
1　記憶の無い所にも歴史があるといふこと

［
二
〇
二
二
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

人
と
動
物
の
か
か
わ
り
の
思
想
史

記�
憶
の
無
い
所
に
も
歴
史
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と�

─
「
人
と
動
物
」
の
か
か
わ
り
と
美
・
倫
理
・
偶
然

─

河
野

　
有
理

ち
や
う
ど
初
冬
の
此
頃
の
や
う
な
晴
れ
た
日
に
、
筒
袖
の
子
供
が
十
四
五
人
、
窓
の
外
の
日
当
た
り
に
並
ん
で
居
て
、
獣
の

話
に
時
の
早
き
を
恨
ん
だ
こ
と
を
、
今
で
も
あ
り
〳
〵
と
覚
え
て
居
る
。（『
孤
猿
随
筆
』
一
九
三
九
年
、『
柳
田
國
男
全
集
』
第
十

巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
二
二
二
頁
）

　

柳
田
国
男
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
は
「
獣
の
話
」
を
好
む
と
い
う
。
こ
れ
は
、
昔
話
、
お
と
ぎ
話
に
様
々
な
動
物
が
活
躍
し
て
い

る
か
ら
、
そ
の
影
響
で
子
ど
も
が
そ
う
し
た
動
物
た
ち
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
因
果
関
係
は
む
し
ろ
逆
な

の
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
が
元
来
、
動
物
の
話
が
好
き
だ
か
ら
お
と
ぎ
話
に
動
物
が
あ
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。「
彼
等
が
獣
の
話
に
興

味
を
も
つ
の
は
殆
と
天
性
に
近
い
も
の
が
有
る
」。
柳
田
は
そ
う
言
い
切
る
。
で
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
「
以
前
の
平
明
簡
易

な
る
人
生
に
於
い
て
は
、
是
が
老
幼
共
同
の
た
つ
た
一
つ
の
話
題
で
あ
つ
た
時
代
」
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

自
分
だ
け
は
こ
の
小
児
が
獣
の
話
を
愛
す
る
癖
を
、
狩
小
屋
以
前
か
ら
の
遺
物
と
思
つ
て
居
る
。
茫
漠
と
し
て
威
圧
す
る
無

限
の
山
野
、
是
に
直
面
し
て
我
々
と
共
に
活
き
、
或
は
敵
と
し
て
又
は
友
邦
と
し
て
、
隣
を
接
し
て
居
た
幾
つ
か
の
獣
の
社

会
を
、
知
ら
ず
窺
わ
ず
に
過
す
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
時
代
が
曾
て
は
有
つ
て
、
そ
の
鋭
敏
な
る
関
心
が
一
部
小
児
の
群
に

は
ま
だ
保
存
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。（
同
前
、
二
二
三
頁
）
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古
代
の
人
類
の
生
活
の
「
遺
物
」
が
、
ま
だ
人
類
と
し
て
は
幼
い
個
体
の
う
ち
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
方
言
集
圏
論

の
提
唱
者
ら
し
く
刺
激
的
な
こ
の
仮
説
は
、
し
か
し
単
に
楽
し
い
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
民
俗
学
」
に
と
っ

て
存
外
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
、
柳
田
は
言
う
。

獣
を
人
と
比
べ
る
の
は
ひ
ど
い
話
だ
が
、
歴
史
の
存
在
を
無
視
せ
ら
れ
て
居
た
者
の
あ
る
こ
と
は
双
方
似
て
居
る
。
記
憶
の

無
い
所
に
も
歴
史
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
文
書
が
聊
か
も
伝
へ
よ
う
と
し
な
か
つ
た
生
活
に
も
、
な
お
時
代
の
重
要
な
る
変

遷
は
あ
つ
て
、
尋
ね
知
ら
う
と
思
へ
ば
之
を
知
る
途
は
確
か
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
こ
の
二
つ
は
日
本
民
俗
学
の
出
発
点
で

あ
つ
た
。（
同
前
）

　

柳
田
が
こ
う
書
き
付
け
た
の
は
一
九
三
九
年
一
一
月
の
こ
と
。
一
九
三
五
年
三
月
に
東
京
帝
国
大
学
教
授
に
就
任
し
、
自
他
と

も
に
認
め
る
史
学
界
の
雄
と
な
っ
た
平
泉
澄
が
「
百
姓
に
歴
史
は
あ
り
ま
す
か
…
…
豚
に
歴
史
は
あ
り
ま
す
か
」
と
学
生
に
凄
ん

で
み
せ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
（
斉
藤
孝
『
昭
和
史
学
史
ノ
ー
ト
』
小
学
館
、
一
九
八
四
年
）、
柳
田
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か

ら
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
柳
田
が
「
歴
史
の
存
在
を
無
視
せ
ら
れ
て
居
た
者
」
と
し
て
示
す
二
つ
の
空
白
が
、
偶
然
と
い
う
に
は

あ
ま
り
に
見
事
な
対
称
を
平
泉
流
「
精
神
史
」
と
の
間
に
見
せ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

柳
田
の
卓
見
を
、
民
俗
学
の
専
有
物
に
し
て
お
く
の
は
あ
ま
り
に
惜
し
い
。
事
実
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
戦
後
の
史
学
・

思
想
史
学
が
「
文
書
が
聊
か
も
伝
へ
や
う
と
し
な
か
つ
た
生
活
」、
す
な
わ
ち
民
衆
史
の
分
野
を
開
拓
し
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知

に
属
す
る
。
さ
ら
に
「
記
憶
の
無
い
所
」、
つ
ま
り
動
物
に
つ
い
て
も
、
近
年
の
泰
西
史
学
界
に
お
い
て
単
な
る
自
然
史
・
環
境

史
に
と
ど
ま
ら
ず
人
と
の
か
か
わ
り
に
注
目
し
た
新
た
な
研
究
潮
流
が
生
じ
つ
つ
あ
る
と
は
、
私
の
よ
う
な
流
行
に
疎
い
も
の
に

ま
で
聞
こ
え
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
年
度
の
学
会
大
会
は
、
柳
田
の
遺
産
に
敬
意
を
払
い
、
ま
た
近
年
の
潮
流
に
棹
さ
す
意

味
で
も
「
人
と
動
物
の
か
か
わ
り
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

詳
し
く
は
各
報
告
者
の
論
考
を
見
て
頂
き
た
い
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
三
報
告
は
動
物
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
重
要

な
思
想
史
的
テ
ー
マ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
見
事
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

真
辺
報
告
が
着
目
し
た
の
は
猫
で
あ
る
。
い
か
に
も
『
猫
が
歩
い
た
近
現
代

─
化
け
猫
が
家
族
に
な
る
ま
で
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
二
一
年
）
の
著
者
に
ふ
さ
わ
し
く
、
真
辺
は
「
猫
好
き
」
の
歴
史
性
を
丹
念
に
解
き
ほ
ぐ
し
つ
つ
、
室
生
犀
星
や
谷
崎
潤
一
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3　記憶の無い所にも歴史があるといふこと

郎
と
い
っ
た
創
作
者
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
猫
が
あ
る
種
の
美
的
感
覚
の
享
受
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
瞬
間
を
補
足

し
よ
う
と
す
る
。

　

板
東
報
告
が
取
り
上
げ
る
の
は
犬
で
あ
る
。
板
東
は
、
江
戸
期
、
ま
さ
に
「
共
に
活
き
、
或
は
敵
と
し
て
又
は
友
邦
と
し
て
、

隣
を
接
し
て
居
た
幾
つ
か
の
獣
の
社
会
」（
柳
田
）
と
し
て
の
「
犬
の
社
会
」
の
自
然
史
的
・
社
会
史
的
態
様
に
意
を
払
い
つ
つ
、

人
な
ら
ざ
る
犬
た
ち
の
サ
ー
ガ
た
る
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
に
お
い
て
「
人
た
れ
」
と
説
く
儒
学
的
徳
目
が
む
し
ろ
異
様
な
緊
張

感
と
と
も
に
い
き
い
き
と
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。

　

伊
藤
報
告
は
狐
で
あ
る
。
伊
藤
は
、『
日
本
霊
異
記
』
を
中
心
に
、
動
物
と
の
触
れ
合
い
が
わ
た
し
た
ち
に
わ
た
し
た
ち
の
生

の
根
本
的
な
偶
然
性
を
突
き
付
け
る
体
験
で
あ
り
う
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
わ
た
し
た
ち
が
動
物
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
は

お
そ
ら
く
完
全
に
偶
然
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
人
間
で
あ
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

　

真
辺
報
告
に
お
け
る
美
、
坂
東
報
告
に
お
け
る
倫
理
、
伊
藤
報
告
に
お
け
る
偶
然
性
。
こ
れ
ら
は
思
想
史
上
の
根
本
的
テ
ー
マ

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
最
初
か
ら
、
こ
う
し
た
三
幅
対
を
企
図
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
報
告
者
の
類
ま

れ
な
力
量
が
テ
ー
マ
に
立
体
的
な
奥
行
き
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。
改
め
て
報
告
者
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
、
そ
し
て
会
場
の
皆
様

に
感
謝
し
た
い
。

　
「
私
な
ど
は
今
で
も
獣
の
話
を
す
る
と
、
小
さ
な
頃
を
思
い
出
し
て
楽
し
く
な
る
」（『
柳
田
國
男
全
集
』
第
十
巻
、
二
二
三
頁
）
と
柳

田
は
言
う
。
本
大
会
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
二
年
越
し
に
対
面
で
お
会
い
し
た
会
員
の
方
々
と
も
に
「
獣
の
話
」
に
興
じ
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
何
よ
り
楽
し
か
っ
た
。

�

（
法
政
大
学
教
授
）
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