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日
文

研

フ

ォ
ー

ラ

ム

は
、

国

際

日

本

文

化

研

究

セ

ン
タ

ー

の
創

設

に
あ

た

り
、

一
九

八

七

年

に
開

設

さ

れ

た

事

業

の

一
つ

で
あ

り

ま

す
。

そ

の
主

な
目

的

は
海

外

の

日

本

研

究

者

と

日
本

の

研

究

者

と

の
交

流

を

促

進

す

る

こ
と

に

あ

り

ま

す
。

研

究

と

い
う

人

間

の
営

み

は
、

フ

ォ
ー

マ

ル
な

活

動

の

み

で
成

り
立

っ
て

い

る

わ

け

で
は

な

く
、

た

ま

た

ま

顔

を

出

し

た
会

や
、

お

茶

を

飲

み
な

が

ら

の
議

論

や

情

報

交

換

な

ど

が

貴

重

な

契

機

に
な

る

こ
と

が

し

ば

し
ば

あ

り
ま

す
。

こ

の

フ

ォ
ー

ラ

ム

は

そ

の
よ

う

な
契

機

を
生

み
出

す

こ
と

を

願

い
、

様

々

な

研

究

者

が

自

由

な

テ

ー

マ
で
話

が

出

来

る

よ

う

に
、

文

字

ど

お

り

イ

ン

フ

ォ
ー

マ

ル

な

「
広

場

」

を

提

供

し

よ

う

と

す

る

も

の

で
す
。

こ

の

フ

ォ
ー

ラ

ム

の
報
.告

書

の
公

刊
を

機

と

し

て
、

皆

様

の

日

文

研

フ

ォ
ー

ラ

ム

へ
の

ご

理

解

が
深

ま

り
ま

す

こ

と
を

祈

念

い

た

し

て
お

り

ま

す
。

国

際

日
本

文

化

研

究

セ

ン

タ

ー

所

長

梅

原

猛
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は

じ

め

に

本

日
は
、

国
際

日
本

文
化

研
究

セ

ン
タ

ー

の
御

招
待

を

頂

き

ま
し

て
、

誠

に
あ

り
が

と

う
ご

ざ

い
ま

し

た
。

こ
ち

ら

の
偉

い
先

生

方

や
、

興

味
深

い
プ

ロ
グ

ラ
ム

に

つ
い

て
色

々
う

か

が

っ

て

お

り
ま

し

た

の
で
、

実
際

に
参

加

さ

せ

て
頂

く
機

会

を

得

ま

し

た

の
は
、

大

変

名

誉

な

こ
と

に
存

じ

ま

す
。

し
か

し

こ
ん

な

に
難

し

い
話

題

に

つ
い

て
話

す

よ
う

に
御

依

頼

を

う

け

た

こ
と

は
、

単

に
名

誉

と

い
う

よ

り
、

私

に
は
荷

が

重

す
ぎ

る

の

で
は

な

い
か

と
心

配

し

て
お

り

ま
す
。

皆

さ

ん

の

よ
う

に
御

立

派

で
、

し

か

も

日
本

人

で
あ

る
方

々
の
前

で
、

私

が

ア
メ

リ
カ
人

と
し

て

日
本

女

性

に

つ
い

て
お
話

す

る

の
は
、

非

常

に
僣

越

な

こ
と

で
、

私

に
そ

の
資

格

が
あ

る
か

ど

う

か
自

信

が
も

て
な

い
で

お

り
ま

す
。

実
際

、

私

が

女
性

だ

と

い
う

こ
と

だ

け

は
確

か

で
す

が
、

日
本

人

で
は
な

い
し
、

社

会

学

者

で
も

な

く
、

た

だ

の
文

学

の
専
門

家

に
す

ぎ

ま

せ

ん
。

私

は
文
学

だ

け
を

研

究

し

て

お

り
ま

し

て
、

日

本
女

性

の
現

実

の
状
態

に

は
詳

し

く

あ

り
ま

せ

ん
。

私

の

推
論

は
あ

く

ま

で
文

学

に
基

い

て
お

り
ま

す
。

そ

の

た
め
非

常

に
愚
か

な
間

違

い
を

犯

す

危
険

性

が
あ

り
ま
す

が
A

そ

の
節

は
ど

う

ぞ
お

許

し
下

さ

い
。

し
か

し

間
違

い
を

犯

す

と

し

て
も
、

文

学

を

通

し

て

日
本

社
会

を

見

れ
ば
、

少

な

く
と

も

新

鮮

な
見

方
、

あ

る

い
は

オ
リ

ジ

ナ

ル
な

見

方

が

で
き

る

の

で
は

な

い
か

と
思

い
ま

す

の
で
、

せ
め

て
な

る

べ
く

オ

リ
ジ

ナ

ル

な

分

析
を
・す

る
よ

う
努

力

い

た
し

た

い
と
思

い

ま
す
。
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幻

想

文

学

に

お

け

る

女

性

さ

て

本

題

に

入

り

ま

す

が

、

こ

の

話

題

を

選

ん

だ

の

に

は

、

色

々

な

理

由

と

い

い

ま

す

か

、

動

機

が

あ

り

ま

し

た
。

私

は

特

に
女

性

作

家

を

研

究

し

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

の

で

す

が
、

数

年

前

に
、

日

本

文

学

の
中

に

。。
一
一
自

コ
ひ・
巽

o
∋
雪

と

い

う

ド

イ

ッ
生

ま

れ

の

青

春

小

説

、

あ

る

い

は

教

養

小

説

の

よ

う

な

も

の
が

あ

る

か

ど

う

か

と

い

う

こ

と

に
興

味

を

お

ぼ

え

ま

し

た

。

しd
二

㌣

茸

。・
。。
目
o
目
雪

に

つ
い

て

は

あ

と

で

も

っ
と

詳

し

く

説

明

い

た

し

ま

す

が

、

今

申

し

上

げ

て

お

き

た

い

の

は
、

私

の

考

え

で

は

、

日
本

文

学

に

は

二

種

類

の

じ。
=

α
詈

。・
貫

o
目
雪

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

す

。

つ
ま

り

男

性

を

主

人

公

と

し

た

も

の
と

女

性

を

主

人

公

に
し

た

も

の

で
す

。

。。
二

含

⇒
σ・
貫

o
∋
塁

の

こ

と

は

か

な

り

大

き

な

ト

ピ

ッ
ク

な

の

で
、

し

ば

ら

く

わ

き

に

置

い

て

お

き

ま

す

が

、

私

が

今

研

究

し

て

い

る

の

は
、

幻

想

文

学

と

い
う

ち

ょ

っ
と

変

わ

っ
た

ω
口
9

。
。
け
で

す
。

日

本

で

は

幻

想

文

学

と

い

う

と

色

々
な

先

入

観

が

あ

る

よ

う

で

す

の

で
、

こ

こ

で

は

英

語

の

団
穹

冨

。。
气
と

言

っ

て

お

い

た

方

が

安

全

か

も

し

れ

ま

せ

ん
。

要

す

る

に
、

現

実

の

世

の
中

に

は

有

り

得

な

い

も

の

は

す

べ

て

悶
穹

冨

。。
气
で

す

。

い
わ

ゆ

る

男
器

冨

。。
望

=

9

目
馨

霞

。
は

一
つ
の

分

野

で

す

が

、

西

洋

で

も

日

本

で

も
、

リ

ア

リ

ズ

ム

作

家

だ

と

定

評

の

あ

る

入

の

作

品

の

中

に

も

、

大

変

幻

想

的

な

小

説

が

驚

く

ほ

ど

た

く

さ

ん

あ

る

の

で
、

特

に

日

本

文

学

で
は

、

現

実

と

幻

想

は

そ

れ

ほ

ど

遠

い
も

の

で

は

な

い
と

思

わ

れ

ま

す

。
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そ

う

い

う

こ
と
を

研

究

す

る

た
め

に
、

去

年

の
春

か

ら
泉
鏡

花
を

読

み

始

め
ま

し
た
。

皆

さ

ん

も

よ
く

御

存

知

の

よ
う

に
、

鏡
花

は
幻
想

文

学

の
大

家

で
す

が
、

そ
れ

だ

け

で

は
な

く

て
女

性

の
描

き

方

も

す
ば

ら
し

い
と

思

い
ま
す
。

し

か
し
鏡

花

は

少

し
難

解

な

作
家

で

す
か

ら
、

コ

ン
ト

ラ

ス
ト
と

し

て
、

同

時

に
筒
井

康

隆

の
小

説

も

読

み
始

め

ま

し

た
。

そ

う
す

る
と
、

二
入

の
作

家

の
女

性

像

が

随
分

違

う

こ
と

に

た
だ
ち

に
気

が

つ
き

ま

し

た
。

お

そ
ら
く

そ
れ

は

ま
ず

第

一
に
、

二
人

の
作

家
自

体

の
資
質

の
違

い
か

ら
来

た

も

の
と

思

い
ま
す

が
、

更

に
他

の
作
家

達

の
作

品

を
読

み
ま

す

と
、

や

は

り
そ
れ

は
戦

前
と

戦

後

の
作

家

の
違

い

で
あ

る

と

も
言

え

る

だ

ろ
う

と

思

い
ま
し

た
。

し

か
し

そ

れ

だ
け

で
は

な

い
と
思

い

ま
す
。

女

性

作
家

の
も

の

に
な

る
と
、

幻

想

的

な
作

品
中

の
女

性

が

非
常

に
興

味
深

い
役
割

を

果

た

し

て

い
ま

す
。

こ

の
よ

う

な

こ
と

を
色

々

考
え

て

い
る
う

ち

に
、

こ
れ

か

ら

お
話

す

る

よ
う

な

こ
と
を

思

い

つ
い

た

の

で
す
。

話

の

タ
イ

ト

ル
が

現
実

と

幻

想

と

い
う

ふ

う

に
分

け

て
あ

り
ま

す

の

で
、

ま

ず

現

実

の
方

か

ら
始

め
ま

し

ょ
う
。

し

か
し

現

実

と
言

っ
て
も
、

こ
れ

は
文

学

に

つ
い

て
の
話

で
、

世

の
中

の
切
Φ
巴

ぎ

ユ
◎
の
現

実

で
は

あ

り
ま

せ

ん
。

特

に
女
性

の
描

き
方

に

つ
い

て
み

る

と
、

た
と

え
謁
①
巴

冨
二

。
男
言

二
。
コ
と

言

っ
て
も
、

女

性

は
割
合

に
象

徴

的

な
役

割

を

演

じ

て
い

ま

す
。

確

か

に
日
本

近

代

文

学

に
は
力

強

い
印

象

を
与

え

る
女

性

も
登

場

し

て
来

ま
す
。

例

え

ば

谷

崎
潤

一
郎

の

『
細
雪

』

の
幸
子

や
三
島

由

紀

夫

の

『
宴

の
あ

と

』

の
主
入

公
、

大

江

健

三
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郎

の

『
個

人

的
な

体

験

』

の
火

見

子

な
ど
め

よ

う
な
、

か

な

り

リ

ア
リ

ス
テ

ィ

ッ
ク
な

女

性
像

も

あ

り
ま

す

が
、

こ
れ

ら

は

む
し

ろ

例
外

的

で
、

日
本

の
現

代

文

学
全

体

を

展
望

す

る
と
、

大

部

分

の
女

性

は
、

男

性

と
比

べ
る
と

あ

ま

り
深

み

や
個

性

と

い

っ
た

。。
O
旨
雪

の
一
〇
蠧

=

ξ

(
三

次

元

性

)

を

感

じ

さ

せ
ま

せ

ん
。

こ
れ

は

別

に
驚

く

べ
き

こ
と

で

は
な

い
と

思

い
ま
す
。

プ

ラ

ム

・
ダ

イ

ク

ス
タ

ラ
と

い
う

U

C

L
A

の
学

者

の
、
三
〇
冨

o
h

℃
霞
く
。
富

一
ξ
、
と

い
う
本

に
は
、

十

九
世

紀

の
英

国
作

家

の
文

学

に
お

け
る

女

性

の
、

い
わ

ゆ

る

象
徴

性

が
細

か

く

研
究

さ
れ

て

い
ま
す

が
、

ダ

イ

ク

ス
タ

ラ
に

よ

り

ま
す

と
、

ビ

ク

ト

リ

ア
時

代

の
男

性

は
工

業

化

が
進

む

に

つ
れ

て
神
経

衰

弱

に
な

っ
て
来

て
、

色

々

な
不

安

や
恐

怖

に
襲

わ

れ

る
よ

う

に
な

っ
た

と
言

う

の

で
す
。

そ

の
結

果
、

彼

ら

の

文

学

で
描

か
れ

る
女

性

は
、

夢

と
悪

夢

を
表

わ

す

閃
雪

冨

。。
気
と

し

て
、

二

つ
の
対

称

的

な
役

割

を

果

た

す

よ

う

に
な

り

ま
す
。

一
つ
は
十

九
世

紀

的

悩

み

か
ら

の

一
種

の
避

難
場

所
、

あ

る

い
は

オ

ア

シ

ス
と

い
う
役

割

で
す
。

例

え
ば

漱
石

が

愛

し

た

諄

Φ
-
智

喜

器

=

冖
Φ
(
ラ

フ

ァ
エ

ロ
前

派

主

義
者

)

の
よ
う

に
、

工

業

化

さ

れ

た
醜

い
社

会

か

ら
逃

避

し

て
、

理

想

化

し

た
中

世
を

描

き

出

し
、

そ

の
中

に
美

し
く
、

神

秘
的

な

女
性

を

は
め

込

み
ま

し

た
。

こ

の
よ

う

に
女

性

は
避

難

場

所

と
し

て
象

徴

さ

れ

る

一
方

で
、

逆

に
、

こ

れ
も

や

は

り
「
璧

冨
の
曳
文

学

に
お
け

る

の
と

同

じ

よ

う

に
、

男
性

の
心

に
潜

ん

で

い
る
恐

怖

も
象

徴

し

ま

す
。

資

本

主
義

や
帝
国

主

義

の
中

心
だ
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っ
た

ビ

ク

ト

リ

ア
時

代

の
イ

ギ

リ

ス
文

学

に
は
、

皮
膚

の
色

が

黒

く

て
魔

女

の

よ

う
な
力

を

持

つ
、

男
性

に
と

っ
て
〉
=
雪

の
よ

う
な

女

が
、

男

の
健

全

な
精

神

や
生

活

を

脅

か
し
、

破
滅

に
導

い
た

り
し

て
い
ま

す
。

他

の
例

も

た

く
さ

ん
あ

り
ま

す

が
、

私

が

こ
こ

で
強

調
し

て
お

き

た

い

の
は
、

こ

れ

は
西

洋
独

特

の
傾

向

で
は
な

く

て
、

む

し

ろ
西

洋

化

と

工
業

化

と

い

う

二

つ
の
問

題

に
同
時

に
苦

し

ん

だ
明

治

・
大
正

の
日
本
文

学

に
お

い
て
、

こ

の
よ
う

な

傾
向

が

は
る

か

に

強

い

の
で

は

な

い
か

と

い
う

こ
と

で
す
。

漱

石

・
谷
崎

・
鏡
花

に

お

け

る
女

性

避

難
場

所

と
し

て

の
女

性

の
例

を
、

漱

石

の
作
品

の
中

に
も

う
少

し
詳

し

く
見

て
み
ま

し

ょ

う
。

先

に
申

し

ま
し

た
よ

う

に
、

漱

石

は
評

①
-
智
9

器

一
一
8
を

好

ん

だ

だ
け

で
は

な

く
、

む

し

ろ

写

Φ
-
寄

9

器

=

け
Φ
の
描

い

た
女

性

を
手

本

に
し

て
、

自
分

の
作

品

の
中

に
同

じ

よ

う
な

女
性

を

沢

山

創

り
出

し
ま

し

た
。

『
幻

の
楯

』

の
ク

ラ

ラ
、

『
草

枕

』

の
お

那
美
、

『
明
暗

』

の
清

子

等
、

神

秘

的

な
美

人

を
描

き
出

し

ま

し
た
。

そ

う
し

た
美

人

た
ち

は

た
だ

諄

Φ
-
寄

9

器

=

8

の
模

倣

で

は
な

く
、

英

国

の

女
性

と

同

じ
よ

う

に
、

困

難

な
近

代

社

会

に
生

き

る

男
性

の
静

穏

な

オ

ア

シ

ス
と

な

っ
て

い
ま

す
。

静

か

で
穏

や

か

で
あ

る

こ
と

は
大

事

な

こ
と

な

の
で
す
。

漱

石

の
作

品

の
中

で
は
、

男
性

と

は
反

対

に
女
性

は

動

か
な

け
れ

ば
動

か

な

い

ほ
ど
良

い

の
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で
す
。

こ

の
男

と

女

の
基

本

的

な
違

い
が

一
番

よ
く
描

か
れ

て

い
る
場

面

が
、

『
三
四
郎

』

の

中

に
見
出

さ

れ
ま

す
。

そ

こ

で
は
広

田
と

い
う

年

配

の
学

者

が

夢

を
見

る

の
で
す

が
、

そ

の
夢

の
中

に
小

さ

な
女

の
子

が
出

て
き

ま

す
。

彼
女

と
広

田

の
出

会

い
が
非

常

に
感

動

的

で
、

象

徴

性

の
上

で
も
大

事

で
す

か
ら
、

少

し
長

く

な

り

ま
す

が
、

引

用

し

て
み
ま

し

ょ
う
。

夢

だ

よ
。

…
…

僕

が
何

で
も

大

き
な

森

の
中

を

歩

い
て
ゐ

る
。

…
…

突
然

そ

の
女

に
逢

つ

た
。

行

き
逢

つ
た

の
で

は
な

い
。

向

か

う

は
じ

つ
と
立

つ
て
ゐ

た
。

見

る
と

昔

の
通

り

の

顔

を

し

て
ゐ
る
。

昔

の

通

り

の
服
装

を

し

て
ゐ
る
。

髪

も

昔

の
髪

で
あ

る
。

つ
ま

り

二
十

年

前

見

た
時

と

少

し
も

変

は

ら

な

い
十

二
、

三

の
女

で
あ

る
。

僕

が

そ

の
女

に
、

あ

な

た

は
少

し

も
変

は

ら

な

い

と

い
ふ

と
、

そ

の
女

は
僕

に
大

変

年

を

お
取

り
な
す

つ
た
と

言

ふ
。

次

に
僕

が
あ

な

た

は
ど

う
し

て
さ
う

変

は

ら
ず

に
ゐ

る

の
か

と
聞

く

と
、

こ

の
顔

の
年
、

こ

の
服
装

の
月
、

こ
の
髪

の
日

が
、

一
番

好

き

だ

か
ら

か

う

し

て
ゐ

る

と
言

ふ
。

そ

れ

は

何
時

の
事

か

と

聞

く
と
、

二
十

年

前

あ

な

た

に
お

目

に
か

か

つ
た
時

だ

と
言

ふ
。

そ

れ
な

ら
僕

は
、

何

故

か

う
年

を

取

つ
た

ん
だ

ら

う
と

自

分

で
不

思

議

が
る

と
、

女

が
あ

な

た

は

そ

の
時

よ

り
も

も

つ
と

美

し

い
方

へ
方

へ
と
お

移

り
な

さ

れ

た

が
る

か

ら
だ

と
教

へ
て
く

れ

た
。

そ

の
と

き
僕

が

女

に
、

あ
な

た

は
画

だ

と

言

ふ
と

女

は
僕

に
あ

な

た

は
詩

だ

と
言
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つ

た

。

漱

石

の
小
説

に
は
、

美

し

い
画

の
よ

う

に
物

体

化

さ

れ

た
女

性

が
随

分

出

て
来

ま
す
。

彼
女

ら

は
何

も

要
求

せ
ず
、

た
だ

じ

っ
と
男

の
精
神

的

進

歩

(田

一
α
莓
σ・
)
を
見

守

り
な

が

ら
、

男

性

に

と

っ
て
は

大
変

都

合

の
良

い
役

割

を

果

た
し

ま

す
。

過

去

へ
の
憧

れ

に
満

ち

た
主

人
公

を

慰

め

た

り
、

励

ま

し

た

り
も

し
ま

す
。

こ
れ

ら

お

お

む

ね
肯

定
的

な
役

割

を

す

る
漱

石

の
作

品
中

の
女

性

に
比

べ
る
と
、

谷

崎

の
作

品

に
登

場

す

る
女

性

は
も

っ
と
個

性

的

な
役

割

を
演

じ

ま

す
。

谷
崎

の
作

品

中

の
男
性

の
主

人

公

に
も
過

去

へ
の
憧

れ

を
持

っ
て

い

る
人

は
少

な

く
な

い

の

で
す
が
、

そ

の
憧

れ

と

同
時

に
、

将

来

に
対

し

て

の
O
げ
の
Φ
ω
。。
一
。
口
(
脅

迫

観

念

)
と

か
恐

れ

と
か
を

持

っ
て

い
る
人

物

も
、

か

な

り

多

い
と
思

い
ま

す
。

『
痴

人

の
愛

』

の
浮
気

な

ナ

オ
ミ
、

「
『
瘋

癲
老

人

日

記

』

の
欲

張

り

な
娘

や

『
鍵

』

の
恥

知

ら
ず

な

主

人

公

の

よ
う

に
、

西

洋

の
魅

力

と

欠
点

を

兼

ね
備

え

た
悪
女

が

い

っ
ぱ

い
出

て
き

ま

す
。

ビ

ク

ト
リ

ア
時

代

の

イ

ギ

リ

ス
文

学

に
現

れ

る
肌

の
黒

い
女

性

と

は
ち

ょ
う

ど
逆

に
、

西
洋

化

さ
れ

た
女
性

が
男

に

い

わ
ば
魔

法

を

か

け
、

と

り

こ
に
す

る

の

で
す
。

も

ち

ろ

ん
、

谷

崎

の
作

品

に
は
、

日
本
的

女

性

で
あ

っ
て
も

悪
女

は

い
ま

す
が
、

悪

い
女

と

言

っ
て
も
、

西

洋

的
女

性

に
比

べ

て
、

あ

ま

り
積

極
的

な
悪

は

行

い
ま

せ

ん
。

特

に
谷
崎

の

一
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番

理
想

と

す

る
女
性

像
、

つ
ま

り
谷

崎

の
母

親

を

イ

メ

ー
ジ

し

た
人

物

は
、

た

い

て

い
男

の
望

む

通

り

の
行

動

を

し

ま
す
。

例

え
ば

谷

崎

の
名

作

を
見

て
み

ま

す

と
、

『
夢

の
浮

橋

』

は

「
母

胎

へ
の
回

帰

」
と

し

て

の
構

造

を
持

っ
て

い
る

と
言

え

ま
す
。

し

か
も

こ

の
母

は
、

一
個

人

の

母

と

い
う

よ

り
、

む

し

ろ
日

本

文

化
全

体

を
守

っ
て

い
る
母

を

意

味

し

て

い
る

の

は
明

ら

か

で

す
。

こ

の
美

し

い
憧

れ

に
満

ち

た
小
説

に
は
、

『
源

氏

物
語

』

を

は

じ
め
、

『
新

古

今
集

』

や

能

な

ど
、

日
本

の
古

典

文
学

の
名

作

の
多

く

が

引
用

さ

れ

て
い
ま

す
。

小

説

の
中

心

と

な

っ
て

い

る

『
庭

』
も

同
様

に
、

母

の
体

内

の
象

徴

で
あ

っ
て
、

一
つ
の
日

本
文

化

の
表

現

と

し

て
認

め

て
良

い
と

思

い
ま

す
。

谷

崎

の
小

説

に
お

け

る

こ
の
近
親

相

姦

と

で
も
言

う

べ
き
関

係

は
、

一
種

の

エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ
ン
プ

レ

ッ
ク

ス
の
願

望

達
成

と

言
う

こ
と

も

で
き

る

で
し

ょ
う
。

『
夢

の
浮

橋

』

は

評
暮

9。
。。
気
に
大

変

近

い
小

説

だ

と
思

い
ま

す

が
、

本

物

の
幻

想

文
学

で

は
女

性

の
取

り
扱

い
方

は

ど
う

な

る

で
し

ょ
う

か
。

泉

鏡
花

の
作
品

を
見

る
と
、

一
応

は
谷
崎

の
取

り

扱

い
方

と

そ
ん

な

に
変

わ

っ
て

い
な

い
と
思

わ
れ

ま

す
が
、

も

う
少

し

詳

し
く

見

て
い
く

と
、

す

ぐ

に
泉

鏡

花

の
女

の
方

が

ず

っ
と
積

極

的

で
、

恐

ろ

し

い
と

い
う

こ
と

が

わ
か

っ
て
来

ま

す
。

例

え

ば

『
高
野

聖

』

を
見

ま

す

と
、

谷

崎

も
描

い
て

い
る

よ
う

な

美

し

い
神

秘
的

な
女

が
、

暗

い
体

内
を

思

わ

せ
る

谷
間

に
現

れ

ま

す
。

こ

の
女

は
客

で
あ

る
お

坊

さ

ん
を

親
切

に
も

て
な

し

ま

す

が
、

同

時

に
非

常

に
誘

惑

的

な

態
度

を
見

せ

ま
す
。

こ
れ

も
谷
崎

の
も

の
と

あ

ま

り
変

わ
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り

ま

せ

ん
が
、

や

が

て
彼

女

は

男
を

動

物

に
変

え

て
し

ま
う

と

い
う
、

実

に
残
酷

な
態

度

を

示

し

ま

す
。

こ
う
し

た

こ
と

は
、

谷
崎

の
作
品

に

は
見

ら

れ
な

い
行

動

で
す
。

鏡
花

の
女

は
、

単

に
受
身

的

に
日
本

の
伝

統

や

習

慣
を

象

徴

す

る

だ
け

で
な
く
、

女

性

は
過

去

の
日

本

が
失

望

に

満

ち

た
現

在

に

一
種

の
む

ご

た
ら

し

い
復

讐
を

与

え

る
手

段

と

し

て
、

非

常

に
積

極
的

な

役

割

を

果

た

し

て
い
る

の

で
す
。

藤

本
徳

明

が
言

う

よ

う

に
、

「
鏡

花

文

学

に
は
し

ば

し
ば

古

風

で
心

や

さ
し

い
美

貌

の
女

性

の
愛

が
成

金
的

俗

物

的
男

性

の
金
力

や
権

力

に
よ

っ
て
踏

み

に

じ
ら

れ

ん
と

す

る

テ

ー

マ
が
描

か

れ

る
。

そ

れ

は
、

力
ず

く

で
成
金

的
俗

物
利

潤
追

求

的

な
近

代

欧
米

的

男

性

原

理

の
受

容

を

迫

ら

れ

ん

と

し

た
明

治

の
日
本

の
古

風
な

女
性

原
理

の
悲
歌

で
あ

っ
た

か
も

知

れ

な

い

の

で
あ

る
。

」

し

か

し
、

鏡

花

の
女

性

は

い

つ
も

多
様

な
受

難

の
存

在

で
あ

っ
た
わ

け

で
は

あ

り

ま

せ

ん
。

『
高

野
聖

』

の
女

だ
け

が
男

を

動
物

に
変

え

る
魔

力
を

持

っ
て

い
た

の

で
は

な

く
、

『
夜

叉

ケ
池

』

の
姫

は
彼

女

の
力

を

信

じ

な

い
村
人

を
洪

水

で
苦

し

め
ま

す

し
、

あ

る

い
は

『
天
守

物

語

』

の
姫

は
恋

人

を
救

お

う
と

し

て
か

な

り

積
極

的

な
行

動

を

と

り
ま
す
。

鏡

花

の
女

は
魔

力

に
よ

っ
て
現
代

に
復
讐

し

ま
す

が
、

そ

の
復

讐
も

女

自
身

も

か
な

り
肯

定

的

に
描

か

れ

て
い

ま

す
。

し

か

し

そ
う

し

た
女

性

に
お

い
て
も

や

は

り
、

漱
石

や
谷

崎

の
作

品

中

の
も

っ
と

リ

ア

リ

ス
テ

ィ

ッ
ク

で
伝

統
的

な

女

主

入

公

と
同

じ

よ

う

に
、

日
本

の
古

い
伝

統

を

守

る
と

い
う
象
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徴

的

な
役

割

が

非
常

に
重
要

な
も

の
な

の

で
す
。

戦

後

文

学

に

お

け

る
女

性

戦
後

文

学

に
な

る

と
、

特

に
幻
想

文

学

に
お

い

て
女

性

の
役

割

が
大

分

変

わ

っ
て
来

ま

し

た
。

簡

単

に
言

え
ば
、

そ

の
変

化

は
女
性

が

ほ
と

ん

ど
母
性

を

喪

失

し

た

こ
と
、

時

に

は
全

く

女

性

が

不

在

に

な

る
と

い
う

こ
と

で
す
。

そ

の
不
在

に
は
色

々
な

表

わ

れ
方

が

あ

り

ま

す
。

例

え

ば
、

安

部

公
房

の

『
密

会

』

で
は
妻

は
誘

拐

さ
れ
、

井
上

ひ
さ

し

の

『
吉
里

吉

里

人

』

の

ベ

ル
ゴ

7

と

い
う

女

性

は
、

殺

さ
れ

て
肉

体

を

男
性

の
た

め

に
提

供

さ
れ

ま
す

し
、

筒

井

康

隆

の

『
問

題

外

科

』

の
看

護

婦

は
犯

さ

れ

て

つ
い

に
殺

さ
れ

る

な
ど
、

不
具

に
さ
れ

た

り
、

変

形

さ

れ

た

り
、

あ

る

い
は

全

く

消
滅

さ
せ

ら

れ

た

り
す

る
女

性

の
数
が

目

立

っ
て
増

え

て
来

ま
す
。

そ

の
消

滅

さ
せ

ら

れ

た
女

性

の
中

で

一
番

面

白

い
表

わ
さ

れ

方

は
、

筒

井
康

隆

の

『
ポ

ル

ノ

惑

星

』

に

お
け

る

サ

ル
モ
ネ

ラ
人
間

の
不
在

の
女

だ

と
思

い
ま

す
。

こ

の

『
ポ

ル

ノ
惑

星

』
と

い
う

S

F
的

な
話

は
、

鏡

花

の

『
高

野

聖

』

ほ

ど
知

ら

れ

て

い
ま

せ

ん
が
、

意

外

に
鏡

花

の
名

作

と

共

通

し

て
い
る

点

が
あ

り
ま

す

の
で
、

も

う
少

し

詳

し
く

比

較

す

る

と
面

白

い
と
思

い
ま

す
。両

方

と

も

エ

ロ
テ

ィ
シ
ズ

ム
に
満

ち

た
旅
、

あ

る

い

は
曾

Φ
。。
一、

つ
ま

り
探

索

の
構
造

を

と

っ
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て

い
ま

す
。

そ

れ

に
両

作
品

と
も
、

エ

ロ
テ

ィ

ッ
ク

で
遠

く
隠

れ

た

一
種

の
理

想

郷

を

描

い

て

い

ま
す
。

そ

の
国

で

は
男
性

が
変

な

動
物

に
変

え

ら
れ

て
し
ま

っ
た

り
す

る

こ
と

が
よ

く

起

こ

る

の

で
、

主

人
公

は
最

後

に

一
種

の
悟

り

に
達

す

る
結

果

に
な

り
ま

す
。

そ

の
う

え

『
高
野

聖

』

で

は
蛙

や

蛇

が
住

ん

で

い
る
林

が
、

ま

た

『
ポ

ル

ノ
惑

星

』

で

は
明

ら

か

に
性

的

な

「
お

っ
ぱ

い
太

陽

」

と

か

「
夜

泣

き
山

」
等

が
背

景

に
な

っ
て

い
ま

す
。

と

こ
ろ

が
、

こ

の
二

つ
の
小

説

に
は

一
つ
の
興

味

深

い
違

い
が

あ

り
ま

す
。

そ

れ

は
女

の
存

在

と

不
在

と

い
う

こ
と

で
す
。

先

ほ

ど
述

べ
ま

し
た

よ

う

に
、

『
高
野

聖

』

の
中

心

に
は
美

し

く

て
や

さ

し

い
神
秘

的
な

女

が

い
ま

し

た
。

し

か
し

『
ポ

ル
ノ
惑

星

』

の
性

に
あ

ふ
れ

た
背

景

の
前

に
は
、

女

性

が

一
人

も

登

場

し

ま

せ
ん
。

一
番
女

に
近

い
も

の
は
、

性

別

が

な

い
の

に
母

の
役
割

を

果

た
し

て

い
る

ク

モ

の
よ

う
な
動

物

で
す
。

そ
し

て
小

説

の

ク

ラ
イ

マ

ッ
ク

ス
で
は

一
入

の
男

性

、

最
上

川

先

生

と

い
う
か

な

り
年

配

の
科

学

者

が

そ

の
ク

モ

に
変

わ

っ
て
し
ま

い

ま

す
。

驚

い

た

こ
と

に
、

最

上

川
先

生

は
そ

の
変

化
を

嘆

く

ど

こ
ろ

か
、

む

し

ろ

喜

ん

で

い
ま

す
。

や

っ
と

「
性

か

ら
開

放

さ
れ

た
。

う

れ
し

い
、

う

れ
し

い

」
と
叫

ん

で

い
る
彼

の
姿

が
、

小

説

の
最

後

の
イ

メ

ー
ジ

で
す
。

筒

井

康

隆

の
小
説

が
か

な

り

ユ
ー

モ

ラ

ス
に
性

的
な

問

題

を

取

り
扱

っ
て

い
る

の
に
比

べ

て
、

安

部

公

房

の

『
密

会

』
と

い
う
小

説

は
性
と

女

の
関
係

を

非
常

に
暗

く

描

い

て
い

ま
す
。

こ

の
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小

説

は
、

主

人
公

の
妻

が
或

る

日
突

然

さ
ら

わ

れ

て
、

お

そ
ら

く
近

く

の
大

病

院

に
閉

じ

込
め

ら

れ

た
ら

し

い
と

い
う
、

あ

り

そ
う

も

な

い
よ

う

な
出

来

事
か

ら
始

ま

り

ま
す
。

主

人
公

も
妻

を

探

す

た
め

に
病
院

の
中

に
入

っ
て
行

き
ま

す

が
、

こ

の
曾

Φ
。。
け
(
探

索

)

の
形

を

し

て

い
る
小

説

に
は

ハ

ッ
ピ

ー

エ
ン
ド
が

あ

り
ま

せ
ん
。

む

し
ろ
主

人

公

が

病
院

の
内

部

に
入

っ
て
行

く

に

つ
れ

て
、

ま

す
ま

す
雰

囲

気

が

暗

く

な

っ
て
行

き
ま

す
。

や
が

て
妻

ら
し

い
女

が

や

っ
と

見

つ

か

り
ま

す

が
、

こ

の
女
性

は
仮

面
を

か

ぶ

っ
て
、

大

き

な

ベ

ッ
ド

の
上

で
大

勢

の
男

と

ω
Φ
×
を

し

て

い
ま

す
。

最
後

は
、

主
入

公

が

そ

の
場

か

ら

逃
げ

出

し

て
、

病

院

の
地

下

で

一
人

ぼ

っ
ち

の

生

活

を

送

る

こ
と

に
な

る

と

い
う
気

味

の
悪

い
結
末

で
す
。

戦

前

の
文
学

に
も
、

谷

崎

の

『
母

を

恋

ふ
る

記

』

の
よ

う

に
、

女
を

探

す

と

い
う

構
造

を

持

っ
て

い
る
小

説

が
あ

り

ま
し

た

が
、

そ

の
中

で

は
、

女
を

発

見

し

た

こ
と

は

ハ

ッ
ピ

ー

エ
ン
ド
を

意

味

し
、

安

部
公

房

の
暗

い

ビ
ジ

ョ

ン
と

は
全

く

違

い
ま
す
。

谷

崎

の
小

説

で
は
、

老
人

が
夢

の
中

で
幼

い
頃

に
戻

り
、

悪

夢

の

よ
う

な
景

色

の
中

を

旅

し
な

が
ら
、

つ
い

に
若

く

て
美

し

い
母

を

見

つ
け

出

す

の

で
す
。

と

こ
ろ

で
、

母

の
イ

メ

ー

ジ

に

つ
い
て
話

し

ま
す

と
、

最

近

の
幻

想
文

学

で
は
、

母

の
描

き

方

も

大
分

変

わ

っ
て
来

ま
し

た
。

例

え
ば

『
吉

里
吉

里

入

』

の
主

人

公

の
母

は
、

彼

を

呪

っ
て

い

る
と

で
も

言

っ
て

い

い
位

に
、

い

つ
も

そ

の
息
子

に
と

っ
て

最
悪

の
時

に
現

れ

て
、

息

子

に

屈

辱

を

与

え

て
し
ま

う

と

い
う
、

大

変

否
定

的

な
役

割

を

果

た

し

ま
す
。

他

の
幻

想

的

小

説

で
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は
、

母
性

が

そ
れ

ほ
ど
重

要

視

さ

れ
ず

に
、

母

親

と

し

て
の
生

産

性
、

つ
ま

り
赤

ち

ゃ
ん

を
産

む

こ
と

が

否
定

的

に
強

調
さ

れ

て

い
ま
す
。

例

え
ば
、

安
部

公

房

の
後

期

の
作

品

で
、

主

人
公

の
妻

が
怪

物

の
よ

う

な
赤

ち

ゃ
ん
を

産

み
ま

す

が
、

そ

れ
も

先

に
述

べ
た

『
ポ

ル

ノ
惑

星

』

の

構

造

の
き

っ
か

け

に
な

っ
て

い
ま

す
。

つ
ま

り
、

ポ

ル

ノ
惑

星

に
滞
在

し

て

い
る
女

性
科

学

者

が

変

な
も

の
を

妊

っ
て
、

そ

の
お
腹

の
中

の

「
何

か

」
を

中

絶

す

る

た
め

に
、

曾

①
。。
け
(
探

索

)

が

始

ま

っ
た
と

い
う
構

造

な

の

で
す
。

大
江

健

三
郎

の
最

近

の
小

説

で
は
、

母

と
か

一
般

の
女

性

が

割

に
肯

定

的
な

役

割

を
果

た
し

ま

す
。

例

え
ば

『
洪

水

は
わ

が

魂

に
及

び

』

の
主

入
公

の
ガ

ー

ル

フ

レ

ン
ド

の
い
な

ご

が
、

主

人

公

の
息

子

の
じ

ん
を

救

っ
て
新

し

い
未
来

の
訪

れ
を

象

徴

し

て

い
ま

す

が
、

初

期

の
大

江
作

品

の
女

性

は
、

た

い

て
い
男

の
夢
を

破

る
と

い
う
、

随

分

否
定

的

な
行

為

を
し

て

い
ま

す
。

大

江

の
問

題

作

『
同
時

代

ゲ

ー

ム
』

で
も
、

主

人

公

の
妹

が
大
事

な
役

割

を
果

た
す

の

に
も
関

わ

ら

ず
、

妹

自

身

は
作

品

の
内

に
登
場

し

ま

せ
ん
。

現
代

文

学

に
お
け

る
女
性

の
不
在

と

か
、

否

定
的

な

描

き
方

と
か

は
、

結

局

ど

う

い
う

意

味

を

も

つ
の

で
し

ょ
う

か
。

戦

後

の

日
本
人

男

性

作
家

が

み
な
急

に
女

嫌

い
に
な

っ
た

の
で
し

ょ

う

か
。

そ

ん
な

こ
と

は
な

い

と
思

い
ま

す
。

も

し

か
し

た
ら
、

女

性

は

も

は
や
過

去

と
か

伝

統

と

か
を

象

徴

す

る

こ
と

が

で

き

な
く

な

っ
た

と

同
時

に
、

男
性

作

家

が
西

洋

的
文

明

に
よ

る
明
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る

い
未

来

も

信

じ
ら

れ

な

く

な

っ
た

た

め

に
、

未
来

を

象
徴

す

る

こ
と

も
出

来

な

く

な

っ
た

た

め

で
は
な

い
か

と
考

え

ら

れ

ま

す
。

あ

え

て
言

え
ば
、

日
本

の
戦

後

の
作

家

が
、

や

っ
と
自

国

の
歴
史

と
、

明

治
時

代

以
来

公
式

に
認

め

ら
れ

て
来

た
文

明
開

化

の

ビ
ジ

ョ
ン
か

ら
、

解

放

さ

れ

た

と

い

う

こ
と

か

も
知

れ

ま

せ

ん
。

こ

の
解

放

は

一
概

に
良

い

こ
と

だ

と

は
言

え
ま

せ

ん
。

私

が
今

ま

で
述

べ
た

例
か

ら

見

て
も
、

そ

こ
に

は
寂

し

い
暗

い
面

も

あ
る

の

で
す
。

戦

前

の

女
性

作

家

に

お
け

る

女

性

そ

の
暗

い
面
を

も

っ
と
理

解

す

る

た

め

に
、

こ
れ
か

ら
女

流

文

学

の
方

に
少

し

触

れ

て

み
ま

し

ょ
う
。

女

性
作

家

の
文

学

に
も

現

実

と
幻

想

の
違

い
が

あ

る

の
で
、

そ

れ
を

心

に
と

め

な

が

ら
現

実

の
方

か

ら
始

め

ま

し

ょ
う
。

こ
れ
も

少

し

大
袈

裟

な
言

い
方

か

も

知
れ

ま

せ
ん
が
、

明
治

以
来

の
日

本

の
女

流

文

学

に
は
、

女

性

と
し

て

の

一
種

の

一
α
Φ
コ
ニ

ξ

曾

冨

冨

(
危

機

)
と

い
う

か
、

女

性

独

特

の
じ。
=
Ω
篝
α・

(
進

歩
、

教

養

)
と

で
も

い
う

よ

う

な

パ
タ

ー

ン
が

発

見

で

き

る
と

思

い
ま

す
。

と

こ

ろ

が

こ

の

パ

タ

ー

ン
は
、

男

性

の
よ

う
な

歴

史

と
家

か

ら
解

放

さ

れ

る
と

い
う

じd
=
α
篝

。・
で
は

あ

り
ま

せ

ん
。

漱

石

の

『
こ

丶
ろ
』

と

か
、

藤

村

の

『
破

壊

』

の
よ
う

な
小

説

が

描

い
た
若

い
男

性

が
、

伝

統

に

そ
む

い

て
や

っ
と

自
分

の

ア
イ
デ

ン

テ
ィ

テ

ィ
を

見

つ
け
出

す

の
と

は
違

っ
て
、

女
性

の
主
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人

公

は
、

い

く

ら

家

と

か

自

分

の
過

去

に

そ

む

こ

う

と

し

て

も

、

必

ず

と

言

っ
て

い

い
位

、

そ

れ

に
負

け

て

し

ま

い

ま

す

。

例

え

ば

、

樋

口

一
葉

の

作

品

を

ち

ょ

っ
と

取

り

上

げ

て

み

ま

す

。

一
葉

の

『
十

三

夜

』

と

い

う

短

編

に
、

そ

の

パ

タ

ー

ン
が

は

っ
き

り
見

ら

れ

ま

す
。

あ

る

若

い
女

性

が

、

彼

女

に
冷

た

い

残

酷

な

夫

と

一
緒

に
暮

す

こ

と

が

耐

え

ら

れ

な

く

な

っ
て
、

実

家

に
帰

っ
て

来

て

し

ま

い

ま

す

。

実

家

の
親

は

あ

る

程

度

同

情

し

て

は

く

れ

ま

す

が
、

絶

対

に

彼

女

を

家

に

泊

め

ま

せ

ん

。

そ

し

て

父

親

の

説

得

に

よ

っ
て
、

最

後

に

は

夫

の
所

に
戻

る

こ

と

を

承

知

し

ま

す

。

そ

こ

で
夫

の
家

に

戻

る

た

め

に

人

力

車

に

乗

り

ま

す

が
、

偶

然

に
も

そ

の
車

夫

が

彼

女

の

前

の

恋

人

だ

っ
た

の

で

す

。

し

か

し

女

は

何

も

言

わ

ず

に
、

諦

め

て

夫

の

家

に
戻

る

と

い

う

結

末

で

す

。

あ

る

面

か

ら

み

れ

ば

、

一
葉

の

主

人

公

は

一
種

の

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ
を

見

出

し

た

と

も

言

え

ま

す

が
、

そ

れ

は

ど

の

よ

う

な

ア

イ

デ

ン

テ

ゴ

テ

ィ

で

し

ょ

う

か

。

彼

女

が

見

出

し

た

も

の

は
、

女

は

一
個

の

人

間

で

は

な

く

て
、

母

で

あ

り
、

妻

で

あ

り
、

娘

で

あ

る

と

い

う

こ

と

だ

っ

た

の

で

す
。

私

は

こ

の
小

説

の
構

造

を

O
冒

。
巳

9。
円

O
冨

貯

「
円

を

描

い

て

も

と

に

戻

る

く

さ

り

」

と

い

う

ふ

う

に
名

付

け

ま

し

た

。

日

本

語

に

訳

せ

ば

、

「
円

形

の
く

さ

り

」

と

い

う

こ

と

に

な

る

で

し

ょ

う

が

、

英

語

の

O
ゴ
巴

コ
の
方

が

色

々

な

ニ

ュ
ア

ン

ス
を

も

っ
て

い

ま

す

の

で
、

0
9

ぎ

と

い

う

言

葉

を

そ

の

ま

ま

使

っ
た

方

が

い

い

か

も

知

れ

ま

せ

ん
。

O
冨

旨

と

い
う

言

葉

が

、

ど

う
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い

う
意

味

を

表

わ
す

か

と
言

い
ま

す

と
、

や

は

り
先

ず

穿

9。
貯

の

一
番

基

本

的

な
意

味

で
あ

る
、

一
つ
の
物

体

(
の
o
=
α
な

も

の

)

で
は

な
く

て
、

沢

山

の
輪

(=

具

。。
)
で
出

来

て

い

る
と

い
う

こ

と

で
す
。

私

の
見

る
と

こ

ろ

で
は
、

女

は
そ

の

O
冨

写

の
=
莫

(
輪

)

の

一
つ
に
す

ぎ
ま

せ
ん
。

前

の

い
貯
冨

(
輪

)

は
過

去

の
象

徴

で
、

過

去

と
は

個
人

的

な

も

の
、

つ
ま

り
親

や
祖
先

へ
の
責

任

を

意

味

し
、

と

き

に

は
超

個
人

的

過

去
、

つ
ま

り

日
本

の
社
会

へ
の
義
務

も

意

味
し

ま
す
。

後

の

い
一
莫

ω
(
輪

)

は

や

は

り
子
供

と

か
社

会

の
将

来

へ
の
責

任

で
す
。

英
語

に
は
冨

;

ぎ

O
匿

冒
、

つ
ま

り
因

果

と

い
う

表

現

が

あ

り
ま

す

が
、

先

程

の

一
葉

の
宿

命

観

と

い
う

か
、

諦
め

に
満

ち

た
小

説

に

は
、

こ

の
訳
母

三

。

霞
巴

コ
の
意

識

が

潜

ん

で

い
る
と

思

い
ま

す
。

円

地

文

子

の

『
女

坂

』

と

い
う
小

説

に
は
、

こ
の
因

果

と

い

う

こ
と

が

は

っ
き

り
と

書

い

て

あ

り
ま

す
。

円
地

文

子

の
小

説

で
は
、

一
葉

の
主
人

公

と

同
じ

よ
う

に
、

残

酷

な

男

と
結

婚

し

た
若

い
女

が
、

そ

の
結

婚

か

ら
逃

げ

よ

う
と

し

て
逃

げ

ら

れ
ず
、

結

局
自

分

の
人

生
を

諦

め

て

し

ま

い
ま

す
。

し
か

も

彼
女

は
、

自

分

が
自

由

で
は
な

く

て
、

く

さ

り

の

一
つ
の
輪

だ
と

い
う

こ
と
を
、

ち

ゃ
ん
と

わ

か

っ
て
い

る

の

で
す
。

し

か
し

円

地

の

主
人

公

は
、

最

後

の
望

み
と

し

て
、

死

ん

で
か

ら

は
絶

対

に
夫

の
家

族

と

一
緒

の
お
墓

に
埋

め

て
も
ら

い
た
く

な

い
、

灰

を

海

に
ば

ら
ま

い

て
貰

い
た

い
と

い
う
、

苦

し

み

に
満

ち

た
願

い
を

遺

し
ま

す
。

と

こ

ろ
が
、

彼

女
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が

死

ん

だ

後

、

彼

女

の

望

み

は

何

一
つ
か

な

え

ら

れ

ま

せ

ん

で

し

た
。

彼

女

の

願

い

は
無

視

さ

れ

て

し

ま

っ
た

の

で

す

。

英

語

の

0
7
巴

コ
に

は
、

も

う

一
つ

の

ニ

ュ
ア

ン

ス
が

あ

り

ま

す
。

そ

れ

は

囚

入

の

為

に
使

う

く

さ

り

と

い

う

意

味

で

す

。

女

の
側

か

ら

み

る

と

、

い
く

ら

そ

の

く

さ

り

を

断

ち

切

ろ

う

と

し

て

・

も
、

社

会

が

あ

ま

り

に

強

す

ぎ

る

た

め

に
、

最

後

に

は

女

性

は

い

つ
も

牢

獄

に

戻

さ

れ

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

戦

後

の
女

性

作

家

に

お
け

る

女

性

今

ま

で
申

し

ま
し

た
例

は
、

み
な

戦
前

に
書

か

れ

た
か
、

或

は
戦

後

に
書

か
れ

て
も
、

戦
前

に
行

わ

れ

て

い
た

こ
と

に

つ
い

て
の
小

説

で
す

が
、

戦

後

の

こ
と

に
な

る

と

ど
う

変

わ

る

で
し

ょ
う
か
。

驚

く

こ
と

に
、

私

に
は
戦

後

の
小

説

に
も

O
ご

。
巳

胃

O
冨

旨
が

ま

だ
見

ら
れ

る

よ

う

に
思

わ

れ

ま

す
。

そ

の
O
訂

冒
は
時

々
変

な
形

を

取

り
ま

す

が
、

ま
だ

ま

だ

女
性

の
個

人
的

行

動

を

は
ば

ん

で

い
ま
す
。

例

え

ば

円

地
文

子

の

『
女

面

』

で

は
、

非

常

に
神

秘

的

な
姑

が
自

分

の
娘

と
義

理

の
娘

を

奇

妙

な
目

的

の
た

め

に
利

用

し

ま

す
。

そ

の
利

用

の
原
因

と

な

っ
て
い

る
も

の
は
、

死

ん
だ

息

子

と

こ
れ

か

ら

産

ま
れ

る
孫

の
た

め

で
、

過
去

と

将

来
両

者

の
た

め

で
す
。

円
地

の
作

品

が

暗

示
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す

る

よ
う

に
、

女
性

作

家

の
作
品

で

一
番
重

要

な

関
係

は
、

男

女

の
間

の
こ
と

で
は

な
く
、

母

と
娘

の
闘

い
で
す
。

そ
れ

に
、

谷

崎

と

か
鏡

花

の
文
学

と

比

べ
る
と
、

母

が
非

常

に
冷

た

い
形

を

取

り
ま

す
。

一
葉

の

『
十

三
夜

』

の
よ

う

に
、

娘

が
実

家

に
戻

ろ
う

と

し

て
も
、

母
親

に
拒

絶

さ

れ

る

と

い
う

パ
タ

ー

ン
が

戦
後

文

学

に
も

続

い

て

い
ま

す
。

例

え
ば

津

島

佑

子

の

『
草

の
臥
所

』

で
は
、

若

い
女

が
恋

人

と
別

れ

て
家

に
戻

っ
て
き

ま
す

が
、

母
親

は
歓

迎

す

る

ど

こ

ろ
か
、

娘

を

批
判

し
、

無
視

し
よ

う

と

し
ま

す
。

『
草

の
臥

所

』

の

一
番
痛

切

な
場

面

は
、

先

程

の
谷
崎

の

『
母

を
恋

ふ

る
記

』

の
夢

と

よ
く

似

て

い
ま

す
。

津

島

の
主
人

公

は
幼

い
時

の
こ

と
を

よ

く
覚

え

て

い
ま
す

が
、

特

に
彼

女

が

ス
ー

パ
ー

マ
ー
ケ

ッ

ト

に
行

っ
て
母
親

と

は
ぐ

れ

て
し

ま

っ
た
と

い
う
、

怖

い
思

い
出

を

持

っ
て

い
ま

す
。

ス
ー

パ

ー

マ
ー
ケ

ッ
ト
を

隅

か

ら
隅

ま

で
探

し

ま
わ

っ
て
も
、

母

は

な

か
な

か
見

つ
か

ら

な

か

っ
た

の

で
す
が
、

最

後

に
や

っ
と
母

が
現

れ

ま

す
。

し

か

し
、

谷

崎

の
愛

に
満

ち

た

ハ

ッ
ピ

ー

エ
ン
ド

と

違

っ
て
、

母

は

た

だ
娘

を

強

く
叱

り
、

黙

っ
た
ま

ま
家

に
帰

り
ま
す
。

母

が
単

に
冷

た

い
だ
け

で
な

く
、

時

に
は
積

極

的

に
娘

を

家

か

ら
追

い
出

そ
う

と

す

る

こ
と

も

あ

り
ま

す
。

高
橋

た
か

子

の

『
相

似

形

』

で

は
、

母

が
夫

と

息

子
と

一
緒

に
住

む

た

め

に
、

娘

を
家

か

ら
追

い
出

そ
う

と

し

ま

す
。

も

ち

ろ

ん
、

く

さ

り
か

ら

解

放

さ
れ

て
個
性

的

な
人

生

を

送

っ
て
い

る
例

外
も

あ

り
ま

す

が
、
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女

性

作
家

の
リ

ア
リ
ズ

ム
文

学

で
は
、

そ

の
例

外

は
ま

だ

ま
だ

稀

な

よ

う

に
見

え

ま

す
。

と

こ

ろ
が

幻
想

文

学

に
な

り
ま
す

と
、

く

さ

り
を
断

ち
切

っ
て

一
人

の
女

と

し

て
生

き

る

ビ
ジ

ョ
ン

が

驚

く

ほ

ど
増

え

て
来

ま
す
。

し

か

し

そ

の

一
人

ぼ

っ
ち

の
イ

メ

ー
ジ

は
、

た

い

て
い
現

実

か

ら

離

れ

た

男
窪

冨

超

に
す
ぎ

ま

せ
ん
。

例

え
ば
、

大

庭

み

な
子

の

『
山
姥

の
微

笑

』

と

い
う

非

常

に
感

動
的

な
短

編

に

つ
い
て

ち

ょ

っ
と
お

話

し

し

ま
す

と
、

「
山

姥

」

の

一
番
興

味
を

引

く

点

は
、

そ

の

フ

ァ
ン
タ

ス
テ

ィ

ッ
ク
な

タ

イ

ト

ル

に
も
関

わ

ら
ず
、

話

そ

の
も

の
は

強

く
心

に
訴

え

る

リ

ア

リ

ス
テ

ィ

ッ
ク
な

も

の

で
す
。

い
わ

ゆ

る

「
山
姥

」

は
、

他

人

の
気
持

や
考

え

が

わ

か

る
と

い
う
超

自

然

的

な
力

を

生

ま

れ

つ
き
持

っ
て

い
ま

す
。

そ

の
能

力

の
た

め

に
、

い

つ
も

人

の
犠
牲

に
な

っ
て
し

ま

い

ま
す
。

例
え

ば
、

山
姥

が

年
を

と

っ
て
死

に

そ
う

に

な

っ
た

時
、

自

分

の
子

供

の

「
私

達

の
迷

惑

だ

か

ら
お

母

さ

ん

に
早

く
死

ん

で
欲

し

い

」
と

い

う
気

持

が

わ

か

っ
て
、

子

供

の
希

望

に
従

っ
て
自

殺
す

る

と

い
う

場

面

が
あ

り
ま

す
。

『
山
姥

の
微

笑

』

か

ら

二

つ
の
興

味

深

い
点

を
取

り

上
げ

て

み
た

い
と

思

い
ま

す
。

一
つ
は
、

そ

の
タ

イ

ト

ル
の
反

語
的

な

皮

肉

で
す
。

こ
の
小

説

の
主

人

公

は
、

山

姥

ど

こ
ろ

か
ご

く

普

通

の
人

間
な

の
で
す

が
、

女

性

で
あ

る

以
上
、

こ

の
よ
う

な
超

人

間

的

な
力

を
持

つ
の
が

当

然

だ

と

さ

れ

て

い
る
点

で
す
。

も

う

一
つ
の
興
味

深

い
点

は
、

そ

の
主

人
公

が

抱

く

ビ

ジ

ョ

ン

(
幻

覚

)

で
す
。

そ

の
幻
覚

は
孤

独

に
憧

れ

て

い
る

ビ
ジ

ョ
ン
で
す
。

そ
れ

は
、

実

際

に
山

姥

と

な
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り
、

風

が

吹

き

す

さ

ぶ
岩

の

上

に
裸

で
立

っ
て

い
る
と

い
う
、

か
な

り
強

烈

な

印

象

を
与

え

る

ビ

ジ

ョ
ン
で
す
。

し

か

し
、

く

さ

り

の
中

の
女

で
あ

る
限

り
、

そ

の

ビ
ジ

ョ
ン
が

単

な

る
幻

覚

に
す
ぎ

な

い

の
だ
と

い
う

こ
と

が
、

読
者

に
は

す

ぐ

に
分

か

る

は
ず

で
す
。

円
地

文

子

の

『
女

面

』

の
最
後

に
は
、

孤

独

の

ビ
ジ

ョ
ン
は

な

い

の

で
す

が
、

男

性

不

在

の

特

別

な
世

界

を

暗
示

し

て

い
ま

す
。

円

地

や
大

庭

の
小

説

で
は
、

男

性

の
不
在

は
割

合

は

っ
き

り
し

な

い
描

き

方
が

し

て
あ

り
ま
す

が
、

金

井

美

恵
子

の

『
兎

』

と

い
う

す
ば

ら

し
く

純

粋

な

「
讐

冨
。。
気
で

は
、

ヒ

ロ
イ

ン
が
何

の
躊

躇

も
な

く
、

家

族

か

ら
、

男

性

か

ら
、

責

任

か

ら
解

放

さ

れ

た
生

活

を

追

求

し

て
い
ま

す
。

『
兎

』

は
、

語

り
手

が

突

然

大
き

く

て
白

い
う

さ
ぎ

に
出

会

う

と

い
う
、

神

秘

的

な

場

面

か

ら

始

ま

り

ま
す
。

近

づ

い

て
見

る

と
、

そ

れ

は

た
だ
兎

の
衣

裳

を

来

て

い
る

女
性

で
す
が
、

そ

の
女
性

の
話

が

ま

す

ま
す

小

説

を
幻

想

の
世

界

へ
と
導

く

の

で
す
。

そ

の
女

性

の
母

と
兄

弟

が

或

る

日

い

つ
の
間

に
か
消

え

て
し

ま

い
ま

し

た
。

と

こ
ろ
が

彼

女

は
驚

き

も

嘆

き

も

せ
ず

に
、

平

然

と

し

て
父

と
新

し

い
生

活

を
始

め

ま

す
。

そ

の
生

活

は
と

て
も
自

由

で
、

学

校

に
も

仕

事

に
も
行

か

ず
、

た
だ

兎
を

育

て
、

そ
れ

を
殺

し

た

り
食

べ
た
り

す

る

と

い
う

非
常

に
単

純

な

も

の

に
な

り

ま
す
。

娘

は

こ

の
生

活

に
満

足

し

て

い

る
ら

し

い

の

で
す

が
、

或

る

日
、

今

度

は
父

が

急

に
死

ん

で
し

ま

い
、

全

く

一
人

き

り

の
生

活

を
始

め

る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

そ

の
生

活

が
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非

常

に

兎

に

似

て
き

て
、

兎

を

食

べ

る

だ

け

で

な

く
、

衣

服

に

兎

の

毛

を

使

い
、

兎

の
毛

と

血

で

一
杯

の

家

に
住

ん

で
、

一
入

ぼ

っ
ち

の
生

活

を

し

ま

す

。

話

の
終

わ

り

に

は

、

最

初

に

現

れ

た

語

り

手

も

影

響

さ

れ

て
、

兎

の

よ

う

に

な

ろ

う

と

決

心

す

る

の

で

す

。

『
兎

』

の
気

味

の

悪

い
、

し

か

し

新

鮮

な

「
塁

冨

。。
網
は

色

々
な

面

か

ら

解

釈

で

き

る

と

思

い

ま

す

。

す

ぐ

感

じ

る

こ

と

は

、

谷

崎

の

よ

う

な

一
種

の

エ
デ

ィ
プ

ス

・
コ

ン
プ

レ

ッ

ク

ス

の

ち

ょ

う

ど

逆

で
、

つ
ま

り

エ

レ

ク

ト

ラ

・
コ

ン
プ

レ

ッ
ク

ス

に
他

な

ら

な

い
と

い

う

こ

と

で

す

。

女

の

子

の
暗

い
夢

の

よ

う

に
、

ラ

イ

バ

ル

の

母

と

兄

弟

が

い

な

く

な

っ
て
、

愛

す

る

父

と

二

人

き

り

で

自

由

で
制

約

の

な

い

生

活

を

送

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

し

か

し

話

は

そ

こ

で
終

わ

り

ま

せ

ん
。

終

わ

り

の

方

が

ず

っ
と

暗

い

の

で

す
。

そ

の

最

後

に

出

て

く

る

兎

小

屋

の

ビ

ジ

ョ

ン
も

色

々

な

意

味

を

も

っ

て

い

る

で

し

ょ
う

が

、

そ

の

一
つ
は

明

ら

か

に
女

性

の

体

特

有

の

場

所

の

シ

ン
ボ

ル
、

即

ち

胎

内

、

子

宮

だ

と

思

い
ま

す

。

け

れ

ど

も

、

そ

の

一
番

女

性

的

で
、

し

か

も

母

性

的

な

シ

ン
ボ

ル

の
中

に
、

女

は

一
人

ぼ

っ
ち

で

住

ん

で

い

る

の

で
す

。

や

は

り

い

く

ら

父

を

愛

し

て
も

、

や

が

て

は

孤

独

に
憧

れ

、

『
山

姥

の

微

笑

』

と

か

『
女

面

』

の
女

性

と

同

じ

よ

う

に
、

男

性

な

し

の
世

界

の
方

に
惹

き

つ
け

ら

れ

る

の

で

す
。

も

し

か

す

る

と

、

こ

れ

は

男

性

に

対

す

る

だ

け

で

は

な

く

、

つ
ま

り

た

だ

男

嫌

い

の

女

性

の

復

讐

を

意

味

す

る

だ

け

で

は

な

く
、

圧

力

が

強

す

ぎ

、

責

任

が

重

す

ぎ

、

く

さ

り

が

多

す

ぎ

て

息
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が

つ
ま

り

そ

う

な

社

会

全

体

へ

の
復

讐

の
閃
雪

冨

。。
气
な

の

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

女

性

不

在

の
意

味

復

讐

の

テ
ー

マ
は

女
流

文

学

に
限

り
ま

せ

ん
。

日
本

文
学

で

は
、

男

性

が
描

い

た
女

性

の
イ

メ

ー
ジ

と
、

女
性

作

家

が
描

い
た
女

性

の
イ
メ

ー
ジ

に
は
、

意

外

に
共
通

し

て
い

る
点

が

あ

り

ま

す
。

簡

単

に
言

え

ば
、

戦

後

の
男

性
作

家

の
幻
想

文

学

に
お

け

る
女
性

像

は

た

ま

た
ま

否
定

的

な
描

き

方

を

さ
れ

て

い
ま

す

が
、

そ

れ

は
困

難

と
失

望

に
満

ち

た
社
会

か
ら

の
避
難

場

所

と

な

る
女

性

で

は
な
く

て
、

む

し

ろ

そ

の
失
望

に
満

ち

た
社

会

の

重
要

な

象
徴

に
な

っ
て
い

る

の

で
は

な

い

で
し

ょ
う

か
。

で
す

か

ら
、

そ

の
女

性

殺
害

と
か
、

女
性

不

在

と

か
は

一
種

の
男

性

側

か

ら

の
復

讐

だ

と

思

い
ま

す
。

女

流

文

学

で

は
、

女

性

の
登

場

人
物

は

た

い
て

い
肯
定

的

、

ま

た

は
同

情
的

に

(
少
な

く

と
も
、

被

害

者

の

よ
う

に
)
描

か

れ

て
い
ま

す

が
、

女

性

作

家

の

幻

想

文
学

に
な

り
ま

す

と
、

そ

の
登
場

人

物

が
被

害

者

で
も

な

く
、

い
わ

ゆ
る
良

い
女

で
も

な

く
、

円

地

や
大

庭

の
小
説

に

お
け

る

よ

う

に
、

段

々
と

力
を

持

ち
、

普
通

の
人
間

世

界

を

超
越

し

た
女

に
な

っ
て
行

き

ま

す
。

し

か

し
面

白

い

こ
と

に
男
性

女

性

作

家
両

方

と

も
、

そ

の
作

品

の
主

人

公

の
最

後

の

ビ
ジ

ョ

ン
は
孤

独

で
す
。

そ

の
不

在

の
原

因

は
、

時

に
は
男

性

が
わ

ざ

と

殺

害

し

た
場

合

も

あ

り
ま

す

が
、

安

部

の

『
密

会

』

の

よ
う

に
、

男

性

の
責
任

で

は
な

く
、

偶
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然

の
出

来

事

で
あ

る
場

合

が

多

い

の

で
す
。

女

性

の
主

入

公
が

一
人

ぼ

っ
ち

に
な

る

の
は
、

常

に

と
言

っ
て

い
い
位
、

女
性

自
身

の
選
択

に
よ

る

も

の

で
す
。

最

後

に

こ

の
孤

独

な

女
性

や
男

性

が
現

代

日

本

の
留

巴

ま

H
一
α
(
現
実

世

界

)

と

ど
う

い
う

関

係

に
あ

る
か
、

考

え

て
み

た

い
と

思

い
ま

す
。

皆

様

は
私

よ

り
ず

っ
と
ご

自

分

の
社

会

に
お

詳

し

い

の

で
す

か
ら
、

も

し

か

す
る

と

こ
の
問

題

は
お

ま

か

せ

し

た
方

が

い
い

の
か

も
知

れ

ま

せ

ん
。

し

か

し
、

私

の
よ

う

な
傍

観

者

と
し

て

の

一
外

国

人
か

ら

の
感
想

を

申

さ

せ

て
い

た
だ

き

ま
す

な

ら

ば
、

こ

の
孤
独

の
イ

メ

ー
ジ
は

現

代

日
本

社

会

の
暗

い
面
を

反

映

し

て

い
る
と

思

わ

ず

に
は

い
ら

れ
ま

せ
ん
。

今

ま

で
グ

ル
ー
プ

意
識

が

強

い
こ

と

で
有
名

で
あ

っ
た

日
本

社

会

が
、

突

然

孤

独

に
憧

れ

て
い

る

イ

メ

ー
ジ

で

い

っ
ぱ

い

に
な

っ
た
と

い
う

こ
と

は
、

非

常

に
興

味

の
あ

る

傾

向

だ
と

思

い
ま

す
。

女

性

か
ら
見

れ
ば
、

そ
れ

は

く

さ

り
を

断

ち
切

り
、

個

性

的

に
生

き

始

め

た
と

い
う

証
拠

の

一
つ
で
も
あ

る

と
言

え

る

の
で

は
な

い
で
し

ょ
う

か
。

長

い
間

、

私

の
話

を

お
聞

き
下

さ

い
ま

し

て
、

本

当

に
有

難

う

ご
ざ

い
ま

し

た
。

外

国

入

で

す

の

で
、

皆

様

か

ら

御
覧

に

な
れ
ば
、

随

分
見

当
外

れ

の
意

見

を

申

し
上

げ

た
か

も
知

れ

ま

せ

ん

が
、

ひ

ょ

っ
と

し

て
、

そ
れ

が

か

え

っ
て
日
本

社

会

の
現

在

の
状
態
、

皆
様

は
当

然

と

し

て

疑

問

を
お

感

じ

に
な

ら
な

い
男

性

や
女

性

の
立

場

な

ど
を

見

直

す

き

っ
か

け

の

一
つ
に
な

り
ま

し

た

ら
、

大

変

嬉

し

い
と

存

じ

ま

す
。

今

日

は

ど
う

も
有

難

う

ご
ざ

い
ま

し

た
。
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*****発 表 を終 えて*****

外 国人の学者 として、 日本人の前で 日本文学
こっいて発表す るこ とにはあ ま り自信 があ り

ませんで したが、実際 にや って見 ると、た い

へん勉強 にな りま した。聞 き手 の コメン トや

質 問な ども非常 に興味深か った し、私 と同時
ご参加 して下 さった上野千鶴子 さんの意見 に

もいろいろと考 え させ られ ま した。 フォー ラ

ムののん びりした形 でさまざまな人々 と楽 し

く意見 を交換す るチ ャンスが私 に与 え られ た

ことを、たいへんあ りがた く思 います。

一幽 一/〃 勧一
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日 文 研 フ ォ ー ラ ム 開 催 一 一覧

回 年 月 日 発 表 者 ・テ ー マ

1 62.10.12 ア レ ッサ ン ドロ ・バ ロー タ(ピ サ大 学 助 教 授)

「近 代 日本 の社 会移 動 に関 す る一 、二 の考 察 」

2 62.12.11 エ ンゲルベル ト・ヨリッセ ン(日 文研客員助教授)

「南蛮時代の文書 の成立 と南蛮学 の発展 」

0 63.2.19 リー ・A・ トンプ ソ ン(大 阪大 学 助 手)

「大 相 撲 の近 代 化 」

4 63.4.19 フ ォ ス コ ・マ ライ ー 二(日 文 研 客員 教 授)

「庭 園 に見 る東 西 文 明 の ちが い 」

5 63.6.14 宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)

「大塩平八郎研究の問題点」

s 63.8.9 セ ップ ・リンハ ル ト(ウ ィー ン大 学教 授)

「近 世後 期 日本 の遊 び 一拳 を中 心 に 一」

0 63.10.11 スー ザ ン ・J・ ネ イ ピア(テ キ サ ス大 学 助 教授)

「近 代 日本 小 説 にお け る女 性 像 一現 実 と幻 想 一」

8 63.12.13 ジ ェー ム ズ ・ ドビ ンズ(オ ベ リン大 学 助 教 授)

「仏 教 に生 きた 中 世 の女 性 一恵 信 尼 の書 簡 一」

○は報告書既刊
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■ 日時

1988年10月11日(火)

午後2時 ～4時

■ 場所

国際 交流基 金 京都支部




	00079@001@foru_007_hyo_001
	00080@002@foru_007_hon_002
	00081@003@foru_007_hon_003
	00082@004@foru_007_hon_004
	00083@005@foru_007_hon_005
	00084@006@foru_007_hon_006
	00085@007@foru_007_hon_007
	00086@008@foru_007_hon_008
	00087@009@foru_007_hon_009
	00088@010@foru_007_hon_010
	00089@011@foru_007_hon_011
	00090@012@foru_007_hon_012
	00091@013@foru_007_hon_013
	00092@014@foru_007_hon_014
	00093@015@foru_007_hon_015
	00094@016@foru_007_hon_016
	00095@017@foru_007_hon_017
	00096@018@foru_007_hon_018
	00097@019@foru_007_hon_019
	00098@020@foru_007_hon_020
	00099@021@foru_007_hon_021
	00100@022@foru_007_hon_022
	00101@023@foru_007_hon_023
	00102@024@foru_007_hon_024
	00103@025@foru_007_hon_025
	00104@026@foru_007_hon_026
	00105@027@foru_007_hon_027
	00106@028@foru_007_hon_028
	00107@029@foru_007_hon_029
	00108@030@foru_007_hon_030
	00109@031@foru_007_hon_031
	00110@032@foru_007_hon_032
	00111@033@foru_007_hon_033
	00112@034@foru_007_hon_034
	00113@035@foru_007_hon_035
	00114@036@foru_007_ura_036
	00115@037@foru_007_seb_037

