
、
彼
が
江
戸
町
奉
行
と
し
て
活
躍
し
た
の
は
、

享
保
二
年
（
一
七
一
七
〉
か
ら
十
九
年
間
で
あ
る
。
「
大
岡
政
談
」

は
、
中
国
の
裁
判
故
事
や
、
江
戸
時
代
初
期
以
来
の
名
奉
行
の
裁
判

物
語
が
、
い
つ
し
か
大
岡
忠
相
の
裁
き
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
、

数
多
く
の
話
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
定
型
と
し
て
ま
と

ま
っ
た
も
の
は
な
い
。
忠
相
の
死
（
一
七
五
一
〉
ご
ろ
か
ら
、
民
聞

に
流
布
し
た
ら
し
い
。
「
三
方
一
両
損
」
が
採
ら
れ
て
い
る
話
は
、

「
畳
屋
・
建
具
屋
出
入
り
の
事
な
ら
び
に
一
両
損
裁
許
の
事
」
で
あ

る。
古
典
落
語
の
中
に
も
、
「
三
方
一
両
損
」
と
い
う
話
が
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
落
語
は
裁
判
物
の
流
れ
に
は
は
い
ら
な
い
が
、
中
国
の
笑
話
集
、

日
本
の
笑
話
集
か
ら
題
材
を
と
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
三

方
一
両
損
」
は
、
明
ら
か
に
「
大
岡
政
談
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
と
り
上
げ
て
考
察
す
る
。

こ
の
四
書
の
他
に
も
、
「
本
朝
藤
陰
比
事
」
（
作
者
不
詳
）
、
「
青
砥

藤
綱
模
綾
案
」
（
滝
沢
馬
琴
）
な
ど
が
裁
判
物
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

第
二
章
西
鶴
の
脚
色

「
板
倉
政
要
」
六
十
三
話
は
、
前
述
の
通
り
、
す
べ
て
板
倉
父
子

の
裁
き
と
さ
れ
、
一
話
一
話
が
起
承
転
結
を
持
つ
独
立
し
た
話
の
集

合
体
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
話
「
聖
人
公
事
捌
」
は
、
次
の
様
な
組

筋
で
あ
る
。
〈
表
一
参
照
）

京
洛
外
の
貧
民
が
、
あ
る
時
三
分
の
金
を
拾
う
。
貧
民
は
板
倉
殿

に
そ
の
金
を
届
け
る
。
板
倉
殿
が
貼
紙
を
し
て
落
と
し
主
を
捜
し
た

と
こ
ろ
、
商
人
が
名
乗
り
出
た
が
、
金
は
い
ら
な
い
と
言
う
。
貧
民

も
受
け
取
ら
な
い
。
板
倉
肢
は
、
双
方
の
聖
人
ぶ
り
に
感
動
し
て
自

ら
三
分
を
加
え
、
双
方
に
三
分
ず
つ
を
与
え
、
今
後
、
何
か
あ
っ
た

時
に
は
頼
っ
て
く
る
よ
う
に
と
の
言
葉
を
か
け
た
。

き
て
、
西
鶴
「
本
朝
桜
陰
比
事
」
も
独
立
し
た
四
十
四
話
か
ら
成

り
、
京
都
を
中
心
と
し
て
い
る
。
裁
く
人
物
は
、
「
御
前
」
と
さ
れ
、

実
名
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
板
倉
父
子
を
連
想
さ
せ
る
。

「
落
手
有
、
拾
ひ
手
有
」
の
概
略
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

十
二
月
二
十
八
日
の
夕
暮
に
北
山
に
帰
る
老
人
が
途
中
で
三
両
の

書
付
け
の
あ
る
紙
包
み
を
拾
う
。
人
通
り
の
少
な
い
道
の
は
る
か
先

に
、
柴
売
り
が
休
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
、
声
を
か
け
る
と
、
柴
売

り
が
落
と
し
た
金
で
あ
る
事
が
わ
か
る
が
、
柴
売
り
は
、
一
た
ん
落

と
し
て
拾
わ
れ
た
金
は
、
自
分
の
も
の
で
は
な
い
と
言
い
張
り
受
け

と
ら
な
い
。
老
人
も
ま
た
持
ち
主
が
い
る
金
を
受
け
と
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
と
言
い
張
り
、
騒
ぎ
と
な
り
、
人
々
も
集
ま
っ
て
く
る
。

御
前
に
届
け
出
る
と
、
折
悪
し
く
御
前
は
病
気
で
、
老
中
達
に
そ
の

裁
き
を
委
ね
ら
れ
る
。
老
中
達
は
、
御
前
の
二
一
両
の
金
を
加
え
、
六

両
と
し
、
そ
れ
を
、
拾
い
手
、
落
と
し
手
、
御
前
が
そ
れ
ぞ
れ
二
両
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ず
つ
分
け
て
、
三
方
が
一
両
ず
つ
損
を
す
る
と
い
う
裁
き
を
提
案
す

る
。
そ
れ
を
聞
い
た
御
前
は
、
そ
の
裁
き
と
は
逆
に
、
拾
い
手
と
落

と
し
手
の
共
犯
に
よ
る
狂
言
を
見
抜
い
た
。
正
直
者
の
名
を
売
っ
た

悪
だ
く
み
を
看
破
し
た
。

「
聖
人
公
事
捌
」
と
「
落
手
有
、
拾
ひ
手
有
」
は
訴
訟
の
種
類
と

状
況
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
結
論
は
全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
。

西
鶴
の
脚
色
と
そ
の
効
果
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
「
聖
人
公
事
捌
」
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
時
間
の
設
定

が
、
「
落
手
有
、
拾
ひ
手
有
」
に
は
な
さ
れ
て
い
る
。
原
文
に
は
、

「
折
ふ
し
、
十
二
月
廿
八
日
の
夕
暮
、
世
間
は
春
の
事
ど
も
取
い
そ

ぎ
心
せ
は
し
き
け
ふ
」
と
あ
る
。
当
時
の
慣
習
と
し
て
、
金
銭
は

「
掛
け
」
に
し
て
暮
れ
払
い
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
庶
民
に
と
っ
て
、

こ
の
暮
れ
を
乗
り
切
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
重
大
で
あ
っ
た
か
は
、
西

鶴
の
「
世
間
胸
算
用
」
か
ら
も
う
か
が
え
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の

テ
l
マ
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
暮
れ
は
、
金
銭
の
価

値
が
最
大
に
な
る
時
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
期
に
、
双
方
共
に
必
要
で

あ
ろ
う
大
金
を
譲
り
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
緊
迫
し
た
状
況
を
創

り
出
し
て
い
る
。
二
人
の
行
動
の
立
派
さ
を
極
だ
た
せ
金
の
行
方
へ

の
興
味
を
高
め
て
い
る
。

第
一
の
点
の
効
果
を
さ
ら
に
高
め
て
い
る
の
が
、
落
と
し
た
金
の

額
の
違
い
で
あ
る
。
「
聖
人
公
事
捌
」
で
は
、
「
金
子
三
分
」
の
と
こ

ろ
を
、
西
鶴
は
、
「
小
判
三
両
」
と
変
え
、
紙
包
に
書
付
け
が
な
さ
れ

て
い
る
と
設
定
し
て
い
る
。
コ
一
両
は
一
一
一
分
の
四
倍
の
額
で
あ
る
。
こ

の
点
も
第
一
の
点
と
同
じ
効
果
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
金
を
よ
り
強
く

印
象
付
け
て
い
る
。

脚
色
の
第
二
点
と
し
て
、
御
前
に
届
け
出
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
の

違
い
が
あ
る
。
「
聖
人
公
事
捌
」
で
は
、
金
子
三
分
を
直
接
届
け
、
落

と
し
主
を
捜
し
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
の
に
、
「
落
手
有
、
拾
ひ

手
有
」
で
は
、
人
通
り
の
少
な
い
路
上
で
落
と
し
主
を
見
つ
け
る
が
、

譲
り
合
い
が
派
手
な
騒
ぎ
に
な
り
多
勢
の
見
物
人
の
知
る
所
と
な
っ

て
届
け
出
る
。
こ
の
設
定
の
変
化
は
、
果
た
し
て
、
第
一
点
で
強
調

さ
れ
た
金
が
、
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
サ
ス
ペ
ン
ス
の
効
果

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
具
体
的
な
描
写
に
よ
り
臨
場
感
と

真
実
味
を
加
え
、
第
二
の
裁
き
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
ど
ん
で
ん
返

し
を
ね
ら
う
た
め
の
土
台
と
し
て
、
非
常
に
効
果
的
で
あ
る
。
こ
の

部
分
は
、
御
前
の
裁
き
の
根
拠
と
も
な
る
と
こ
ろ
で
、
「
拾
ひ
し
者
、

其
ぬ
し
と
論
に
お
よ
ぽ
ず
、
捨
ゃ
う
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
し
に
、
愛
に

出
け
る
所
、
第
一
の
聞
也
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

第
三
点
と
し
て
、
結
論
部
分
で
あ
る
裁
き
の
違
い
で
あ
る
が
、

「
聖
人
公
事
捌
」
で
は
、
板
倉
肢
は
ニ
人
を
聖
人
と
し
て
、
自
ら
三

分
を
出
し
、
双
方
に
三
分
ず
つ
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

西
鶴
は
裁
き
を
二
段
構
え
に
設
定
し
、
第
一
の
裁
き
を
老
中
達
に
考

え
さ
せ
、
第
二
の
裁
き
で
御
前
に
、
第
一
の
裁
き
を
ひ
っ
く
り
返
さ

せ
て
い
る
。
こ
の
第
一
の
裁
き
が
、
「
聖
人
公
事
捌
」
の
影
響
を
受
け

る
も
の
で
そ
の
原
型
を
よ
り
完
成
さ
せ
た
、
頓
智
が
光
る
も
の
と
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
前
の
金
が
そ
の
ま
ま
片
方
に
行
く
の
で
は
な

く
、
御
前
の
三
両
を
あ
わ
せ
た
六
両
が
、
三
人
に
二
両
ず
つ
分
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
二
一
方
が
そ
れ
ぞ
れ
一
両
ず
つ
損
を
す
る
。
こ
れ
が
、

い
わ
ゆ
る
「
三
方
一
両
損
」
と
し
て
、
後
の
物
語
に
影
響
を
与
え
て

ゆ
く
。
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「
聖
人
公
事
捌
」
の
裁
き
は
、
当
時
既
に
広
く
流
布
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
読
者
も
予
想
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の

第
一
の
裁
き
で
、
読
者
の
予
想
を
一
た
ん
受
け
と
め
な
が
ら
、
第
二

の
裁
き
で
見
事
に
そ
の
予
想
を
裏
切
っ
て
い
る
。
読
者
の
予
想
が
、

第
二
の
裁
き
の
ど
ん
で
ん
返
し
の
効
果
を
ま
す
ま
す
高
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
第
一
の
裁
き
は
第
二
の
裁
き
の
前
提
と
し
て
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
三
方
一
両
損
」
の
誕
生
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
「
聖

人
公
事
捌
」
で
は
、
板
倉
肢
が
、
二
人
の
行
動
に
感
動
し
、
金
を
与

え
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
た
の
に
対
し
て
、
御
前
が
町
人
の
立
場
ま

で
降
り
て
き
て
、
同
様
に
一
両
損
を
す
る
と
い
う
、
身
分
差
を
一
瞬

に
せ
よ
埋
め
て
し
ま
う
結
論
は
、
「
聖
人
公
事
捌
」
よ
り
も
庶
民
に

支
持
さ
れ
、
歓
迎
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
、
「
聖
人
公
事
捌
」
に
は
な
い
第
二
の
裁
き
の
脚
色
と
、
そ
の

効
果
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
こ
の
部
分
が
「
落
手
有
、
拾
ひ
手

有
」
の
「
お
ち
」
の
部
分
で
あ
る
。
「
聖
人
公
事
捌
」
が
「
聖
人
」
と

し
て
讃
え
た
、
落
と
し
手
、
拾
い
手
が
、
「
悪
人
」
へ
描
き
変
え
ら
れ

る
と
い
う
大
ど
ん
で
ん
返
し
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
脚
色
が
、
こ
の

結
論
を
よ
り
効
果
的
に
す
る
た
め
の
設
定
で
、
高
ま
っ
て
き
た
緊
迫

感
が
、
こ
こ
で
一
挙
に
解
放
さ
れ
る
。
家
老
達
の
考
え
た
第
一
の
裁

き
を
聞
い
て
、
御
前
は
病
床
に
あ
り
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。
「
其
方
ど
も
が
気
の
つ
け
所
、
相
違
也
。
此
二
人
内
談
に
て
、
か

く
取
む
す
び
し
作
り
物
也
。
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：
正
直
も
の
と
都
に

か
お白

ハ
を
見
し
ら
せ
、
す
ゑ
ず
ゑ
人
を
か
た
り
の
た
く
み
せ
し
に
は
違
ふ

ま
じ
。
」
｜
｜
こ
れ
は
、
「
聖
人
公
事
捌
」
の
板
倉
肢
が
、
「
此
者
ど

も
、
今
の
世
の
聖
賢
と
言
ひ
っ
ベ
し
。
珍
ら
し
き
者
ど
も
な
れ
ば
、

我
等
も
人
数
に
加
は
り
、
睦
し
き
中
と
な
る
の
条
、
向
後
、
此
者
ど

も
の
身
の
上
に
何
ご
と
に
よ
ら
ず
替
る
こ
と
あ
ら
ば
申
し
出
ベ
し
。
」

と
い
う
特
別
な
配
慮
の
言
葉
を
与
え
た
こ
と
を
、
逆
手
に
と
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
金
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
正
直
者
と
い
う

「
お
墨
付
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
数
多
く
の
特
典
や
利
益
を
得
ょ
う

と
す
る
人
間
の
ず
る
賢
い
た
く
ら
み
が
看
破
さ
れ
る
。

こ
の
ど
ん
で
ん
返
し
に
よ
り
、
面
白
さ
が
倍
加
す
る
の
と
同
時
に
、

人
間
の
姿
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
聖
人
よ
り
も
悪
人
を
描
く
こ
と

が
、
西
鶴
に
と
っ
て
人
聞
を
表
現
す
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
三
分

を
譲
り
合
う
理
想
の
裏
に
、
常
に
苦
し
い
庶
民
の
生
活
の
現
実
が
あ

り
、
そ
の
中
を
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
く
人
間
の
姿
を
彼
は
描
い
た
。

理
想
の
姿
を
提
示
し
な
が
ら
も
、
西
鶴
は
、
人
聞
が
本
来
持
つ
欲
心

に
目
を
つ
ぶ
ら
な
か
っ
た
。
裁
き
の
面
白
さ
と
、
裁
判
官
讃
美
に
中

心
が
置
か
れ
が
ち
な
裁
判
物
に
、
人
間
の
本
質
を
描
く
と
い
う
新
し

い
視
点
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ヴ

i
nノ“

第
三
章
大
岡
政
談
「
畳
屋
、
建
具
屋
出
入
り
の
事
な
ら
び
に
一

両
損
裁
許
の
事
」
の
考
察

「
大
岡
政
談
」
は
、
「
板
倉
政
要
」
・
「
本
朝
桜
陰
比
事
」
が
、
京

都
所
司
代
、
板
倉
父
子
の
裁
判
物
語
と
い
う
設
定
を
と
っ
た
の
に
対

し
、
舞
台
を
江
戸
に
移
し
、
大
岡
越
前
守
忠
相
の
名
裁
判
と
し
て
成

立
し
た
。
「
聖
人
公
事
捌
」
・
「
落
手
有
、
拾
ひ
手
有
」
の
流
れ
と
し

て
、
「
畳
屋
、
建
具
屋
出
入
り
の
事
な
ら
び
に
一
両
損
裁
許
の
事
」
が

あ
る
。
西
鶴
の
脚
色
が
そ
の
ま
ま
採
ら
れ
た
部
分
、
ま
た
切
り
捨
て



ら
れ
た
部
分
、
独
自
の
脚
色
に
よ
り
、
前
の
二
書
と
は
ま
た
違
っ
た

作
品
と
な
っ
て
い
る
。
概
略
は
次
の
通
り
。

師
走
、
江
戸
小
伝
馬
町
建
具
屋
長
十
郎
は
、
柳
原
の
土
手
下
で
、

「
畳
屋
三
郎
兵
衛
様
」
と
あ
る
手
紙
に
包
ま
れ
た
金
三
両
を
拾
う
。

長
十
郎
は
、
こ
の
手
紙
の
名
前
を
頼
り
に
、
仕
事
を
休
み
畳
屋
三
郎

兵
衛
を
捜
し
、
四
日
目
に
捜
し
当
て
る
。
し
か
し
三
郎
兵
衛
は
受
け

取
ら
ず
、
つ
か
み
合
い
の
大
喧
嘩
と
な
り
、
家
主
、
名
主
の
意
見
も

聞
き
い
れ
な
い
の
で
、
名
主
が
奉
行
所
に
願
い
出
る
。
大
同
様
は
、

三
人
を
並
べ
て
、
正
直
者
と
し
て
褒
め
、
「
お
上
に
申
し
上
げ
た
と
こ

ろ
お
喜
び
に
な
り
、
そ
の
金
は
金
蔵
に
納
め
、
別
に
三
両
下
さ
れ
た

の
で
、
三
人
と
も
一
両
ず
つ
損
を
し
て
二
両
ず
つ
受
け
取
る
よ
う

に
」
と
申
し
渡
し
た
。
不
審
に
思
っ
た
二
人
が
、
残
り
一
両
の
出
所

を
た
だ
す
と
、
大
岡
様
、
か
、
二
人
の
正
直
を
悦
ん
で
出
し
た
金
だ
と

い
う
真
相
が
わ
か
る
。

こ
の
作
品
で
も
、
時
聞
を
「
師
走
」
に
設
定
し
て
い
る
。
西
鶴
が
、

金
の
価
値
を
最
大
に
す
る
為
に
行
っ
た
脚
色
が
生
か
さ
れ
、
さ
ら
に

強
調
さ
れ
て
い
る
。
新
し
く
付
け
加
え
ら
れ
た
事
は
、
落
と
し
た
金

三
両
の
出
所
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
落
と
し
た
金
は
、
「
師

走
の
こ
と
と
て
物
入
り
多
け
れ
ば
と
て
、
和
泉
橋
辺
の
出
入
り
場
へ

行
き
、
金
子
三
両
借
り
請
け
」
た
も
の
と
し
、
金
三
両
の
重
み
を
読

者
に
印
象
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
拾
い
手
の
言
葉
の
中
に
も
「
師
走
」

は
意
識
さ
れ
て
い
る
。
「
落
と
し
人
は
、
こ
の
節
季
に
さ
ぞ
御
難
儀

で
あ
ろ
う
と
存
じ
：
・
」
と
あ
り
、
効
果
を
高
め
て
い
る
。

拾
い
手
、
落
と
し
手
に
つ
い
て
の
新
た
な
脚
色
は
職
業
、
名
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
現
実
的
な

話
に
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
人
物
描
写
、
性
格
の
説
明
も
詳
し
く

な
さ
れ
て
い
る
。
拾
い
手
は
、
「
小
伝
馬
町
建
具
屋
長
十
郎
」
で

「
至
っ
て
情
け
深
き
者
」
と
さ
れ
、
一
方
落
と
し
手
は
、
「
霊
岸
島
長

崎
町
畳
屋
三
郎
兵
衛
」
で
「
正
直
一
偏
に
て
礼
儀
も
し
ら
ず
、
追
従

軽
簿
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
た
だ
職
業
一
二
一
味
と
心
が
け
し
男
」
で

あ
る
。
両
人
共
に
、
江
戸
っ
子
の
代
表
的
な
性
格
で
あ
る
。
職
業
も
、

畳
屋
と
建
具
屋
と
、
開
業
に
近
い
「
職
人
」
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

き
っ
ぷ
の
良
い
江
戸
っ
子
を
描
く
に
格
好
の
職
業
で
あ
る
と
い
え
よ

久ノ

さ
て
、
落
と
し
物
は
、
畳
屋
三
郎
兵
衛
様
と
あ
る
手
紙
に
包
ま
れ

た
金
三
両
で
あ
る
。
こ
の
金
は
、
先
に
も
述
べ
た
様
に
借
金
で
あ
る
。

落
と
し
手
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
の
が
新
し
い
点
で
あ
り
、
長
十
郎

は
、
こ
れ
を
手
が
か
り
に
、
落
と
し
手
の
難
儀
を
思
い
、
師
走
の
忙

し
い
時
期
に
仕
事
を
休
ん
で
、
畳
屋
三
郎
兵
衛
を
捜
し
歩
く
。
そ
の

様
子
も
、
現
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
家
内
の
者
は
打
ち
笑
い
、

『
世
間
で
は
金
を
拾
い
て
徳
を
せ
し
と
悦
べ
ど
、
こ
な
た
は
そ
れ
と

違
い
、
か
え
っ
て
日
を
費
や
し
、
商
売
も
せ
ず
小
遣
い
を
遣
い
て
尋

ね
歩
く
と
は
、
さ
て
き
て
無
益
の
骨
折
り
損
な
り
』
。
」

一
方
、
落
と
し
手
の
三
一
郎
兵
衛
は
、
落
と
し
た
金
を
あ
き
ら
め
、

働
く
よ
り
他
は
な
い
と
し
て
一
生
懸
命
働
い
て
い
た
所
で
あ
っ
た
の

で
、
長
十
郎
が
金
を
届
け
て
も
受
け
取
ら
な
い
。
長
十
郎
の
四
日
間

の
い
き
さ
つ
を
聞
く
と
、
ま
す
ま
す
受
け
と
ら
な
い
と
言
い
張
り
、

双
方
が
譲
ら
な
い
。
家
主
や
名
主
の
意
見
も
聞
き
い
れ
ず
、
と
う
と

う
奉
行
所
へ
願
い
出
る
。
長
十
郎
の
誠
意
と
、
二
一
郎
兵
衛
の
律
儀
さ

が
具
体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
名
裁
判
へ
の
期
待
を
高
め
て
い
る
。
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結
論
部
分
の
「
裁
き
」
に
お
い
て
は
、
西
鶴
の
脚
色
は
、
本
質
的

な
部
分
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
鶴
は
「
落
手
有
、
拾

ひ
手
有
」
に
お
い
て
「
聖
人
公
事
捌
」
を
踏
ま
え
て
「
三
方
一
両

損
」
を
提
示
、
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
聖
人
を
悪
人
に

描
き
変
え
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
「
一
一
一
方
一
両
損
」
だ
け
が
採
用

さ
れ
て
い
て
、
西
鶴
が
最
も
描
き
た
か
っ
た
、
ど
ん
で
ん
返
し
の
部

分
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
「
板
倉
政
要
」
に
戻
っ
た
と

さ
一
口
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
両
人
は
悪
人
か
ら
、
再
度
聖
人
へ
描
き
変
え

ら
れ
て
い
る
。
民
衆
に
は
、
西
鶴
の
描
く
本
質
的
な
人
間
像
よ
り
も
、

後
味
の
良
い
結
論
が
支
持
さ
れ
た
為
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
舞
台
が
京

都
か
ら
江
戸
に
移
っ
た
こ
と
で
、
「
江
戸
っ
子
気
質
」
が
こ
の
結
論

を
要
求
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

新
し
い
脚
色
と
し
て
、
大
岡
忠
相
の
言
葉
の
中
に
は
、
徳
川
吉
宗

を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
「
・
：
某
も
悦
ば
し
く
思
い
、
右
の
段
、
上
へ
言

上
に
及
ぶ
と
こ
ろ
、
御
上
に
お
い
て
も
殊
の
外
御
満
足
に
思
し
召
し
、

三
両
の
金
を
ぼ
御
金
蔵
に
納
め
ら
れ
、
別
に
＝
一
両
、
そ
の
方
ど
も
に

下
さ
る
る
：
：
：
」
と
、
吉
宗
の
温
情
を
知
ら
せ
て
い
る
。
そ
の
後
、

双
方
に
二
両
ず
つ
与
え
よ
う
と
す
る
大
岡
忠
相
に
、
二
人
は
残
り
一

両
の
出
所
を
問
う
。
こ
こ
で
初
め
て
、
「
さ
て
き
て
、
む
つ
か
し
く
吟

味
す
る
者
ど
も
か
な
。
そ
の
方
ど
も
の
正
直
、
こ
の
越
前
も
悦
び
の

余
り
、
我
も
一
両
出
し
て
遣
わ
し
た
り
」
と
、
裁
き
の
真
相
を
語
る
。

吉
宗
を
た
て
な
が
ら
、
謙
虚
で
人
間
味
あ
ふ
れ
る
大
岡
忠
相
の
人
柄

が
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
後
に
は
、
「
そ
の
後
、
長

十
郎
、
三
郎
兵
衛
無
二
の
入
魂
に
成
り
た
る
は
、
越
前
守
般
の
仁
知

に
よ
れ
り
。
」
と
い
う
忠
相
賞
讃
の
言
葉
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
意
図
は
、
大
岡
忠
相
の
讃
美
に
あ
り
、
西
鶴
と
は

違
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
鶴
の
脚
色
か
ら
十
分
に
技
術
を

学
び
、
「
板
倉
政
要
」
の
名
裁
判
物
語
の
精
神
を
忠
実
に
受
け
つ
い

だ
完
成
度
の
高
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

第
四
章
古
典
落
語
「
一
一
一
方
一
両
損
」
の
考
察

裁
判
物
と
し
て
古
典
落
語
を
取
り
上
げ
る
の
は
適
当
で
は
な
い
が
、

今
回
は
、
影
響
を
追
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
古
典
落
語
で
大
岡
忠
相

の
裁
き
を
扱
っ
た
「
三
方
一
両
損
」
を
考
察
し
て
み
た
い
。
概
略
は

次
の
通
り
。

白
壁
町
左
官
金
太
郎
は
、
柳
原
で
書
付
と
印
形
と
三
両
が
は
い
っ

た
財
布
を
拾
う
。
書
付
け
を
頼
り
に
神
田
竪
大
工
町
大
工
熊
五
郎
に

届
け
る
が
受
け
と
ら
ず
大
喧
嘩
と
な
り
、
大
家
が
仲
裁
に
は
い
り
奉

行
所
に
願
い
出
る
。
大
岡
忠
相
は
、
「
一
一
一
方
一
両
損
」
を
言
い
渡
し
、

昼
食
を
馳
走
す
る
。
「
多
か
あ
食
わ
ね
え
」
「
た
っ
た
一
謄
」
と
い
う

「
落
ち
」
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、
時
聞
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
く
、
西
鶴
以
来
の
設
定

が
崩
れ
て
い
る
。
金
の
重
要
性
は
ほ
と
ん
ど
強
調
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
も
そ
も
金
の
行
方
へ
の
興
味
と
い
う
点
に
は
ポ
イ
ン
ト
が
置
か
れ

て
い
な
い
様
に
感
じ
ら
れ
る
。
場
所
は
「
大
岡
政
談
」
と
同
じ
「
柳

原
」
と
さ
れ
て
い
て
、
影
響
は
明
ら
か
で
あ
る
。

拾
い
手
、
落
と
し
手
は
、
「
大
岡
政
談
」
と
同
じ
く
、
住
所
、
職

業
、
名
を
具
体
的
に
し
て
い
る
。
拾
い
手
は
「
白
壁
町
左
官
金
太

郎
」
、
落
と
し
手
は
「
神
田
竪
大
工
町
大
工
熊
五
郎
」
で
あ
る
。
職
業

は
、
左
官
と
大
工
に
変
え
て
い
る
が
、
や
は
り
「
職
人
」
で
、
関
連
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し
た
仕
事
の
組
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
。
建
具
屋
、
畳
屋
よ
り
一
段

差
二
ぷ
の
良
さ
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
人
物
描
写
や
性
質
の
説
明
は

一
切
な
い
が
、
そ
れ
は
落
語
が
、
本
来
会
話
に
よ
る
筋
の
進
行
を
性

質
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
届
け
出
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
「
大
岡
政
談
」
よ
り
も

筋
が
か
な
り
単
純
に
な
っ
て
い
る
。
「
大
岡
政
談
」
の
書
付
け
は
名

前
だ
け
で
、
苦
労
し
て
落
と
し
手
を
捜
し
た
の
に
対
し
、
落
語
で
は
、

住
所
と
職
業
ま
で
書
か
れ
て
い
た
た
め
、
難
な
く
捜
し
出
し
て
い
る
。

互
い
に
譲
り
合
い
か
ら
喧
嘩
に
な
る
設
定
は
同
じ
だ
が
、
会
話
の
や

り
と
り
が
面
白
い
。
結
局
、
こ
こ
で
も
犬
家
が
仲
裁
に
は
い
る
の
だ

が
、
ら
ち
が
明
か
ず
届
け
出
る
。
「
大
岡
政
談
」
に
も
、
大
家
は
登
場

す
る
が
、
個
人
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
持
た
な
い
。
こ
こ
で
は
、

両
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
家
と
や
り
と
り
を
し
、
面
白
味
を
増
し
て

い
る
。
筋
が
単
純
で
簡
潔
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
テ
ン
ポ
の
早
い
軽

快
な
会
話
の
や
り
と
り
を
生
か
す
、
と
い
う
意
図
が
あ
る
。

裁
き
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
も
商
鶴
の
ど
ん
で
ん
返
し
は
採
用
さ

れ
て
い
な
い
。
落
語
で
の
大
岡
忠
相
は
、
い
と
も
あ
っ
さ
り
と
「
三

方
一
両
損
」
を
言
い
渡
す
。
他
の
三
作
品
で
は
、
裁
き
の
部
分
が
山

場
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
落
語
で
は
、
そ
の
後
、
大
岡
忠
相
が

二
人
に
馳
走
す
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
「
多
か
あ
（
大
岡
）
食
わ

ね
え
。
」
「
た
っ
た
一
膳
（
越
前
）
。
」
と
い
う
「
落
ち
」
で
終
わ
る
。

こ
の
「
落
ち
」
の
部
分
は
、
も
と
も
と
大
岡
忠
相
へ
の
悪
評
で

ハ
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あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
大
飢
鍾

の
際
の
対
策
の
遅
れ
を
批
判
し
た
落
首
、
「
米
高
間
壱
升
弐
合
を

か
ゆ
に
た
き
大
岡
く
わ
れ
ぬ
た
っ
た
越
前
」
か
ら
と
ら
れ
て
い

る
と
い
う
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
有
名
な
名
裁
判
を
隠
れ
蓑

に
、
体
制
に
対
す
る
批
判
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

先
行
の
三
話
が
、
裁
き
に
重
点
を
置
い
た
の
に
比
べ
、
名
裁
判
を
表

に
出
す
も
の
の
、
庶
民
の
会
話
の
や
り
と
り
を
中
心
に
置
き
、
す
れ

す
れ
の
体
制
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
。
西
鶴
と
は
違
っ
た
意
味
で
、

特
色
の
あ
る
作
品
と
い
え
よ
う
。

結

び

「
三
方
一
両
損
」
の
設
定
を
軸
に
、
江
戸
初
期
か
ら
、
四
作
品
を

通
し
て
考
察
し
て
き
た
。
「
板
倉
政
要
」
の
「
聖
人
公
事
捌
」
に
西
鶴

が
加
え
た
脚
色
、
「
三
方
一
両
損
」
の
趣
向
は
、
後
続
の
二
作
品
に
確

実
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
鶴
の
本
来
の
ね
ら

い
で
あ
る
、
聖
人
を
悪
人
に
摘
き
か
え
る
と
い
う
、
ど
ん
で
ん
返
し

の
部
分
は
、
二
作
品
と
も
採
用
し
て
い
な
い
。
「
三
方
一
両
損
」
は
、

西
鶴
に
と
っ
て
、
ど
ん
で
ん
返
し
の
た
め
の
前
提
に
し
か
す
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
後
続
二
作
品
に
は
、
西
一
鶴
の
真
意
は
受

け
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
西
鶴
は
、

人
間
に
潜
む
、
欲
や
本
能
を
描
写
し
、
よ
り
人
間
ら
し
い
人
聞
を
著

し
た
が
、
受
け
入
れ
る
庶
民
の
側
は
、
そ
の
文
学
性
を
、
完
全
に
は

受
け
と
め
て
い
な
い
。
後
味
が
良
く
、
単
純
で
、
よ
り
娯
楽
的
な
も

の
を
求
め
る
傾
向
の
中
で
、
本
質
的
な
「
重
さ
」
は
敬
遠
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
庶
民
は
、
そ
の
力
を
落
語
の
中
に
取
り
入
れ
、
独
自
の

完
成
を
み
て
い
る
。
体
制
へ
の
反
抗
を
、
軽
快
な
や
り
と
り
の
中
に
、

よ
り
巧
妙
な
形
で
消
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
西
鶴
が
、
理
想
的

nu 
n喝
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な
人
間
（
聖
人
）

通
し
て
い
る
。

「
板
倉
政
要
」
と
「
大
岡
政
談
」
は
共
に
名
裁
判
、
名
奉
行
を
中

心
に
描
き
、
商
鶴
は
人
聞
を
描
き
出
す
こ
と
に
中
心
を
置
い
た
。
そ

し
て
、
落
語
に
は
ま
た
違
っ
た
意
味
で
の
人
間
像
が
描
か
れ
て
い
る
。

裁
判
物
と
み
ら
れ
る
作
品
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
意
図
に
よ
っ
て

描
き
わ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

へ
の
反
抗
を
描
い
た
こ
と
と
、
あ
る
意
味
で
は
共

注
1

大
岡
政
談

i
l総
解
説
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その後の扱い 裁 き（2) 裁 き（1）双方の言い分落とし主・奉行所へ届けるいきさつ落とし物拾い主場所時

し身り珍 えにばのくよるずひ等 りしをこ所 金 京洛外
出の、ら此 てて、訴訴 りJ かたは 御誌J>( けと書こ司 子 条

ベ上陸し者 双 双方納得す 等我も詔へ貞 りる当 る也記に代 童霊しにしきど 方 をを心 件 た者分 。。しよへ 分の
。何き者も へ 開 聞 にるにあれ 即、り持 貧

頼ご中ど、 三此かくての 金 遣 ま 入 日落て参 民
みととも今 分宛下 訴ずと 、旨子はりり 、し、し
入にななの ベ へ 。 い の一、とき不候 落た て の、 聖
るよるれ世 しの末へ所銭仰存れ便 とる件 前 人

」Jらのばの きJ 人代ど司にせじ下にし し~ 4ド の 公事捌
ず条 聖賢と れ数にも代て言奉さ 御座もか た 旨
替我 てとt」ア も、をもあるれる るよを
る向等 加稀終仰承り。候と 者り訴
こ後も百 金子はな tア」 せ引と柳へない 、へ辻へ
と人ひ ーるら此付まい 。くへ 奉行所 尋々け
あ此数っ ＝分 ベ ん く けじへ彼候ど ねにる
ら者にべ しとのらきど者条も 来件
ばど加し 添を。思如れ Jもに、 へるの
申もは。 是へく普元き拾我 来ベ旨

排か置「のとにとし 所相違也 中もそ又お三其 しと 是 に「へないな牛しひと先い と紙包見 北 都ど折
ふりに・た都、論作 にん、と 拾てへ入い右くよ っばし見見か 山のもふ
ベ、も見く 良を 愛にり ／＼罷也ひし両合ひ 主此はかかの、い古きから者へしな 書μ へ は取し 本桜欄陰比事
し外す分み にお物 御立。ろたてし あぬ近らに段とよ弓ぞ司Fひくにしにる 1有1 え帰 づ い 十
Jにベ せ 出よ也。同」御ふる六三 るし比はも々か互」立此帰人往人 ける れそ二

さき家し見けばー。此心 前た者両両 金のめ、我申くひとと論しの来の る老 よぎ月
はなににしるず其三な のるにをの 子ないそ等し此に両どやぬ立も節 を人 り 、廿
られ 杖年突 はら所、子 談人内 く 金者三取 判 をきわなおあ論道人まむ。休な季 拾 賀心入 落
ぬ ど 違 せ、捨細 もこま 、とくたとぐ下をのり事なむくを ひ 茂せ日
事も ふ、第やは i 一 両 両渡ぜを とてなのし：に立心てなげ：、し あ 川はの 手
な、をますーう、に jJ 御墜両失 とし、出 り、る物た て、ざ しゃ其はま ぐ のしタ有
れおしじゑのは拾てど れて三き て取申 れ 済難 此し今。れ者るふ れ 岸き暮
ばのて Jず聞きひ、 ば 、 所 せ帰てき ど 判 をの後ばにか心 ば 伝け拾
、れ無 ゑ也ましか h喝 、一 に、 るはれ も 感世に、渡の当 「 ひふ世ひ

洛が用 人。ざ者 取 気が 也是号置御 ベ帰分 、 、おじにはほせ松に 判 問手
外身のを正ま、 。もて前 きらな其両きけは 黒木7で台G ほば陰も は有
まの心か直あ其むの ーそ、のかじり方 まるたり、にや 春
で上狼たもりぬす＂＇.）方両両ル，「小 J 。。の蜘人 り 。めつひ柴と 両 の
もば仕 りのししびけ との喝先判 また 手 富所 し けろ売跡 」 事
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裁 き 双方の言い分 ｜届け出るいきさつ｜落とし主｜落とし物｜拾い主l場所｜時

畳屋三郎兵衛という書付けをたよりに長十一金太郎は、書付の住所氏名をたよりに熊五

郎は仕事を休み四日間捜し回った末、三郎一郎のもとへ財布をとどけるが、熊五郎は、書

兵衛に届けるが、受け取らない。つかみ合一付と印形だけをとって金を受け取らない。

の大喧嘩となり、家主、名主の意見も聞き一金太郎も受けとらず、双方の大家が中には

入れないので、名主が大同様に願い出る。一いり、大同様に願い出る。

「落とし人はこの節季にさぞ御難儀で有ろ一「ああ、たしかにもとはおれの銭だった。

うと存じ、金子を返さんとて、今日まで四一だけども、おれのふところをきらってよそ

日尋ね歩きしに、ょうよう探し当たって重一へとびだしていった銭だ。そんな薄情なも

畳、重畳、いざ請け取り給え。」一んに帰ってきてもれえたくねえから、持つ

「いないな我らは落とす程の不仕合わせ、一てけってんだJi

お前さんは拾う程の果報あり。返すに及ば一「ふざけるねえ。てめえの銭とわかってい

ず、おまえの徳分にし給え。」一るのに持ってけるもんか。」

「：・越前守当役をこうぶりし以来、かかる一「・：しからば両人とも金子はいらんと申す

出入りは始めてにて、某も悦ばしく思い、一のじゃな。・：なればこの三両は越前があず

右の段上へ一一言上に及ぶところ、御上におい一かりおくがどうじゃ」：・

ても殊の外御満足に思し召し、＝一両の金を一「きて、両人の者にたずねるが、両人の正

ば御金蔵に納められ、別に三両その方ども一直によりあらためて三両ずつ褒美としてつ

に下さるるにより、有り難く頂戴仕れ。も一かわそう。」・：

っとも長十郎は拾い主なれば、三両の金を一「：・よいか。このたびのしらベは＝一方一両

頂戴致せ、また三郎兵衛も二両戴き、双方一損と申すぞ。・：熊五郎、そのほう金太郎が

一両ずつ損を致せ。その金は汝らが金にあ一とどけし折り、そのままうけとりおかば三

らず、公儀より下さるる御金なれば辞退致一両ある。金太郎もその折りもらいおかば三

すな」：・「・：その方どもの正直この越前も悦一両ある。越前もそのままあずかりおかば三

びの余り我も一両出して遣わしたり。：・」一両ある。しかるにこれに一両たし、双方に

二両ずつの褒美をつかわしたによっていず

れも一両ずつの損と相成った。」

畳
伝 柳原 走師

大

屋
政談岡

手紙 三郎
建馬 の
具町 土

包にま 兵衛様 F長郎寸書
手 畳

郎衛兵 町
下 屋

建屋具出れと
たあ
金る

入

両
り
の

借金
事な

、、J びら

神
書付と 壁白 柳原

田 古
竪 町 典

大大 ~p 左 落
工工 形 t白よ4 語
熊町 と の 「

五 金
.I'!~ 両

太郎 方
b' 
は 両
い 損
つ

た

財布
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