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〈母〉の〈夢〉、 〈物語〉の 〈夢〉、 谷崎潤一郎 の 、

〈
母v
恋
い
物
語
の
結
末
は、
は
じ
ま
る
前
か
ら
す
で
に
見
え
て
い

る。
そ
れ
は
い
つ
も
〈
母〉
と
彼
と
の
出
合
い
で
終
る。
そ
し
て
そ
の

の
で
あ
っ
た、
と。

近
代
日
本
の
文
学
に
お
い
て、
反
・

非
・

前
近
代
的
と
言
わ
れ
る
作

出
合
い
が、
〈
母〉
の
〈
死〉 、
〈
不
在〉
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば、
そ
も
そ
も
の
初
め
に
彼
は
い
つ
の
ま
に
か
立
ち
も
ど
っ
て
い
る。

家
た
ち
に
よ
っ
て
」
の
〈
物
語〉
が
選
ぴ
取
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
偶

然
で
は
な
い。
そ
し
て
こ
の
〈
物
語〉
の
コ
l
ド
に
沿っ
て、
入
手
さ

れ
る
宝
物
が
若
く
て
美
し
い
〈
母〉
に
違
い
な
い
こ
と
も
自
明
の
こ
と

彼
は
閉
じ
ら
れ
た
円
環
リ

〈
夢v
l

〈
物
語〉
の
な
か
で、
永
遠
に
果

て
し
な
い〈
夢〉
を
見
つ
づ
け、
〈
物
語〉
を
紡
ぎ
つ
づ
け
る
外
は
な
い。

そ
れ
を
不
幸
と
い
お
う
と、
幸
福
と
い
お
う
と、
実
は
同
じ
こ
と
な
の

で
あ
っ
た。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

谷
崎
潤
一
郎
と
い
え
ば 、
ま
る
で
絞
切
型
の
よ
う
に
言
わ
れ
つ
づ
け

だ。
そ
れ
は
〈
物
語〉
の
見
か
け
に
過
ぎ
な
い。

て
き
た
「

母
性
思
慕」 、
〈
母〉
恋
い
の主
題
に
つ
い
て、
多
少
考
え
て

〈
母〉
が
い
な
い
（
不
在
・

欠
知
・

未
知）
↓

探
す
・

求
め
る

み
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
企
て
で
あ
る
が、

探

そ
の
最
も
早
い
あ
ら
わ

索
・

思
考
・

旅）
↓

彼
女
と
出
合
う
（
一
致
・

所
有
・

認
識）
と
い
う

プ
ロ
ッ
ト

〈
物
語〉
の
骨
格
・

筋
書
と、
〈
母〉
を
〈
真
実〉
や
〈
理
想〉 、
あ
る

れ
の
一
つ、
そ
の
名
も
端
的
な
「

母
を
恋
ふ
る
記」
と
い
う
作
品
を
手

一 （二） 一

が
か
り
に
し
た
い
と
思
う。

い
は
〈
女v
等
と
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て、
成
長
・

発
展
の
過
程

ア
ナ
ロ

ジ

イ

と
が、
類
同
性
を
持っ
て
い
る
こ
と
は、
容
易
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
で

は
あ
ろ
う。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
こ
の
〈
物
語〉
は
あ
ら
か
じ
め
底
が

割
れ
て
い
る
（〈
母〉
の
死 、
不
在
を
出
発・帰
着
点
と
す
る）
点
に
お

〈

1
v

一
九
一
九
年（
大
8）

一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て、
「

大
阪
毎
日
新
聞」

「
東
京
日
日
新
聞」
に
断
続
的
に
連
載
発
表
さ
れ
た
小
説
「

母
を
恋
ふ

い
て、
自
足
す
る
円
環
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
く
お
よ
そ
楽
天
的
な

る
記」
は
以
下
の
よ
う
な
出
だ
し
で
は
じ
ま
っ
て
い
る。

〈
近
代〉
と
い
う
〈
物
語〉 、
自
我
の
確
立
と
か
理
想・真
実
の
追
求
と

か
い
う、
単
一
の
直
線
的
な
文
法
を
持
つ
〈
物
語〉
と
は、
事
情
を
大

・：
空
は
ど
ん
よ
り
と
曇
っ
て
居
る
け
れ
ど、
月
は
深
い
雲
の
奥

に
呑
ま
れ
て
居
る
け
れ
ど
そ
れ
で
も
何
慮
か
ら
か
光
が
洩
れ
て

い
に
異
に
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う。
勿
論、
」
の
こ
と
は
ま
る
で

来
る
の
で
あ
ら
う、
外
の
面
は
白
々
と
明
る
く
な
っ
て
居
る
の
で

逆
に
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る。
〈
母〉
恋
い
〈
物
語〉
と
は、
穴
の
あ

ラ
ぜ
リ
ン
ス

け
ら
れ
た
聞
か
れ
た
迷
宮
な
の
で
あ
り、
や
が
て
袋
小
路
に
至
る
閉
じ

メ
イ
ズ

ら
れ
た
迷
路、
〈
近
代〉
と
い
う〈
物
語〉
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も

あ
る。
そ
の
明
る
さ
は、
明
る
い
と
思
へ
ば
可
な
り
明
る
い
や
う

で、
路
ば
た
の
小
石
ま
で
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
ほ
ど
で
あ
り
な

が
ら、
何
だ
か
眼
の
前
が
も
や
／＼
と
霞
ん
で
居
て、
遠
く
を
じ

む

ヨ.. 

司民

‘ 
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〈
す
や

っ
と
見
詰
め
る
と、
瞳
が
操
っ
た
い
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る、

不
思
議
な、
幻
の
や
う
な
明
る
き
で
あ
る。
何
か、
人
聞
の
世
を

離
れ
た、
遥
か
な
／＼
無
窮
の
国
を
想
は
せ
る
や
う
な
明
る
き
で

E
つ
bり

あ
る。
そ
の
時
の
気
持
次
第
で、
闇
夜
と
も
月
夜
と
も
執
方
と
も

hh

ayり

か
な
も
の
を
拙
な
い
語
調
の
ま
ま
に
語
り
は
じ
め
る
唆
い、
不
安
が、

ゆっ
く
り
と
断
定、
直
叙
へ
と
す
り
か
わっ
て
ゆ
く
過
程、
意
識
の
変

ア
ナ
ロ
ジ
ィ

容
感
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が、
入
眠
感
覚
の
相
同
で
あ
り、
読
者
HH

聞
き
手
を
夢
の
な
か
へ
と
誘
い
込
む
「

夢
語
り」
の
手
口
で
あ
る
こ
と

を、
彼
は
先
験
的、
無
意
識
的
に
知
っ
て
い
る。
「：：：

な
ん
だ
な
と
私

種

考
へ
ら
れ
る
や
う
な
晩
で
あ
る。
し
ろ
ん＼
と
し
た
中
に
も
際
立

っ
て
白
い
一
と
す
ぢ
の
街
道
が、
私
の
行
《
手
を
真
直
に
走
っ
て

居
た。
街
道
の
両側
に
は
長
い
／＼
松
並
木
が
眼
の
とず
く
限
り

続
い
て 、
そ
れ
が
折
々
左
の
方
か
ら
吹
い
て
来
る
風
の
た
め
に
ぎ

わ
ん＼
と
枝
葉
を
鳴
ら
し
て
居
た。
風
は
妙
に
湿
り
気
を
含
ん
だ、

潮
の
香
の
高
い
風
で
あ
っ
た。
き
っ
と
海
が
近
い
ん
だ
な
と、
私

は
思
っ
た。
私
は
七
つ
か
八
つ
の
子
供
で
あ
っ
た
し、
お
ま
け
に

幼
い
時
分
か
ら
極
め
て
臆
病
な
少
年
で
あ
っ
た
か
ら
（
以
下
略）

一
読、
こ
れ
が
夢
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
だ。
何
も
作
品
末

尾
に
お
い
て
「

眼
を
覚
ま
し
た」
寸

夢」
を
見
て
い
た
と
い
う
自
解・種

明
か
し
が
な
さ
れ
る
ま
で、
読
者
1

聞
き
手
が、
い
ま
語
ら
れ
て
い
る

は
思
っ
た。
私
は：：：
だ
っ
た
し、
：：：

だ
っ
た
か
ら」
と
い
う
文
章

コ
ン
テ
ク
ス
ト

ー
語
り
も、
そ
の
こ
と
を
補
完
す
る
文
脈
に
叶っ
て
い
る。
す
ぐ
さ
ま

反
転
し、
自
己
帰
結
す
る
根
も
葉
も
な
い
自
身
と
外
界
と
の
無
根
拠
な

同
定
は、
夢
の
最
も
素
朴
で
素
敵
な
感
覚
の
一
つ
で
あ
る。
た
ち
ま
ち

の
う
ち
に
語
り
手
が
そ
こ
に
溶
け
込
み、
一
体
化
し
た
主
人
公
・「

私」

は、
も
う
すっ
か
り
夢
の
な
か
に
い
る。
そ
し
て
読
者
1

聞
き
手
も
ま

テ

タ

ス

ト

た、
彼
と
一
緒
に
〈
夢〉
の
な
か
を
歩
み
は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
る。

か
く
て
〈
夢〉
の
主
人
公
・

少
年
は、
長
い
遠
い
道
を
〈
母〉
に
向

か
っ
て
歩
み
出
す
が、
そ
の
目
的
地
も
ま
た、
初
め
か
ら
知
れ
て
い
た。

タ
イ
ト
ル

作
者
に
よ
っ
て
「

母
を
恋
ふ
る
記」
と
標
題
を
与
え
ら
れ、
夢
を
語
る

「
夢
語
りへ
と
り
あ
え
ず
は〈
物
語〉
と
言っ
て
お
き
たい
が、
そ
の

外
か
ら
彼
に
よ
っ
て
読
者
1

聞
き
手
は
進
む
べ
き
方
向
を
あ
ら
か
じ
め

の
が
夢
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ぬ
ほ
ど
に
愚
鈍
で
あ
っ
た
訳
も
あ
る
ま

い。
そ
れ
が
夢
で
あ
る
こ
と
は、
直
ち
に
知
れ
る
こ
と
な
の
だ。

明

「
何
か
人
聞
の
世
を
離
れ
た、
遥
か
な
／＼
無
窮
の
国
を
想
は
せ
る

や
う
な
明
る
さ」
と
い
う、
胡
散
臭
い
説
明
が
そ
の
こ
と
を
教
え
て
い

指
示
さ
れ
て
い
た
か
ら。
夢
の
主
人
公・少
年
が
夢
見
る
よ
り
も
早
く。

ナ
レ
I
Lv
g
シ

〈
物
語〉
の
う
ち
に
自
足
し、
語
り
口
の
な
か
に
し
か
顔
を
持
た
な
い

i告

る
の
で
は
な
い。
読
者
U

聞
き
手
は
冒
頭
の
一
行「
空
は：：：
け
れ
ど、

月
は：：：
け
れ
ど、
：：：

だ
ろ
う、
（
し
か
し）：：：
で
あ
る。」
か
ら

し
て 、
こ
れ
を
夢
だ
と
知
る
に
違
い
な
い。
あ
や
ふ
や
な
も
の、
不
確

機
能
的
な
存
在
1

語
り
手
は、
そ
の
な
か
か
ら
は
一
歩
も
出
ら
れ
な
い。

語
り
手、
「

私」
が
そ
う
言
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば、
作
者
が
〈
物
語〉

ネ
・・
ミ
ン
グ

の
外
に〈
母〉
と
命
名
し
た
に
違
い
な
く、
〈
母〉
とい
う
宝
物
を、
あ

瓶

一 （三） ー



〈母〉の 〈夢〉、 〈物語〉の く夢〉、 谷崎潤一郎 の 、

ら
か
じ
め
無
残
に
も
白
日
の
も
と
に
さ
ら
け
出
し、
出
口
を
明
示
し
て

い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う。
そ
し
て
語
り
手・「
私」
は、
夢
か
ら
醒

め
た
後
に、
そ
の
始
終
を
語
る
の
だ
か
ら、
彼
も
ま
た
結
末
を
知
っ
て

い
る 。
し
か
し
彼
の
語
る
〈
物
語〉
と
は、
主
人
公
の
少
年
・
も
う
ひ

と
り
の
「

私」
と
と
も
に
も
う一
度
〈
夢〉
を
生
き
直
す
と
い
う
点
に

」
そ
真
骨
項
を
求
め
る
べ
き
な
の
で
あ
り
と
う
に
結
末
（
死）
σ3 
知

れ
た
夢
の
顛
末
を、
い
か
に
う
ま
い
嘘
を
つ
き
つ
つ
遅
延
さ
せ
て
ゆ
く

リ
ア

リ

テ
ィ

グ
レ
サ
ン
プ
ラ
ン
ス

か、
と
い
う
こ
と
が
そ
の
真
実
性
・

信
湿
性
を
保
証
す
る
の
で
あ
る。

エ

ロ

ス

タ

ナ

ト

ス

こ
の
こ
と
は
〈
物
語〉
の
な
か
の
生
へ
の
欲
動
と
死
へ
の
欲
動
と
の
格

闘
と
い
う
言
葉
で
説
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
が、
当
面
の
関
心
の
外

に
あ
る
の
で
い
ま
は
言
う
ま
い。
作
者

｜｜
語
り
手
に
つ
い
て
語
る
際

に、
作
者
が
語
り
手
を
操
る
高
み
に
立
っ
て
不
動
で
あ
る、
と
い
う
の

は
迷
信
な
の
で
あっ
て、
彼
は
語
り
手
の
語
る
〈
物
語〉
そ
し
て
そ
の
な

ウ
ル

か
に
取
り
込
ま
れ
た
擬
制
・

主
人
公
が
辿
る
原
〈
物
語〉
の、
そ
の
双

方
を
動
か
し、
双
方
か
ら
動
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い。

そ
れ
に
し
て
も、
語
り
手
と
い
う
機
能
を
呼
び
寄
せ
て、
〈
物
語〉
を

プ
リ
ミ
テ
ィ
プ

獲
得
し
よ
う
と
し
つ
つ
も、
そ
れ
が
夢
語
り
と
い
う
素
朴
な
も
の
で
し

か
つ
入
手
し
た
〈
物
語〉
を
〈
母〉
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て

露
骨
な
ま
で
に
縛
り
あ
げ
る
作
者
の
拙
な
さ、
苛
立
ち
が
見
え
て
い
る

の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か。

か
な
く、

と
ま
れ、
少
年
の
前
に
あ
る
道
が、
見
え
す
い
た
道
1
「

真
直
に
走

っ
て
居
た」
「

白
い一
と
す
ぢ
の
道」
で
あっ
た
に
も
か
か
ら
わ
ず、
そ

ー

列島

の
道
は
遠
く
長
く、
だ
か
ら
こ
そ
い
か
に
も
夢
の
感
覚
を
よ
く

伝
え
て

い
た
の
で
あ
る。

行
っ
て
も
行っ
て
も
行
き
着
か
な
い
不
安
や
心
細
さ、
先
に
進
む
し

か
な
い
半
ば
強
制
化
さ
れ
た
悲
哀
や
恐
怖
の
感
覚
は、
そ
れ
こ
そ
夢
の

身
上
の
ひ
と
つ
で
あ
る
に
違
い
な
い。
長
く

細
い
遠
い
道
を
ひ
と
り
歩

む
少
年
の
心
情
の
う
ち
に、
そ
れ
は
よ
く

描
か
れ
て
い
る。
そ
し
て
夢

の
な
か
で
旅
す
る
少
年
U
「

私」
と、
夢
を
見
て
い
る
「

私」
の
意
識

の
「

二
重
化」
（
例
え
ば「
私
は
七
っ
か
八
つ
の
子
供
で
あ
っ
た
し」
と

陸
－

い
う
「

私」
の
意
識
が
そ
れ
だ）
が、
夢
の
文
法
で
あ
り、
〈
物
語〉
の

文
法
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
分
り
易
い
こ
と
だ。

－ （ 四 ） 一

夢
の
な
か
で
こ
れ
が
夢
だ
と
知
っ
て
い
る
こ
と、
変
身
し
た
も
の
が

そ
れ
以
前
の
意
識
を
持っ
て
い
る
こ
と
等、
夢
が
い
つ
も
忘
我
的
な
悦

惚
感
・

熱
狂
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く、
す
で
に
夢
へ
の
批
評
を
苧
ん

で
い
る
こ
と
は、
珍
し
く
も
何
と
も
な
い
こ
と
だ。
こ
の
点
で
も
こ
れ

は
い
か
に
も
夢
ら
し
い。
そ
の
上
に
立っ
て
次
の
こ
と
を
言
う
べ
き
な

ア

ナ
ー

キ

ー

の
だ。
夢
の
多
く
は
そ
の
ま
ま
で
は
辻
棲
の
合
わ
ぬ
混
乱
し
た
無
秩
序

バ
ラ
ン
ス

い
ち
じ
る
し
く
筋
の
統一
・

均
衡
を
欠
き、
そ
れ

な
も
の
で
あ
っ
て、

を
語
る
と
き
に
は
〈
物
語〉
の
文
法
を
要
求
す
る
と。
そ
の
と
き
〈
物

語〉
の
語
り
手
は、
夢
の
な
か
の
夢
見
る「
私」
・も
う
ひ
と
り
の「
私」

と一
致
し
て
い
る。
理
性
の
支
配
を
離
れ、
半
覚
醒
の
ま
ま
に
夢
を
吐

シ
ュ

1

ル

リ

ア

リ

ス

ト

オ
ー

ト
マ

チ
ズ
ム

き
散
ら
そ
う
と
す
る
超
現
実
主
義
者
た
ち
の
自
動
筆
記
の
あ
り
方
は、

語
り
を
排
除
す
る
こ
と
に
よっ
て
散
乱
し
た
記
号
の
海 、
夢
の
無
意
識

． 

" 
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イ
マ
1
dv
z

を
詩
的
心
象
と
し
て
掬
い
取
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あっ
た
が、
す
で
に

醒
め
て
し
ま
っ
た
夢
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き、
〈
物
語v
は
夢
を
捉
え
て

注2

離
さ
な
い。

少
年
の
眼
の
前
に
延
び
る
道
は、
長
く

遠
く

果
て
し
な
く

続
い
て
い

る。
こ
の
長
い
道
の
り
こ
そ
が、
彼
が
〈
母〉
に
行
き
着
く
た
め
に
湖

ゆ陣。。

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
・

距
離
な
の
で
あっ
た 。
夢
か
ら
醒
め

た「
私」
は
言
う。
「
自
分
は
今
年
三
十
四
歳
に
な
る。
さ
う
し
て
母
は

一
昨
年
の
夏
以
来
此
の
世
の
人
で
は
な
く
な
っ
て
ゐ
る」
と。
と
す
れ

ば、
い
ま
三
十
四
歳
の
「

私」
が
〈
母v
に
出
合
う
た
め
に、
「

七
つ
か

八
つ
の
子
供」
に
変
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り、
そ
の
長
い

ア
プ

リ

オ

リ

長
い
道
の
り
は、
無
媒
介
に
設
定
さ
れ
て
い
た
七
・八

歳
と
い
う
年
代

を
獲
得
し、
彼
に
な
り

終
え
て
ゆ
く
た
め
の
距
離
・

時
間
で
あっ
た
と

い
え
よ
う
か。

七 、
八
歳
と
い
う
年
代
に
つ
い
て、
作
者
↓

谷
崎
潤
一
郎
は
ど
う
や

ら
固
着
し
た
傷
痕
に
も
近
い
意
識
を
持っ
て
い
た
ら
し
い。
家
が
没
落

し、
生
ま
れ
育っ
た
土
地
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
こ
の

時
期
で
あ
る
し、
弟
が、
生
ま
れ
て、
〈
母V
を
奪
わ
れ
て
い
っ
た
の
も、

大
体
は
こ
の
時
期
に
当っ
て
い
る
こ
と
が、
繰
り

返
し
回
想
に
述
べ
ら

明

れ
て
い
る。
そ
れ
以
来 、
母
は
所
帯
や
つ
れ
を
し
て、
貧
窮
の
ま
ま
に

浩

死
ん
で
ゆ
く
の
だ
が、
こ
の
間
の
彼
女
が
憐
恨
の
対
象
で
あ
り、
侮
蔑

瓶

の
対
象
で
あっ
た
こ
と
も
矢
張
り
彼
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る。
こ
れ
を
作
者
↓

谷
崎
潤
一
郎
に
引
き
つ
け
て
読
む
な
ら
ば、
二

ぞケ

地ー

つ
の
時
期
の
聞
を
湖
る
長
い
道
は、
こ
の
間
に
彼
が
母
に
対
し
て
抱
き

続
け
て
き
た
憎
し
み・拒
否
を、
洗
い
流
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
り、
〈
母v

に
至
る
道
の
遠
さ
は、
彼
女
を
距
て
て
き
た
〈
罪〉
の
大
き
さ
に
見
合

っ
て
い
た
と
言う
こ
と
が
で
き
よ
う。
だ
が、
勿
論、
語
り
手
の「
私」

と
作
者
↓

谷
崎
潤
一
郎
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い。
た
だ
〈
夢V
H

テ
タ
ス
ト

〈
作
品〉
を
通
し
て
反
照
し
合っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
か
ら。

「
私」
の
行
く

道
は
遠
く、
長
く

果
て
し
な
く

続
い
て
い
る。
やっ

と
一
軒
の
百
姓
家
を
見
い
出
し
た
彼
は、
そ
こ
で
〈
母v
と
出
合
う
こ

と
に
な
る
が、
そ
れ
は
第
一
の
〈
母V
H

現
実
の
母
に
過
ぎ
な
い。
第

二
の
〈
母v 、
彼
を
抱
き
し
め
て
く
れ
る
美
し
い
理
想
の〈
母〉
に
出
合

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
十
年
も」

－ （五） 一

う
た
め
に
は、
さ
ら
にコ
一年
も
三
年
も、

歩
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

’， ， 

〈

2
v

二
人
の
〈
母v
が
い
る。
彼
女
ら
は一
方
が
偽
せ
で、
他
方
が
本
当

一
は、
現
実
の
母
へ
の
憎
し
み
よ
り
発
し、
他

は
理
想
の
母
へ
の
憧
慣
に
発
し
て
い
た
と
し
て
も、
と
も
に
〈
夢v
が

d1
n’
ユ
a－
u’
a、J

作
り
あ
げ
た
〈
幻〉
な
の
で
あ
っ
て、
そ
の
な
か
で
し
か
出
合
う
こ
と

と
い
う
こ
と
は
な
い。

の
で
き
な
い
人
々
な
の
で
あ
る。
だ
か
ら
そ
の
出
合
い
も、
先
の
そ
れ

が
仮
で
あ
っ
て、
後
が
真
実
と
い
う
こ
と
も
な
い。
結
局
「

私」
は、

母
に
合
わ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
の
だ
か
ら。

「
私」
が
〈
母v
に
至
る
道
の
ほ
と
り
に
は、
無
数
の
記
号
が
ぱ
ら



〈母〉の〈夢〉、 〈物語〉の〈夢〉、 谷崎潤一郎の、

撒
か
れ
て
い
る。
〈
海〉
〈
沼〉
〈
月〉
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い。
そ
し

て
〈
狐〉
〈
三
味
線〉
〈
乳
母〉
〈
姉〉
に
つ
い
て、
次
に
述
べ
よ
う。

時
間
な
の
で
あ
っ
た。
第
一
の〈
母〉
に
拒
否
さ
れ
た
と
は、
彼
女
を、

現
実
の
母
を
拒
否
し
た
謂
に
外
な
ら
な
い。
現
実
の
母
の
死
（
現
在）

道
の
右
手
に
〈
海〉
が
広
が
り、

左
手
に
〈
沼〉
が
あ
る。

理
想
の
〈
母〉 、

一
は
流

の
代
わ
り
に、

と
う
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
〈
母〉
（
過

去）
を、
〈
夢〉
の
な
か
に
蘇
生
さ
せ、
起
源
に
も
ど
ろ
う
と
す
る
転
倒

動
し
生
き
て
お
り、
他
は
澱
み
死
ん
で
い
る
こ
と
か
ら、
〈
海〉
↓

生、
直
4

〈
沼〉
↓

死
と
い
う
精
神
分
析
的
な
解
釈
が
導
き
出
さ
れ
て
き
た
が、

こ
そ
が
「

私」
の、
〈
夢〉
の、
さ
ら
に
は
〈
物
語〉
の
意志
に
違
い
な

マ
ト
リ
サ
イ
ド

ぃ 。
〈
母
殺
し〉
を
し
た
時
点
に
湖
り、
失
く
し
た
〈
母〉
に
出
合
う
と

と
す
れ
ば、
生
死
の
は
ざ
ま
の
細
い
道
が 、
〈
母〉
に
行
き
着
く
た
め
の

龍5

苦
難
の
道、
そ
れ
ゆ
え
に
宗
教
性
を
帯
び
て
お
り、
胎
内
へ
も
続
く

道

い
う
〈
物
語〉
〈
夢v
に
あ
ら
わ
れ
た
〈
沼〉
は、
と
す
れ
ば
「

私」
の

か
えっ
て
納
得

母
を
葬
り

去
っ
た
〈
罪〉
の
沼
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い。

だ
と
い
う
の
は
い
か
に
も
う
ま
く
は
ま
り
過
ぎ
て、

で
き
な
い
気
が
す
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う。

そ
し
て
〈
海〉
が
二
人
の
〈
母〉
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
す
れ
ば

〈
沼〉
が
関
わ
る
の
は
第
一
の
〈
母〉
だ
け
で
あ
り、
〈
海〉
は
二
人

〈
海〉
↓

生、
〈
沼〉
↓

死
と
い
う
二
分
法
は、
う
ま
く
当
て
は
ま
ら
な

一 （六） 一

と
も
に
連
続
し
て
い
る。
醜
怪
な
老
女・第
一
の〈
母〉
が、
〈
沼〉
（
↓

死）
に
よ
っ
て
隠
喰
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
と
も
か
く
も
同
意
す
る
と

す
れ
ば、
〈
沼〉
は
確
か
に
死
ん
だ
記
憶 、
動
か
ぬ
固
着
し
た
も
の
と
し

て
老
婆
の
な
か
に
封
印
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
か。
と
こ
ろ
が、
覚

い
の
で
あ
っ
て、
い
っ
そ
解
り
や
す
く、
〈
海〉
（
冨何回耐）
↓
〈
母〉

（
冨仲間開）
〈
海〉
↓

生
み
・

産
み
↓
〈
母v
・

始
源
と
言
っ
て
し
ま
え

ば
良
い
の
だ。
も
と
よ
り
一
義
的
に
〈
母〉
な
る
も
の
を
〈
海〉
に
引

か
つ
作
中
の
海
の
諸
相
に
つ
い

き
つ
け
る
つ
も
り
も
まっ
た
く
な
く、

醒
後
の
「

私」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
現
実
の
母
の
死
が、
実
は
「

一
昨

て
言
及
せ
ね
ば
な
る
ま
い
が、
そ
ん
な
暇
は
な
い。
〈
海〉
に
沿っ
て
歩

年
の
夏」
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
か
く
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

く
少
年
が
〈
母〉
に
出
合
う
こ
と
は
必
定
だ
っ
た
は
ず
な
の
だ。
な
る

ほ
ど
彼
は
一
人
で
歩
い
て
い
る。
傍
ら
に
誰
も
い
な
く
て
も
恐
く
は
な

な
い
は
ず
な
の
だ。
〈
母〉
は
す
で
に
七 、
八
歳
の
と
き
に
若
く
美
し
い

ま
ま
に
（
↓
第
二
の
〈
母〉）
死
ん
で
い
た
の
で
あ
り、

現
実
の
母
（
↓

い
し、
第
一
の
〈
母v
に
拒
否
さ
れ
て
も
嘆
き
悲
し
む
こ
と
は
な
か
っ

第
一
の
〈
母〉）
は、
そ
れ
以
来
そ
の
実
際
的
な
死
の
時
期
（
一
昨
年）

‘，－AJ3、
ふJ

AHH

そ
れ
も
そ
の
は
ず
な
の
だ。
は
じ
め
か
ら
彼
は
〈
海V
HH〈

母〉

ま
で、
老
残
を
晒
す
も
の
と
し
て
し
か
「

私」
に
は
映
じ
て
い
な
かっ

た
の
だ、
と。
記
憶
の
古
沼
に
沈
め
た
も
の
は、
こ
の
間
の
す
べ
て
の

〆、
月、〆
も
事
情
は 噌
〆、 － ‘－
i毎 の

に 空
似 の
l rr-

Z 主
主 ＝－
� k 
令 て
っ し 、
カ； た
今 の
肖 だ、ノ デ＂・
も ら

私'-

と
と
も
に
あ
り、

母
な
る
人
の
醜
悪
な
姿
だ
っ
た
の
で
あ
り、
彼
女
と
関
わ
っ
た
歴
史
・

を
つ
ね
に
照
ら
し
続
け、
見
守っ
て
い
る
も
の
で
あ
る。
彼
は
だ
か
ら

、ー

" 

' ’‘ 



,. 

グで

司邑

こ
そ
途
方
も
な
く
長
い
道
を
中
途
で
投
げ
出
す
こ
と
も
な
く
〈
母〉
に

行
き
着
く
こ
と
が
で
き
る。
作
者
↓

谷
崎
潤
一
郎
は
後
年
の
談
話
「

佐

藤
春
夫
と
芥
川
龍
之
介」
（
一
九
六
四）
に
お
い
て、
「

母
を
恋
ふ
る
記」

は
佐
藤
春
夫
の
「

月
の
美
し
き」
を
描
い
た
短
篇 、
『

月
か
げ』
に
影
響

さ
れて
書
い
た
と
告
白
し
て
い
る
が、
こ
の
発
言
が〈
月〉（
の
美
し
き）

ヨ
ノ
テ
ー
シ
ヨ
シ

↓
〈
母〉
（
の
美
し
さ）
と
い
う
合
意
を
持っ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
だ
ろ
う。
美
し
い
〈
母〉 、
第
二
の
〈
母〉
が、
〈
月〉
の
化

身
と
し
て
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
に、
読
者
1

聞
き
手
は
す
ぐ
に
気
が
つ

注6

く
に
違
い
な
い。
そ
し
て
そ
の
明
る
さ
に
つ
い
て
も
と
う
に
別
解
は
出

な
い」
「

悲
し
い
の
は
月
の
せ
ゐ
な
の
さ」
と
答
え
る
女
が、
〈
月〉
の

精
で
あ
る
こ
と
を
疑
つ
て
は
い
け
な
い。
彼
女
は
「

私」
が
抱
い
て
い

る
「

理
由
の
知
れ
な
い
無
限
の
悲
し
み」
が、
奈
辺
に
由
来
す
る
の
か

を
示
し
て
い
る。

落
塊
の
悲
し
み
ば
か
り
で
は
な
く、「
理
由
の
知
れ
な
い
無
限
の
悲
し

み」
が、
「

私」
の
胸
中
に
は
あ
る
と
い
う。
そ
れ
が
「

私」
を
先
に
進

め
て
い
る
原
固
な
の
だ。
言
う
ま
で
も
な
い。
〈
母v
が
い
な
い
か
ら
こ

そ
悲
し
い
の
だ。
真っ
先
に
か
く

解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
こ
の
根

元
を
押
さ
え
な
い
と、
と
ん
で
も
な
い
思
い
違
い
に
陥
る
で
あ
ろ
う。

さ
れ
て
い
る
の
だ
が、
そ
れ
ら
に
は
触
れ
ず
と
も
良
い
で
あ
ろ
う。
こ

恐
ら
く
は
〈
母〉
に
逢
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら、
〈
海〉
や
〈
月v
が
予
兆

る
楽
天
性
を
保
証
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う。
も
し
か
し
た

ら
そ
れ
は、
〈
母v
恋
い
と
い
う〈
物
語v
形
式
に
抱
く
語
り
手
↓

作
者

ぃ 。
と
こ
ろ
が、
〈
母〉
も
ま
た
悲
し
い
と
す
れ
ば、
彼
女
の
悲
し
み
と

－ （七） 一

こ
に
は
そ
の
明
る
さ
が、
〈
母
殺
しv
の
〈
罪〉
が
晴
れ、
〈
母v
に
至

的
に
そ
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
ら、
悲
し
く
て
も
「

私」
は
泣
か
な

の
楽
天
性、
安
易
さ
を
覗
か
せ
て
い
る
も
の
か
も
し
れ
な
い。

冴
え
渡
る
〈
月〉
の
光
の
な
か、
後
に
「

私」
の
〈
母〉
だ
と
名
乗

る
女
が
泣
い
て
い
る。
「

小
母
さ
ん、小
母
さ
ん、
小
母
さ
ん
は
泣
い
て

は
一
体
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
は
寸

私」
の
幼
な
い
と

き
に
彼
女
が
す
で
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と、
「

私」
に
よっ
て

ゐ
る
ん
で
す
ね」
と
問
え
ば、
彼
女
は
「

こ
れ
は
月
の
涙
だ
よ。
お
月

〈
夢〉
の
な
か
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
悲
し
み
に
違
い

な
い。
〈
母〉
と
子
の
悲
し
み
は
別
物
で
は
な
く、
夢
の
感
情
は
夢
見
る

人
聞
の
外
に
出
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
な
ら、
そ
の
悲
し
み
は、
次

様
が
泣
い
て
ゐ
て、
そ
の
涙
が
私
の
頬
の
上
に
落
ち
る
の
だ
よ」
と
答

え
る
だ
ろ
う。
「

ね
え
小
母
さ
ん、
何
が
そ
ん
な
に
悲
し
く
っ
て
泣
い
て

ゐ
る
ん
で
す」
と
問
え
ば、
「

お
前
は
何
が
悲
し
い
と
お
云
ひ
な
の
か

を

い
？
こ
ん
な
月
夜
に
斯
う
し
て
外
を
歩
い
て
居
れ
ば、
誰
で
も
悲
し
く

の
よ
う
に
言
っ
て
構
わ
な
い
の
で
あ
る。
〈
母
殺
し〉
（
↓

現
実
の
母、

第
一
の
〈
母〉）
を
し
た
こ
と
に
よっ
て、
彼
女（
↓

理
想
の
母、
第
二

明

な
る
ぢ
ゃ
な
い
か。
お
前
だ
っ
て
心
の
中
で
は
き
っ
と
悲
し
い
に
違
ひ

の
〈
母〉）
を
〈
夢〉
の
な
か
に
宙
吊
り
に
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い

「
私」
の
悲
し
み、
〈
母v
の
不
在
を
知
り
つ
つ
も、
〈
夢v
を
見
ざ
る

を
得
な
い
不
毛
な
〈
生v
の
悲
し
み
が、
そ
れ
で
あ
る
と。
「

私」
が
出

浩瓶



〈母〉の 〈夢〉、 〈 物語〉の 〈夢〉、 谷崎潤一郎の、

合っ
た
の
は、
〈
母〉
の
不
在
と
い
う「
私」
自
身
の
悲
し
み
な
の
で
あ

り、
〈
夢v
と
知
り
つ
つ
〈
夢〉
を
見
る
徒
労
に
も
似
た
〈
生〉
の
悲
し

み
で
あ
っ
た、
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る。
と
す
れ
ば、
「

私」
は
つ

い
に
〈
母〉
に
出
合
う
こ
と
は
な
い。

〈
母〉
恋
い
の
〈
物
語〉
と
は、
〈
母〉
と
出
合
う
〈
夢〉
の
な
か
で、

不
毛
な
〈
生〉
の
悲
し
み
を
癒
そ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
り、
そ
こ

で
は
〈
生〉
の
悲
し
み
l
「

理
由
の
知
れ
な
い
無
限
の
悲
し
み」
は、

〈
母〉
の
い
な
い
悲
し
み
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
た。
そ
し
て
そ
れ

が
と
て
つ
も
な
く
馬
鹿
下
た
〈
夢〉
で
あ
り、

転
倒
し
た
〈
夢〉
で
あ

っ
た
こ
と
も
明
々
白
々
な
の
で
あ
っ
た。
分
か
り

切っ
て
い
る
こ
と

〈
死〉
（〈
夢〉
の
死 、
〈
母〉
の
死）
を
苧
み
込
ん
で、
始
源
（〈
夢v 、

〈
母〉）
へ
と
湖
行
す
る
（「
夢
語
り」）
〈
物
語〉
の
初
め
と
終
り
と
が

ト

ポ

ス

一
致
す
る
場
所
に、
何
故
語
る
の
か、
（
何
故
〈
夢v
を
見
る
の
か）
と

ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

い
う
遁
環
が
渦
巻
い
て
い
る。

〈
母〉
を
眼
の
前
に
し
て
〈
母v
の
不
在
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま

パ
ラ
ド
ク
ス

う
こ
と、
そ
れ
こ
そ
が
〈
母V
恋
い
物
語
の
宿
命
・

逆
説
だ
と
言
っ
て

構
わ
な
い
の
だ
が、
話
に
は
も
う
少
し
続
き
が
あ
る。
女
に
〈
母〉
だ

と
打
ち
明
け
ら
れ
た
「

私」
は、
優
し
く

彼
女
に
抱
き
す
く
め
ら
れ
て

い
る。
甘
い
礼
房
の
匂
い
を
嘆
ぎ
な
が
ら
互
い
に
泣
き
じ
ゃ
く
る〈母〉

エ
タ
タ
タ
シ
ー

と
子
の
一
体
化
し
た
陶
酔
は、
そ
の
退
行
性・う
し
ろ
め
た
さ
を
思
い

知
ら
さ
ず
に
はお
か
な
い
も
の
だ。
す
な
わ
ち、
夢
か
ら
醒
め
た「
私」 、

現
実
の
意
識
が、
こ
こ
に
お
い
て
は
自
ら
の
分
別
あ
る
年
代
で
あ
る
こ

、

� 

と
を
確
認
さ
せ、
そ
の
こ
と
に
よっ
て
夢
を
否
認
し、
自
己
を
処
罰
す

る
の
で
あ
るー
だ
が
勿
論、
そ
の
埋
め
切
れ
ぬ
痕
口
か
ら
再
ぴ
見
果
て

ぬ
〈
夢〉
が
増
殖
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が。
も
っ
と
も
本
作
に
お
い
て

は、
こ
の
部
分
は
量
的
に
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り、

覚
醒
後
の
意
識
で

夢
を
反
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
（
作
者
の）
試
み
は、
成
功
し
て
い
る
と

は
到
底
言
い
難
い
の
で
あっ
た。

さ
て
〈
狐〉
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
が、
第
二
の
〈
母V
が
狐
の

化
身
の
ご
と
く
に
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
わ
ざ
わ
ざ
引
用
す
る
ま
で
も

な
い
こ
と
だ。
だ
が、
二
人
の
〈
母〉
の
う
ち、
第
一
の
〈
母V
は
ど

う
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か。

－ （ 八） 一

先
に
も
述
べ
た
ご
と
く、
（
第
一
の）
〈
母v
に
至
る
道
の
右
手
に〈
海〉

が
あ
り、

左
手
に
は
〈
沼V
が
あ
る
が、
〈
海〉
に
つ
い
て
は
も
は
や
言

う
ま
い。
左
手
か
ら
は、
カ
サ
カ
サ
と
鳴
る
得
体
の
知
れ
ぬ
音
が
絶
え

ず
鳴
り

響
き、
魔
者
が
白
い
歯
を
ム
キ
出
し
て
笑っ
て
い
る
よ
う
で
気

味
が
悪
い。
「

私」
が
意
を
決
し
て
凝
視
す
る
と、
そ
こ
は
一
面
の
古
沼

で
あ
っ
て、
沢
山
の
蓮
が
植
わ
っ
て
い
る。
そ
し
て
そ
の
紙
屑
み
た
いそよ

に
干
乾
び
た
葉
が、
風
の
吹
く
た
び
に
裏
の
白
い
と
こ
ろ
を
見
せ
て
戦

い
で
い
る
の
で
あ
っ
た。

葛
な
ら
ぬ
仏
花
・

蓮
で
あ
る
と
こ
ろ
に
胡
乱
な
点
は
あ
る
が、
こ
れ

が
葉
の
裏
を
見
せ
て
い
る
↓

裏
見
↓

恨
み
と
い
う
人
口
に
槍
突
し、
か

つ
ま
た
こ
の
作
者
↓

谷
崎
潤
一
郎
も「
吉
野
葛」
（
一
九
三
一）
そ
の
他

で
何
度
も
言
及
し、

親
し
ん
で
い
た
〈
母〉
恋
い
伝
説、
信
太
狐
の
物

ぺ



or 

d陶

語
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
容
易
に
気
が
つ
く
こ
と
で
あ
ろ
汗 。
第
一

ぷ
く
ぷ
く 彼
の を
木 再
綿 ぴ
の 〈
五 号
の へ
上 と
に 駆

り
立
て
て
ゆ
く

を
あ
け、

の
〈
母〉
1

現
実
の
母
に
拒
否
さ
れ
る
↓

拒
否
す
る
の
は、
作
者
↓

語

り
手
l
「

私」
が、
無
意
識
の
う
ち
に
隠
し

持っ
て
い
た
〈
恨
み〉
に

ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ

を
着
た
老
女
は 、
「

お
前
は
誰
だ
っ
た
か
ね。
お
前
は
私
の
枠
だ
っ
た
か

発
す
る
か
ら
だ。
そ
し
て
そ
れ
は、
〈
母v
の
〈
恨
み〉
と
言
う
こ
と
も

可
能
で
あ
る。
第
二
の
〈
母v
は、
「

私」
の
〈
恨
みV
が
解
消
さ
れ
た

と
き、
〈
狐V
と
し
て
出
現
す
る。
そ
し
て
そ
の
正
体、
〈
母〉
で
あ
る

ね」
と
「

私」
を
誰
何
し、
「

私
の
枠
は
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
ゐ
る
筈

だ」
と
彼
を
峻
拒
し
て
い
る。
四
枚
障
子
が
締
め
切
っ
て
あ
る
家
の
な

か
で、
縄
暖
簾
越
し
に
話
を
す
る
前
の
〈
母〉
と、
美
し
く
艶
か
し
い

後
の〈
母〉 、
傍
ら
を
と
も
に
歩
み
な
が
ら
し
ん
み
り
と
語
り
合
い、
「

何

’
hv
畠
ん

と
云
ふ
っ
て、
お
前
は
私
を
忘
れ
た
の
か
い
？

私
は
お
前
の
お
母
様
ぢ

ゃ
な
い
か」
と
自
ら
名
乗
り
を
上
げ
る
〈
母〉
と
の
違
い
は
明
ら
か
だ。

こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る。

先
の
〈
母v
に
お
い
て
未
だ
顕
現
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が、
後
の

〈
母v
に
お
い
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
例
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い。
〈
三

味
線〉
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う。（
第
一
の）

〈
母〉
に
至
る
ま
で
の
少
年
の
悲
し
み
は
「

哀
音
に
充
ち
た
三
味
線
を

い
ず
れ
に
し
て
も、
彼
女
ら
は
〈
夢〉
で
し
か
逢
う
こ
と
の
で
き
な
い

〈
幻v
な
の
だ
が、
逢っ
て
す
ぐ
に
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
な
も
の
で
も

聞
く
時
の
や
う
な」
悲
し
み
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
た
が
（
第
二
の）

な
か
っ
た。
彼
女
ら
に
行
き
着
く
前
に、
「

私」
は
〈
礼
母〉
〈
姉v
を

〈
母〉
は、
そ
れ
こ
そ
〈
三
味
線v
uH

〈
悲
し
み〉
を
手
に
し
て
い
た

経
由
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ。

の
で
あ
り、
〈
悲
し
みV
そ
の
も
の
に
違
い
は
な
か
っ
た。
そ
の〈
悲
し

「
小
母
さ
ん」と
第
二
の
〈
母〉
に
呼
び
か
け
る
「

私」
は、
実
は

「
姉
さ
ん」
と
呼
ん
で
み
た
かっ
た
の
だ。
姉
と
い
う
も
の
を
持
た
な

み〉
1

〈
三
味
線v
の
音
は、
〈
海v
の
音、
〈
月〉
の
光
と
な
ら
ん
で

「
私」
に
絶
え
ず
噛
き
か
け
て
い
る。
そ
れ
は
幼
年
期
に
「

私」
を
導

注8

く、
優
し
く
も
悲
し
い
音
色
を
持
っ
て
い
る。
や
っ
と
姿
を
見
せ
た〈
母〉

い
彼
は、
美
し
い
姉
を
持
ち
た
い
と
い
う
感
情
が
い
つ
も
心
の
な
か
に

あ
っ
て、
彼
女
に
呼
び
か
け
る
胸
の
な
か
に
は
「

姉
に
対
す
る
や
う
な

明

が、
〈
悲
し
みV
U

〈
母〉
の
〈
不
在v
・〈

死〉
と
い
う
〈
三
味
線v
を

持
っ
て
い
た
こ
と
に、
〈
母v
恋
い
〈
物
語〉
の
宿
命・呪
い
を
喋
ぎ
取

ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い。「
天
ぷ
ら
喰
ひ
た
い、
天
ぷ
ら
喰
ひ
た
い：：：」

と
響
く
〈
悲
し
み〉
〈一ニ
味
線v
の
音
は、
夢
か
ら
醒
め
た
「

私」
の
耳

に
消
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う。
そ
の
音
は
夢
と
現
実
の
双
方
に
風
穴

た
ほ
ど
美
し
か
っ
た
こ
と
の
転
移
か
も
し
れ
な
い
し、〈
母〉
と
は
別
に、

〈
姉〉
と
い
う
遠
く
て
近
い
未
知
な
る
女
へ
の
憧
慢
に
根
ざ
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い。
だ
が
そ
れ
は
こ
の
際
ど
う
で
も
良
い。
直
裁
に〈
母〉

甘
い
懐
し
い
気
持」
が
寵
もっ
て
い
た
の
で
あ
る。
そ
れ
は
作
者
↓

谷

晶
や

崎
の
母
・

闘
が、
生
前
は
彼
の
姉
で
は
な
い
か
と
し
ば
し
ば
請
し
ま
れ

浩瓶

－ （ 九） 一



〈母〉の〈夢〉、 〈物語〉の 〈夢〉、 谷崎潤一郎の 、

に
飛
び
込
む
こ
と
な
く

媒
介
を
必
要
と
す
る
距
離
の
遠
さ
が
傷
わ
し
い

気
が
す
る
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
こ
と
は
第
一
の〈
母〉
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
で
あっ
て、

〈
母〉
が
い
な
い
前
に、
ま
ず〈
乳
母〉
が
い
な
い。
「

考
へ
て
見
れ
ば

乳
母
が
居
な
く
な
っ
た
の
も
無
理
は
な
い。
私
の
家
に
は
も
う
乳
母
を

抱
え
て
置
く

程
の
お
金
が
な
く
な
っ
た
の
だ」
と
い
う
〈
乳
母〉
は

ひ
と
り
第
一
の
〈
母v
に
の
み
収
筆
す
べ
き
も
の
で
は
な
く、
第
二
の

〈
母〉
の
〈
乳〉
に
ま
で
続
い
て
い
く
も
の
で
は
あ
る
が、
に
も
か
か

リ
ア
ル
タ
イ
ム

わ
ら
ず
家
事
・

家
族・
生
活
状
態
と
い
う
家
に
関
わ
り、

現
実
を
刻
む

存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
家
の
女、
第
一
の
〈
母v
の
前
に
語
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
だ。

テ

タ

ス

ト

〈
夢v
の
な
か
に
氾
濫
す
る
記
号
が、
す
べ
て
〈
母〉
の
破
片
と
し

て
寸

私」
の
前
に
浮
遊
し
て
い
る。
そ
の
か
け
ら
を
な
ぞ
り
な
が
ら、

奥
深
く
に
隠
匿
さ
れ
て
い
る
〈
母〉
を
探
し
当
て
る
の
が
「

私」
の
旅、

〈
物
語〉
の
意
志 、
そ
し
て
読
者
日

聞
き
手
の
読
書
・

享
受
体
験
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
だ
が、
彼
女
が
す
る
り
と
反
転
し
て
そ
の
〈
不
在〉

を
告
げ
る
と
す
れ
ば、
寸

私」
が
出
合
い、
〈
物
語v
が
対
面
し、

読
者

ナ

ル
LV

Z

ム

H
聞
き
手
が
見
い
出
す
も
の
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
〈
自
己
愛〉
と
し
か
言

い
よ
う
の
な
い
も
の
に
違
い
な
い
だ
ろ
う。

〈

3
V

作
者
↓

谷
崎
潤
一
郎
に
お
け
る
〈
母v
恋
い
の
心
情
に
対
し、

疑
い

、

ナ
ン

セ

ン

ス

を
持
つ
こ
と
は
ま
る
で
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る。
彼
は
母
の
死
に
つ
い

て
「

僕
が
生
れ
て
始
め
て
ほ
ん
た
う
の
悲
し
み
を
昧
は
っ
た
の
は
母
を

失
っ
た
時
で
あ
っ
た」
（「
佐
藤
春
夫
に
与
へ
て
過
去
半
生
を
語
る
書」

一
九
三
一）
と
述
べ
て
い
る
し、

母
の
死
後
ま
も
な
く

執
筆
さ
れ
た「ハ

ッ
サ
ン・カ
ン
の
妖
術」
（
一
九
一八）
に
も
彼
女
へ
の
真
拳
な
愛
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る。
そ
う
し
た
心
情
の
あ
り
方
は、
こ
の
外
の
小
説
・

随
筆
等
に
数
多
く
の
証
拠
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。
そ
も
そ

そ
チ
・・
7

も
が
〈
母〉
恋
い
の
動
機
な
し
に、
〈
母〉
恋
い
も
の
が
書
か
れ
る
は
ず

も
あ
る
ま
い
が、
こ
れ
は
前
提
と
し
て、
真っ
先
に
仮
想
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
命
題
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ。
と
こ
ろ
が
そ
の
内
奥
は
別
と

し
て、
谷
崎
は
表
面
上
は
母
に
対
し
て
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
ら
し

い。
偽
悪
家
の
青
年
が
無
智
で
卑
し
い
母
に
抱
く
嫌
悪
・

憎
し
み
の
感

情
に
つ
い
て
は、
「

母
を
恋
ふ
る
記」
の
わ
ず
か
二
年
前
に
発
表
さ
れ
た

一 （己） 一

「
異
端
者
の
悲
し
み」
に
十
分
に
描
か
れ
て
お
り、
そ
れ
を
見
る
限
り

は
ど
う
も
愛
さ
れ
な
か
っ
た
子
は
偽
悪
家
に
な
る
と
い
う
俗
説
を、
無

下
に
見
捨
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
気
も
し
て
く
る
の
で
あ
る。
弟
・

谷

崎
精
二
は、
兄
・

潤
一
郎
が
母
に
疎
ま
れ
て
い
た
こ
と、
そ
の
こ
と
を

彼
が
う
す
う
す
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い（「
潤
一
郎
追
憶
記」
一
九

六
五）
と
述
べ
て
い
る
が、
愛
さ
れ
る
こ
と
と
愛
す
る
こ
と
と
は
ま
る

で
別
の
こ
と
だ
と
は
百
も
承
知
で
言
う
と
す
る
な
ら、
〈
母v
恋
い
の
感

情
が
母
の
死
に
直
面
し
て
急
に
奔
流
し
だ
し
た
と
は
容
易
に
納
得
し

難

い
の
で
あ
る。
そ
れ
は
三
十
過
ぎ
の
偽
悪
家、
一
筋
縄
で
は
い
か
ぬ
男、



合

売
り
出
し
中
の
気
鋭
の
作
家
向
け
に
は
到
底
額
面
通
り
に
通
用
す
る
も

〈
物
語〉
が
紡
が
れ
て
い
る。

の
で
は
あ
る
ま
い。

そ
れ
は
〈
父〉
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て、
〈
母〉
を
奪
還
し
よ
う
と
す

〈
母〉
と
は
真っ
先
に
虚
構・〈
物
語〉
の
装
置
な
の
で
あ
っ
て、

義
的
に
は
語
り
手
↓

作
者
の
履
歴
と
は
ま
る
で
無
縁
の
も
の
と
言
う
べ

る
試
み
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い。
字
義
通
り、
〈
母〉
恋
い
と
は

エ品
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

〈
父
殺
し〉
の
〈
物
語〉
な
の
で
あ
り、
作
中
で
語
ら
れ
な
かっ
た

撞
印

〈
父〉
が
〈
母〉
の
大
き
さ
・

重
さ
と
釣
り
合
っ
て
隠
さ
れ
て
い
た
と

き
な
の
だ。
た
だ〈
物
語〉
を
語
る
手
順、
〈
母〉
と
の
出
合
い
H〈

死〉

プ
ロ
ッ
ト

の
追
認、
起
源
へ
と
湖
る
倒
錯
の
あ
り
方、
筋
書
に、二
義
的
に
関
わ

言
え
よ
う
か。
後
年、
取
る
に
足
り
ぬ
存
在
と
し
て
に
べ
も
な
く
一
行

っ
て
い
る
だ
け
だ。
〈
母〉
と
は
作
者
↓

谷
崎
が
必
要
と
し
た
〈
物
語〉

ホ
モ
ロ
ジ
イ
ツ
ク

形
式
と
同
一
的
な
も
の
で
あ
っ
て、
恋
い
慕
う
〈
母〉
を
履
歴
に
求
め

る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も、
〈
母〉
恋
い
〈
物
語〉
の
由
来
を
そ
れ
で

で
片
付
け
ら
れ
て
い
る
父
が、
だ
か
ら
と
いっ
て
存
生
中
に
も
小
さ
か

っ
た
と
言
う
こ
と
は
適
切
で
は
あ
る
ま
い。
こ
の
作
に
限つ
て
の
こ
と

と
し
て
言
う
の
だ
が、
無
視
と
は
そ
の
存
在
の
大
き
さ
を
逆
照
射
し
て

証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。

い
る。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
い
か
に
も
分
か
り

切っ
た
話
な
の
で
あっ

テ
タ
ス
ト

て、
こ
の
作
品
の
な
か
で
〈
父〉
と
〈
和
解〉
し、
憎
し
み
の
矢
面
に

立っ
て
い
た
彼
を
〈
救
済v
し
よ
う
と
い
う
意
志 、
無
意
識
が
働
い
て

い
た
こ
と
も、
言
い
添
え
る
べ
き
で
は
あ
ろ
う。

母・闘
の
死
に
遅
れ
る
こ
と
二
年
に
し
て
書
か
れ
た
〈
母〉
恋
い〈物

語〉 、
そ
の
名
も
端
的
な「
母
を
恋
ふ
る
記」
は、
何
故
こ
の
時
期
に
書

撞
9

か
れ
た
の
か。
二
年
の
遅
延
が
語
り
か
け
る
こ
と
を
読
み
ほ
ぐ

せ
ば、

作
者
↓

谷
崎
と〈
母〉
〈
物
語〉
と
の
関
係
が
浮
き
出
る
か
も
し
れ
な
い。

寸
母
を
恋
ふ
る
記」
執
筆
中
に、
父
・

倉五
郎
が
死
の
床
に
就
い
て

い
る。
彼
は
こ
の
作
の
発
表
と
相
前
後
し
て
こ
の
世
を
空
し
く
す
る
が

やっ
と
姿
を
現
し
た
〈
母〉
が、
彼
女
の
〈
不
在〉
の
〈
悲
し
み〉

ど
ん
な
現
実
的
な
悲
し
み
か
ら
も
彼

に
外
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
は、

女
を
解
放
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ。
生
き
て
い
る

彼
の
無
能
と
善
良
さ
と
小
心
の
た
め
に

生
れ
育っ
た
懐
し
い
町
を
離
れ、

（
谷
崎
は
そ
う
思
っ
て
い
る）

聞
に
父
に
よっ
て
与
え
ら
れ
た
悲
し
み、
例
え
ば
落
ち
ぶ
れ
て
生
活
の

一
家
は
都
内
を
転
々
と
し
て
貧
窮
に

重
みに
ま
み
れ
ざ
る
を
得
な
い
悲
し
み
さ
え
も、
何
ほ
ど
の
こ
と
で
は

明

鳴
ぐ
こ
と
に
なっ
た。
そ
の
落
塊
の
意
識
が
こ
の
作
家
に
幼
年
期
を
祭

な
い
の
で
あ
る。
〈
物
語〉
を
紡
ぐ
こ
と、
〈
夢〉
を
見
る
こ
と
以
外
に

〈
母〉
と
出
合
う
こ
と
が
叶
わ
な
い
と
す
る
な
ら、
〈
母〉
は
父
の
て
い

た
ら
く
と
は
既
に
無
縁
で
あ
る。
〈
母〉
の
発
見
は、
そ
の
ま
ま
父
の
無

浩

り
上
げ、
母
へ
の
哀
憐
と
と
も
に
父
へ
の
憎
し
み
を
生
ん
で
い
た
こ
と

瓶

は、
や
は
り
幼
年
期
の
回
想
等、
随
所
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ

る
が、
そ
の
父
が
い
ま
ま
さ
に
死
の
う
と
し
て
い
る
時
期
に、
〈
母〉
の

能
へ
の
赦
し、
肯
定
に
つ
づ
い
て
い
た。
若
く
美
し
い〈
母〉
は、
〈
父〉

一 （二） 一



〈母〉のく夢〉、 〈物語〉のく夢〉、 谷崎潤一郎 の 、

に
汚
染・略
奪
さ
れ
ぬ
以
前
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る。
〈
父〉
を
抹
殺
し

し
た
が
っ

シ
フ
ト

て
主
人
公
の
「

私」
H

語
り
手
の
「

私」

I｜｜語
り
手
と
い
う
軸
も
な

の
二
重
化
さ
れ
た
意
識
1

語
り
手
の
機
能
は
一
E
消
滅
し、

〈
母〉
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
欲
動
の
下
に、
〈
父〉
の
〈
救
済〉 、
〈
和

モ
チ
ー
フ

解V
の
動
機
が
透
け
て
見
え
て
い
る。
〈
母〉
恋
い
の
〈
物
語〉
は
父
が

死
の
床
に
臥
す
ま
で
は
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

く
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う。
代
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
が
語
り
手
の

「
私」
l

一
人
称
の「
私」

｜｜作
者
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
り、
「

私」

し、
そ
れ
が
母
の
死
後
二
年
の
遅延
が
語
り
か
け
る
こ
と
で
あっ
た。

は
連
続
し
て
い
て
も
そ
の
機
能
は
一
次
的、
二
次
的
とい
う
違
い
が
あ

と
同
時
に 、
〈
母〉
の
〈
物
語〉
を
紡
ぐ
た
め
に、
〈
夢〉
の
〈
母〉

を
仮
構
す
る
た
め
に、
作
者
↓

谷
崎
が
母
に
と
ど
め
を
刺
さ
な
け
れ
ば

り、
そ
れ
ら
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い。
「

私」
｜作
者

パ

ラ

ダ

イ
ム

と
い
う
距
離
あ
る
支
配
の
枠
組
み
が、
（
近
代）
小
説
の
も
の
で
あっ
た

と
す
れ
ば、
作
者
は
末
尾
に
お
い
て
語
り
手
が
伝
え
る
〈
物
語〉
の
意

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
も、
言
い
添
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
そ
の〈
宿
命〉

へ
の
傍
然
た
る
思
い
が
〈
物
語〉
形
式
へ
の
苛
立
ち、
た
め
ら
い
と
な

注
目

、

っ
て
表
わ
れ
て
い
る。
そ
れ
を
〈
物
語〉
を
繰
る
こ
と
の
で
き
ぬ
作
者

A
T
ィ
ス
ク
ー
ル

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン

の
未
熟
と
言っ
て
も
良
い
し、
作
者
（
言
説）
と
語
り
手
（
語
り）

志
を
一
日一
血
ん
で
い
る、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か。
勿
論
す
ぐ
さ

ま
に
反
転
し
て
〈
母〉
の
〈
物
語〉
の
な
か
へ
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う

一 （ 三） 一

な
下
手
な
た
く
ら
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も。
そ
し
て
こ
の
と
き
に
作
者

と
の
格
闘
と
言
っ
て
も
良
い
の
だ
が、
夢
を
語
る
「

夢
語
り」
と
い
う

形
式
の
素
朴
さ、
原
初性 、
随
所
に
発
揮
さ
れ
る
作
者
に
よ
る
説
明
の

胡
散
臭
き、
統
御
の
破
綻 、
語
り
手
の
作
者
へ
の服
従
を
要
求
す
る
暴

力
性
や
拙
な
さ
を、
そ
の
証
拠
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

訂
谷
崎
潤一
郎
と
い
う
断
裂
が
発
生
し、
谷
崎
潤
一
郎
が
も
う
一
つ
の

テ
タ
ス
ト

テ
ク
ス
ト

テ
ク
ス
ト
と
し
て
現
わ
れ
る。
作
品
と
作
者
の
は
ざ
ま
に
〈
母〉
の、

〈
物
語〉
の、
〈
夢〉
の
誘
惑
が
横
た
わ
っ
て
い
る。

行
為
H

夢
の
円
環
の
外
に、
そ
れ
を
包
む
よう
に
し
て
夢
語
り
リ〈

物

、勺F 。夢
か
ら
醒
め
た
あ
と
に
記
述
さ
れ
て
い
た
こ
と、
そ
れ
が
「

私」
の

年
齢
で
あ
り、

母
の
二
年
前
の
死
の
報
告
に
近
い
こ
と
は
先
に
も
述
べ

語〉
が
あ
り、
さ
ら
に
そ
れ
を
（
近
代）
小
説
と
い
う
枠
が
囲
ん
で
い

る。
そ
れ
ら
を
主
人
公、
語
り
手 、
作
者
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る。
だ
が
そ
ん
な
こ
と
は
ま
る
で
実
態
に
叶つ
て
は

た。
そ
れ
が
夢
語
り
↓
〈
物
語〉
を
閉
じ
さ
せ、
そ
の
な
か
を
少
年
で

あ
る
「

私」
と
と
も
に
歩
き、
そ
の
語
り
手
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に

買っ
て
出
た
「

私」
の
覚
醒
後
の
意
識
で
あっ
た
こ
と
も
言
う
ま
で
も

い
な
い。
も
う
一
つ、
三
重
の
円
環
の
外
に、
谷
崎
潤
一
郎
と
い
う
円

テ
ク
ス
ト

そ
れ
こ
そ
作
品
は
絵
に
描
い
た
餅
の
よ
う
に
食
え
な

を
用
意
す
れ
ば、

い
も
の
に
なっ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う。

な
い
こ
と
だ。
こ
こ
に
お
い
て
少
年
で
あ
り
大
人
で
あ
る
と
い
う「
私」

「
私」
の
〈
母V
HH

出
口・終
り
に
つ
づ
く

道
は
真っ
直
ぐ
な
の
に、



い
つ
の
ま
に
か
入
口
・

初
め
に
彼
は
立
ち
も
ど
っ
て
い
る。
醒
め
な
い

夢
な
ぞ
は
な
い
の
だ
か
ら、
「

夢
語
り」
は
醒
め
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま

り、
醒
め
た
と
こ
ろ
で
終
る。
夢
の
終
り
1

初
ま
り
と
い
う
文
法
が
そ

の
ま
ま〈
物
語〉
の
文
法
に
外
な
ら
な
い
と
す
れ
ば、
「

夢
語
り」
↓〈

物

語〉
は、
こ
の
覚
醒
l

〈
夢〉
の
死
MM

〈
母〉
の
死
を
遅
延
さ
せ
る
と

こ
ろ
に
生
ま
れ
て
い
る
と善一

へ
の
欲
望
を
結
び
つ
け
た
と
き、
そ
れ
が
〈
物
語〉
へ
の
欲
望
と
同
義

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば、
作
者
↓

谷
崎
潤
一
郎
は
そ
の
貧
禁
さ
ゆ
え
に
永

遠
に〈
夢〉
を
見
る
機
械 、
物
語
る
機
械
へ
と
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る。

ラ
ビ
リ
ン
ス

閉
じ
ら
れ
聞
か
れ
た
迷
宮
に
巣
食

ナ
ル
シ

f
ム

〈
自
己
愛〉
に
浸
る
も
の
が
彼

〈
物
語〉
と
い
う、
〈
夢〉
と
い
う、

、フ
ミ
ノ
ウ
ス
ロ
ス、
半
頭
人
身
の
怪
物、

だ。と
こ
ろ
が
こ
の
迷
宮
は、
内
部
が
そ
の
ま
ま
外
部
で
あ
る
よ
う
な
空

っ
ぽ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て、
内
部
／
外
部
の
境
界
の
上
を、
決
し
て

解
き
明
か
せ
な
い
謎
1

〈
母〉
の
ま
わ
り
を、
彼
は
永
遠
に
歩
き
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
あ
り
も
し
な
い
〈
幻〉
を
と
り
あ
え
ず
は
あ
る

生
と
死
の
あ
い

と
す
る
〈
夢〉
〈
母〉
〈
物
語〉
と
い
う
〈
探
制〉
は、

だ
に
引
き
裂
か
れ
て、
そ
の
あ
い
だ
を
意
味
で
もっ
て
埋
め
よ
う
と
す

明

る
徒
労 、

浩

は
か
な
い
望
み、
悲
し
み
に
根
ざ
し
て
い
る。
そ
れ
ら
が
す

ト

ー

ト

ロ

ジ

ー

べ
て
そ
れ
自
体
同
語
反
復
で
あっ
た
と
言
え
ば
身
も
蓋
も
な
い
仕
業
で

瓶

い山 あ
る i2 ろ

っ
か
だ
カf
谷
崎
は
し 、
ま
そ
こ
に
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
し
て

谷
崎
潤
一
郎
が「
吉
野
葛」
（
一
九
三
二
「

藍
刈」
（
一
九
三
二）
「

少

ヴ
ア
1
ジ
ョ
ン

将
滋
幹
の
母」
（
一
九
五
O）
「

夢
の
浮
橋」
（
一
九
五
九）
等、
変
奏
曲

を
奏
で
て
い
く
〈
母〉
恋
い
〈
物
語〉
の、
そ
の
最
初
で、
原
基
的
な

主
題
を
「

母
を
恋
ふ
る
記」
は
奏
で
て
い
た
の
で
あ
る。

注

ー、
千葉俊二は『鑑賞日本現代文学⑧谷崎潤一
郎』（一
九八二・

一
二、
角川書店）
「母を恋ふる記」「鑑賞」
において、
「夢の中

で七っか八つの「私」
とは、
意識面においては、
決して単なる

「七つか八つの
子供」
ではなく、
現在夢を見てい
る「私」
の意

－ （三） 一

識と夢の中での
七つか八つの少年である「私」
の意識（もしく

Ed

 

は無意識）
との二重構造を持つ」（8）
と、
語りではなく、
お

nE

 

そらくは夢の
意識構造について指摘してい
る。

2、
だが本当は、
夢は醒めたときに鰻めた意識によっ
て〈物語〉

化されるとい
うよりも、
すでにそれ自体〈物諮問〉
化されてい
る

と解すべ
きであろう。
破片化された、
脈絡を欠いた夢もあるが

（それは壊れてしまっ
た〈物語〉のかけらかもしれない。
醒め

ス
ト
ー
リ
ー

たあとで、
夢は再現されざるを得ないのだから）、
筋
を持っ
た

夢も随分と多い
はずなのだ。
こうした夢1物語の
実態につい

て、
端なくも露わにするのが批評する夢の
存在であると思わ

醒めた夢を語るとい
う「夢語り」
とは、
夢HH

れる。
とすると、

物語をなぞる〈物語〉、
〈物語〉
についての〈物語〉
に外なるま



〈母〉の 〈夢〉、 〈物語〉 のく夢〉、 谷崎潤一郎 の 、

ぃ。
それは回復し得ぬ夢を取りもどすために、
再ぴ〈夢〉を見

堂）
所収「谷崎文学における美学
｜『母を恋ふる記」
を中心に

るとい
う悪夢にも似た行為だっ
たかもしれない。

－」
とい
う論において、
二人の〈母〉
のあいだの道についてで

3、
野口武彦は『谷崎潤一
郎論』（一
九七三・
八、
中央公論社）

はあるが、「胎内へ
の道」「夢とい
う形式をかりて、
作者は禁断

の母胎内へ
の回
帰を試みる」（M）
と述べてい
る。
これについ

DL

 

て遠藤は、
中間部のこの
場面が「〈死〉
の領域を掠めて通っ
て

第七章「母性思慕の主題」
において、
「私」
の眼に
前につづ
く

道が「過ぎ去っ
た幼児期に向かっ
てひとの
魂を遡行させる時

間の通路」（
附）
であっ
たと述べ
る。

4、
千葉は「一
方が流動する、
生きた水であるのに対し、
他方は

い
く」
ものであり、
そこでは「はじめから測られぬ無限の〈と

き〉
が流れてい
る」（
m

lm）
と述べ
る。

6、〈月〉〈海〉〈白〉〈道〉〈明るさ〉等、
い
ずれも相互に絡み合つ

澱んだ、
死んだ水であるとい
うこの対蹴的な光景」に注意を払

うべ
きことを言い、
〈海〉
が「はじめから予感として感ぜられ

てそのひとつ
を取り出すことは、
論の文脈を失わせかねない

る」
に対し、
〈沼〉
は「はじめは正体の分からない
ものとして

のだが、〈明るさ〉とい
うことについて二つほど
挙げておこう。

少年を怯えさせる」「無意識界に抑圧した存在」「醜く容貌の衰

えた老母のイメージ」
を「象徴」
したものだ（先掲香
川l
g

野口は直裁的には〈月〉
の〈明るさv
について言つ
てはい
ない

のだが、
それが「乳色の
光の露に包まれた七、
八歳の
時間」（
陥）

と述べ
てい
る。

と関わっ
てい
るらしいことが窮い
知れる。
遠藤につい
てもよ

5、
野口は、
この道を「党醒時には決して行きつ
けぬ
夢の
彼岸に

ひとを橋渡しするあの
白道」
だ（先掲書
附）
と述べ、
遠藤祐は

『谷崎潤一
郎
｜小説の
構造
｜』（一
九八七・二、
明治書院）
所

くは読み取れないのだが、
その明るさが「月光のもたらす瞭ら

収「「母を恋ふ
る
記」
｜ひと
すじの白い
道」
とい
う論におい

かな夢のごとき情景」と関わりがあるらしく、
章題から推測す

れば「真実」が示現するときの明るさを言うらしい。（
同

｜湖）

7、
森安理文は『谷崎潤一
郎
あそびの文学』（一
九八三・四、
国書

て、
これに対し、
「仏説にい
うこ河白道のイメージ」
があり、

刊行会）
所収「母を恋ふる

記llL虚構の
挽歌」において、
寸若く

イエス・
キリストが十字架を背負っ
てゴルゴ
タの丘へ
歩い
た

て美しい
女を狐だと思うのも、
幼少時に母や側近の人たちか

「〈苦難の道〉」「〈十字架の道〉」
とも呼ばれる
よ悲しみの道》

〈SUo－ogg」
だ（
mlm）
と言っ
てい
る。
一
方、
永栄啓伸

は『谷崎潤一
郎試論
l母性へ
の視点
｜』（一
九八八・七、
有精

ら語り聞かされたり、
また芝居や絵で見せられたりした民俗

的な感情の発想であろう」と、
信太狐の
伝承との
関わりを指摘

してい
る（
附）。

一 （函） 一



． 

8、
野口は〈三味線V
の
音色について、
「谷崎を瞬時に幼年の
昔

に連れ戻す魔術的なキーノート」
である（問）
と述べ
てい
る。

遠藤は〈三味線〉
の悲しい
音色を通して「私」
と「母」
のそれ

ぞれの悲しみが呼応し合っ
てい
る（mlm）
と述べ
る。

9、
このことについて遠藤は、
父の病臥に
際して「あらためて、

い
道をさらに辿らねばならない
が、
それは
次のように書かれ

てい
た。
明月に照らされた海を見ては「私は前にもこんな景色

を何庭かで見た記憶がある。
而も其れは一
度ではなく、
何度も

／－＼見たのである。
或は、
自分が此の世に生れる以前の事だっ

たかも知れない。
前世の
記憶が、
今の私に
蘇生って来るのかも

彼女はこの〈二
年〉
来〈此の世v
にはい
ない
事実が痛切に意識

される」（
川）
とい
う言い
方で述べ
る。
また森安は、
千代夫人

との
不仲にもかかわらず、
父の病いのために
妻子ともども父

知れない」
と「私」
は思い、
途方もなく長い
道を歩きながら

「私はもう此の世の人間ではないのかと思った。
人聞が死ん

めしい」「自己の運命」
を痛感し
それが「現実の日常からの

でから長い
旅に上る、
其の旅を私は今してゐるのぢゃないか

とも思った」と。
こ
うした説明のいかがわしさは、
語りの破れ

目から洩れた作者の
書き言葉に違い
ないのであっ
て、
語りを

－ （玉） 一

の家に同居せざるを得なくなっ
た谷崎が、
この
時期、
その「恨

がれて、
思い
きり甘えられることのできる世
界｜｜「母なるも

の」
の世界へ
の思慕」
へ
向かっ
たとする（M
l初）。

叩、
実は作中に父につい
て触れられてい
ない
訳ではない。
野中の

操ろ、7とする彼の意図を一不してい
ると一吉

ク
ロ
ノ
ス

への回帰といい、
無時間・永遠へ
の移行と言えば、
作者の意図

を額面通りに信じ込む訳で、
〈夢〉・〈物語v
のなかでしか
作者

一
軒家を見い
出した「私」
は、
そこには父と母がいてその「年

↓谷崎が〈母〉を求め得なかっ
た
理問、
そして語り手
｜作者の

をとったお父さんとお母さんが囲炉裏の
傍で粗桑を焚いてゐ

日ド
仕
院
ふ・0

ロ
止
耐
掲

F’

ついに見えることはないだろう。

て」、
帰っ
てきた「私」
を「いたわって下さるのではないかし

ロ、
本論は谷崎潤一
郎と〈母〉
恋い〈物語〉
の
考察を企てたもの

ら」と想像する。
しかしそれだけで以降、
言葉としても出て来

であり、
彼と日本文芸の
伝統的なジャンル、
〈ものがたり〉
と

ない。
まるではじめからい
なかっ
たかのように。
おそらくは

の関係については、
別稿を用意せねばなるまい。

明

〈父殺し〉
をする（1〈物語〉
を獲得する）
際の
痕跡が、
家

瓶

生活と結びつい
て残っ
てい
るのであろう。

u、
例えば二
人の〈母〉
のあいだの道について、
第一
の〈母〉
に

浩

拒否された少年は、
それまでの道とは比較にならぬほどの長


