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〔
研
究

ノ

ー
ト
〕

母

と

子

の

間

1

『義
経
記
』

ノ
ー
ト

・
1-

岩

松

研

吉

郎

 
渋
川
版
御
伽
草
子

の

『蛤

の
草
紙
』

の
主
人
公
し
じ
ら

は
、

つ
り
あ
げ

た
蛤

か
ら
出
現

し
た
美
女

に
結
婚

を
せ
ま
ら
れ
た
時
、

と
り
あ
え
ず
拒
否

し
た
。

 
 
あ

ら
恐
ろ
し
や
思

ひ
も
寄

ら
ぬ
事
な
り
。
わ
れ
は
は
や
四
十
に
成
候

へ
ど

 
 
も
、

い
ま
だ
女
房
も
も

た
ず
候
、
其

い
は
れ
は
、

六
十

に
余
り
た
る
母
を

 
 

一
人
も

ち
候

へ
ぽ
、
も

し
わ
れ
女
房
を
も
ち
候

は
父
、
心
も

そ

ば

に

成

 
 
て
、
母
を
無
沙
汰

に
あ

つ
か
ひ
申
さ
ん
事
も
や
候

は
ん
と
思
ひ
、
母

の
気

 
 
を
そ
む
く
と
存
候

へ
ぽ
、
妻

を
も

つ
事
思

ひ
も
寄
ら

ぬ
事
や

 
明
暦
刊
本

『
は
ま
ぐ

り
は
た
お
り

ひ
め
』

の
、

こ
れ
に
対
応
す
る
部
分

は
次

の
ご
と
く

で
あ

る
。

 
 
わ
れ

は
は
や
。

四
十

に
な
り
候

へ
ど
も
。
女
ば

う
を
。
も
た
ず
。

そ
の
い

 
 
わ
れ
は
。

六
十

に
。
あ

ま
り
た
る
。
は

エ
を
。
も

ち
て
候

へ
ぽ
。
女
ぽ
う

 
 
お
。
も

つ
な
ら
ぽ
。

心
そ
ぼ

に
な
り
。

さ
だ

め
て
。
母
を
。

ぶ
さ
た
に
。

 
 
あ

つ
か
ひ
。
申

さ
ん
。
事
な
れ
ぽ
。
と
て
。

は

エ
の
き
を
。

そ
む
き
候

へ

 
 
ど

も
。
女
ぽ
う
を
ぽ
。
も

た
ず
。
お
も
ひ
も
よ
ら

ぬ
。
事
や

 
両
者

は
、 

「
母
」
が
子

を
結
婚

さ
せ
た

い
か
否

か
で
反
対

の
文
脈

に
な

っ
て

い
る
が
、
子
が
母

の

「
き
」

を
判
断
理
由

に
し
て
い
る
点

で
は
お

な

じ

で

あ

る
。 
「
き
」
を

「
気
」
・
「
議
」
・
「
義
」
ど
れ

に
あ

て
る
か
、
先
行
注
釈

に
区

々

は
あ

っ
て
も
、
母
の
意
向
を
子
が

お
も
ん
ぱ

か

っ
て
い
る
、
と
の
理
解

に
さ
し

つ
か
え
は
な

い
。

 

一
方
、
 
『
秀
祐
之
物
語
』

で
は
、
蛤

の
中

の
珠
が
変
じ
た
姫
が

「
し
か
る
べ

く

は
我

を
ぐ
そ
く
し
給

へ
」
と

せ
ま
る
と
、

し
う
ゆ
う
は
、

 

 
こ
れ

ほ
ど

の
、
う

つ
く

し
き
、
女
ぽ
う
な
れ
ぽ
ぐ
そ
く

し
ま

い
ら

せ
ん

と
す
ぐ
家

へ
つ
れ
て
ゆ

く
。
彼

は
家

で
「
父
」
を
や
し
な

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。

 
子
が
父

に
対
し
て
、

そ
の
意
向
を
勘
酌

し
な
い
こ
と
は
、
奈
良
絵
本

『
は
ま

ぐ

り
』

で
も
同
様
で
、
 
「
わ
が
身
も
、
女
ば

う
を
む
か

へ
な
ば
、
も

し
も
、

お

や
に
ふ
か
う

の
こ
Σ
ろ
ざ

し
も
や

つ
く
べ
き

と
、

よ
そ
ぢ

に
あ

ま
る
ま
で
、

つ

ゐ
に
女
ば

う
を
も
た
ず
」

に
い
る
し
か
う
は
、
女
の
言
葉

に
即
座

に
応
諾
す

る
。

 

 
さ
ら
ば
、
わ
れ
ら
が
す

み
か
は
、
見
ぐ
る
し
く

さ
ふ
ら

へ
ど
も
、

い
ら
せ

 

 
た
ま

へ

 

こ
れ
ら

の
《
蛤
》
系
諸
篇
が
関
連
を
も

つ
と
さ
れ

る
中
国
説
話

は
、
渋

川
版

御
伽
草
子

で

『
二
十
四
孝
』

の

「
董
永
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、

そ
こ
で
も

「
妻

に
な
る
べ
し
」
と

い
う

「
美
女
」
は
、
父
を
や
し
な
う
董
永

の
家

に
や
す

や
す
と

「
共

に
行
」
く

こ
と
も

つ
け
く
わ
え

て
お
こ
う
。

 

《
蛤
》
系
諸

テ
キ

ス
ト

の
相
互
関
係
は

こ
こ
で
は
問
題

と
し
な

い
。
注
意
し

た

い
点

は
、
「
母
」
と
そ

の

「
き
」
が
、
「
子
」

の
あ
り
方

を
制
約

し
て
い
る

こ

と
で
あ

っ
て
、
母

へ
の
孝
行

は
、
 

(孝
行

一
般
が
、

い
わ
ゆ

る
御
伽
草
子

で
も
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子

の

《
義
務
》

で
あ
る

の
に
対

し
)
あ
た
か
も
母

の
《
権
利
》
で
あ

る
こ
と
が

印
象
づ
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

 

『
平
家
物
語
』

の
祇
王
説
話

の
場
合
、
 
「
と
ち
」
な
る

い
み
じ
く
も
端
的
な

名

で
あ
ら
わ
れ

る
祇
王

の
母
は
、
や
は
り
子

に
対

し
て
同
様
に
ふ
る
ま
う
Q

い

わ
ぽ

「
孝
養
」

の
強
要
と

い
っ
て
よ
い
が
、
事
情

は
以
下

の
形

で
あ

る
。

 
仏
御
前

の
登
場
で
清

盛

の
も
と
を
退
去
さ
せ
ら
れ
た
祇
王
に
、
 
「
参

っ
て
今

様

を
も
歌

ひ
…
…
仏
な
ぐ
さ
め
よ
」
と
清
盛
か
ら

の
め
し
だ
し
が

つ
た
え
ら
れ

る
。
意
地
で

こ
ば
む
祇

王
に
と
ち
が

「教
訓

し
け
る
は
」、

 
 
召
さ
ん

に
参

ら
ね
ぽ
と

て
、
命
を
う
し
な
は

る
る
ま
で
は
よ
も
あ
ら
じ
。

 
 
唯
都

の
外

へ
そ
出

さ
れ

ん
ず
ら
ん
。
縦

ひ
都

を
出
さ
る
と
も
、
わ
ご
ぜ
た

 
 

ち
は

…
…
す
ご
さ
ん
事
や
す

か
る
べ
し
。
年
老

い
衰

へ
た
る
母
、
都

の
外

 
 

へ
そ
出

さ
れ
ん
ず
ら
む
、
な
ら
は
ぬ

ひ
な
の
住

ひ
こ
そ
、
か
ね
て
思

ふ
も

 
 

か
な
し
け
れ
。
唯
わ
れ
を
都

の
う
ち

に
て
、
住

み
果

て
さ
せ
よ
。

そ
れ
ぞ

 
 
今
生
後
生

の
孝
養

と
思
は
む
ず

る

 

や
む
な
く
参
上
し
た
祇
王
は
、
帰
宅
し
て
、
屈
辱

に
た
え
か
ね
る
か
ら

「
今

は
た
だ
身
を
投
げ

ん
と
思
ふ
な
り
」
と

い
う
。
母

は
、
「
理
な
り
」

と
し
っ
っ
、

し
か
し

「
又
教
訓

し
け
る
は
」

と
、

《
権
利
》
を
行
使
す

る
。

 
 

わ
ご
ぜ
身

を
投
げ
ぽ
、
妹

も
共

に
身
を
投
げ

ん
と
い
ふ
。
二
人

の
娘
共

に

 
 

お
く
れ
な
ん
後
、
年

老
い
衰

へ
た
る
母
、
命
生
き

て
も
な

に
に
か
は
せ
む

 
 

な
れ
ば
、
我
も
共

に
、
身

を
投
げ
む
と
思

ふ
な
り
。

い
ま
だ
死
期
も
来
ら

 
 

ぬ
親

に
、
身
を
投
げ
さ
せ
ん
事
、
五
逆
罪

に
や
あ
ら

ん
ず
ら
む
。

 

ほ
と
ん
ど
脅
迫
と

い

っ
て
よ

い
が
、

こ
れ

に
よ

っ
て
子

は
し
ぬ

こ
と
を
や
め

る
か
ら
、
母
の
意
向
は

つ
ら
ぬ
か
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
ー

こ
う
し

て
、
母
は

子

に
対
し

て
《
優
越
》
的

で
あ
る
の
だ
が
、
さ
ら

に
《
専
権
》
的
と

い

っ
て
よ

い
形
も
あ
る
。

お
な
じ

『
平
家
物
語
』

の

「
小
宰
相
身
投
」

で
あ

る
。

 
夫

・
平
通

盛

の
討
死
を
き

い
た
小
宰
相
は
、
は
じ
め
て

の
子

を
身
ご
も

っ
て

い
る
の
だ
が
、
自
殺

し
よ
う
と
か
ん
が
え

る
。

 
 
を
ん
な
は
さ
や
う

〔
出
産
〕

の
時
、
十

に
九

つ
は
か
な
ら
ず

死
ぬ
る
な
れ

 
 
ぽ
、
恥
ち
が

ま
し
き
め
を
見

て
、
む
な
し
う
な
ら
ん
も
心
憂

し
。

し
つ

か

 
 

に
身

々
と
な

っ
て
の
ち
、

を
さ
な
き
者
を
も
そ
だ
て
て
、

な
き
人

の
か
た

 
 

み
に
も
見
ぽ

や
と
は
思

へ
ど
も
、

を
さ
な
き
者
を
見
ん
た
び
ご
と
に
は
、

 
 
昔

の
人

の
み
こ
ひ
し
く

て
、
思

の
数
は

つ
も
る
と
も
、
な
ぐ
さ
む
事
は
よ

 
 
も
あ
ら
じ
。

つ
ひ
に
は
の
が

る
ま
じ
き
道

な
り
。

 

こ
こ
に
し
め
さ
れ
る
論
理

の
中

で
は
、
夫
と

(
将
来

の
)
子

と
が
対

比
さ
れ

つ
つ
、
後
者
は
自
身
と
と
も

に
劣
位

に
お
か
れ

て
い
る
。

一
方
、
自
身
は
夫

に

対

し
、
 
「
い
き

て
ゐ
て
と

に
か
く
に
人

を
こ
ひ
し
と
思
は

ん
よ
り
、
た
だ
水

の

底

へ
い
ら
ぽ
や
」
と

い
う
形

で
む
す
び

つ
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
結

局

子

が
顧
慮

さ
れ

ぬ
こ
と

に
な
る
。

 

そ

こ
で
、

め
の
と

の
女
房
が

「
御
身

一
つ
の
こ
と
と
お
ぼ
し

め

す

べ

か

ら

ず
。

し
つ

か
に
身

々
と
な
ら
せ
給

ひ
て
の
ち
、
を
さ
な
き
人

を
も

そ
だ

て
参
ら

せ
…
…
御
様
を
か

へ
…
…
な
き
人

の
御
菩
提

を
も

と
ぶ
ら

ひ
参
ら

せ

給

へ
か

し
」
と
、
良
識
的
に
と
ど

め
て
も
、
す
き

を
み
て
小
宰
相

は
入
水

を
と
げ

る
の

で
あ

る
。
生
前

の
夫
が

「
三
十
に
な
る
ま
で
、
子
と

い
ふ
も

の
の
な
か
り

つ
る

に
、
あ
は
れ
男
子

に
て
あ
れ
か
し
」
と
心
を

の
こ
し
て
い
た
胎

児

に
つ
い
て
、

以
下
何
も
か
た
ら
れ
な
い
。

 

と

こ
ろ
で
、

こ
こ
で
引
用

し
た
本
文
は
、
高
野
本

『
平
家
物
語

』
だ
が
、

そ

の

「小
宰
相
身
投
」

は
、
章
段
名

に

「
以
他
本
書
入
」

の
傍
記

が
あ
る
。

ま
た

「
祇
王
」
章
段
が
、 

『
平
家
物
語
』
諸
本

で
、
存
否

・
位
置
が

様

々
で
あ

る
こ

と
を
も
か
ん
が
え

る
な
ら
、

母
の
優
越
な

い
し
専
権
が
問
題

に
な
る
部
分

は
、

テ
キ
ス
ト

の
流
動

の
お
お
き

い
所

に
か
か
わ
る
、
と
も
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
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母

の
権
利
-
優
越
i
専
権
と

い
う

モ
テ

ィ
ー
フ
に
つ
い
て
当
然
問
題
と
な
る

事
柄

は
、
母
↓
子
な
る
基
本
形

に
と
ど
ま
ら
ず
、
母

(
11
祖
母
)
↓
子

(
n
母
)

↓
子
と

い
う
か
さ
な
り
の
形
式

に
あ

っ
て
事
情
が
ど
う
で
あ

る
か
、
と

の
点

で

あ

る
。
小
宰
相

の
場
合

は
、
夫
↓
妻

(
11
母
)
↓
子

の
形
式

の
中

で
、
夫
と
妻

の
結
合

(
同
化
)

を

へ
て
、
母
↓
子

の
関
係

に
帰
着
し
た
わ
け
だ
が
、
結
合

・

同
化

し
え
ぬ
母
↓
子
の
累
加

の
場
合

で
あ

る
。

 

『
義
経
記
』

は

「
常
盤
部
落

の
事
」

で
こ
れ
を
問
題

に
す

る
。
今
若

・
乙
若

・
牛
若

を
具

し
て
に
げ

た
常
盤

を
と
ら
え

る
た

め
に
、
清

盛
が
、
常
盤
の
母
を

「
六
波
羅

へ
取
り

い
だ

し
て
、
糾
問
」

す
る
、
そ
の
こ
と

で
常
盤
が
直
面
し
た

ア
ポ
リ
ア
の
形

で
で
あ

る
。

 
 
母

の
い
の
ち
を
助

け
ん
と
す
れ
ば
、
三
人

の
子
ど
も
斬
ら

る
べ
し
。
子
ど

 
 
も
を
助
け
ん
と
思

へ
ぽ
、
老

い
た
る
親

の
い
の
ち
失

せ
な

ん
と
す
。

 
選
択
は
、
論
理
と
し
て
は
簡
明

に
お
こ
な
わ
れ
る
。

 
 
親

の
嘆
き
、
子

の
思

ひ
、

い
つ
れ
も
お
ろ
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
親

に
は
子

 
 
を
ぽ

い
か
が
代
ゆ

べ
き
。

 
す
な
わ
ち
、
母
と
子

(
常
盤
)
で
母
が
優

越
す

る
、
同
様

に
母

(常
盤
)

と

子

で
母
が
優
越
す
る
、
故

に
ー

と

い
う
論
法

で
あ

る
。
が
、
 
「
故

に
」
子
は

き

ら
れ

て
や
む
な
し
、

と

い
う
判
断
は
明
示
さ
れ
な

い
。

 
 
親

の
孝
養
す
る
者

は
、
堅
牢
地
神

も
納
受

し
た
ま
ふ
な
れ
ぽ
、
子
ど
も

の

 
 
為
と
な
り
な
ん
と
思

ひ
つ
つ
、
三
人

の
子

ど
も

ひ
き
具
し

て
、
泣
く
泣
く

 
 
京

へ
そ
行
き
け
る

 
期
待

に
よ

っ
て
、
判
断

は
曖
昧
化
さ
れ
て
お
り
、
子

へ
の
母

の

専

権

は
、

「
泣
く
泣
く
」
行
使
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
だ
け
で
あ

る
。

 

一
方
、

お
な
じ
状
況

に
つ
い
て

『
靡
常
盤
』

は
、
 
『
義
経
記
』

で

「
親

に
は

子

を
ば

い
か
が
代
ゆ

べ
き
」
と
だ
け

い
っ
た
点

を
、
理
由
を
し
め
し
て
鮮
明

に

か
た
り
、
そ
れ

に
よ

っ
て
、
母

の
専
権
を
も
は

っ
き
り
さ
せ
て
い
る
Q

 
 

子

を
ぽ
ま

ふ
け

て
又
み
れ
ど
親
を
二
度

み
る
事
な
し
。
今
は
力

に
を
よ
ぽ

 
 

れ
ず
。
三
人

の
若
子
共

を
母
う

へ
の
御
命

に
取
か

へ
ぼ
や
と

〔
常
盤
は
〕

 
 

お
ぼ
し
め
し

 

無
論
、
結
果
と
し

て
は
、
子

は
た
す

か
る
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
 
『
義
経

記
』
よ
り
も
、
幸

若
舞
曲

の
方

で
、
前
述

の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
よ
り
明
確

に
う
ち

だ

さ
れ

て
い
る
点
は
、
多
少
注
意

し
て
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
。
 

「
子
二
度
有

る

べ
し
、
母
は
二
度
有

る
べ
か
ら
ず
」

と

『
二
十
四
孝
』

の
 
「郭

巨
」

に
も
あ

り
、
ふ
る

い
来
歴

と

一
定

の
定
型
化
と
を
、

そ
の
モ
テ

ィ
ー
フ
に

つ
い
て
、
そ

れ
は
し

め
し

て
い
る

の
で
も
あ

る
が
、
は
た
ら
き

を
も

っ
て
、

こ
の
モ
テ

ィ
ー

フ
が
テ
キ

ス
ト

に
あ
ら

わ
れ

る
時
、
何
分
か
か
た
り
の
場

に
ち
か

い
性
質

の
部

分

で
あ
る
こ
と
、
1

要
点

は
こ
こ
に
あ

る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

 

母
↓
子

(
11
母
)
↓
子

(
h
母
)
↓
…

…
と

い
う
、
不
可
逆

の
生
物
的
連

鎖

関
係

を
、

そ
の
ま
ま

に
反
映
し
た
形
が
、

い
わ
ぽ

「
母

か
子
か
」

と

の
問
題

を

内
包
す
る

モ
テ

ィ
ー
フ
な

の
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
、
近
代
以
後

の
文
脈

で
は
、

も

っ
ぼ

ら
相
互
牽
引
的

(
ま
た
は
裏
が
え
し
と
し
て
反
揆
的
)

に
あ
ら
わ
れ
る

「
母
と
子

と
」

と

い
う
形

を
つ
ら
ぬ
く

モ
テ
ィ
ー
フ
と

こ
と
な
る
も

の
が
あ

る

わ
け
で
あ

る
。
 
「
母
性
」
や

「
児
童
」
概
念

の
近
代
性
と

い
う
、

社
会
史

の
指

摘

は
、
背
後

に
、
中
世

の
そ

の
よ
う
な

モ
テ

ィ
ー
フ
を
も

っ
て

い
る
、

と

い
っ

て
も
よ

い
。
あ

る
種

の
テ
キ
ス
ト
の
分

析
視
角

と
し
て
、
以
上
の
点

は
留
保
す

べ
き

も
の
で
あ

る
だ
ろ
う
。
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(
こ
の
項

・
了
)

 

*
テ
キ
ス
ト
は
次
の
も
の
に
ょ
る
。
濁
点
を
私
に
付
し
た
場
合
が
あ
る
。

 
 

1

『蛤
の
草
紙
』 

日
本
古
典
文
学
大
系

『御
伽
草
子
集
』 

2

『は
ま
ぐ
り
は
た

 
 

お
り
ひ
め
』 

『室
町
時
代
物
語
大
成
』
十
 
3

『秀
祐
之
物
語
』 
同
七
 
4

『
は

 
 
ま
ぐ
り
』 

同
十
 
5

『
二
十
四
孝
』 

日
本
古
典
文
学
大
系

『御
蜘
草
子
集
』

 
 

6

『平
家
物
語
』 

日
本
古
典
文
学
全
集
 
7

『義
経
記
』 

同
 
8

『靡
常
盤
』

 
 
 

『幸
若
舞
曲
研
究
』
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