
津
上
忠
『
阿
部
一
族
』
考

清

田

文

武

一
　
戯
曲
『
阿
部
一
族
』
の
成
立
と
そ
の
上
演

昭
和
三
十
九
年
二
九
六
四
）
　
五
月
二
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
、
読
売
ホ
ー
ル
に
お

い
て
、
森
鴎
外
原
作
・
津
上
忠
脚
色
の
『
阿
部
一
族
』
が
、
前
進
座
に
よ
っ
て
公
演
さ

れ
た
。
演
出
は
小
沼
一
郎
・
津
上
忠
が
担
当
し
、
美
術
鳥
居
清
忠
、
照
明
滝
尾
輝
雄
、

音
楽
団
伊
玖
磨
、
効
果
田
村
恵
の
ス
タ
ッ
フ
で
あ
っ
た
。
上
演
台
本
掲
載
の
『
テ
ア
ト

ロ
』
六
月
号
に
は
、
そ
の
梗
概
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
ち
な
み
に
寛
永
十
八
年

は
西
暦
一
六
四
一
年
で
、
時
代
は
徳
川
幕
府
初
期
の
こ
と
に
か
か
る
。

熊
本
五
十
四
万
石
の
城
主
細
川
忠
利
が
寛
永
十
八
年
死
去
し
、
十
七
人
の
側
近

が
殉
死
し
た
。
阿
部
弥
一
石
衛
門
は
殿
の
許
し
を
得
な
い
ま
ま
殉
死
す
る
。
父
の

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

1

　

　

1

　

　

1

　

　

　

　

　

1

　

　

1

　

　

1

　

　

1

　

　

ヽ

　

、

　

、

　

、

　

、

　

、

　

、

　

、

俸
禄
を
つ
ぐ
べ
き
長
男
権
兵
衛
は
減
俸
さ
れ
た
。
打
ち
つ
づ
く
凶
作
に
疲
弊
し
た

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

藩
財
政
を
と
り
つ
く
ろ
う
た
め
の
犠
牲
の
一
人
で
あ
っ
た
。
亡
君
の
一
周
忌
の
席

上
権
兵
衛
は
武
士
を
す
て
る
と
警
を
切
り
若
い
藩
主
光
尚
の
逆
鱗
に
ふ
れ
て
、
縛

り
首
の
極
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
残
さ
れ
た
一
族
は
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
、
さ
ら
に

「
不
穏
の
企
あ
り
」
と
し
て
討
伐
さ
れ
る
。
（
傍
点
引
用
者
）

発
表
誌
の
　
「
今
月
の
新
劇
」
欄
に
は
、
こ
の
上
演
作
に
つ
い
て
、
昭
和
十
三
年
（
一

九
三
八
）
　
熊
谷
久
虎
監
督
、
前
進
座
総
出
で
作
っ
た
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
を
参
考
に
し
、

出
演
者
も
歴
史
講
座
を
開
い
た
り
、
史
跡
を
調
査
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
新
た
に
史
実

を
見
直
し
て
脚
色
し
た
も
の
と
紹
介
し
て
あ
り
、
シ
ナ
リ
オ
は
当
時
初
め
て
歴
史
を
踏

ま
え
た
作
で
時
代
劇
に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
戯
曲
上
場
の
際
の
配
役
は
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
T
〉

阿
部
弥
一
石
衛
門

権
　
兵
　
衛

瀬
　
川
　
菊
之
丞

藤
　
川
　
八
　
蔵

弥
五
兵
衛

市
　
太

五
　
太

七
　
之

保清た

太善与左下柄
　
本

槙お長
　
岡

有
　
吉

林高
　
見

浅
　
島

松
　
野

平

夫夫丞子ゝカ助作次

中中市

村村ノ

兵
　
　
衛女

又
七
郎

（
弥
一
右
衛
門
の
妻
）

（
権
兵
衛
の
妻
）

（
市
太
夫
の
妻
）

（
阿
部
家
の
仲
間
）

（

　

〃

　

　

〃

　

）

（
　
〃
　
若
　
党
）

（
　
″
　
用
　
人
）

（
又
七
郎
の
妻
）

嵐深
　
町

大
久
保

徳
　
永

村
　
田

三
　
由

坂
　
東

小
　
鯖

宮
　
本

河
原
崎

河
原
崎

翫
右
衛
門

梅
之
助

祥
之
助

芳
　
夫

稜
　
子

光
　
代

節
　
子

吉
次
郎保

太
三
郎勇

圭
　
子

長
十
郎

し
っ
江

花

佐
　
渡

頼
　
母

（
下

（
家

（

外
　
記
　
（
大

権
右
衛
門

九
兵
衛

縫
之
助

女
）

老
）

〃

　

　

）

目
　
付
）

い
ま
む
ら
・
い
ず
み

中津柚瀬山中

村田J崎村

公
三
郎申イ

英
二
郎

新
　
蔵

龍
之
介

靖
之
介

二
〇
〇
三
。
九
二
　
受
理

一
三
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妙林仲

光

寺

本

輿太

郎

左

薮

市

横

目

同

与
左
衛
門

半

助

八

左
衛
門

方

衛

門

之

正■二

台

所

方
の

家

臣

同鷹 同 詰 家

衆

女
中臣･二匠

桂 瀬 高 前 桜 藤 中 矢 斎 戸 坂 八 矢 松 嵐 坂 刈 市

川 橋 田 井 岡 村 郷 藤 田 東 木 郷 山 東 谷 川

き
進 一

警
恒
完習

梨 主

君 雲
り 一

弘 介 仁 成 子 衛 喬 仁 絵 史 衛 潤 部
門 門

優

茂
次
郎

淳

平

土

橋

孝

行

原

作
の

初
出
は

大
正

二

年
1

月
の

『

中
央
公

論
』

で

あ
る
こ

と
言
う
ま
で

も
な
い

が
､

脚
本
の

拠
っ

た

本
文
は

お

そ

ら
く
現
行
の

岩
波
版
鴎
外
全
集
の

そ

れ
と
変
わ
ら
な
い

も

の

で

あ
っ

た

か

と
推
定
さ
れ
る

｡

右
の

よ

う
に

し

て

戯
曲
化
さ
れ
た

作
品
の

特
質
の

一

端
に

つ

い

て

は
､

前
掲
梗
概
の

傍
点
部
の

記
述
か

ら
も
推
量
さ
れ

る

が
､

そ
の

世
界
の

考
察
は

､

鴎
外
の

｢

阿
部

一

族
｣

解
明
に

際
し

て

も
受
容
美
学
の

視
点
か

ら
資
す
る

と
こ

ろ

が

あ
る
で

あ
ろ

う
｡

二

経
済
的
方
面
の

叙
写

発
表
誌
に

(

前
進
座
/
上

演
台
本
)

と

あ
る

作
品
は

四

幕
か

ら
成
り

､

そ
の

前
後
に

プ
ロ

ロ

-

グ
と
エ

ビ

ロ

-

グ
と

を
置
く

｡

戯
曲
全
体
の

構
成
に
つ

い

て

菅
井
幸
雄
は

､

一

四

津
上

忠
が

原
作
の

前
半
を
プ

ロ

ロ

-

グ

の

中
に

圧

縮
し

､

戯
曲
の

大
半
を
阿

部
一

族
の

行
動
の

表
現
に

当
て

る

こ

と
に

よ
っ

て
､

劇
的
対
立

が
一

族
と

封
建
社
会
と
に

あ

る
こ

と

を
鮮
明
に

し

た

と

捉
え
て

い

る
｡

(

2
〉

妥
当
な
見
解
で

あ

る
｡

そ

れ
で

ま
ず
プ
ロ

ロ

-

グ

を
取
り
上

げ
て

み

た

い
｡

小
説
で

は

初
め

に
､

藩
主

細
川

忠
利
に

殉
死
す
る

小
姓
内
藤
長
十
郎
元
続
と
犬
引
き
津
崎
五

助
と
の

場
合
を
具
体
的
に

描
き

､

後
の

阿
部
弥

一

右
衛
門
通
信
の

場
合
の

特
殊
性
を

ク
ロ

-

ズ

ア

ッ

プ

す
る

こ

と

に

な
る

｡

そ
の

間
に

殉
死

者
た

ち
の

史
料
的
叙
述
を
織
り

込
ん

で

い

る
｡

こ

れ
に

対
し

脚
本
で

は
､

若
い

長
十
郎
と
そ
の

妻
､

老
齢
で

知
行
の

高
い

寺
本
八

左

衛
門
と

そ
の

奥
､

百
姓
出
の

中
年
の

侍
林
与
左
衛
門
と
そ
の

介
錯
人
と
に

照

明
を
当
て

る
｡

寺
本

･

林
は

,

原
作
に

は

わ
ず
か

に

記
録
的
に

出
自
と

そ
の

現
在
と

が

書
か

れ

る

程
度
で

､

後
者
を

例

示

す
る

と
､

出
身
地

､

庭
方
と

し

て

の

扶
持
高

､

殉
死
の

日

と

場
所

､

介
錯
人

名
を

記

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

し

て

あ
る

｡

脚
色
者
は

こ

れ
を

､

｢

し

が

な
い

切

米
取
り
の

身
｣

で

あ
っ

て

も
殿
の

御
恩

返
し
の

た

め

殉
死

す
る

人

物
と

し

て
､

殉
死
の

作
法
を

稽
古
し

､

介
錯
し

て

も
ら

う
時

に

は

｢

び

く
つ

と

し

て
､

目
を
つ

ぶ

る
｣

よ

う
に

書
き

､

言
葉
も
他
の

侍
と
は

違
っ

て

方
言

(

百
姓
言
葉

)

を
使
わ
せ

て

い

る
｡

武
家
社
会
の

抱
え
る

一

種
の

人

間
的

ひ

ず
み

を
､

多
少
の

滑
稽
味
を
ま
じ

え
て

表
し

て

い

る

が
､

そ
の

点
で

は

内
藤
の

妻
と

寺
本
の

奥
と
の

対
照
も
見
逃
せ

な
い

｡

一

方
は

こ

ら
え
る

中
に

も
思
い

を
残
し

て

お

り
､

他
方

は

満
ち
足
り
た

言
葉
を
交
わ
し

て

別
れ
を
す
る

か

ら
で

あ

る
｡

三

人

の

武
士

の

場
合

は
､

あ
く
ま
で

序
幕
の

人

物
と

し

て

ス

ポ
ッ

ト
の

中
に

浮
か

び

出
た

後
､

溶
暗
に

消
え

て

い

く
｡

犬

引
き
の

五

助
は

登
場
せ

ず
､

後
の

幕
に

お

け
る

侍
の

台
詞
の

中
で

語
ら
れ

る
｡

こ

う
し

た

プ
ロ

ロ

-

グ
の

あ
る

『

阿
部

1

族
』

は
､

経
済
的

メ

カ
ニ

ズ

ム

の

面
と

歴

史
の

推
移
の

必

然
性
の

問
題
と
の

描
出
に

､

原
作
に

は

見
ら
れ

な
い

大
胆
さ

を

室
不

し

て

い

る
｡

し

か

し
､

鴎
外
の

小
説
中
の

心

理

的
描
写
を

捨
象
し

て

し

ま
っ

た

わ

け
で

は

な
く

､

こ

の

方
面
に

も
か

な
り

着
意
し

て

筆
を
進
め

て

い

る

こ

と

を

見
逃
し

て

は

な

ら

な
い

｡

殉
死
か

ら
派
生

し

た

事
件
の

動
因

･

背
景
に

は
､

経
済
的
問
題
が

大
き

く
関

係
し

て

い

た

と

の

設
定
を
す
る

津
上

は
､

家
老
の

長
岡
佐
渡
と

有
吉
頼
母

と
に

重
要
な

役
割
を

与
え
て

い

る
｡

原
作
中
前
者
に
つ

い

て

は
､

主
君
忠
利
の

三

男
に

関
し
て

､

｢

松
之

助
は

細
川

家
に

旧

縁
の

あ
る

長
岡
氏

に

養
は

れ
て

ゐ

る
｡

｣

と

記
述
し

､

｢

弟
に

は

忠
利
が

三
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斎
の

三

男
に

生

れ

た

の

で
､

四

男
中
務
大
輔
立

孝
､

五

男
刑
部
興
孝

､

六

男
長
岡
式
部

寄
之
の

三

人
が

あ
る

｡

｣

､

｢

目
上

に

は

長
岡
氏
を
名
告
る

兄
が

二

人
､

前
野

長
岡
両
家
に

嫁
し

た

姉
が

二

人
あ
る

｡

｣

と
わ
ず
か

に

叙
す
あ
た

り

か

ら
書
い

た

も
の

で

あ
ろ

う
｡

後
者
に

関
し

て

も
､

忠
利
の

二

女
竹
姫
を

｢

後
に

有
言
頼
母

英
長
の

妻
に

な

る

人
｣

と

記
し

た

中
に

見
え
る

だ

け
で

あ
る

｡

忠
利
病
没
に

よ

る

薄
の

代
替
り

で

の

知
行
の

問
題

に

つ

い

て
､

戯
曲
は

こ

の

二

人
の

家
老
に

次
の

よ

う
に

言
わ
せ

て

い

る
｡

頼
母

そ

の

こ

と
で

ご

ざ
り

ま
す
が

､

実
は

､

お

役
替
に

伴
い

､

新
し

く
知
行
を

与
え
ね
ば

な
ら
ぬ

者
､

御
加
増
せ

ね
ば
な
ら
ぬ

者
を
検
討
致
す
と

､

そ
の

額
高
も

馬
鹿
に

な
り

ま
せ

ぬ
｡

そ

こ

で
､

勘
定
方
に

財
政
状
態
を
改
め

て

調
べ

さ
せ

た

と

こ

ろ
､

昨
年
か

ら
は

御
公

儀
よ

り
長
崎
の

御
番
船
の

勤
務
が

課
せ

ら
れ

､

今
年
の

秋
に

な
れ
ば
天

草
の

御
領
地
の

在
番
が

あ

り
､

こ

れ
ら
の

賦
役
の

費
用
が

新
た

に

嵩
み

ま
す

｡

し

か

も
大
事
に

備
え
貯
わ

え
き
た
っ

た

御
天

守
銀
も

､

島
原
の

戦
で

既
に

使
い

果
し

て

お

る

と

い

う
､

ま
こ

と

に

憂
慮
す
べ

き
状
態
に

あ
り

ま
す

｡

そ

れ

故
､

新
し

い

知
行

､

御
加
増
に

つ

い

て

は
､

何
ら
か

の

工

夫
を
致
さ
ね
ば

､

そ

の

出
所
が

ご

ざ
い

ま
せ

ぬ
｡

佐
渡

も
ち
ろ

ん
､

無
理

は

承
知
の

こ

と

じ

や
｡

い

ざ
と

な

れ

ば
､

百
姓
共
の

年

貢
を
き
び

し

う
す
れ

ば
よ

い
｡

し

か

し
､

頼
母
は

､

土

地
柄
百
姓

一

授
が

多
く

､

年
貢
を
き
び

し

く
す
る

こ

と

は

で

き
な
い

と

述
べ

る
｡

右
に

藩
財
政
の

状
況
を
め

ぐ
つ

て

列
挙
し

た

事
柄
は

､

鴎
外
の

書

か

な
い

も
の

で

あ
っ

た
｡

続
い

て

佐
渡
が

大
目
付
の

林
外
記
に

そ
の

工

夫
を
問
う
と

､

外
記
が

､

殉
死

者
の

跡
目
相
続
の

遺
族
中
嫡
子
処

遇
の

仕
方
で

進
言
し

た

こ

と
で

､

下

の

ご

と

く

会
話
が

な
さ
れ
る

｡

頼
母

ふ

む
､

子

息
た

ち
が

既
に

頂
い

と
る

知
行
は

預
か

り
､

改
め

て

親
の

知
行

を
分
配
す
る

か
-

-
0

外
記

さ
す
れ
ば

､

表
沙
汰
は

､

決
し

て

先
殿
が

定
め

ら
れ
た

世
襲
の

捉
に

も
と

る

こ

と
に

は

な
ら
ず

､

ま

た

遺
族
の

く
ら
し

を
不
安
に

さ
せ

る

こ

と

に

も
な
り
ま

せ

ぬ
｡

頼
母
は

､

こ

の

よ

う
に

し

て

加
増
分
捻
出
を
図
る

外
記
の

案
を
汲
む
べ

き
で

あ
る

と

佐
渡
に

助
言
す
る

｡

佐
渡
は

､

追
腹
を
切
っ

た

者
の

遺
族
を
大
切

に

し

て

や
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

と

応
じ

る

が
､

阿
部

一

族
の

悲
劇
の

原
因
の

1

つ

は

外
記
の

こ

の

実
に

あ
っ

た

の

で

あ
る

｡

そ

れ
は

外
記
に

近
い

目
付
畑
十

太

夫
に

よ
っ

て
､

微
禄
の

津
崎
五

助
と

対
比
し

阿
部
弥

一

右
衛
門
指
弾
の

形
で

口

火

が

切

ら

れ
る

｡

通
り
が

か

り

に
､

殉

死

す
べ

き
人
が

生

き
な

が

ら
え
て

い

る

と
い

う
畑
の

慨
嘆
を
耳

に

し

た

弥
一

石
衛
門
で

あ
っ

た

が
､

畑
の

批
判
を
そ
の

場
で

聞
い

た

柄
本
又

七

郎
は

､

友
人

弥
一

右
衛
門
の

勤

め

に

落
度
は

な
い

､

と

弁
護
し

､

｢

も
し

､

先
殿

が

き

ら

わ

れ

た

と

す
れ

ば
､

そ

れ
は

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

真
面
目
過
ぎ
て

､

貴
公
の

よ

う
に

こ

び
へ

つ

ら
う
こ

と

を

知
ら
な

か
っ

た

か

ら

だ
｡

｣

と

反

論
す
る

｡

し

か

し
､

畑
は

､

生

命
が

惜
し

く
て

阿

部
殿

は

追
腹
を
切

ら

な
い

の

だ

と

応
じ

る
｡

こ

の

目
付
は

上

司

外
記
の

意
を
体
す
る

か

の

よ

う
な

物
言
い

を

す
る

｡

ヽ

ヽ

こ

う
し

て
､

年
責
を
上

げ
な
い

と
い

う
上

層
部
の

財
政
施
策
は

､

そ
の

内
側
で

ず
れ

を

含
ん

で

動
き
出
す
が

､

そ
の

決
定
に

は

百
姓
の

動
き
も

判
断
材
料
と
し

て

作
用
し

て

い

た
｡

不
作
続
き

､

虫
害

､

牛
の

流
行
病
に

よ

る

窮
状
に

対
す
る

百

姓
の

嘆
き

を

口

に

し

た

薗
母
の

言
葉
が

そ

れ
で

あ
る

｡

藩
の

経
済
事
情

｡

経
済
政
策
に

阿

部
一

族
の

命
運

が

か

か
っ

て

い

た

よ

う
に

､

脚
本
は

書
い

て

い

る
｡

原

作
に

は

武
士

た

ち
の

系

族
や

知

行
高

･

扶
持
高
を
克
明

に

記
し

て

い

て

も
､

凶

作
に

よ

る

経
済
の

疲
弊
に

つ

い

て

は
､

叙
述
が

な
い

｡

第
一

幕
に

続
く
第
二

幕
で

は
､

阿
部
家
の

知
行
分
割
の

相
続
の

処

遇
の

成
り

行
き
を

描
く

｡

眠
懇
の

柄
本
又

七

郎
と

阿
部
家
の

次
男
と
の

間
に

は
､

次
の

会
話
が

あ

り
､

兄

弟
で

父
の

知
行
を
分
け
た

こ

と
が

わ
か

る
｡

又

七

郎

そ

う
だ
っ

た

の

か
｡

当

り

前
な

ら

ば

お

や
じ

殿
の

千
百

石
の

知
行
は

､

総
領
の

権
兵
衛
が

つ

げ
る

は

ず
な
の

に
､

そ

れ

が

三

百

石
に

な
っ

て

は

わ

れ

ら
と

変
ら
ぬ

｡

家
の

格
が

ず
ん

と

落
ち
て

上

の

扱
い

が

ち

が
っ

て

く
る

な
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

弥
五

市
太
夫
も
五

太
夫
も
そ

う
い

う
と
っ

た
｡

兄

弟
五

人
､

ど

ん

ぐ

り
の

背
く

ら
べ

だ
｡

こ

れ
で

は
､

武
士

に

と
っ

て

生

命
よ

り
も
大
切

な

｢

面
目
｣

に

も
か

か

わ

り
､

｢

恥

辱
｣

｢

侮
り
｣

を
受
け
る

こ

と

に

も
な
り

か

ね
な
い

｡

他
の

遺

族
に

は

自
分
の

家
の

よ

う
な
扱
い

を
受
け
た

例
は

な

く
､

切

米
取
り

が

逆

に

加
増
に

な
っ

て

い

る

そ
う

だ
､

と

弥
五

兵
衛
は

答
え
る

｡

事
実
先
君

一

周
忌
の

法
要
の

席
で

は
､

詰
衆
に

､

阿

部
殿

は

御

焼
香
傾
が

犬
引
き
の

遺
族
の

後
に

回
さ
れ
る

と
い

う

意
外
な
こ

と

に

な
っ

て

い

る

と

さ

さ
や
か

れ
る

が
'

原
作
で

は

し

か

る
べ

き
順
序
で

先
に

焼
香
し

て

い

る
｡

又

七

郎
･

弥

五

兵
衛
の

会
話
に

続
く
シ

-
ン

か

ら
引
こ

う
｡

一

五
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す
る

と
､

や
は

り
弥

一

右
衛
門
殿
の

許
さ
れ
ざ
る

殉
死
が

崇
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た

と
見

え
る

な
｡
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弥
五

､

黙
っ

て

盃
を
だ

す
｡

又

七
郎

､

つ

ぐ
｡

一

息
に

飲
み

ほ

す
｡

弥
五

お

や
じ

殿
は

誰
が

何
と

い

う
て

も
立
派
な

殉
死

だ
｡

(

だ

ん

だ

ん

激
し

た

口

調
に

な
っ

て

行
く

)

お

許
し

の

な
い

殉
死
は

犬
死

じ

ゃ

と
い

う
て

御
当
主
に

尽

そ

う
と

す
れ
ば

､

誰
や
ら
知
ら
ぬ

｡

お

許
し
の

な
い

の

を
幸
い

に

生

き
永
ら
え
と

る

な
ぞ

と
､

陰
口

を
叩
い

て

侮
り

を
与
え
る

｡

そ

ん

な
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
る

位
な

ら
死

ん

で

み

せ

る

と

い

う
て

追
腹
を
切
っ

た
｡

そ

れ
が

何
で

悪
い

｡

何
で

､

お

許

し

の

あ
っ

た

殉
死
と

､

な
い

殉
死
の

差
別
を
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

｡

も
と
も
と

お

や
じ

殿
は

殉
死
す
る

積
り
だ
っ

た

の

だ
｡

又
七

郎

だ

が
､

林
外
記
殿
の

よ

う
な
上

に

立
つ

者
か

ら
み

れ
ば

､

お

許
し

の

あ

る

な
し

が

差
別
を
つ

け
る

理

由
に

な
っ

と

る

の

で

は

な
い

か

な
｡

弥
五

俺
に

は

わ
か

ら
ぬ

｡

市
太
夫
な
ど

は
､

面
目
な
く
て

明
日

か

ら
朋
輩
た

ち

に

あ
わ
せ

る

顔
が

な
い

｡

こ

う
な
っ

た
の

は
､

お

や
じ

殿
が

あ
あ
し

た

殉
死
を
し

た

か

ら
だ

と
い

わ
ん

ば
か

り
の

口

振
り
だ

｡

し

ま
い

に

は
､

兄
貴
は

武
士

と
い

う

の

が

い

や
に

な
っ

た
､

と

い

い

だ

し

て

な
｡

後
に

『

津
上

忠
歴
史
劇
集
』

に

収
め

ら
れ
た

本
文
で

は
､

点
線
で

囲
ん

だ

部
分
は

削

除
さ
れ

た
｡

叙
写
の

冗
漫
に

な
る

こ

と
を
考
え
た

か
､

あ
る

い

は
､

悲
劇
の

原
因
を
明

示

し
､

し

か

も
限
定
し

す
ぎ
た

印
象
を
与
え
か

ね
な
い

こ

と

を
考
え
た

か

ら
か

も
し

れ

な
い

｡

事
態
は

も
っ

と
複
雑
で

あ
り

､

作
品
の

懐
を
深
く
す
る

た

め

に

手
を
加
え
た

も

の

に

違
い

な
い

｡

実
際
ま
た

､

そ

う
し

た

方
向
で

筆
が

執
ら
れ
て

い

る

か

ら
で

あ
る

｡

知
行
分
割
相
続
の

処

遇
は

､

経
済
的
方
面
に

も
波
及
し

､

阿
部
家
の

奉
公

人

の

半
分

が

暇
を
出
さ
れ
る

こ

と
に

な
る

が
､

こ

れ
は

鴎
外
の

書
か

な
い

事
柄
で

あ
っ

た
｡

弥
五

ち
ゅ

う

げ

ん

兵
衛
か

ら
槍
の

稽
古
を
つ

け
て

も
ら
っ

て

い

る

仲
間
太
助
は

そ
の

一

人

で
､

隣
家
の

柄

一

六

本
家
に

奉
公

先
を
求
め

る

け
れ
ど
も

､

知
行
の

低
さ
の

た

め

断
ら
れ

る
｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

経
済
の

問
題
に

も
よ

る

阿
部

一

族
の

悲
劇
と
そ
の

影
響
と

を

記
し

て

津
上
の

解
釈

は

特
色
が

あ
る

｡

三

心
理
的
方
面
の

叙
写

こ

の

よ

う
に

､

上

演
台
本
で

し

ば
し

ば
言
及
さ
れ
る

経
済
の

問
題
は

､

歴

史
的

必

然

性
の

問
題
と
強
く
結
び

付
い

て

構
想
さ
れ
た

も
の

で

な
け
れ

ば

な

ら
な
い

｡

し

か

し
､

歴
史
的
方
面
の

問
題
を
取
り
上

げ
る

前
に

､

心

理

的
方
面
に

つ

い

て

観
察
す
る

必

要
が

あ
る

｡

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

津
上

は

構
成
上

原
作
の

前
半
を

プ
ロ

ロ

-

グ
の

中
に

圧

縮

し

た
｡

し

た

が
っ

て
､

内
藤
長
十
郎
の

殉
死

に

至

る

心

理
､

阿
部
弥

一

右
衛
門
と

忠
利

と
の

心

理

的
､

性
格
的
関
係
の

描
写
の

場
面
は

筆
に
の

せ

ら
れ

な
か
っ

た
｡

た

だ

し
､

ヽ

ヽ

ヽ

後
者
に
つ

い

て

は
､

畑
十
太
夫
が

､

｢

先
殿
は

あ
の

よ

う
に

片
意
地

で

融
通
の

き
か

ぬ

お

人
は

き
ら
っ

と
っ

た

か

ら
｣

(

傍
点
引
用
者

)

､

弥
一

右
衛
門
の

殉
死

を

許
さ
な

か
っ

た

の

だ
､

と
話
し

て

い

る
｡

鴎
外
は

｢

意
地
｣

の

語
を
用
い

て
､

二

人
の

人

間
関
係
に

つ
ヽ

い

て

は

忠
利
の

方
に

も
責
任
の

あ
っ

た

こ

と
を
内
省
さ
せ

て

い

る
が

､

戯
曲
で

は
､

｢

こ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

び
へ

つ

ら
う
｣

人

物
と

批
判
さ
れ
て

内
面
に

屈
折
し

た

と
こ

ろ
の

あ
る

畑
の

台
詞
だ

け

で

書
か

れ
て

い

る
｡

こ

の

あ
た

り

作
品
の

品
格
の

問
題
に

関
係
す
る
こ

と
に

な
る

か

も

し

れ
な
い

｡

｢

瓢
箪
に

油
で

も
塗
っ

て

切

れ
ば
い

い

に
｣

と

林
外
記
が

弥
一

右
衛
門
を

評
し

た

か
の

よ

う
に

畑
が

発
言
し

た

こ

と

を
､

又

七

郎
が

確
か

め

る

と
､

｢

い

や
､

林
殿

は

そ

こ

ま
で

は

申
さ
ぬ

｡

申
さ
ぬ

が
-

-
･

｡

｣

と

校
滑
な

と

こ

ろ

を

見
せ

る

場
面
も
あ

る
｡

阿
部

一

族
の

非
運
は

､

そ

う
い

う
畑
の

関
与
し

た

と

こ

ろ

少
な

く
な
い

｡

構
成
が

犀
風
絵
や
襖
絵
的
な
様
式
を
思

わ
せ

る

点
の

あ
る

原
作

〈

-
)

に

工

夫

を
凝
ら

し
､

社
会

的
､

心

理

的
な
人
間
関
係
の

下
に

筋
を
運
び

､

劇
的
展
開

を

図
っ

た

ご

と

く
で

あ

る
｡

阿
部
の

遺
族
の

非
運
に

､

新
し

い

藩
主
細
川
光
尚
が

大

き
く
あ

ず
か
っ

て

い

た

こ

と

は
､

原

作
｡

脚
本
と
も
に

変
わ
り
は

な

い
｡

し

か

し
､

鴎

外
が

新
藩
主
の

若
さ
と

そ
こ

か

ら
く
る

人

間
的
未
熟
さ
に

そ
の

原

因
を
求
め

た

の

に

対
し

､

津
上

は

史
実
を
な

お

掘

ヽ

ヽ

ヽ

り

起
こ

し

て
､

｢

光
尚
は

､

十
六

才
の

時
､

病
癖
に

か

か
っ

た

と

あ
る

か

ら

は

あ
ば

た

面

と
考
え
る

｡

｣

と
想
定
し

､

阿
部
の

遺
族
の

処
置
を
決
め

る

当

主

を

描
く

｡

小

説
中
光
尚
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が
､

｢

自
分
が

外
記
の

策
を
納
れ

て
､

し

な

く
て

も
好
い

事
を
し

た

の

が

不
快
で

あ
る
｣

と

感
じ

る

よ

う
な

心

中
の

叙
写

を
､

脚
色
者
は

取
り

入

れ
な
か
っ

た
｡

先
君
法
要
中
子

供
の

泣
き
声
や
言
い

わ
け
を
す
る

女
の

声
を
耳

に

し

た

詰
衆
の

一

人

が
､

｢

ど
う
し

た

の

だ

?
｣

と

問
う
と

こ

ろ

に

続
く
場
面
か

ら
引
く
こ

と

と

し

た

い
｡

詰
衆

一

過
族
の

者
が

､

御
拝
領
の

品
を

う
け
と

り
に

行
っ

た

ら
､

子
供
が

殿
の

お

顔
を
み

て

こ

わ
が
っ

た

の

だ
｡

光
尚

､

荒
々

し

い

足
ど

り
で

､

く
る

｡

詰
衆

､

控
え
る

｡

頼
母

(

追
っ

て

く
る

)

殿
､

殿
｡

お

待
ち

下

さ
れ

｡

光
尚

､

怒
り
を

抑
え
て

い

る
｡

頼 光 嶺
母 尚 母

光
尚

た
｡

ま

だ
､

御
法
要
は

す
ん
で

は

お

り

ま
せ

ぬ
｡

子

供
は

､

な

ぜ

泣
い

た
｡

は
っ

､

そ

れ
は

-

-
0

(

中

略
)

い

わ
ね
ば

､

余
が

い

お

う
｡

こ

の

顔

-
‥

こ

の

顔
を
み

て

子

供
は

泣
い

こ

わ
い

と
い

う
の

だ
｡

余
に

こ

れ

以
上

､

恥

を
か

か

せ

る

積
り
か

｡

頼
母

は
ツ

､

申
し

わ
け
ご

ざ
り

ま

せ

ぬ
｡

光
尚

遺
族
に

渡
す
引
出
物
は

佐
渡
に

や
ら
せ

よ
｡

そ

れ
が

す
む

ま
で

､

奥
で

待
っ

と

る
｡

こ

の

後
､

阿
部
家
を
継
い

だ

嫡
男
権
兵
衛
が

､

先
君
の

位
牌
の

前
で

撃
を
切
っ

て

武

士

を
捨
て

る

と
い

う
事
態
が

出
来
し

､

騒
然
と

す
る

｡

そ
の

後
､

一

族
に

対
す
る

措
置

は
､

次
の

よ

う
に

し

て

決
ま
る

｡

外

記

殿
｡

只

今
､

市
太
夫
が

､

兄
権
兵
衛
の

助
命
を
天

祐
和
尚
殿
に

お
願
い

申

し

あ
げ
た

と
の

こ

と

で

ご

ざ
り
ま
す

｡

光
尚

何
､

天

祐
和
尚
に

?

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

外

記

市
太
夫
は

､

殿
の

お

側
に

仕
え
る

身
を
よ
い

こ

と

に

し

て
､

こ

の

よ

う
な

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

1

ヽ

～

1

1

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

差
出
口

を
す
る

奴
で

ご

ざ
り
ま

す
｡

し

か

も
､

殿
に

直
々

お

願
い

す
る

に

は

今
日

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

1

1

1

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

は
､

殿
が

子
供
に

こ

わ
が

ら
れ
て

機
嫌
を
損
ね
た

か

ら
､

か

え
っ

て

よ

く
な
い

と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

か
､

申
し

て

-

-
｡

光
尚

え
え

､

い

う
な

｡

一

族
に

は

即

刻
謹
慎
を
申
し

つ

け
よ

｡

(

傍
点
引
用
者

)

光
尚
は

､

市
太
夫
の

差

出
口

と

聞
い

た

こ

と
､

自
分
の

容
貌
の

ひ

け
め

も
あ
っ

た

こ

と
か

ら
､

権
兵
衛
の

処
置
に

つ

い

て

感
情
を
抑
え

き

れ

ず
､

成
り

行
き
上

､

外
記
の

言

葉
を
す
べ

て

容
れ
て

し

ま

う
C

市
太
夫
に

よ

る

権
兵
衛
助
命
の

嘆
願
の

一

事
は

あ
っ

て

も
､

差
出
口

の

こ

と

や
､

子
供
に

こ

わ

が

ら
れ
た

こ

と
へ

の

光
尚
の

心

理

的

反
応

は

原

作
に

は

叙
述
が

な

い
｡

脚
色
者
は

心

理

の

屈
折

的

要
素
を

多
く
し

た

観
が

あ

る
｡

一

方
､

自
邸
に

立
て

寵
っ

た

阿
部

一

族
の

動
き
を

不

穏
な
企
て

あ

り

と

見
撤
し

て

こ

れ

を

討
つ

側
に

立

た

せ

ら
れ
た

側
者
頭
の

竹
内
数
馬
も

､

複
雑
な

心

を

抱
い

て

討
ち

死
に

す

る
の

が

原
作
で

あ
っ

た

が
､

津
上

は
､

弥
一

右
衛
門

と

竹
内
と

に

会
話
さ
せ

る
工

夫
を

し

て

い

る

も
の

の
､

こ

の

方
面
を
省
筆
し

た
｡

す
な

わ

ち
､

作
品
の

焦
点
化
の

問

題
も

関
係
し

た

に

相
違
な
く

､

法
会
の

日
の

権
兵
衛
を

擁
護
し

よ

う
と
し

､

ま
た

討
伐
の

際
､

｢

門
を
あ
け
い

ッ
｣

と

凄
と

し

た

声
を
発
し

て

阿
部
邸
に

入
っ

た

後
､

自
ら
も
討
ち

死

に

す
る

竹
内
の

心

中
に

直
接
筆
を
や
っ

て

は

い

な
い

｡

し

か

し
､

脚
色
者
は

､

上

に

そ

の
一

端
を
示
し

た

と

お

り
､

心

理

的

脈
絡
に

も
意
を

払
っ

て

書
き

進
め

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

津
上

忠
は

､

独
自
性
を
出
そ

う
と

相
当

技
巧

を
凝
ら
し

て

い

る
が

､

原

作
中
の

人

物
の

言
葉
や
地
の

文
で

関
心

を
引
く

も
の

を
､

ほ

ぼ

そ
の

ま
ま

随
所
に

用
い

て
､

封
建
社
会
の

武
士

の

世
界
を
描
く
こ

と
に

留
意
し

て

い

る
の

で

あ
る

｡

そ

れ

ら
を

放
つ

か

順
に

従
っ

て

列
挙
し

て

み

よ

う
｡

○

老
木
の

朽
ち
枯
れ

る

傍
で

若
木
は

茂
り
栄
え
て

行
く
と

い

お

う
か

｡

○

武
士

は

妾
と

は

ち
が

う
｡

主
が

気
に

入
ら
ぬ

か

ら

と
い

う
て

､

立

場
の

な

く

な
る

こ

と
は

な
い

は

ず
じ

ゃ
｡

○

何
と

い

う
て

も
武
士

は

名
聞
が

大
切
じ

ゃ
｡

○

情
け
は

情
け

､

義
は

義
だ

｡

○

わ
し

の

子

に

生

れ

た

の

が

不

運
じ
ゃ

と

思
え

｡

し

よ

う
こ

と
が

な
い

｡

恥
を

う
け
る

時
は

一

し

ょ

に

う
け
い

｡

兄
弟
喧

嘩
は

す
る

な
よ

｡

○

世
間
は

花
咲
き
鳥
歌
う
春
と
い

う
の

に
､

わ
れ

ら
一

族
は

不

幸
に

し

て

神
仏

に

も
､

人
に

も
見
放
さ
れ

､

こ

の

家
に

立
て

こ

も
っ

て

討
手

を

迎

え
ね
ば

な

ら

ぬ
｡

右
の

言
葉

･

表
現
を

､

小
説
と
は

異
な
る

人

物
や
違
っ

た

場
面
に

使
っ

て

い

る

例
が

あ
る

に

せ

よ
､

原
作
の

世
界
と
雰
囲
気
と
を
戯
曲
に

か

な

り

移
し

え

て

い

る
こ

と
は

争

わ

れ
な
い

｡

け
れ
ど

も
､

太
宰
治
が

そ
の

描
写

を
賛
嘆
し

た

五

月
闇
の

中
を

通
り

過
ぎ

る
一

匹
の

蚤
〈

-
〉

､

鷹
の

飛
び

込
ん

だ

後
の

井
戸
の

水

面
､

出
陣
す
る

竹
内
数
馬
が

草
牲

一

七



1 89新潟大学教育人間科学部紀要 第 6 巻 第1 号

の

緒
を
男
結
び

に

し

て

余
っ

た

緒
を
小
刀

で

切
っ

て

捨
て

る

あ
た

り
等
々

の

美
的
表
現

は
､

ジ

ャ

ン

ル

の

違
い

も
あ
っ

て
､

戯
曲
で

は

巧
み

に

書
け
な
か
っ

た

と
し

て

も
致
し

方
な
か
っ

た
｡

し

か

し
､

上

掲
の

も
の

が

社
会
や
個
人
の

心

理

の

表
現
に

も
直
接
間
接

に

あ
ず
か
っ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

四

歴
史
的
方
面
の

問
題

歴

史
的
世
界
に

関
係
し

た

問
題
で

は
､

封
建
社
会
の

内
蔵
す
る

制
度
的
矛
盾

､

人

間

的
ひ

ず
み

を
筆
に

の

せ

て

い

る

点
を
観
察
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｡

殉
死
と

そ
こ

か

ら

生

じ

る

問
題
の

悲
劇
性
が

作
品
の

主
題
で

あ
ろ

う
が

､

こ

れ
ら
を
関
係
人

物
に

視
点
を

据
え
て

取
り
上

げ
よ

う
｡

そ

の

点
で

は

経
済
的
方
面
の

問
題
で

す
で

に

述
べ

た

と
こ

ろ

も
あ
る

が
､

阿
部
弥

一

右
衛
門
の

存
在
と

そ
の

言
動
と

が

重
き
を
な
し

て

い

る

こ

と

は

当

然
で

あ
る

.

彼
と
の

か

か

わ
り
で

､

大
目
付
林
外
記
の

献
策
が

看
過
で

き
な
い

｡

長

岡
佐
渡
は

当
初
こ

れ
に

疑
義
を
感
じ

て

い

た

も
の

の
､

結
局
は

､

｢

罰
す
る

者
の

知
行
が

あ
れ
ば

'

賞
す
る

者
に

与
え
る

こ

と
は

で

き
る

｡

お

身
に

教
え
ら
れ
た

｡

安
心

せ

い
｡

｣

と

外
記
に

言
う

｡

経
済
的
制
約
の

た

め

に

取
ら
ざ
る

を
え
な
い

制
度
的
矛
盾
が

作
品
に

ょ
っ

て

別
扶
さ
れ
て

い

る
の

で

あ
る

｡

阿
部
家
討
伐
後

､

長
岡
佐
渡
が

皮
肉
を
ま
じ

え

て
､

畑
十
太
夫
を
部
下
に

持
つ

外
記
を
ほ

め

る

あ
た

り

も
､

こ

の

こ

と
に

関
係
し

て

い

る
｡

鴎
外
の

小
説
で

は
､

1

人

物
に

好
物
と
さ
さ
や
か

れ
て

い

る

こ

の

大
目
付
も

､

江

戸

幕
府
の

政
治
も
落
ち
着
き

､

武
断
政
治
か

ら
文
治
政
治
に

移
る

時
期
に

出
現
し

始
め

た

能
吏
型
の

侍
と

し

て
､

戯
曲
で

は

よ

り

前
面
に

出
さ
れ

'

そ
の

隠
湿
荻
滑
な
側
面
は

畑
十
太
夫
に

も
担
わ
さ
れ
て

､

世
の

理

不
尽
な
面
を
描
出
し

た

観
が

あ
る

o

柄
本
又

七
郎
も
特
異
な
存
在
と

し

て

描
か

れ
て

お

り
､

原
作
と

は

異
な
っ

て

批
判
的

限
も
具
え
て

い

る

と
こ

ろ
が

見
ら
れ
る

｡

弥
五

兵
衛
は

､

島
原
の

乱
制
圧
の

際
に

は

手

柄
が

立
て

ら
れ
な
か
っ

た
｡

そ
の

こ

と
は

小
説
に

も
記
す
が

､

そ
の

内
実
を
津
上

は
､

哀
れ
な
農
民
の

姿
を
前
に

手
が

動
か

な
か
っ

た

か

ら
と

し

て

い

る
｡

武
士
の

本
来
的
役

割
を
果
た

さ
な
か
っ

た

わ
け
で

あ
る

が
､

又

七

郎
は

､

｢

お

ぬ

し

は
'

や
は

り
い

い

奴

だ
｡

｣

と

そ
の

人
間
味
を
称
え

､

｢

こ

れ
か

ら
の

武
士

は

百
姓
を
大
事
に

し

な
け
れ
ば
い

か

ん
｡

｣

と
話
す

｡

年
責
を
き
び

し

く
す
る

と

天

草
･

島
原
の

よ

う
な
戦
が

起
こ

り
､

武
士

も
経
済
的
基
盤
を
失
っ

て
､

崩
壊
を
起
こ

す
慎
れ
を
感
じ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

又

一

八

七

郎
の

様
々

な
指
摘
は

､

歴
史
的
必

然
性
の

問
題
か

ら
は

興
味
を
引
く
点
が

少
な

く
な

い
｡

畑
十
太
夫
を

､

自
ら
も
殉
死

し

な
い

人

と

し

て

批
判
し

､

答
え
に

詰
ま
ら
せ

て

い

る

場
面
も
あ
る

｡

し

か

し
､

又

七
郎
は

､

や
は

り
細
川

藩
に

仕
え
る

武
士

と
し

て
､

正

面
か

ら
体
制
を
批
判
す
る

人

物
で

は

な
い

｡

家
老
に

阿
部
討
伐
の

手
柄
を

称
さ
れ

て
,

｢

は
ツ

､

恐
れ
入

り
ま
す

｡

そ

の

昔
､

元
亀
天

正

の

頃
は

､

城
攻
め

野

合
せ

が

朝
夕
の

飯
同
様
と
聞
い

て

お

り
ま
す

｡

そ

れ
を
思
え
ば
阿
部

1

族
討
ち

と

り

な
ぞ
は

茶
の

子
の

案
の

子
､

朝
茶
の

子
と
存
じ

､

実
を
申
せ

ば
前
の

晩
に

境
の

垣

根
を
ひ

そ

か

に

破
り

､

先
が

け
を
致
し

ま
し

た
｡

｣

と
答
え
て

い

る
｡

こ

の

点
は

脚
色
者
の

創
意
で

は

な

く
､

鴎

外
に

従
っ

た

台
詞
で

あ
る

｡

原
作
に

は

な
い

*

印
を
行
論
上

便
宜

的
に

入

れ

れ
ば

､

鴎

外
は

'

自
作
の

最
後
を

､

｢

阿
部

一

族
の

死

骸
は

井
出
の

口

に

引
き
出
し

て
､

吟
味
せ

ら

れ
た

｡

*

白
川
で

1

人
1

人

の

創
を
洗
つ

て

見
た

時
､

柄
本
又

七

郎
の

槍
に

胸
板
を
衝

き
抜
か

れ
た

弥
五

兵
衛
の

創
は

､

誰
の

受
け
た

創
よ

り
も
立

派
で

あ
つ

た
の

で
､

又

七

郎
は

い

よ
い

よ

面
目
を
施
し

た
｡

｣

と

潤
筆
し

た
｡

佐
藤
春
夫

は
こ

の

結
び

に

は

不

服
で

あ
る

と
評
し

(

5
〉

､

｢

情
を
知
ら
な
い

者
は

荒
々

し

く
こ

れ

を

取
扱
つ

た
｡

｣

の

文
を
*

印

の

位
置
に

挿
入

し

て

か

ら
､

｢

自
分
の

光
栄
に

つ

け
て

又

七

郎
は

更

に

阿
部

一

族
を

思

い

出
す
の

が

苦
し

か
つ

た
｡

｣

の

文
を
最
後
に

付
け
加
え

て

い

る
｡

津
上

忠
に

も
類
似

し

た

心
の

動
き
が

は

た

ら
い

た

ら
し

く
､

そ

れ
が

制
度
に

負
う
人

間
的
ひ

ず
み
を

指
摘

す
る

よ

う
な
描
叙
に

つ

な
が
っ

た

と

解
さ
れ
る

｡

如
上

の

問
題
を
考
え
る

と

き
､

小
説
に

は

書
か

れ
て

い

な
い

太

助
と

隣
村
出
の

お

花

と
が

関
心

を
引
く

｡

一

体
こ

の

脚
本
に

は

多
く
の

人

物
が

登
場
す
る

の

で

あ

る
が

､

第

一

幕
(

第
二

場
)

･

第
二

幕
･

第
四

幕
及
び
エ

ビ

ロ

-

グ

と
こ

の

二

人

は

多
く
出
て

お

り
､

そ

れ
だ

け
に

注
目
さ
れ
る

存
在
と

言
っ

て

よ
い

｡

太
助
は

百
姓
の

次
男
で

あ
り

'

そ
の

苦
し

い

生

活
を
嫌
っ

て
､

武
士
に

な

る

望

み
が

極
め

て

強
い

が
､

阿
部
家
の

知
行
分
割
の

煽
り

を
受
け

､

突
如
暇
を
出
さ
れ

た

身
で

あ

る
｡

隣
家
に

奉
公

口

を
求
め

る

け
れ
ど
も

､

天

草
に

帰
っ

て

百

姓

に

戻

れ

と

諭

さ

れ

る
｡

し

か

し
､

｢

こ

の

太
助
に

や

ア

百
姓
や
っ

て

ひ

と
り
だ

ち
で

き
る

土

地
ア

､

な

か
｡

だ

げ
ん

､

こ

ぎ
や

ん

し

て

-

-
｡

｣

と
答
え
る

｡

同
様
に

勧
め

る

仲
の

よ
い

お

花
の

言

葉
も
聞
き
入

れ

な
い

｡

武
士

は

年
貢
を
納
め

な
く
て

よ

く
､

出
世
し

て

太

閤
様
の

よ

う

に

な
り
た

い

と
夢
を
抱
い

て

い

る

か

ら
で

あ
る

｡

そ
の

た

め

弥
五

兵
衛
か

ら
つ

け
て

も

ら
う
槍
の

稽
古
の

つ

ら
さ
に

も
耐
え
て

い

る
｡

｢

あ
の

島
の

段
段
畑
に

肥

桶
担
い

で
､
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き
つ

か

仕
事
ば
し

と
っ

た

俺
ば
い

｡

そ

い

ば
考
え
た

ら
何
で

ン

で

き
ん

こ

た

ァ

な
か

｡

｣

と

い

う
の

が

そ

の

理

由
で

あ
っ

た
｡

幸
い

弥
五

兵
衛
が

知
行
に

あ
ず
か

り
'

こ

れ
に

仕

え
る

こ

と
に

な
っ

た

も
の

の
､

権
兵
衛
が

縛
り

首
の

刑
に

遭
う
事
態
に

立

ち

至
っ

て

は
､

お

花
は

主
家
を
見
切

る

よ

う
勧
め

る
｡

こ

れ
に

対
し

て

太
助
は

､

犬
で

も
三

日

飼

わ

れ
た

ら
暦
を
知
っ

て

い

る
､

と

答
え
て

動
じ

な
い

｡

結
局

､

一

族
立
て

寵
っ

て

の

酒

宴
の

席
で

､

侍
分
の

家
人
と

は

違
う
と
い

っ

て

暇
を
出
さ
れ
る

｡

弥
五

太
助

｡

先
ほ

ど

又

七

郎
殿
に

､

天

草
に

戻
っ

て

百
姓
や
れ

､

と

い

わ

れ

な

か
っ

た

か
｡

太
助

え
-

?

ど

ぎ
や

ん

し

て
､

そ

れ

ば
-

0

弥
五

ア
ハ

ゝ

ゝ

ゝ
､

や
っ

ぱ
り

､

そ

う
か

｡

天

草
は

お

前
が

生

れ

た

土
地
だ

0

そ

れ
に

､

お

花
と
い

う
慕
う
女
子

も
お

る
｡

お

前
は

も
と

も
と

百
姓
だ

.

生

き
永

ら
え
て

も
､

逃
げ
て

も
恥
に

は

な

ら
ぬ

｡

何
も

､

武
士
の

義
理

立
を
真
似
て

進
ん

で

命
を
捨
て

る

よ

う
な

こ

と

は
せ

ぬ

が

よ

い
｡

そ

れ
こ

そ

百
姓
に

と
っ

て

は

犬

死

だ
｡

主
は

若
党
に

取
り
立

て

て

や
れ
な
か
っ

た

こ

と

を
詫
び

､

形
見
の

刀

を
与
え

､

百
姓

の

身
で

あ
っ

て

も
､

い

つ

か

は

役
に

立

と

う
､

と

言
う

｡

隣
家
と

の

家
族
的
往
来
の

後
､

阿

部
家
の

子

女
は

自
害
し

て

果
て

､

男
た

ち

は

武
士

と
し

て

上

か

ら
の

討
手
と

千
曳

を

ま
じ

え
て

全
滅
す
る

｡

エ

ビ
ロ

-

グ
の

場
は

阿
部
の

屋

敷
内
で

あ
り

､

藩
主
始
め

上

層
部
が

語
り

合
う
後
の

場
面
で

､

相
図
と

し

て

火
を
付
け
ら
れ

た

納
屋

焼
亡

後
の

煙
が

く
す
ぶ

る

中
に

立
ち

､

太
助
は

荷
物
の

包
み

を
持
っ

て

む

せ

び

泣
い

て

い

る
｡

太
助

旦

那
様
-
-

0

又
七

郎

お
､

太
助

､

お

花
は

､

｡

太
助

(

構
わ
ず
に
)

今
､

い

う
た

こ

と
･

‥
‥

前
の

晩
に

垣
根
ば
破
っ

て
､

先
が

け
ま
で

し

て

弥
五

兵
衛
様
ば
討
っ

た

と

は
､

ほ

ん

な
こ

と

で

ご

ざ
り
ま
す
か

0

又

七

郎

聞
い

と
っ

た

か
｡

(

中

略
)

太
助

あ
ぎ
や

ん
､

仲
よ

う
し

と

ら
し

た

家
の

旦

那
様
ば
-

-

(

泣
き
な
が

ら
)

そ

ぎ
や

ん

ま
で

し

て
､

､

･

-
-

酷
か
‥

-

酷
か

-

-
｡

又

七

郎

太
助

｡

俺
が

武
士

で

あ
る

以
上

は
､

阿
部
家
の

者
が

謀
反

人

と

な
れ

ば
､

情
け
を
断
っ

て
､

お
上
へ

の

義
を
重
ん

じ

な

け
れ

ば

な

ら
ぬ

｡

こ

れ
が

､

お

前
の

な
り

た

か
っ

た

侍
と
い

う
も
の

だ
｡

太
助

わ
か

り

ま
っ

せ

ん

-

僻
が

は
､

わ

か

り

ま
っ

せ

ん
･

･

･

･

･

o

｢

情
｣

を
｢

義
｣

が

圧

し

て

行
く

〈

6
)

中
に

生

き

て

行
か

ざ
る

を
え

な
い

と

い

う
武
家

社
会
の

実
情
を
知
っ

た

太
助
は

､

お

花
を
連
れ

て

故
郷
に

帰
る

｡

｢

百

姓
も
苦
労

す
る

ぞ
｡

｣

｢

二

人

共
､

仲
よ

う
暮
せ

｡

｣

と

言
う
又

七

郎
や
そ
の

妻
に

見
送
ら
れ
て

幕
に

な

る
｡

太
助

｡

お

花
は

方
言
を
話
し

て

お

り
､

所

詮
武
士

階
級
に

入

れ

な
い

人

物
で

あ
っ

た
｡

太
助
の

｢

わ
か

り

ま
っ

せ

ん
｣

と
い

う
強
い

言
葉
と

そ
の

転
身
と

は
'

下

層

階
級
か

ら

の

視
点
に

よ
っ

て

鋭
い

批
判
と

な
っ

て

お

り
､

又

七

郎
の

存
在

と

と

も
に

注

目

さ
れ

､

大
き
な
歴
史
的
問
題
を
提
出
し
て

い

る
｡

折
か

ら

鳴
動
す
る

阿
蘇
の

お

山
は

､

こ

れ
と

呼
応
す
る

も
の

で

な

け
れ
ば
な
ら
な

い
｡

津
上

忠
は

鴎
外
の

｢

栗
山

大

膳
｣

(

『

太

陽
』

大
正

三
･

九
)

に

よ
っ

た

戯
曲
｢

黒
田

騒
動
｣

(

『

悲
劇
喜
劇
』

一

九
六

三
･

六
)

の

場

合
も

､

最
後
は

天

道
様
を
も
っ

て
､

い

わ
ば
時
間
の

相
の

下

に

歴

史
の

必

然
性
を

視
野

に

入

れ

て

封
建
の

武
士

社
会
を
批
判
し

て

い

る
の

で

あ

り
､

『

阿
部

l

族
』

に

も
相
通

ず

る

も
の

を
読
み

取
る

こ

と

が

で

き
る

｡

そ

れ

は
､

津
上

の

歴

史
観

｡

文
芸
観

｡

演
劇
観

を
も
示

す
も
の

で

あ
っ

た
｡

一

体
津
上

は

現
代
の

社
会
に

強
い

関
心

を
抱
き

､

そ
こ

か

ら

過

去
の

世
界
を

見
る

眼

も
養
っ

て

い

た

が
､

そ

う
し

た

彼
が

演
劇
の

方
面
に

関
係
す
る

よ

う
に

な
っ

た
の

は
､

終
戦
の

翌

年
三

月
､

有
楽
座
で

『

人

形
の

家
』

を

見
て

か

ら
で

あ
っ

た

感
動
に

負
う
た

と

語
り
明
か

し

て

い

る
(

-
)

｡

い

わ

ば
女
性
解
放
か

ら
人

間
解
放
の

問
題
で

心

を

動
か

さ

れ
た

こ

と

に

よ

る

も
の

ら
し
い

｡

そ

し

て
､

前
進
座

に

入
っ

て

か

ら
は

､

書
き
た

い

題

材
を
い

つ

も
胸
に

秘
め

て

い

た

と

い

う
が

､

そ

れ
は

｢

主

と

し

て

徳
川

初
期
の

寛
永
時

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

あ

る
こ

と

と
､

明
治
維
新
か

ら
大
正

年
代
ま
で

に

至

る

日

本
の

近
代
の

歩
み
の

な
か

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の

あ
る

こ

と
｣

で

あ
っ

た

と

い

う
｡

寛
永
と
い

え
ば

､

鴎
外
の

｢

阿
部

一

族
｣

も
そ
の

内
容
か

ら
こ

れ
に

該
当
す
る

作
品
と

し

て

注
目
し

た
の

で

あ
っ

た
｡

そ

う
し

た

津
上

忠
に
つ

い

て
､

前
掲
菅
井
幸
雄

(

且

は
､

土

井
逸

雄
が

｢

歴

史
劇
の

リ

ア

リ

ズ

ム
｣

(

『

月
刊

新
築
地
劇
団
』

一

九
三

七

二
二
)

に

お
い

て
､

歴

史
劇
は

｢

事

実
の

殻
｣

の

中
で

｢

奔
放
な
創
造
｣

が

窒
息
し

て

し

ま
っ

て

い

る

よ

う
な

作
品
で

は

な

く
､

｢

歴
史
的
必

然

-
歴
史
の

真
実
か

ら
ゆ
た

か

な

芸
術
性
の

な
か

に

育
つ

よ

う
な

も
の
｣

で

な
く
て

は

な
ら
ず

､

そ

こ

に

｢

リ

ア

リ
ズ

ム
｣

が

新
た

な

展

開
を

示

す
こ

と

一

九
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に

な
る

と
論
じ

た

こ

と

を
引
き

､

そ

う
い

う
と
こ

ろ
に

津
上

の

歴
史
劇
を
求
め

る

こ

と

が

で

き
る

と
述
べ

て

い

る
｡

鴎
外
に

拠
っ

た

戯
曲
『

阿
部

一

族
』

も
そ

の

実
現
を
ね

ら
っ

た

作
と
解
し

て

よ

く
､

こ

の

間
の

事
情
は

､

特
に

原
作
に

は

出
な
い

人

物
を
描
き

込
ん
だ

あ
た

り
に

見
る

こ

と
が

で

き
る

で

あ
ろ

う
｡

菅
井
は

､

鴎
外
の

｢

阿
部

一

族
｣

は
､

｢

殉
死
の

も
つ

矛
盾
よ

り
も

､

殉
死
の

も
つ

非
人

間
的
な
悲
劇
感
が

､

全
体
を
お

お
っ

て

い

る
｣

と

も
批
評
す
る

｡

原
作
は

散
文
の

1

つ

の

極
致
を
示
し

た
(

9
)

､

懐
の

深

い

歴
史
小
説
で

あ
っ

て
､

こ

れ
を
そ
の

ま
ま
別
の

形
で

再
現
す
る
こ

と
は

不
可
能
で

あ

る

と

し

て

も
､

津
上
の

脚
色
は

､

特
に

経
済

･

歴
史
と
い

う
点

(

本
稿
冒
頭
の

『

テ

ア

ト
ロ
』

の

紹
介
文
参
照

)

で
､

ま
た

若
い

鴎
外
が

批
評
で

使
っ

た

語
句
を
用
い

れ
ば

､

ロ

カ

ー

ル

コ

ロ

リ

ソ

ト

｢

地
方
の

特
色
｣

を
織
り
込
ん

で
､

独
自
性
を
示
し

て

い

る

よ

う
に

思
わ
れ
る
の

で

あ

る
.

た

だ

し
､

歴
史
的
世
界
に

お
け
る

｢

勢
い
｣

を
重
視
す
る

鴎
外
の

眼
は

｢

阿
部

一

族
｣

に

は

た

ら
い

て

い

て

も
､

こ

の

戯
曲
中

｢

勢
い
｣

と
い

う
語
自
体
が

見
え
な
い

こ

と

や
封
建
時
代
に

重
要
な
家
系
方
面
の

こ

と
へ

の

言
及
が

な
い

一

事
は

､

ジ

ャ

ン

ル

の

相
違
が

あ
っ

て

も
､

指
摘
し

て

お

い

て

よ
い

こ

と
か

も
し

れ
な
い

｡

殊
に

後
者
を
め

ぐ

る

描
述
は

､

書
き
方
に

も
よ

る

が
､

津
上

の

拒
む

と
こ

ろ

で

あ
っ

た

可
能
性
が

あ
る

｡

鴎
外
の

作
品
は

､

同
時
代
あ
る

い

は

後
代
の

文
学
者
に

様
々

な
影
響
を
与
え
て

い

る

点
〈

竺

近
代
作
家
中
屈
指
の

存
在
で

あ
る

｡

津
上

忠
の

『

阿
部

一

族
』

も
､

ド
ラ
マ

と

し

て
､

そ
の

よ

う
な
視
点
か

ら
成
功
作
の

一

つ

に

挙
げ
て

よ

い

で

あ
ろ

う
｡

注
(

1
)

台
本
発
表
誌
に

は

主
な
配
役
だ

け
を
掲
げ
て

い

る

が
､

こ

こ

で

は

『

津
上

忠
歴

史
劇
集
』

(

未
来
社

､

一

九
七
〇

･

三
)

の

｢

解
題
｣

に

よ
っ

た
｡

(

2
)

注
(

1
)

の

書
の

菅
井
幸
雄
の

｢

解
題
｣

に

よ

る
｡

(

3
)

伊
藤
整
他
編
『

鑑
賞
と
研
究

現
代
日

本
文
学
講
座
=

小
説
3
』

(

三

省
堂

､

昭
和
三

八
･

1

)

の

竹
盛
天

雄
の

｢

阿
部

一

族
｣

の

論
考
参
照

｡

(

4
)

宮
地
佐

一

郎
｢

森
鴎
外
と

太
宰
治
｣

(

『

本
の

本
』

昭
和
五

1

･

l

二
)

参
照

｡

(

5
)

佐
藤
春
夫

｢

s

A
C

R
I

L
E

G
E

-
新
し

き
歴

史
小
説
の

先
駆

｢

意
地
｣

を
読
む
｣

(

『

ス

バ

ル
』

大
正

二
･

八
)

参
照

｡

(

6
)

稲
垣
達
郎
『

阿

部
1

族
』

(

『

国
民
の

文
学

近
代
篇
』

(

お

茶
の

水
書
房

､

1

九
五

五
･

五
)

所
収

)

参
照

｡

E u E u
E u

9 8 7
ヽ

ー
ヽ

ー )

二

〇

注
(

1
)

の

書
の

津
上

忠
に

よ

る

｢

あ
と

が

き
｣

参
照

｡

注
(

2
)

参
照

｡

茨
木
の

り
子

｢

散
文
-

鴎
外
の

文
章
に

触
れ
て
｣

(

『

現
代
の

詩
人
7

茨
木
の

り

子
』

(

中
央
公
論
社

､

昭
和
五

八
･

七
)

所
収

)

参
照

｡

(

- o
)

清
田

文
武
｢

長
田

秀
雄

｢

栗
山
大
膳
｣

論
｣

(

『

新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要

人

文
･

社
会
科
学
編
』

第
二

十
四

巻
第
二

号
(

一

九
八

三
･

七
)

そ
の

他
参
照

｡

付
記

稿
を
成
す
に

際
し

､

雑
誌
『

テ

ア

ト
ロ
』

閲
覧
の

便
宜

を
賜
っ

た

日

本
近
代

文
学
館
に

感
謝
の

微
意
を
表
し

ま
す

｡




