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人
は
〈
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
〉
の
連
続
感
の
う
ち
に
「
私
」
が
「
私
」
で

あ
る
こ
と
を
了
解
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
私
的
記
憶
」
で
あ
っ
て
「
集

合
的
記
憶
」
で
は
な
い
。
人
が
神
（
全
知
）
の
視
点
を
持
ち
得
な
い
以
上
、

「
私
」
を
「
私
」
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
記
憶
が
あ
る
。
中

井
久
夫
は
こ
の
「
私
」
の
核
に
あ
る
記
憶
を
〈
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
〉
と
呼

び
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

正
確
に
い
え
ば
「
自
己
体
験
に
も
と
づ
く
自
己
を
原
点
と
す
る
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
観
点
か
ら
の
記
憶
」
で
あ
る
。
「
私
的
記
憶
」

と
呼
ん
で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
言
語
に
よ
っ
て
他
者
に
語
る
こ
と
は

で
き
て
も
、
他
者
と
共
有
で
き
な
い
記
憶
で
あ
る
。
［
中
略
］
相
手

の
意
識
の
中
に
入
り
込
ん
で
相
手
の
意
識
を
原
点
と
し
て
体
験
を
共

有
で
き
な
い
か
ら
に
は
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。

中
井
久
夫
「
徴
候
・
記
憶
・
外
傷
」
（
み
す
ず
書
房
、
二
○
○
四
）

記
憶
／
「
私
」
／
小
説

ｌ
季
恢
成
を
視
座
と
し
て

同
じ
出
来
事
を
体
験
し
た
者
ど
う
し
で
も
「
私
」
と
「
他
者
」
の
記
憶
は

デ
ィ
テ
ー
ル
に
お
い
て
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
一
一
一
口
い
換
え
れ
ば
、

過
去
の
出
来
事
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
存
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
意
識

さ
れ
る
「
私
」
の
記
憶
は
、
「
私
」
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
、
言
語
化

さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
、
筋
立
て
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
記
憶
は
想
起
さ
れ
る
「
現
在
」
の
「
私
」
に
よ
っ
て
訂
正

ざ
れ
補
完
さ
れ
続
け
る
。
過
去
形
の
言
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
記
憶
に
は
、

ど
の
よ
う
に
訂
正
ざ
れ
補
完
さ
れ
よ
う
と
も
、
言
語
化
さ
れ
な
い
余
剰
が

残
る
。
そ
の
余
剰
も
含
め
た
記
憶
の
総
体
を
「
他
者
」
に
伝
え
る
た
め
に

記
憶
の
物
語
は
幾
度
も
変
奏
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

季
恢
成
は
樺
太
（
現
サ
ハ
リ
ン
）
か
ら
の
「
引
揚
げ
」
と
そ
の
周
辺
の

記
憶
を
繰
り
返
し
作
品
に
描
い
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
こ
と
を
季
恢
成
は

「
可
能
性
と
し
て
の
在
日
』
（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
○
○
二
）
巻
末
の
自

筆
年
譜
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

河

合

修

５４
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記憶／「私」／小説

も
し
、
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
〈
脱
出
〉
が
成
功
し
て
い
な
け
れ
ば
、
季
恢

成
に
は
「
サ
ハ
リ
ン
在
住
朝
鮮
人
」
と
し
て
の
生
が
待
ち
受
け
て
い
た
で

あ
ろ
う
し
、
も
し
、
〈
釜
山
へ
の
強
制
送
還
を
免
れ
〉
ら
れ
な
け
れ
ば
祖

国
へ
帰
国
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
も
し
」
が
実
現
し
な

か
っ
た
と
こ
ろ
に
季
恢
成
の
「
在
日
朝
鮮
人
」
と
し
て
の
生
が
あ
る
。

記
憶
が
「
私
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
た
物
語

で
あ
る
な
ら
ば
、
「
私
」
の
記
憶
と
「
他
者
」
の
記
憶
は
抗
争
的
な
も
の

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
季
恢
成
は
こ
の
よ
う
な
記
憶
の
抗
争
的
な
関
係

を
「
証
人
の
い
な
い
光
景
」
ｓ
文
学
界
』
’
九
七
○
年
五
月
号
）
に
描
い

て
い
る
。

キ
ム
ム
ン
ホ

戦
時
期
に
〈
同
化
少
年
〉
だ
っ
た
〈
金
文
浩
〉
は
、
〈
フ
ァ
シ
ズ
ム
少

年
〉
だ
っ
た
〈
矢
田
修
〉
か
ら
ひ
と
つ
の
記
憶
を
尋
ね
ら
れ
る
。
そ
の
記

憶
と
は
ソ
連
軍
の
サ
ハ
リ
ン
上
陸
後
、
〈
神
官
山
〉
の
〈
カ
ボ
チ
ャ
畠
〉

で
〈
帝
国
軍
人
の
死
骸
を
見
た
〉
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
の
二
十
四
年
間

〈
矢
田
修
〉
は
そ
の
姿
を
〈
ま
さ
に
大
日
本
帝
国
の
屍
体
〉
で
あ
る
と
感

じ
〈
あ
の
兵
士
の
墓
が
頭
の
中
に
で
き
て
い
る
よ
う
な
重
さ
〉
に
支
配
さ

れ
て
き
た
が
、
〈
自
分
が
昔
と
は
明
ら
か
に
別
の
人
間
と
な
り
、
つ
ま
り

一
九
四
七
年
（
昭
和
一
一
二
年
）
’
一
一
歳

ソ
連
領
サ
ハ
リ
ン
か
ら
五
月
に
脱
出
。
日
本
赤
十
字
引
揚
船
「
白
龍

丸
」
に
乗
り
、
函
館
引
揚
者
援
護
寮
に
入
る
。
米
占
領
軍
の
命
令
に

よ
り
強
制
送
還
処
分
を
受
け
、
九
州
長
崎
県
の
針
尾
引
揚
者
援
護
寮

に
収
監
さ
れ
る
。
父
ら
数
家
族
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
佐
世
保
司
令
部
と
折
衝
の

末
、
釜
山
へ
の
強
制
送
還
処
分
を
免
れ
、
一
夏
す
ぎ
て
札
幌
市
に
定

着
。
（
以
下
略
）

朝
鮮
人
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
と
信
じ
る
こ
と
が

で
き
〉
る
く
金
文
浩
〉
に
は
〈
神
宮
山
で
の
光
景
は
い
っ
こ
う
に
ひ
ら
け

て
こ
な
い
〉
。

〈
帝
国
軍
人
の
死
骸
〉
を
〈
大
日
本
帝
国
の
屍
体
〉
と
意
味
づ
け
る

〈
矢
田
修
〉
の
記
憶
は
、
日
本
人
の
「
集
合
的
記
憶
」
を
経
由
し
て
形
成

さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
〈
金
文
浩
〉
の
記
憶

が
「
不
在
」
と
い
う
形
で
抗
争
的
で
あ
る
こ
と
は
朝
鮮
人
と
し
て
戦
後
の

日
々
を
生
き
た
故
で
あ
る
。

季
恢
成
は
「
原
点
と
し
て
の
八
月
」
ｓ
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
一
年
八
月

二
日
夕
刊
）
の
な
か
で
、
「
証
人
の
い
な
い
光
景
」
が
実
体
験
に
基
づ

い
て
書
か
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
後
日
、
記
憶
の
所
在
を
尋
ね
た
友

人
か
ら
二
緒
に
そ
の
光
景
を
目
に
し
た
の
は
別
の
友
人
だ
っ
た
〉
と
い

う
手
紙
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
季
恢
成
は
そ
れ

を
単
な
る
記
憶
違
い
と
し
て
や
り
過
ご
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
意
味

を
抽
出
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
も

の
は
日
本
人
の
「
集
合
的
記
憶
」
に
包
摂
さ
れ
な
い
「
私
」
の
記
憶
だ
っ

た
に
違
い
な
い
。

こ
の
出
来
事
が
、
「
原
点
と
し
て
の
八
月
」
が
書
か
れ
た
く
三
年
前
の

こ
と
〉
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
年
に
李
恢
成
は
「
ま
た

ふ
た
た
び
の
道
」
（
「
群
像
』
一
九
六
九
年
六
月
号
）
を
発
表
し
て
い
る
。

李
恢
成
は
「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」
の
「
あ
と
が
き
」
に
〈
僕
は
も
だ
し

が
た
い
気
持
ち
で
こ
の
作
品
を
書
い
た
。
〉
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
根
底

に
は
日
本
人
の
集
合
的
記
憶
と
抗
争
的
な
関
係
に
あ
る
「
私
」
の
記
憶
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」
は
、
記
憶
の
想
起
に
よ
っ
て
「
私
」
の
過
去
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と
現
在
が
往
還
す
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
〈
義
母
〉
の
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
へ
の
〈
帰
国
〉
を
知
ら
せ
る
〈
次
兄
〉
の
手
紙
を
受
け
取
っ

チ
ョ
ル
オ

た
、
王
人
公
〈
哲
午
〉
は
、
〈
義
母
〉
が
〈
趙
家
〉
に
や
っ
て
き
た
一
一
十
一

年
前
に
遡
行
し
、
「
私
」
や
家
族
の
過
去
を
、
民
族
の
歴
史
を
遠
景
に
置

い
て
辿
り
直
す
。

〈
神
武
天
皇
の
弓
の
先
に
止
ま
り
、
長
ス
ネ
ヒ
コ
ら
を
こ
ら
し
め
た
金

の
鶉
〉
を
見
た
と
信
じ
た
く
小
国
民
〉
の
「
私
」
、
〈
チ
ョ
ウ
セ
ン
ジ
ン
〉

と
呼
ば
れ
な
く
な
り
〈
物
の
怪
が
と
れ
た
よ
う
な
開
放
感
〉
を
感
じ
な
が

ら
も
〈
褐
色
の
鶉
〉
の
〈
伯
い
夢
〉
に
取
り
懸
か
れ
た
戦
後
の
日
々
、
年

老
い
た
祖
父
母
や
義
姉
〈
豊
子
〉
を
残
し
て
の
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
「
引
揚

げ
」
。
〈
哲
午
〉
が
想
起
す
る
少
年
期
の
記
憶
は
、
〈
朝
鮮
人
に
な
り
た
い
〉

と
い
う
願
望
を
持
ち
続
け
た
青
年
期
を
経
て
、
〈
朝
鮮
人
と
し
て
の
道
を

歩
ん
で
い
る
〉
現
在
の
「
私
」
に
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
。

ア
イ
ゴ
イ
ウ
↑
ン
ス
ル
ウ
ヌ
ガ
カ
プ
ヌ
ン
ガ

〈
外
則
子
引
包
仏
十
三
一
三
」
〒
汁
翌
」
｜
」
汁
！
（
ア
イ
ゴ
。
こ
の
う
ら
み
を
い

つ
晴
ら
す
や
ら
）
〉
と
い
う
〈
さ
け
び
、
う
め
き
〉
を
残
し
て
死
ん
だ

〈
父
〉
の
記
憶
も
同
様
で
あ
る
。
〈
父
〉
は
祖
国
へ
帰
る
つ
も
り
で
偽
造
パ

ス
ポ
ー
ト
で
日
本
人
に
な
り
す
ま
し
て
サ
ハ
リ
ン
か
ら
脱
出
し
〈
海
ひ
と

つ
越
え
れ
ば
祖
国
〉
と
い
う
と
こ
ろ
で
〈
祖
国
の
南
と
北
に
三
十
八
度
線

が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
〉
知
り
〈
帰
国
を
思
い
止
め
〉
た
。
そ
の
〈
父
〉

の
半
生
を
、
遺
体
焼
却
室
の
銃
眼
か
ら
〈
紅
蓮
の
炎
に
つ
つ
ま
れ
〉
た

く
父
〉
を
見
る
こ
と
で
受
け
止
め
よ
う
と
し
た
く
哲
午
〉
に
と
っ
て
、
〈
父
〉

の
記
憶
は
く
あ
あ
悔
い
の
な
い
朝
鮮
人
に
な
り
た
い
〉
と
い
う
思
い
を
経

由
し
て
現
在
の
「
私
」
に
連
続
し
て
い
る
。

そ
の
頃
、
父
が
死
ん
だ
。
肉
親
の
死
に
接
し
て
み
る
と
、
私
は
そ
の

李
恢
成
は
日
本
語
で
創
作
を
始
め
た
動
機
を
こ
う
記
し
て
い
る
。
〈
父
〉

の
死
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
二
十
四
年
の
年
月
は
在
日
朝
鮮
人
一

世
の
生
き
た
想
起
を
消
失
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
。
〈
朝
鮮
の
歴
史
や
地
理
、

ク
ゴ

風
習
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
か
っ
た
し
、
肝
、
心
の
国
垂
叩
も
ろ
く
に
話
せ
ぬ
始

末
で
あ
っ
た
〉
在
日
朝
鮮
人
二
世
〈
哲
午
〉
の
状
況
は
お
そ
ら
く
ほ
と
ん

ど
李
恢
成
の
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
在
日
朝
鮮
人
一
世
の
生
き
た

想
起
の
消
失
は
、
二
世
世
代
に
と
っ
て
は
朝
鮮
と
「
私
」
と
を
繋
ぐ
糸
の

切
断
で
あ
り
、
「
今
、
こ
こ
に
、
こ
う
し
て
」
存
在
す
る
「
私
」
を
了
解

す
る
た
め
の
物
語
の
消
失
で
も
あ
る
。

多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
日
本
人
で
あ
る
こ
と
は
自
然
に
受
け
止
め
ら

れ
る
が
、
在
日
朝
鮮
人
二
世
の
多
く
は
〈
哲
午
〉
の
よ
う
に
〈
朝
鮮
人
で

あ
る
こ
と
を
自
然
に
感
じ
る
〉
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
日
本

の
文
化
や
習
慣
の
な
か
で
日
本
語
を
生
活
言
語
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と

は
、
家
族
の
過
去
や
民
族
の
歴
史
と
の
関
係
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
在
日
朝
鮮
人
二
世
に
と
っ
て
、
記
憶
は
過
ぎ
去
っ
た
現
在
の
痕
跡

で
は
な
く
、
連
続
す
る
現
在
で
あ
る
と
い
え
る
。

…
一
一
世
、
三
世
と
い
う
青
年
た
ち
が
い
ま
在
日
朝
鮮
人
六
十
万
人
の

う
ち
す
で
に
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
中
で
、
民
族
的
な
主

体
性
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ぼ
く
は
こ
う
い
う
問
題
に
い
ま
自
分
な
り

死
と
共
に
埋
も
れ
て
い
く
父
の
一
一
一
一
口
葉
を
思
っ
た
。

（
「
容
疑
者
の
一
一
一
一
口
葉
」
、
『
新
鋭
作
家
叢
書
李
恢
成
集
」
河
出
書
房
新

社
、
一
九
七
二
年
、
所
収
）

５６
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記憶／「私」／小説

季
恢
成
に
と
っ
て
、
「
記
憶
」
と
「
私
」
と
「
小
説
」
の
関
係
は
こ
の

時
点
で
は
整
合
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
記
憶
を
想
起

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
と
過
去
を
往
還
す
る
こ
と
は
、
在
日
朝
鮮
人
二

世
で
あ
る
「
私
」
を
副
快
す
る
方
法
と
し
て
も
、
そ
の
「
私
」
を
小
説
に

表
現
す
る
方
法
と
し
て
も
〈
全
く
当
然
な
こ
と
〉
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」
で
は
「
私
」
の
過
去
と
い
う

「
小
さ
な
物
語
」
を
祖
国
統
一
、
民
族
の
歴
史
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」

と
接
続
さ
せ
て
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

『
群
像
」
二
○
○
四
年
五
月
号
で
「
地
上
生
活
者
」
第
二
部
が
完
結
し

た
。
「
地
上
生
活
者
」
は
、
〈
小
説
の
材
料
を
得
る
た
め
に
〉
札
幌
に
や
っ

て
き
た
六
十
四
歳
の
〈
売
れ
な
い
小
説
家
〉
で
あ
る
〈
ぼ
く
・
愚
哲
〉
が
、

札
幌
で
過
ご
し
た
く
未
成
年
期
〉
を
回
想
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
断
片
的
に
し
か
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
サ
ハ
リ
ン
か
ら
「
引

揚
げ
」
た
後
、
上
京
す
る
ま
で
の
時
期
を
扱
っ
た
「
地
上
生
活
者
」
に

よ
っ
て
李
恢
成
の
自
伝
的
作
品
は
幼
少
期
か
ら
青
年
期
ま
で
ほ
ぼ
時
間
的

連
続
性
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
「
地
上
生
活
者
」
が
自
伝
的

作
品
の
空
白
を
埋
め
る
と
い
う
意
図
だ
け
で
書
か
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

「
地
上
生
活
者
」
で
「
私
」
の
記
憶
に
わ
け
い
り
物
語
る
語
り
手
に
は

（
「
文
学
者
と
祖
国
」
、
『
李
一

社
、
一
九
七
四
年
、
所
収
〉

に
深
く
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
し
、
し
か
も
こ
う
い
う
問
題
を
過

去
か
ら
現
在
と
い
う
ふ
う
な
方
法
を
用
い
な
が
ら
小
説
化
す
る
こ
と

は
、
全
く
当
然
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

（
「
文
学
者
と
祖
国
」
、
『
李
恢
成
対
談
集
参
加
す
る
言
葉
」
、
講
談

こ
の
第
二
部
第
三
章
に
記
さ
れ
た
記
憶
の
不
確
か
さ
に
対
す
る
感
覚
は

作
品
全
体
を
貫
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
の
「
私
」
に
連
続
す

る
整
合
的
な
記
憶
だ
け
が
過
去
な
の
で
は
な
い
。
〈
意
識
下
の
牢
獄
〉
に

隠
蔽
さ
れ
た
記
憶
を
副
快
し
な
け
れ
ば
「
私
」
の
生
の
全
体
を
語
っ
た
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
第
二
部
の
完
結
ま
で
に
三
年
半
、
連
載
五
十
一
一
回
を

費
や
し
た
長
編
で
李
恢
成
が
表
現
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
あ
る
い
は
そ
う

い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
地
上
生
活
者
」
で
扱
わ
れ
た
、
季
恢
成
が
自
ら
〈
札
幌
時
代
〉
と
呼

ぶ
十
二
歳
か
ら
十
九
歳
ま
で
の
〈
未
成
年
期
〉
は
、
こ
れ
ま
で
苦
痛
に
満

ち
た
時
期
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
「
伽
椰
子
の
た
め
に
」
言
新
潮
』
’

九
七
○
年
八
・
九
月
号
）
に
は
、
高
等
学
校
の
生
徒
集
会
で
「
ぼ
く
ら
日

イ
ム
サ
ン
〉
・
〆
ユ
ニ

本
人
一
口
同
校
生
は
」
と
演
説
し
た
主
人
公
〈
林
相
俊
〉
が
〈
何
者
か
が
鋭

い
声
で
「
嘘
つ
き
！
」
と
叫
ん
だ
の
を
〉
聞
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

イ
ム
サ
ン
ジ
ュ
ニ

〈
林
相
俊
〉
は
マ
イ
ク
の
一
別
で
絶
句
し
、
演
壇
を
降
り
る
。

「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」
の
よ
う
に
現
在
の
「
私
」
に
収
敞
さ
れ
る
記
憶

を
整
合
的
に
語
っ
て
い
く
姿
勢
は
な
い
。
記
憶
の
欠
片
を
一
つ
一
つ
手
に

取
り
、
そ
の
真
贋
を
確
か
め
な
が
ら
〈
未
成
年
期
〉
の
記
憶
の
な
か
に
拡

散
し
て
い
く
「
私
」
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。

ひ
と
は
自
分
の
置
か
れ
た
社
会
的
状
況
の
な
か
で
記
憶
を
喪
失
す
る

の
で
は
な
く
た
だ
隠
蔽
し
て
し
ま
う
の
だ
。
な
ん
ら
か
の
政
治
的
打

算
と
か
利
己
心
と
か
盲
信
と
か
に
よ
っ
て
。
こ
う
し
て
、
表
向
き
、

過
去
の
歴
史
の
記
憶
は
消
え
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
意
識
下
の
牢

獄
の
中
に
深
く
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
だ
け
な
の
だ
。
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チ
ョ
ウ
ウ
チ
ョ
ル

こ
の
よ
う
な
記
憶
が
「
地
上
生
活
者
」
の
主
人
公
〈
ぼ
く
・
趙
愚
哲
〉

の
〈
こ
の
街
に
よ
っ
て
拒
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
、
い
か
ん
と
も
し
が
た

い
強
迫
観
念
〉
や
〈
こ
う
し
た
未
解
決
の
宿
題
に
、
ぼ
く
・
趙
愚
哲
は
、

今
こ
そ
正
面
か
ら
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ぼ
く
は
努
力
す

李
恢
成
は
〈
札
幌
時
代
〉
に
日
本
名
を
名
乗
っ
て
学
校
生
活
を
送
っ
て

い
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
「
名
前
の
歴
史
」
（
『
文
学
界
』
一
九
七
二
年
一

月
号
）
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

ス
ピ
ー
チ
の
冒
頭
、
「
季
恢
成
で
す
」
と
自
分
の
姓
名
を
名
乗
っ
た
。

面
倒
な
こ
と
に
、
現
在
の
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
地
で

は
僕
を
「
岸
本
恢
成
」
と
し
て
憶
え
て
い
る
人
々
が
お
り
、
そ
の
わ

け
は
札
幌
時
代
の
僕
が
そ
の
姓
名
を
用
い
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

僕
が
あ
え
て
話
の
冒
頭
に
そ
う
し
た
こ
と
を
意
識
し
、
「
李
」
を
名

乗
っ
た
の
は
決
し
て
過
去
の
自
分
を
断
絶
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

く
、
｜
人
の
人
間
の
変
遷
を
そ
れ
な
り
に
し
め
し
た
い
と
お
も
っ
た

こ
や

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
の
一
時
間
、
小
止
み
な
く
み
ぞ
お
ち
を

お

圧
し
つ
け
て
い
た
う
ず
き
は
、
そ
も
そ
も
講
演
な
る
も
の
に
は
じ
め

て
接
し
た
人
間
の
生
理
的
緊
張
と
は
ま
た
違
っ
た
、
一
種
の
自
分
へ

の
や
ま
し
さ
の
た
め
だ
っ
た
と
も
い
え
る
よ
う
だ
。

札
幌
時
代
を
思
い
出
す
こ
と
は
苦
痛
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
僕
は
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
く

朝
鮮
人
と
い
う
〈
自
己
の
正
体
〉
を
匿
す
の
に
キ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
と
し

て
い
て
、
う
そ
の
多
い
生
活
を
し
て
い
た
腸
を
た
ぐ
り
出
し
て
洗
う

よ
う
で
あ
る
が
、
姓
名
に
こ
だ
わ
っ
た
の
も
そ
の
時
代
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ウ

現
在
の
「
私
」
つ
ま
り
語
り
手
の
〈
ぼ
く
〉
、
過
去
の
「
私
」
〈
趙
愚

チ
ョ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

哲
〉
、
〈
自
己
の
正
体
〉
を
匿
し
て
存
在
１
」
他
者
に
認
識
さ
れ
て
い
た

た
か
ま
つ
ぐ
て
つ

「
私
」
〈
高
松
愚
哲
〉
の
使
い
分
け
は
、
自
己
を
客
観
化
、
客
体
化
１
）
て
記

憶
と
向
き
合
お
う
と
す
る
意
志
の
表
れ
で
あ
る
で
あ
る
よ
う
に
も
、
外
に

現
れ
た
「
私
」
と
内
部
の
「
私
」
の
分
裂
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
「
伽
椰
子
の
た
め
に
」
で
〈
『
嘘
つ
き
！
」
と
叫
ん
だ
〉

る
っ
も
り
だ
。
未
完
成
の
こ
の
人
生
に
向
き
合
お
う
〉
と
い
う
意
識
を
生

ん
で
い
る
。

や
や
図
式
的
に
李
恢
成
の
自
伝
的
作
品
に
描
か
れ
た
幼
少
年
期
か
ら
青

年
期
へ
の
道
筋
を
示
せ
ば
、
〈
同
化
少
年
〉
か
ら
〈
半
チ
ョ
ッ
パ
リ
〉
を

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

経
て
〈
朝
鮮
人
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
〈
自
己
の
正
体
〉
を

か
く

匿
し
日
本
名
を
名
乗
り
日
本
人
と
し
て
他
者
に
認
識
さ
れ
て
い
た
く
札
幌

時
代
〉
、
言
い
換
え
れ
ば
〈
半
チ
ョ
ッ
パ
リ
〉
で
も
な
か
っ
た
こ
の
時
期

は
こ
の
道
筋
か
ら
外
れ
た
、
い
わ
ば
迂
回
路
な
の
で
あ
る
。

チ
ョ
ウ
ウ
チ
ョ
ル

ぼ
く
の
戦
後
が
ど
う
や
っ
て
は
じ
ま
っ
た
か
、
こ
こ
で
趙
愚
哲

た
か
ま
つ
ぐ
て
つ

に
聞
い
て
み
よ
う
。
む
ろ
ん
、
高
松
愚
哲
に
ｊ
ｂ
登
場
し
て
も
ら
わ
な

く
て
は
い
け
な
い
。
な
に
し
ろ
こ
の
二
人
は
も
と
も
と
同
一
人
物
で

あ
る
の
だ
。
こ
の
「
ぼ
く
」
に
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ

う
で
あ
る
が
。
と
は
い
え
、
こ
の
三
者
が
、
は
た
し
て
幸
福
な
関
係

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
お
お
い
に
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ぼ

く
が
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
現
在
に
し
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
そ
う

な
と
こ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。（
第
一
部
第
六
章
）
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記憶／「私」／小説
〈
何
者
〉
か
は
続
け
て
〈
『
な
ぜ
、
お
前
は
〈
ぼ
く
ら
〉
と
言
う
ん
だ
い
。

〈
君
ら
〉
と
言
う
方
が
正
し
く
は
な
い
の
か
ね
。
お
前
は
朝
鮮
人
学
生
な

ん
だ
。
も
っ
と
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
は
お
前
と
こ
の
お
れ
だ
け
だ
が

ね
」
〉
と
〈
相
俊
〉
に
さ
さ
や
く
。
〈
札
幌
時
代
〉
の
李
恢
成
に
は
〈
こ
の

お
れ
〉
が
常
に
付
き
纏
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
隠
蔽
さ
れ
て
い
た

く
札
幌
時
代
〉
の
記
憶
を
副
快
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
「
伽
椰
子
の
た
め
に
」

で
は
輪
郭
を
結
ば
ぬ
亡
霊
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
〈
こ
の
お
れ
〉
が

チ
ョ
ウ
ウ
チ
ョ
ル

〈
趙
愚
哲
〉
と
し
て
造
形
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
地
上
生
活
者
」
で
〈
札
幌
時
代
〉
を
描
く
た
め
に
、
季
恢
成
は
時
計

の
針
を
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
「
引
揚
げ
」
ま
で
戻
し
た
。
こ
の
出
来
事
が
描

か
れ
る
の
は
「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」
、
「
サ
ハ
リ
ン
へ
の
旅
」
ｓ
群
像
」

’
九
八
一
一
年
一
月
号
～
一
九
八
三
年
一
月
号
）
、
「
百
年
の
旅
人
た
ち
」

（
「
新
潮
」
’
九
九
四
年
五
・
六
月
号
）
に
続
い
て
四
度
目
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
サ
ハ
リ
ン
か
ら
の
「
引
揚
げ
」
は
、
日
本
人
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
偽
造

し
て
日
本
人
に
な
り
す
ま
し
て
「
引
揚
げ
」
た
、
と
描
か
れ
て
き
た
。
年

老
い
た
祖
父
母
や
義
姉
、
そ
し
て
「
引
揚
者
協
定
」
の
対
象
外
で
あ
っ
た

多
く
の
朝
鮮
人
を
残
し
て
の
こ
の
よ
う
な
手
段
に
よ
る
「
引
揚
げ
」
は
、

李
恢
成
の
自
伝
的
作
品
の
主
人
公
た
ち
に
罪
障
感
を
刻
ん
で
い
る
。
「
ま

た
ふ
た
た
び
の
道
」
の
〈
哲
午
〉
が
見
た
、
「
か
つ
ち
や
－
ん
」
と
叫
び

な
が
ら
港
を
離
れ
た
「
引
揚
げ
」
船
を
追
う
よ
う
に
防
波
堤
を
走
る
〈
赤

毛
を
振
り
乱
し
た
少
女
〉
の
幻
覚
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
象
徴
で
あ
る
。

こ
の
罪
障
感
を
反
転
さ
せ
る
形
で
李
恢
成
の
描
く
主
人
公
た
ち
は
〈
朝
鮮

人
に
な
る
〉
志
向
性
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
地
上
生
活
者
」
に
描
か
れ
た
「
引
揚
げ
」
は
デ
ィ
テ
ー
ル
が

異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
変
更
の
背
景
に
は
、
長
兄
の
証
言
に
よ
っ
て
季
恢
成

の
記
憶
が
訂
正
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
季
恢
成
は
「
私
事
訂
正
二
つ
」

（
『
新
潮
」
’
九
八
一
一
一
年
二
月
号
）
に
〈
長
兄
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
一
家
は

「
日
本
人
」
に
な
り
す
ま
し
て
「
密
航
」
し
た
の
で
は
な
く
、
「
朝
鮮
人
」

と
明
記
さ
れ
た
旅
券
を
つ
か
っ
て
日
本
に
や
っ
て
来
た
と
い
う
の
で
あ

る
〉
と
記
し
て
い
る
。
民
政
署
の
通
訳
を
し
て
い
た
長
兄
は
ソ
連
人
の
上

司
に
祖
国
帰
国
の
希
望
を
訴
え
、
〈
「
朝
鮮
国
籍
」
の
パ
ス
ポ
ー
ト
〉
を
手

に
入
れ
た
と
語
り
、
李
恢
成
は
〈
当
事
者
の
偽
ら
ざ
る
証
言
〉
と
し
て
そ

れ
を
受
け
入
れ
た
。
で
は
、
記
憶
の
訂
正
が
一
九
八
三
年
に
行
わ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
十
一
年
後
に
書
か
れ
た
「
百
年
の
旅
人
た
ち
」
は

何
故
、
訂
正
さ
れ
る
以
前
の
記
憶
の
ま
ま
に
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

「
百
年
の
旅
人
た
ち
」
は
、
サ
ハ
リ
ン
を
脱
出
し
た
朝
鮮
人
一
家
が
押

送
列
車
で
日
本
列
島
を
縦
断
し
、
針
尾
島
の
収
容
所
で
祖
国
の
分
断
状
況

も
し
趙
家
の
長
男
で
あ
る
愚
基
が
運
よ
く
民
政
署
の
通
訳
を
し
て
い

な
け
れ
ば
、
も
し
こ
の
「
ダ
ー
ダ
ー
通
訳
」
の
上
司
が
ユ
ダ
ヤ
系
ソ

連
人
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も
し
出
国
時
に
な
ん
ら
か
の
偶
然
が
こ

の
一
家
に
さ
い
わ
い
し
た
り
お
目
こ
ぼ
し
に
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
な

ら
ば
…
…
。
こ
う
し
た
「
も
し
」
が
介
在
し
な
け
れ
ば
、
趙
｜
家
が

タ
タ
ー
ル
海
峡
を
無
事
に
こ
え
て
く
る
な
ん
て
こ
と
は
ゆ
め
ゆ
め
想

像
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
幾
つ
か
の
「
も
し
」
の
お
か
げ
で
、
趙
｜
家
は
臨
時
身

分
証
明
書
を
入
手
し
、
朝
鮮
人
と
し
て
サ
ハ
リ
ン
を
脱
け
出
す
こ
と

が
で
き
た
の
だ
っ
た
。

（
第
一
部
第
七
章
）
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を
知
り
、
帰
国
を
断
念
す
る
ま
で
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
「
百
年
の
旅

人
た
ち
」
が
李
恢
成
の
記
憶
を
下
敷
き
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
し
か
し
、
「
百
年
の
旅
人
た
ち
」
は
「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」
の

よ
う
に
十
二
歳
だ
っ
た
「
私
」
の
視
点
か
ら
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
語
り

手
は
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
内
部
に
入
り
語
っ
て
い
る
。
〈
…
今
問
わ

れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
精
神
性
な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
軽
視
さ
れ
て

い
る
の
だ
。
こ
れ
が
現
在
の
あ
か
ら
さ
ま
な
姿
な
の
だ
〉
、
く
わ
が
民
族
の

人
間
は
、
「
民
族
』
と
い
う
全
体
の
呼
び
名
の
中
に
自
分
を
ま
ぎ
れ
こ
ま

す
前
に
、
ま
ず
個
人
と
し
て
自
分
の
過
去
を
あ
き
ら
か
に
し
た
方
が
い
い

…
〉
。
作
品
末
尾
近
く
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
牧
師
と
元
坑
夫
の
会
話
は
、

作
者
と
も
う
一
人
の
「
私
」
と
の
対
話
の
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

「
百
年
の
旅
人
た
ち
」
を
書
く
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
李
恢
成
は
、
サ
ハ

リ
ン
か
ら
の
「
引
揚
げ
」
を
起
点
と
す
る
「
私
」
の
記
憶
に
一
つ
の
句
読

点
を
打
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
思
い
違
い
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
記
憶

を
纏
っ
て
生
き
た
年
月
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
私
」
の
生
で
あ
る
。
そ
の
生

の
時
間
を
肉
体
に
刻
ん
だ
現
在
の
「
私
」
か
ら
見
た
「
引
揚
げ
」
と
い
う

記
憶
を
小
説
化
す
る
た
め
に
、
作
者
は
「
私
」
以
外
の
複
数
の
声
を
必
要
と

し
た
の
だ
ろ
う
。
季
恢
成
自
身
を
思
わ
せ
る
〈
朴
鳳
石
〉
の
三
男
〈
珍
浩
〉

は
登
場
人
物
の
一
人
と
化
し
、
多
く
の
登
場
人
物
が
そ
の
内
部
か
ら
発
す

る
声
に
よ
っ
て
そ
の
出
来
事
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
地
上
生
活
者
」
で
語
り
手
の
〈
ぼ
く
・
趙
愚
哲
〉
が
と
き
に
抑
制
的

に
し
か
語
ら
な
い
の
は
、
〈
未
成
年
期
〉
の
「
私
」
の
目
線
で
「
私
」
の

記
憶
を
語
ろ
う
と
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
ま
た
ふ
た
た
び
の

道
」
で
〈
引
揚
げ
の
相
談
を
う
け
た
と
き
、
そ
れ
を
同
情
と
し
て
感
じ
た

祖
父
は
自
分
が
負
担
と
な
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
〉
と

意
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
祖
父
の
サ
ハ
リ
ン
残
留
は
、
〈
そ
の
日
の
朝
、
祖

父
は
い
っ
た
い
な
に
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
趙
愚
哲
つ
ま
り
ぼ
く
の

考
え
は
今
そ
の
一
点
に
集
中
す
る
〉
と
疑
問
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
第
十
二
章
に
は
主
人
公
が
朝
鮮
戦
争
勃
発
の
ニ
ュ
ー
ス
に
接
し

た
際
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
語
り
手
の
〈
ぼ
く
〉
は
〈
も
し
ぼ
く
が

そ
の
と
き
、
北
朝
鮮
の
ど
こ
か
に
い
た
ら
、
き
っ
と
人
民
軍
兵
士
と
し
て

南
下
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
ぼ
く
は
も
う
十
五
歳
に
な
っ
て
い
た
か

ら
、
半
大
人
と
し
て
学
徒
動
員
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
お
お
い
に
あ
る
の

だ
。
む
ろ
ん
、
韓
国
の
ど
こ
か
に
い
て
も
、
お
そ
ら
く
お
な
じ
運
命
を
た

子
副
ウ
ウ

ど
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
が
〉
と
考
え
る
が
、
〈
と
こ
ろ
が
ぼ
く
趙
愚

チ
ョ
ル
た
か
ｆ
つ
ぐ
て
つ

哲
は
、
盲
同
松
愚
哲
と
し
て
、
日
本
の
北
方
の
都
市
に
い
た
の
で
そ
ん
な

気
遣
い
は
ま
っ
た
く
無
用
だ
っ
た
の
で
あ
る
〉
と
目
線
を
〈
高
松
愚
哲
〉

つ
ま
り
〈
未
成
年
期
〉
の
「
私
」
に
戻
し
て
い
く
。

こ
こ
に
は
「
大
き
な
物
語
」
の
な
か
で
「
小
さ
な
物
語
」
を
語
ろ
う
と

い
う
姿
勢
は
な
い
。
記
憶
を
想
起
し
て
い
る
「
現
在
」
の
「
私
」
に
よ
っ

て
書
き
換
え
ら
れ
た
記
憶
を
語
る
の
で
は
な
く
、
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
時
間

の
な
か
に
凝
結
し
て
い
る
「
私
」
に
還
り
、
過
去
形
の
言
語
で
保
存
さ
れ

て
い
る
記
憶
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
記
憶
の
余
剰
を
拾
い
集
め
よ

う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

「
私
」
の
記
憶
を
そ
の
時
の
「
私
」
の
目
線
で
小
説
に
表
現
す
る
こ
と

は
、
一
つ
の
結
末
に
収
敵
し
て
い
く
プ
ロ
ッ
ト
を
排
除
す
る
こ
と
で
も
あ

る
の
だ
ろ
う
。
多
く
の
場
合
、
人
の
生
涯
は
い
き
っ
も
ど
り
つ
し
て
と
り

と
め
が
な
い
。
と
り
と
め
の
な
い
生
涯
を
そ
の
時
々
の
目
線
で
語
る
こ
と

は
、
つ
ま
り
、
現
在
と
い
う
超
越
し
た
視
点
か
ら
過
去
を
一
つ
の
ス
ト
ー

リ
ー
と
し
て
語
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
小
説
か
ら
物
語
の
要
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記憶／「私」／小説

「
地
上
生
活
者
」
は
あ
え
て
「
大
き
な
物
語
」
の
な
か
で
「
私
」
を
語

ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
第
一
部
第
一
章
で
〈
…
ぼ
く
は
、
「
大
き
な

テ
ー
マ
」
と
い
う
や
つ
が
最
近
で
は
苦
手
に
な
っ
て
い
た
。
「
小
さ
な

テ
ー
マ
」
の
方
が
、
自
分
が
よ
く
見
え
る
〉
と
記
し
た
季
恢
成
は
、
確
か

に
〈
小
さ
な
テ
ー
マ
〉
か
ら
踏
み
出
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見

え
る
。
だ
が
、
「
地
上
生
活
者
」
が
単
に
個
人
的
な
生
の
遍
歴
を
書
き
つ

づ
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
〈
未
成
年
期
〉
の
記
憶

を
そ
の
時
の
目
線
で
語
る
と
い
う
〈
小
さ
な
テ
ー
マ
〉
に
徹
底
的
に
こ
だ

わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
憶
の
な
か
の
「
私
」
を
囲
繧
し
て
い
た
時
代
や

社
会
の
不
気
味
な
姿
が
よ
り
リ
ア
ル
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

李
恢
成
が
行
っ
て
き
た
「
私
」
の
記
憶
を
小
説
に
表
現
す
る
と
い
う
営

為
は
、
「
私
」
、
「
記
憶
」
、
「
小
説
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を
問
い
直
す
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
「
地
上
生
活
者
」
第
三
部
の
再
開
が
待
た
れ
る
。

的
な
記
憶
を
語
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

素
を
抜
き
取
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
地
上
生
活
者
」
は
そ
う
い
う
方
法
で

書
か
れ
て
い
る
。
三
年
半
、
連
載
五
十
一
一
回
を
数
え
る
長
編
は
一
向
に
結

末
ら
し
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
ず
に
、
主
人
公
の
〈
ぼ
く
〉
が
〈
井
戸
の
中

に
飛
び
込
ん
で
〉
第
二
部
が
完
結
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
当
た
り
前
と
い

え
ば
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
人
の
生
涯
は
あ
る
時
点
で
結
末
を

迎
え
る
は
ず
も
な
く
続
い
て
い
く
も
の
な
の
だ
か
ら
。

「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」
が
〈
過
去
か
ら
現
在
と
い
う
ふ
う
な
方
法
を

用
い
な
が
ら
〉
〈
民
族
的
な
主
体
性
を
確
保
す
る
と
い
う
〉
〈
大
き
な
テ
ー

マ
〉
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
換
言
す
れ
ば
、
「
私
」
の
記
憶
で
あ

る
「
小
さ
な
物
語
」
を
「
祖
国
統
こ
「
民
族
の
歴
史
」
と
い
う
「
大
き

な
物
語
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
現
在
に
収
敵
す
る
整
合

［
付
記
］

本
稿
は
二
○
○
四
年
七
月
一
七
日
に
法
政
大
学
六
二
年
館
で
開
催
さ
れ
た
法

政
大
学
国
文
学
会
二
○
○
四
年
度
研
究
大
会
に
お
い
て
「
在
日
朝
鮮
人
二
世

文
学
の
「
私
』
ｌ
李
恢
成
を
中
心
に
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
口
頭
発
表
し
た

レ
ジ
メ
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
改
稿
に
際
し
、
大
会
で
の
質
疑
や
、
指

導
教
授
で
あ
ら
れ
る
勝
又
浩
先
生
を
は
じ
め
、
大
会
後
に
い
た
だ
い
た
多
く

の
方
々
の
貴
重
な
ご
意
見
を
取
り
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
改
め

て
感
謝
の
意
を
書
き
添
え
て
お
き
た
い
。

（
か
わ
い
お
さ
む
・
博
士
後
期
課
程
一
年
）
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