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一
、 

研
究
動
機 

 

林
京
子
は
一
九
三
〇
年
長
崎
県
長
崎
市
出
身
、
翌
年
上
海

に
移
住
し
、
一
九
四
五
年
帰
国
し
被
爆
し
た
。
林
京
子
文
学

と
い
え
ば
、
被
爆
体
験
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
原
爆
が

三
十
年
後
の
被
爆
者
に
及
ぼ
す
影
響
も
テ
ー
マ
に
据
え
て

い
る
。
ま
た
そ
れ
以
降
、
上
海
で
の
少
女
時
代
や
家
庭
に
お

け
る
問
題
な
ど
を
題
材
と
し
た
作
品
が
展
開
し
て
い
く
。
本

論
で
は
、
林
京
子
の
初
期
作
品
を
中
心
に
、
作
家
の
創
作
意

図
と
創
作
方
法
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
特
質
と
相
互
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
。 

   

二
、 

先
行
研
究 

 
 林

京
子
の
作
品
研
究
を
年
代
別
に
見
れ
ば
、
七
〇
年
代
、

八
〇
年
代
の
作
家
本
人
被
爆
体
験
だ
け
に
注
目
す
る
一
方

で
、
作
品
の
文
学
性
の
評
価
が
低
か
っ
た
。
九
〇
年
代
に
入

っ
て
も
、「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
表
現
」
と
い
う
点
で
は
変
わ

ら
な
い
一
方
、
林
京
子
文
学
を
高
く
評
価
す
る
動
き
が
現
れ

た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
作
品
の
「
語
り
」
に
対
す
る
注
目

が
高
ま
り
、
そ
の
機
能
に
関
す
る
研
究
者
の
関
心
や
理
解
も

深
化
し
て
い
く
。
今
ま
で
の
研
究
は
作
品
内
容
を
彼
女
の
実

体
験
を
還
元
す
る
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。 

し
か
し
、
論
者
か
ら
見
れ
ば
、
被
爆
者
林
京
子
の
体
験
的

事
実
と
、
作
家
林
京
子
の
表
現
し
た
出
来
事
を
素
朴
に
混
同

し
た
り
、
両
者
を
分
離
し
て
個
別
に
取
り
上
げ
た
り
し
て
は

な
ら
な
い
。
表
現
以
前
に
ナ
マ
ノ
「
事
実
」
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
具
体
的
な
語
り
を
通
し
て
現
れ
る
も
の
以
外
に
ど
く

し
ゃ
に
と
っ
て
の
「
世
界
」
は
な
い
。 

  

 

三
、 

研
究
方
法 

 

従
っ
て
、
本
研
究
に
お
い
て
は
、
林
京
子
と
い
う
作
家
は
、

小
説
創
作
に
お
い
て
自
分
の
経
験
を
あ
り
の
ま
ま
を
語
り

な
が
ら
、
自
分
自
身
の
理
解
や
認
識
を
越
え
た
世
界
を
ど
の

よ
う
に
表
現
し
た
の
か
を
明
示
し
よ
う
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、

林
京
子
と
い
う
作
家
の
個
性
と
創
作
方
法
の
独
自
性
を
明

ら
か
に
し
、
林
文
学
に
対
す
る
新
し
い
見
方
を
少
し
で
も
提

示
す
る
こ
と
が
で
き
た
い
と
考
え
る
。 

そ
の
具
体
的
な
方
法
を
作
品
の
「
語
り
」
に
即
し
て
解
き

明
ら
か
す
た
め
に
、
一
つ
一
つ
の
表
現
を
で
き
る
だ
け
綿
密

に
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
に
お
い

て
は
、
林
京
子
初
期
作
品
の
中
か
ら
四
作
品
を
選
び
、
各
々

の
人
物
造
形
や
作
品
構
成
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
特
に
語

り
の
機
能
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
初
期
林
京
子
文
学
の
特

質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
四
作
品
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
ギ
ヤ
マ
ン 

ビ
ー
ド
ロ
」（
一
九
七
七
年
五
月
）、「
黄
砂
」

（
一
九
七
七
年
七
月
）
、「
老
太
婆
の
路
地
」（
一
九
七
九
年
一

月
）、「
雛
人
形
」（
一
九
八
七
年
十
月
）
。
こ
れ
ら
四
作
品
は

い
ず
れ
も
自
伝
的
一
人
称
小
説
な
の
で
、
語
り
手
「
私
」
と

登
場
人
物
「
私
」
が
二
重
性
を
帯
び
て
登
場
し
ま
す
。
舞
台

と
な
っ
た
場
所
と
時
代
、
登
場
人
物
の
数
と
そ
の
関
係
性
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
異
な
る
が
、
ど
れ
に
お
い
て
も
、

視
点
人
物
「
私
」
の
体
験
が
、
語
り
手
「
私
」
に
と
っ
て
、

世
界
と
自
分
自
身
に
対
す
る
大
き
な
発
見
で
あ
る
点
に
変

わ
り
は
な
い
。
本
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
四
作
品

に
お
け
る
内
容
と
表
現
方
法
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
検

討
す
る
こ
と
で
、
初
期
林
京
子
文
学
の
特
質
を
明
ら
か
に
し

た
い
。 

  

四
、 

作
品
分
析
と
比
較 
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表１ 初期林京子文学 

  

① 

発表 

時期 

作品の形式的諸側面（創作方法）  作品内容に孕まれたテーマ（内容） 

② 

作品舞台 

③ 

視点人物 

④ 

語り手 

⑤ 

登場人物の配置と展開 

⑥ 

語り手の自己発見 

⑦ 

世界の表現と発見 

A 

「ギヤマン 

 ビードロ」 

1977/5 ◉被爆以降の長崎 現在の「私」 現在の「私」 「私」は、古美術店のガラス茶碗、

少女時代のフランス人形の記憶、

原爆館の溶けたガラス等との出

会いを通して、無意識領域におけ

る自分自身と直面する 

被爆者の魂の傷のシンボリッ

クな表現を通して、実存的存

在としての人間に迫る 

 

人間を個人的な体験の重なりの

中に配置することで、被爆者自

身による被爆体験の風化の風景

を表現する 

B 

「黄砂」 

1977/7 ◉被爆以降の長崎  

◉幼少時代の上海 

幼い「私」 

現在の「私」 

現在の「私」 お清さんとの出会い、菜の花畑で

の体験、お清さんの死の場面等を

通して、生死を一体で捉える「思

考の原図」を得、被爆の現場に立

ち会う 

人間の生と死の諸相を通して

生命を象徴的に表現し、生命

的存在としての人間に迫る 

人間を超時間空間的に配置する

ことで、生と死を超えた人間の

ありようという「精神の原図」を

表現する 

C 

「老太婆の路

地」 

1979/1 ◉幼少時代の上海 幼い「私」 現在の「私」 幼い「私」と明静との明礬拾いや

通行止めの場面、にせ軍人の場

面、大学生晨が捕まる場面等の場

面を通して、一九三〇年代上海の

社会的現実との人間関係を空間

的に表現した 

日本人と中国人の民族意識、

国家意識の対立や交錯を通し

て、歴史的社会的存在として

の人間に迫る 

 

人間を空間的に配置すること

で、国や民族の倫理を超えた普

遍的な倫理への思考を表現する 

D 

「雛人形」 

1987/10 ◉被爆以降の長崎  

◉幼少時代の上海 

◉アメリカ 

幼少時代か

ら現在まで

の各時期の

「私」 

現在の「私」 孫への雛人形を買うに至るスト

ーリーと、元夫Ａへの生命保険に

まつわるストーリーとを並行さ

せる中で、時間の中に生きる「私」

の無意識領域と直面する 

時間における女性の愛の展開

を通して、穢れと祓いのなか

に生きる女性にとっての被爆

体験の闇に迫る 

 

人間を時間的に配置し、長い時

間の中で精神の深層に伏流して

きた人間の愛と執念の姿を表現

する 
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Ａ
「
ギ
ヤ
マ
ン 

ビ
ー
ド
ロ
」 

登
場
人
物
「
私
」
が
、
軽
い
気
持
ち
で
旅
人
と
し
て
長
崎

を
歩
き
始
め
た
時
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
全
く
気
付
い

て
い
な
い
。
ま
た
古
美
術
店
で
「
ひ
び
が
入
っ
た
」
ガ
ラ
ス

茶
碗
を
見
、
少
女
時
代
の
割
れ
た
フ
ラ
ン
ス
人
形
の
記
憶
が

蘇
っ
た
時
も
、
登
場
人
物
「
私
」
は
そ
の
意
味
に
気
付
か
な

い
。「
私
」
は
最
後
に
原
爆
館
コ
ー
ナ
ー
で
溶
け
た
ガ
ラ
ス
塊

を
見
、
そ
の
骨
は
「
水
を
打
ち
か
け
れ
ば
、
生
き
生
き
と
蘇

り
そ
う
」
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
た
ど
っ
て
、「
探
し

て
も
傷
物
ば
か
り
の
は
ず
だ
わ
」
と
い
う
西
田
の
言
葉
に

「
そ
う
ね
」
と
同
意
し
た
と
き
、
登
場
人
物
の
「
私
」
は
初

め
て
自
分
自
身
の
「
傷
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
登
場
人
物
「
私
」
の
深
い

無
意
識
の
層
に
潜
ん
で
い
た
傷
が
、
あ
た
か
も
霧
の
中
か
ら

ぼ
ん
や
り
と
物
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
そ
の
姿
を
現
し
て

く
る
ド
ラ
マ
で
あ
る
。 

こ
の
半
日
間
眺
め
て
き
た
長
崎
ガ
ラ
ス
の
傷
が
、
実
は
自

身
の
傷
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
私
」
が
自
覚
す
る
経
緯

は
、「
私
」
が
自
ら
知
ら
ず
無
意
識
の
領
域
に
抑
圧
さ
れ
た
記

憶
の
疼
き
と
し
て
聞
き
取
り
、
語
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
形
で
、
人
間
の
魂
の
奥
深
い
場
所
に
ア
プ
ロ
ー
チ

し
、
捉
え
出
す
の
が
作
家
の
創
作
行
為
の
核
心
で
あ
る
こ
と

を
考
え
れ
ば
、「
ギ
ヤ
マ
ン 

ビ
ー
ド
ロ
」
は
、
林
京
子
が
真

正
の
作
家
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。 

 Ｂ
「
黄
砂
」 

「
黄
砂
」
の
主
な
登
場
人
物
は
日
本
人
娼
婦
お
清
さ
ん
で

あ
る
。
語
り
手
「
私
」
は
、「
黄
色
い
」
菜
の
花
畑
で
の
お
清

さ
ん
と
の
経
験
が
「
私
の
考
え
の
原
因
と
も
い
う
べ
き
出
来

事
」
と
な
っ
た
と
語
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
上
海
租
界
の
日

本
人
の
共
同
体
か
ら
弾
き
出
さ
れ
た
彼
女
は
、
衆
人
環
視
の

中
で
中
国
人
と
「
合
体
」
す
る
の
だ
が
、
菜
の
花
畑
で
彼
女

は
墓
か
ら
伸
び
る
雑
草
を
指
し
て
、「
そ
れ
が
人
間
よ
」
と
言

う
。
幼
い
「
私
」
に
は
そ
の
意
味
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
だ

ろ
う
が
、
墓
こ
そ
人
間
の
本
来
の
居
場
所
で
あ
り
、
生
き
て

い
る
人
間
も
死
ん
だ
人
間
も
、
次
元
こ
そ
違
え
、
魂
と
し
て

存
在
し
つ
づ
け
る
と
い
う
人
間
観
は
「
私
」
に
大
き
な
衝
撃

を
与
え
、
こ
の
経
験
が
「
私
の
考
え
の
原
図
と
も
い
う
べ
き

出
来
事
」
と
な
る
。
最
後
に
お
清
さ
ん
は
自
殺
し
て
、
そ
の

死
体
を
乗
せ
た
車
は
「
黒
い
点
」
に
な
っ
て
消
え
る
が
、
本

作
品
の
「
黒
」
が
死
の
象
徴
で
あ
り
こ
と
を
こ
こ
に
重
ね
る

な
ら
ば
、
作
品
結
末
の
黄
砂
の
な
か
で
「
黒
い
点
」
に
見
え

た
少
女
た
ち
は
、
原
爆
で
死
ん
だ
人
々
を
象
徴
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。 

つ
ま
り
、「
黄
砂
」
は
、
人
間
の
深
い
本
質
の
発
見
に
至
る

一
部
始
終
を
追
跡
し
え
た
の
は
、
語
り
手
「
私
」
が
お
清
さ

ん
の
記
憶
を
語
る
こ
と
の
中
で
自
ら
そ
の
世
界
を
生
き
、
自

分
自
身
の
心
の
奥
底
の
声
に
耳
を
傾
け
続
け
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
原
爆
の
時
点
の
死
ん
だ
人
間
と
今
生
き
て
い

る
人
間
を
、
生
死
の
別
を
超
え
て
魂
の
次
元
に
お
け
る
生
命

的
存
在
と
し
て
捉
え
得
た
の
は
、
決
し
て
頭
の
観
念
的
思
考

と
し
て
そ
う
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
自
分
の
身
体
で

上
海
時
代
の
生
の
軌
跡
を
も
う
一
度
生
き
直
し
た
か
ら
こ

そ
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
黄
砂
」
に
お
い
て
、
林
京
子

は
、
幼
い
自
己
を
語
る
こ
と
を
通
し
て
生
き
直
す
こ
と
に
よ

り
、
新
た
に
世
界
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し

た
と
い
え
る
。 

 Ｃ
「
老
太
婆
の
路
地
」 

 
幼
い
「
私
」
の
明
礬
拾
い
に
対
し
て
中
国
人
大
学
生
晨
は

中
国
人
と
し
て
の
誇
り
と
国
家
意
識
と
民
族
意
識
を
持
ち

な
が
ら
も
、
日
本
人
の
子
供
で
あ
る
「
私
」
に
は
、
国
を
越

え
た
人
間
の
普
遍
的
倫
理
を
教
え
よ
う
と
す
る
。
幼
い
「
私
」

に
そ
の
意
味
が
理
解
さ
れ
た
は
ず
は
な
い
が
、
こ
れ
を
語
る

語
り
手
「
私
」
は
、
当
時
の
中
国
人
の
若
い
知
識
人
の
人
間

理
解
の
広
さ
と
深
さ
を
発
見
し
て
い
る
と
い
え
る
。
日
本
軍

の
非
常
線
に
よ
る
通
行
止
め
の
場
面
で
、
日
本
人
の
子
供
で

あ
る
が
ゆ
え
に
通
行
を
許
さ
れ
た
「
私
」
の
内
面
を
語
る
こ

と
で
、
語
り
手
「
私
」
は
、
幼
い
「
私
」
の
心
の
中
に
す
で

に
日
本
人
の
民
族
的
優
越
感
が
根
を
張
っ
て
い
る
こ
と
を

発
見
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
人
の
に
せ
軍
人
が
老
太
婆

一
家
を
威
圧
、
脅
迫
し
た
時
、
母
が
日
本
人
の
優
越
感
と
誇

り
を
持
っ
て
老
太
婆
の
「
無
表
情
な
目
」
で
終
わ
る
作
品
結

末
は
、
国
家
権
力
の
冷
酷
な
暴
力
性
が
際
立
つ
場
面
で
あ
る
。 

 

こ
の
小
説
は
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
空
間
に
お
け
る
様
々
な

関
係
構
造
を
通
し
て
、
語
り
手
は
国
家
権
力
性
を
超
え
た
人

間
の
生
き
方
を
模
索
し
て
い
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
姿
勢
の
中
に
、
国
家
の
暴
力
性
を
相
対
化
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
老
太
婆
の
路
地
」

も
語
る
こ
と
を
通
し
て
、
語
り
手
は
ま
た
そ
の
世
界
に
生
き
、

そ
の
経
験
を
通
し
て
、
人
間
を
新
た
に
発
見
し
て
い
く
。
老

太
婆
も
母
も
幼
い
「
私
」
も
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
新
た

に
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
読
者
は
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ

ス
の
中
に
、
小
説
創
作
を
通
し
て
歴
史
的
社
会
的
存
在
と
し

て
の
人
間
に
迫
る
作
家
の
営
み
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。 

 

Ｄ
「
雛
人
形
」 

「
私
」
は
、
幼
い
時
の
上
海
時
代
の
雛
祭
り
の
記
憶
や
、
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新
婚
時
夫
Ａ
に
な
ん
と
か
し
て
生
命
保
険
を
掛
け
た
い
と

思
っ
た
記
憶
、
離
婚
後
も
か
け
続
け
て
満
期
に
な
っ
た
保
険

金
で
雛
人
形
を
買
い
た
い
と
い
う
今
の
思
い
を
次
々
と
語

っ
て
い
く
。
だ
が
、
当
時
の
視
点
人
物
「
私
」
は
も
ち
ろ
ん
、

語
り
つ
つ
あ
る
現
在
の
「
私
」
も
、
そ
れ
ら
の
記
憶
の
底
に

「
私
」
の
ど
の
よ
う
な
願
い
が
伏
流
し
て
い
た
の
か
に
は
気

付
か
な
い
。
し
か
し
作
品
の
結
末
に
お
い
て
語
り
手
「
私
」

の
発
見
が
訪
れ
る
。
そ
こ
で
、「
私
」
は
「
こ
だ
わ
っ
て
い
る

の
は
私
だ
け
で
、
二
十
五
年
の
歳
月
と
金
と
手
離
し
た
く
な

い
、
欲
深
い
話
な
の
だ
」
と
気
付
く
。
こ
の
時
発
見
さ
れ
た

「
私
」
の
欲
深
さ
と
は
、
自
分
も
意
識
し
え
な
い
ほ
ど
深
い

夫
Ａ
へ
の
愛
だ
っ
た
。
し
か
し
、
語
り
手
「
私
」
が
そ
の
こ

と
に
気
付
く
た
め
に
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
語
る
こ
と
が
必

要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
作
品
の
中
に
、
被
爆
の
問
題
を
そ
の
後
の
は
る
か
な

時
間
の
流
れ
の
中
で
捉
え
続
け
る
視
線
が
見
ら
れ
る
。
原
爆

は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
単
に
原

爆
者
だ
け
の
物
語
で
は
な
く
、
時
間
の
中
で
人
間
は
い
か
に

自
分
の
問
題
を
引
き
受
け
て
い
く
の
か
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
原
爆
の
問
題
も
大
昔
か
ら
女
性
の

幸
せ
と
厄
払
い
を
司
っ
て
き
た
時
間
の
中
で
女
性
を
守
る

雛
人
形
の
ド
ラ
マ
と
重
ね
ら
れ
る
。
語
り
手
「
私
」
は
視
点

人
物
「
私
」
と
と
も
に
、
三
十
年
と
い
う
時
間
を
追
い
続
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
己
の
無
意
識
の
領
域
と
直

面
し
得
た
の
で
あ
っ
た
、「
雛
人
形
」
は
、
そ
の
よ
う
な
展
開

を
通
し
て
、
林
京
子
と
い
う
作
家
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
創

作
姿
勢
と
方
法
を
示
し
得
た
も
の
と
考
え
る
。 

  

五
、 

結
論 

 

ま
ず
、
林
京
子
文
学
の
創
作
方
法
の
特
質
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
四
作
品
は
、
原
爆
を
受
け
た
人
間
の
悲
惨
さ
を
ダ
イ

レ
ク
ト
に
描
写
す
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
ど
れ
も
が
原
点
に
原
爆
投
下
の
惨
事
と
こ
そ
で
の
被
爆

体
験
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
る
人
間
の
諸
相
を

通
し
て
、
人
間
の
本
質
を
根
源
的
に
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
認
識
の
結

果
を
語
る
（
考
え
、
理
解
し
た
こ
と
を
書
く
）
の
で
な
く
、

語
り
が
認
識
に
先
行
す
る
と
い
う
態
度
に
よ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
林
京
子
の
創
作
方
法
と
創
作
意
図
の
相
互
関
係

に
つ
い
て
、
語
り
手
「
私
」
が
登
場
人
物
「
私
」
と
異
な
っ

て
い
る
の
は
、
起
こ
り
つ
つ
あ
る
出
来
事
の
結
末
を
「
知
っ

て
い
る
」
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
今
起
こ
り
つ

つ
あ
る
出
来
事
の
意
味
を
「
知
ら
な
い
」
点
で
、
出
来
事
を

語
り
つ
つ
あ
る
語
り
手
は
登
場
人
物
と
同
じ
で
す
。
そ
の
意

味
を
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手
は
な
ぜ
語
ら
れ

る
の
か
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が
自
ら
の
内
面
の
深
い
無
意
識

の
淵
か
ら
呼
び
か
け
て
来
る
も
の
（
予
感
）
に
導
か
れ
、
出

来
事
を
語
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
作
家
の
「
自
己

と
の
出
会
い
」
や
「
世
界
の
発
見
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
も
し
、
最
初
か
ら
分
か
っ
て
い
る
結
末
（
作
品
の

意
味
）
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
途
中
の
出
来
事
を
あ
れ
こ

れ
意
識
的
に
考
え
、
操
作
、
配
列
し
て
い
っ
た
あ
げ
く
、
最

後
に
手
品
の
よ
う
に
結
末
の
出
来
事
を
演
出
す
る
の
が
作

家
の
「
創
作
」
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
ん
な
も
の
を
作
家
の
「
自

己
と
の
出
会
い
」
や
「
世
界
の
発
見
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
林
京
子
の
創
作
方
法
は
、
意
味
的
な
細
工

と
は
対
極
に
あ
っ
て
、
ま
さ
に
真
正
の
作
家
の
方
法
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
品
創
作
に
よ
る
世
界
の
発
見
と
創
造

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
、
林
京
子
と
い
う
作
家
の
大
き
な
価
値

で
あ
る
。 

最
後
は
、
林
京
子
の
作
家
と
し
て
の
特
質
で
す
。
被
爆
体

験
を
自
分
の
生
の
原
点
と
し
て
踏
ま
え
つ
つ
、
昭
和
十
年
代

の
上
海
か
ら
戦
後
三
十
年
の
ア
メ
リ
カ
に
至
る
ま
で
の
体

験
を
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
描
い
た
と
こ
ろ
に
林
京
子
の
作

家
と
し
て
の
独
自
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
創
作
方
法
と
人

間
へ
の
温
か
い
信
頼
、
生
に
対
す
る
倫
理
的
厳
し
さ
、
語
り

の
次
元
に
お
け
る
自
己
の
無
意
識
の
世
界
に
挑
む
姿
勢
の

あ
り
よ
う
と
結
び
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
林
京

子
の
作
家
活
動
に
は
単
に
被
爆
作
家
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
だ

け
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
、
作
品
の
形
式
と
そ
の
内
容
の
両

面
に
わ
た
る
高
い
意
義
を
示
し
得
た
と
思
う
。 

 

今
後
の
課
題 

林
京
子
の
他
の
諸
作
品
に
検
討
の
対
象
を
広
げ
る
と
と

も
に
他
の
原
爆
作
家
た
ち
の
作
品
と
の
比
較
に
進
め
る
こ

と
に
よ
り
、
本
論
で
示
し
た
林
京
子
の
作
家
的
特
質
を
よ
り

広
い
視
野
か
ら
検
討
し
直
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ
の
延

長
線
に
お
い
て
、
日
本
近
現
代
文
学
史
に
お
け
る
林
京
子
の

位
置
措
定
と
そ
の
意
義
の
解
明
を
目
指
し
た
い
と
考
え
て

い
る
。 

  

 


