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フ
ラ
ン
ス
文
化
研
究
の
立
場
か
ら
、
響
き
や
音
楽
に
つ
い
て
な
に
ご

と
か
を
論
じ
て
み
る
と
い
う
の
が
今
回
私
に
課
せ
ら
れ
た
お
題
で
あ
り
、

趣
味
ら
し
き
も
の
と
言
え
ば
音
楽
鑑
賞
な
の
で
、
ま
た
と
な
い
機
会
を

頂
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
即
座
に
、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る

二
〇
一
八
年
が
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
没
後
百
周
年
で
あ
る
こ
と

や
、
武
満
徹
と
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
メ
シ
ア
ン
の
名
前
が
浮
か
ん
だ
り
、
高
橋

幸
宏
の
『
サ
ラ
ヴ
ァ
！
』
と
ピ
エ
ー
ル
・
バ
ル
ー
、
さ
ら
に
は
ミ
シ
ェ
ル
・

ポ
ル
ナ
レ
フ
《
つ
け
ぼ
く
ろ
》
と
中
田
ヤ
ス
タ
カ
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
に
よ

る
き
ゃ
り
ー
ぱ
み
ゅ
ぱ
み
ゅ
《
つ
け
ま
つ
け
る
》
と
の
関
係
の
こ
と
な
ど

が
頭
の
中
に
浮
か
ん
だ
り
し
た
。
だ
が
、
こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
る
話
は

い
ず
れ
も
、
私
が
ぜ
ひ
と
も
今
書
い
て
お
き
た
い
と
思
う
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

ど
ん
な
人
に
も
、
な
ぜ
だ
か
分
か
ら
な
い
が
繰
り
返
し
聴
き
、
い
つ
耳

に
し
て
も
や
は
り
こ
の
曲
は
好
き
だ
と
思
う
、
そ
ん
な
曲
が
あ
る
も
の

だ
。
何
千
、
あ
る
い
は
何
万
と
い
う
夥
し
い
数
の
ポ
ッ
プ
ス
や
ロ
ッ
ク
を

聴
い
て
き
た
中
で
記
憶
に
残
っ
た
ほ
ん
の
一
握
り
の
楽
曲
と
は
、
し
た
が

っ
て
人
生
の
リ
ト
ル
ネ
ロ
と
も
言
う
べ
き
本
質
を
、
そ
れ
を
愛
好
す
る
本

人
も
気
づ
か
な
い
形
で
含
ん
で
お
り
、
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
そ
の
人
で
あ

る
と
い
う
よ
う
な
な
に
ご
と
か
で
そ
れ
は
あ
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
セ
ル
・
プ

ル
ー
ス
ト
は
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』（
一
九
一
三
︱
二
七
）
の
中
に
音

渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ
︱
あ
る
い
は
ス
ピ
ッ
ツ
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
ポ
ッ
プ
ス
と
ロ
ッ

ク
の
「
波
打
ち
際
」
に
も
た
ら
し
た
も
の
と
は
何
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

荒
原
邦
博

楽
家
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
七
重
奏
曲
を
登
場
さ
せ
、
画
家
エ
ル
ス
チ
ー
ル

の
絵
画
作
品
と
と
も
に
、
そ
れ
が
主
人
公
「
私
」
に
無
意
志
的
記
憶
の
体

験
を
、
反
復
的
効
果
と
し
て
い
つ
で
も
追
体
験
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

く
れ
る
特
別
な
装
置
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
の
数
曲
の

ポ
ッ
プ
ス
や
ロ
ッ
ク
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
ポ
ッ
プ
ス
や
ロ
ッ
ク
で
あ
る

以
上
、
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
七
重
奏
曲
の
よ
う
な
記
憶
と
芸
術
を
め
ぐ
る

壮
大
な
美
学
的
射
程
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、シ
ャ
ル
ル
・

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
最
新
流
行
の
風
俗
を
描
き
出
す
素
描
画
家
コ
ン
ス
タ

ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
な
素
早
い
筆
致
を
高
く
評
価
し

た
（「
現
代
生
活
の
画
家
」）
よ
う
に
、
ポ
ッ
プ
ス
や
ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
流

行
と
結
び
つ
い
た
短
い
楽
曲
の
中
に
こ
そ
、
一
瞬
の
ひ
ら
め
き
の
中
に
何

ら
か
の
永
遠
性
が
宿
っ
て
い
な
い
と
も
か
ぎ
ら
な
い
の
だ
。

私
が
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
二
十
代
半
ば
で
聴
い
た
二
曲
の
ポ
ッ
プ

ス
あ
る
い
は
ロ
ッ
ク
、
ス
ピ
ッ
ツ
の
《
渚
》
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の

《EN
D

LESS SU
M

M
ER

 N
U

D
E

》
は
最
初
は
流
行
の
音
楽
と
し
て
、
あ

る
い
は
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
や
Ｃ
Ｍ
と
と
も
に
私
の
前
に
現
れ
、
日
常
の
点
景
と

し
て
他
の
楽
曲
と
同
じ
よ
う
に
消
費
さ
れ
た
。
消
費
さ
れ
た
と
は
い
う
も

の
の
、
も
ち
ろ
ん
当
時
か
ら
い
い
曲
だ
と
は
思
っ
て
い
た
の
だ
し
、
そ
れ

か
ら
二
十
年
以
上
経
っ
た
今
で
も
す
っ
か
り
忘
れ
去
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ

を
聴
く
た
び
に
頭
と
も
心
と
も
つ
か
な
い
ど
こ
か
を
激
し
く
揺
さ
ぶ
ら
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渚にまつわるエトセトラ―あるいはスピッツと真心ブラザーズが 1990 年代半ばにポップスとロックの「波打ち際」にもたら
したものとは何か　荒原邦博 / Various Things about the Charming Beach: Spitz and Magokoro Brothers, what 

they brought to the "seashore" of pop and rock music in the mid-90's, ARAHARA Kunihiro

れ
、
わ
く
わ
く
さ
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
曲
は
そ
の
つ
ど
私
に
と

っ
て
は
出
来
事
と
し
て
あ
り
、
私
に
否
応
な
く
迫
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
う

し
て
二
〇
一
八
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
も
こ
の
二
曲
が
ど
こ
か
で
流

れ
る
の
を
耳
に
し
た
の
だ
が
、
聴
き
な
が
ら
そ
れ
ら
が
「
波
打
ち
際
」
を

め
ぐ
っ
て
い
る
と
い
う
主
題
的
な
共
通
点
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に

遅
ま
き
な
が
ら
気
づ
き
、
な
ぜ
こ
の
打
ち
寄
せ
る
波
に
私
は
洗
わ
れ
続
け

て
い
る
気
が
す
る
の
か
、
単
な
る
音
の
波
動
が
耳
に
入
っ
て
く
る
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
心
の
奥
底
か
ら
こ
の
二
曲
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
気
が
す

る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
気
に
な
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

今
回
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
日
本
の
ポ
ッ
プ
ス
と
ロ
ッ
ク
を
め
ぐ
る

「
波
打
ち
際
」
が
、
な
ぜ
私
の
心
を
強
く
捉
え
て
離
さ
な
い
の
か
と
い
う

話
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
た
い
。
話
の
途
中
で
フ
ラ
ン
ス
の
こ
と
に
触

れ
る
必
要
が
出
て
く
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
フ
ラ
ン
ス
文
化
研
究
と
し
て

の
役
割
も
本
稿
は
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
　
渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ
：
ス
ピ
ッ
ツ
《
渚
》
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー

ズ
《EN

DLESS SU
M

M
ER N

U
DE

》

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
タ
イ
ト
ル
「
渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト

ラ
」
と
い
う
の
は
わ
ざ
わ
ざ
断
わ
る
ま
で
も
な
い
と
思
う
が
、
井
上
陽
水

作
詞
、
奥
田
民
生
作
曲
に
よ
る
パ
フ
ィ
ー
の
《
渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト

ラ
》
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
曲
は
一
九
九
七
年
の
リ
リ
ー
ス
な
の
で
ち

ょ
う
ど
一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
楽
曲
な
の
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
、「
渚

に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
事
態
が
パ
フ
ィ

ー
と
い
う
空
虚
な
中
心
の
周
辺
に
形
作
ら
れ
て
い
た
。
同
年
、
真
心
ブ
ラ

ザ
ー
ズ
の
倉
持
陽
一
が
パ
フ
ィ
ー
の
吉
村
由
美
に
《
愛
の
オ
ー
ラ
》
を
提

供
す
る
一
方
、
翌
一
九
九
八
年
に
は
ス
ピ
ッ
ツ
の
草
野
正
宗
の
手
に
な
る

《
愛
の
し
る
し
》
が
パ
フ
ィ
ー
の
六
枚
目
の
シ
ン
グ
ル
と
し
て
発
売
さ
れ

て
ヒ
ッ
ト
し
て
い
る
。
そ
れ
と
前
後
す
る
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の

が
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
《EN

D
LESS SU

M
M

ER
 N

U
D

E

》
で
あ
り
、
ス

ピ
ッ
ツ
の
《
渚
》
で
あ
っ
た
。
前
者
は
当
初
、
桜
井
秀
俊
・
倉
持
陽
一
作

詞
、
桜
井
秀
俊
作
曲
に
よ
り
一
九
九
五
年
に
《
サ
マ
ー
ヌ
ー
ド
》
の
タ
イ

ト
ル
で
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
（
こ
の
曲
の
ク
リ
ッ
プ
に
は
デ
ビ
ュ
ー
前
の
パ
フ

ィ
ー
の
二
人
が
出
演
し
て
い
る
）
が
、
一
九
九
七
年
に
ア
レ
ン
ジ
に
大
き
く

手
を
加
え
て
セ
ル
フ
カ
バ
ー
《EN

D
LESS SU

M
M

ER
 N

U
D

E

》
と
し
て

生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
こ
れ
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
一
九
九
六
年
に
発
売
さ
れ

た
の
が
ス
ピ
ッ
ツ
十
四
枚
目
の
シ
ン
グ
ル
《
渚
》（
作
詞
・
作
曲
草
野
正
宗
）

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
二
曲
は
ど
ん
な
「
渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ
」
を
物

語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
双
方
と
も
テ
ー
マ
が
夏
の
恋
愛
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
ス
ピ
ッ
ツ
の
《
渚
》
で
は
「
ぼ
や
け
た
六
等
星
」
の

冴
え
な
い
語
り
手
が
「
思
い
込
み
の
恋
に
落
ち
」
る
。
彼
ま
た
は
彼
女
は

「
初
め
て
プ
ラ
イ
ド
の
柵
を
越
え
」
た
の
だ
。「
ギ
リ
ギ
リ
妄
想
だ
け
で　

君
と
」
冗
談
を
言
い
合
う
の
だ
が
、
そ
う
し
て
二
人
の
「
つ
な
が
り
を
信

じ
」、「
水
に
な
っ
て　

ず
っ
と
流
れ
る
」
の
だ
。
語
り
手
の
願
い
は
リ
フ

レ
イ
ン
に
な
る
。「
柔
ら
か
い
日
々
が
波
の
音
に
染
ま
る　

幻
よ　

醒
め

な
い
で
」。
波
の
音
が
響
く
な
か
で
渚
は
二
人
の
境
目
を
溶
か
し
、
一
つ

に
な
る
よ
う
に
誘
う
。「
渚
は
二
人
の
夢
を
混
ぜ
合
わ
せ
る　

揺
れ
な
が

ら
輝
い
て
」。
ス
ピ
ッ
ツ
は
「
波
打
ち
際
」
を
初
恋
の
妄
想
が
展
開
す
る

特
別
な
空
間
、
二
人
が
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
な
幻
の
中
で
自
我
が
溶
解

し
、
流
れ
る
水
の
よ
う
に
二
人
で
新
た
な
生
成
を
体
験
す
る
心
地
よ
い
場
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所
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が
歌
う
の
は
初
め
て
で
は
な
い
恋

の
場
所
で
あ
り
、
そ
こ
に
語
り
手
が
参
加
し
て
い
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
遠

く
か
ら
そ
れ
を
も
う
一
人
の
自
分
が
眺
め
て
い
る
よ
う
な
光
景
で
あ
る
。

「
浜
に
は
」
語
り
手
の
「
僕
」
と
「
君
」
が
「
二
人
だ
け
」
で
あ
る
。「
君
」

は
「
何
か
企
ん
で
る
顔
」
で
急
に
「
波
打
ち
際
に
走
り　

Ｔ
シ
ャ
ツ
の
ま

ま
で
泳
ぎ
出
す
」。
そ
し
て
す
ぐ
に
サ
ビ
が
や
っ
て
来
る
。
二
人
は
「
は

し
ゃ
ぎ
す
ぎ
て
る
夏
の
子
供
」
の
よ
う
に
、「
胸
と
胸
」
を
合
わ
せ
、「
か

ら
ま
る
指
」
に
気
持
ち
を
昂
ら
せ
る
。
だ
が
そ
の
瞬
間
、
二
人
は
一
つ
に

な
る
の
で
は
な
く
、「
僕
」
は
、
あ
る
い
は
「
君
」
は
、「
誰
か
を
思
い
出

す
」
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
「
波
打
ち
際
」
で
過
ご
す
「
真
夏
の
夜
」
に
は
「
響

く
サ
ラ
ウ
ン
ド
の
波
」
の
効
果
で
「
時
が
溶
け
て
い
く
」。
確
か
に
海
岸

線
を
「
走
る
車
」
の
疾
走
感
の
中
で
「
止
ま
ら
な
い
冗
談
」
に
は
「
神
様

さ
え
油
断
す
る
」
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
は
り
二
人
が
溶
け
合
う
こ
と
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
そ
の
髪
の
毛
で　

そ
の
唇
で
」「
い
つ
か
の
誰
か
の

感
触
を
君
は
思
い
出
し
て
る
」
か
ら
な
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
語
り
手
に
で

き
る
の
は
一
つ
の
決
意
だ
け
で
あ
る
。「
僕
は
た
だ　

君
と
二
人
で
通
り

す
ぎ
る
」。
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が
描
く
夏
の
「
波
打
ち
際
」
は
、
恋
人
た

ち
が
裸ヌ

ー
ドに

な
っ
て
戯
れ
る
よ
う
な
、
期
待
を
せ
り
上
げ
る
空
間
で
あ
り
な

が
ら
、
実
際
に
は
そ
こ
で
丸ヌ

ー
ド裸

に
さ
れ
る
の
は
恋
愛
自
体
の
虚
妄
性
で
あ

り
、
溶
解
し
か
か
っ
た
二
人
の
自
我
の
間
に
割
り
込
ん
で
は
居
座
り
続
け

る
第
三
者
の
影
が
終エ

ン

ド

レ

ス

わ
り
な
く
再
生
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
場
所
と
し
て
の

「
渚
」
な
の
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ッ
ツ
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
「
波
打
ち
際
」
が
こ
う
し
て
異
な
る

性
格
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ン
ド
が
海
に
ど
ん
な
意
味
を

見
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ス
ピ
ッ
ツ
に
は

海
を
歌
っ
た
《
青
い
車
》
が
、真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
に
は
文
字
通
り
《
う
み
》

と
い
う
楽
曲
が
あ
る
。
草
野
正
宗
作
詞
・
作
曲
の
一
九
九
四
年
の
《
青
い

車
》
で
は
、
海
は
「
お
い
て
き
た
何
か
を
見
に
行
」
く
場
所
で
あ
る
。
語

り
手
の
「
僕
」
は
こ
う
誘
い
か
け
る
。「
永
遠
に
続
く
よ
う
な
掟
に
飽
き

た
ら
」「
君
の
青
い
車
で
海
に
行
こ
う
」。
そ
こ
で
「
僕
」
と
「
君
」
は
変

化
す
る
。「
輪
廻
の
果
て
へ
飛
び
下
り
」、「
終
わ
り
な
き
夢
に
落
ち
て
行
」

く
。
リ
フ
レ
イ
ン
の
最
後
の
詩
句
が
こ
の
楽
曲
の
テ
ー
マ
を
は
っ
き
り
と

伝
え
て
い
る
。「
今　

変
わ
っ
て
い
く
よ
」。
ス
ピ
ッ
ツ
に
と
っ
て
海
の
水

に
な
っ
て
流
れ
る
こ
と
は
、《
渚
》
で
も
歌
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
自
我
の

枠
を
超
え
た
生
成
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

　

ス
ピ
ッ
ツ
か
ら
遡
る
こ
と
五
年
、
一
九
八
九
年
に
発
表
さ
れ
た
真
心
ブ

ラ
ザ
ー
ズ
の
デ
ビ
ュ
ー
・
シ
ン
グ
ル
《
う
み
》（
倉
持
陽
一
作
詞
・
作
曲
）

で
展
開
さ
れ
る
の
は
、
モ
ノ
ト
ー
ン
の
海
の
光
景
だ
。「
君
と
僕
と
の
う

み
が
見
え
る
は
ず
」
だ
と
語
り
手
は
言
う
が
、
二
人
の
も
の
で
あ
る
海
は

「
そ
こ
に
転
が
る
」「
無
様
な
う
み
」
に
過
ぎ
な
い
。「
ド
ロ
の
山
」
の
向

こ
う
に
海
が
あ
る
の
だ
が
、海
の
こ
ち
ら
側
に
広
が
る
の
も「
君
」が「「
ま

る
で
Ｓ
Ｆ
映
画
ね
」
と
つ
ぶ
や
」
く
よ
う
な
ど
こ
か
遠
い
工
事
現
場
の
風

景
だ
。「
君
は
少
し
で
も　

う
み
に
近
づ
こ
う
と
歩
い
て
る
」
が
、
一
緒

に
い
る
「
僕
は
疲
れ
て
」
し
ま
う
。
そ
し
て
サ
ビ
が
こ
の
海
の
静
か
な
拒

絶
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
海
は
「
波
の
静
か
な
う
み
」
で
あ
り
、「
狭

く
遠
い
」。
そ
こ
は
「
魚
の
い
な
い
う
み
」
で
、「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
う
み
」

な
の
だ
。
海
と
歌
わ
れ
な
が
ら
、
陸
の
よ
う
で
も
あ
る
こ
の
場
所
は
、
二

人
の
自
我
を
溶
解
さ
せ
一
つ
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
君
と

僕
と
の
う
み
」
は
「
ぶ
っ
た
切
ら
れ
た
う
み
」
だ
か
ら
だ
。
陸
の
ほ
う
か

ら
眺
め
ら
れ
た
海
岸
線
は
、《EN

D
LESS SU

M
M

ER
 N

U
D

E

》
の
「
波

打
ち
際
」
同
様
に
一
緒
に
い
る
二
人
の
心
に
介
入
す
る
よ
そ
よ
そ
し
い
無
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人
地
帯
を
冷
徹
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　「
渚
」
に
吹
く
「
風
」
：
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
《
風
を
あ
つ
め
て
》
か

ら
松
田
聖
子
《
風
立
ち
ぬ
》
へ

　

ス
ピ
ッ
ツ
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
奇
し
く
も

「
波
打
ち
際
」
を
め
ぐ
っ
て
ヒ
ッ
ト
曲
を
産
み
出
し
た
こ
と
、《
渚
》
と

《EN
D

LESS SU
M

M
ER

 N
U

D
E

》
が
そ
れ
ぞ
れ
夏
の
恋
愛
を
、
希
望
に

満
ち
た
新
た
な
生
成
へ
の
幸
福
な
同
一
化
と
期
待
に
潜
む
不
安
を
突
き

放
し
て
観
察
す
る
距
離
化
と
い
う
、
い
わ
ば
対
照
的
な
形
で
作
品
化
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
こ
で
は
続
い
て
、「
波
打
ち
際
」
に
吹
く

「
風
」
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

　

ス
ピ
ッ
ツ
の
《
渚
》
で
「
風
」
が
話
題
に
な
る
の
は
一
度
だ
け
で
あ
る
。

だ
が
、こ
の
「
風
」
こ
そ
が
作
品
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
を
な
し
て
い
る
。

「
思
い
込
み
の
恋
に
落
ち
た
」
語
り
手
が
、「
初
め
て
プ
ラ
イ
ド
の
柵
を
越

え
て
」
相
手
に
何
か
を
「
届
け
た
い
」
と
望
む
。
そ
れ
が
「
風
の
よ
う
な

歌
」
だ
。
転
調
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
こ
の
「
風
の
よ
う
な
歌　

届
け
た
い

よ
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
次
に
乗
せ
ら
れ
る
の
は
、「
水
に
な
っ
て　

ず
っ

と
流
れ
る
よ
」
の
歌
詞
で
あ
り
、
楽
曲
の
中
に
自
己
参
照
的
に
登
場
す
る

こ
の
「
歌
」
と
い
う
言
葉
が
、《
渚
》
と
い
う
音
の
シ
ャ
ワ
ー
で
水
の
よ

う
に
聴
き
手
を
包
み
込
む
。「
風
の
よ
う
な
歌
」
と
い
う
言
葉
の
魔
術
に

よ
っ
て
、
聴
き
手
は
「
渚
は
二
人
の
夢
を
混
ぜ
合
わ
せ
る　

揺
れ
な
が
ら

輝
い
て
」
と
い
う
行
為
に
そ
れ
と
知
ら
ず
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
楽
曲
に
い
わ
ば
存
在
ご
と
運
び
去
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
《
青

い
車
》
で
歌
わ
れ
る
「
風
」、「
潮
の
に
お
い
が
し
み
こ
ん
だ　

真
夏
の
風

を
吸
い
こ
め
ば
」「
心
の
落
描
き
も
踊
り
出
す
か
も
ね
」
と
い
う
軽
い
仮

定
に
置
か
れ
て
吸
い
こ
む
「
風
」
よ
り
も
、否
応
な
く
迫
っ
て
く
る
「
風
」

で
あ
り
、も
は
や
「
潮
の
に
お
い
が
し
み
こ
ん
だ
」
も
の
で
は
な
く
、「
波
」

そ
の
も
の
と
な
っ
た
「
風
」
な
の
で
あ
る
。
聴
き
手
の
「
柔
ら
か
い
日
々
」

も
そ
こ
で
は
「
波
の
音
に
染
ま
る
」
の
だ
。

　

真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
《EN

D
LESS SU

M
M

ER
 N

U
D

E

》
で
も
「
風
」

が
登
場
す
る
の
は
同
じ
く
一
回
き
り
で
あ
る
。「
波
打
ち
際
」に
い
る「
君
」

と
「
僕
」
が
溶
け
合
う
こ
と
を
期
待
す
る
あ
の
状
況
、「
響
く
サ
ラ
ウ
ン

ド
の
波　

時
が
溶
け
て
い
く
真
夏
の
夜
」
に
届
け
ら
れ
る
の
が
「
風
」
で

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
「
夜
風
は
冬
か
ら
の
贈
り
物
」
だ
。「
胸
と
胸
」

を
合
わ
せ
て
、「
か
ら
ま
る
指
」
に
二
人
が
盛
り
上
が
る
瞬
間
、
他
の
「
誰

か
を
思
い
出
す
」
よ
う
に
し
て
、「
真
夏
の
夜
」
に
は
「
冬
か
ら
の
贈
り
物
」

が
届
け
ら
れ
る
の
だ
。
調
和
を
乱
す
べ
く
闖
入
す
る
厄
介
な
物
が
「
風
」

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
「
夜
風
」
は
必
ず
し
も
否
定
的
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
走
る
車
の
窓
に
広
げ
は
た
め
く
Ｔ

シ
ャ
ツ
」
は
「
誇
ら
し
げ
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
「
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
は
と

言
え
ば
、
曲
の
冒
頭
で
「
波
打
ち
際
」
を
走
っ
て
「
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
ま
ま
で

泳
ぎ
出
」
し
た
二
人
が
着
て
い
た
あ
の
「
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
だ
か
ら
な
の
だ
。

車
の
ス
ピ
ー
ド
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、「
風
」
は
間
違

い
な
く
潮
風
で
あ
り
、
波
が
肯
定
と
否
定
の
あ
わ
い
を
た
ゆ
た
い
続
け
る

よ
う
に
「
風
」
も
ま
た
こ
こ
で
は
両
義
的
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
ポ
ッ
プ
ス
や
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
「
風
」
が
ど
こ
か

ら
来
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
っ
ぴ
い

え
ん
ど
か
ら
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
セ
カ
ン
ド
・
ア

ル
バ
ム
『
風
街
ろ
ま
ん
』
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
「
風
」
が
テ
ー
マ
で
あ

る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
松
本
隆
作
詞
・
細
野
晴
臣
作
曲
に
よ
る
《
風
を
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あ
つ
め
て
》
で
は
、「
路
面
電
車
が
」「
海
を
渡
」
っ
た
り
、「
防
波
堤
ご

し
に
」
は
「
緋
色
の
帆
を　

掲
げ
た
都
市
が
」「
停
泊
し
て
」
い
た
り
、「
摩

天
楼
の
衣
擦
れ
が
」「
舗
道
を
ひ
た
」
し
た
り
す
る
の
を
「
見
た
」
語
り

手
の
「
ぼ
く
」
が
、「
風
を
あ
つ
め
て
」「
蒼
空
を
翔
け
た
い
」
と
願
う
。「
風

街
ろ
ま
ん
」
と
は
言
う
も
の
の
、
こ
こ
に
は
物
語
ら
し
き
も
の
が
な
く
、

あ
る
の
は
風
景
、
淡
々
と
し
た
情
景
描
写
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
風
」
は
テ

ー
マ
と
い
う
よ
り
は
あ
る
種
の
効
果
を
表
し
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が

正
確
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
視
界
に
広
が
る
三
つ
の
点
景
が
い
ず
れ
も

「
波
打
ち
際
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
改
め
て
驚
く
ほ
か
な
い

が
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
陸
と
海
の
境
界
線
で
陸
地
が
液
体
化
す
る
よ
う
な

隠
喩
的
な
情
景
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
風
を
あ
つ
め
て
」
飛
ん
で
い
る
か
の

ご
と
き
浮
遊
感
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
に
お
け
る
「
風
」
は
気
ま
ぐ
れ
な
「
風
」

で
あ
る
。
サ
ー
ド
・
ア
ル
バ
ム
『H

A
PPY

 EN
D

』（
一
九
七
三
）
は
冒
頭

か
ら
細
野
晴
臣
作
詞
・
作
曲
の
《
風
来
坊
》
に
よ
っ
て
「
ふ
ら
り　

ふ
ら

　

ふ
ら
」
と
軽
快
な
浮
遊
感
と
と
も
に
始
ま
る
の
だ
が
、
四
曲
目
に
同
じ

作
者
に
よ
る
《
無
風
状
態
》
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
聴
き
手
は
「
海
に
乗

り
出
」
し
た
船
が
ま
る
で
《
風
を
あ
つ
め
て
》
に
登
場
す
る
か
の
よ
う
な

「
都
市
の
海
」
を
目
指
し
て
い
る
気
が
し
て
期
待
を
膨
ら
ま
せ
る
が
、
し

か
し
曲
の
最
後
で
分
か
る
の
は
風
が
な
い
の
で
船
長
気
取
り
の
「
彼
」
が

「
船
を
降
り
」
た
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
船
は
最
初
か
ら

ま
っ
た
く
動
い
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
は
っ

ぴ
い
え
ん
ど
の
楽
曲
に
お
い
て
聴
き
手
が
体
験
す
る
の
は
「
風
を
あ
つ
め

て
」
飛
ぶ
感
覚
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
そ
れ
は

飛
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
、
あ
る
い
は
陸
と
海
が
変
容
し
合
う
か
の

よ
う
な
蜃
気
楼
の
効
果
な
の
で
あ
る
。「
風
を
あ
つ
め
て
」
心
地
よ
く
浮

か
ん
だ
よ
う
な
感
覚
と
「
無
風
状
態
」
と
の
間
で
宙
吊
り
に
な
っ
た
光
景
、

そ
れ
が
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
の
作
り
出
す
光
景
で
あ
り
、
時
間
芸
術
と
し
て

の
音
楽
に
対
す
る
究
極
の
躓
き
と
し
て
の
休
止
を
自
ら
創
造
し
て
い
る

の
だ
。

　

こ
う
し
て
日
本
の
ポ
ッ
プ
ス
と
ロ
ッ
ク
に
新
し
い
「
風
」
が
も
た
ら

さ
れ
た
の
だ
が
、「
風
」
の
登
場
す
る
松
本
隆
作
詞
の
曲
を
逐
一
辿
っ
て

い
く
と
際
限
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
解
散
後
に
再

び
作
曲
の
大
瀧
詠
一
と
組
む
こ
と
に
な
っ
た
松
田
聖
子
の
《
風
立
ち
ぬ
》

（
一
九
八
一
年
）
へ
と
十
年
の
時
を
進
め
よ
う
。
松
田
聖
子
の
楽
曲
は
「
風

を
切
る
デ
ィ
ン
ギ
ー
で
」
や
「
答
え
は
風
の
中
ね
」
と
歌
う
《
白
い
パ
ラ

ソ
ル
》
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
デ
ビ
ュ
ー
以
来
主
に
夏
の
海
を
舞
台
と
し

て
い
た
。
七
枚
目
の
シ
ン
グ
ル
《
風
立
ち
ぬ
》
は
軽
井
沢
の
よ
う
な
「
高

原
の
テ
ラ
ス
」
へ
と
物
語
の
場
所
を
変
え
る
こ
と
で
、
歌
手
と
し
て
新
た

な
ス
テ
ー
ジ
へ
の
移
行
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
。《
風
立
ち
ぬ
》
に
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
堀
辰
雄
の
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ

し
て
い
る
。「
風
の
イ
ン
ク
」
で
別
れ
の
「
手
紙
」
を
「
し
た
た
め
て
い
」

る
「
私
」
は
、
印
象
的
な
リ
フ
レ
イ
ン
で
決
意
を
語
る
。「
風
立
ち
ぬ　

今
は
秋
」「
今
日
か
ら　

私
は
心
の
旅
人
」。
吹
き
起
っ
た
風
に
、
さ
あ
新

た
に
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
の
は
、
ア
イ
ド
ル
と
し
て
の
新
領
域
へ
の
挑

戦
を
宣
言
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
巧
妙
な
仕
掛
け
と
言
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
彼
女
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
が

堀
辰
雄
的
な
繊
細
で
陰
の
あ
る
音
楽
を
期
待
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
大

瀧
詠
一
の
曲
は
あ
ろ
う
こ
と
か
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
で
大
曲
の
風
格
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
同
年
、
松
本
と
大
瀧
は
松
田
聖
子
の
ア
ル

バ
ム
『
風
立
ち
ぬ
』
も
一
緒
に
制
作
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
大

瀧
が
企
図
し
た
の
は
や
は
り
同
じ
年
に
発
売
さ
れ
て
い
た
彼
自
身
の
『A
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L
O

N
G 

V
A

C
ATI

O
N

』 の 姉 妹 編 と し て 『 風 立 ち ぬ 』 を 編 成 す る こ

と だ っ た 。 大 瀧 に よ れ ば 、 ナ イ ア ガ ラ ・ サ ウ ン ド の 女 性 版 と して の 《 風 立 ち ぬ 》 は 《 カ ナ リ ア 諸 島 に て 》 に 呼 応 し て い る 。 松本 隆 作 詞 の 《 カ ナ リ ア 諸 島 に て 》 で は 、  「 ぼ く 」 は 「 海 に 向 いた テ ラ ス で ペ ン だ け 滑 ら 」 し 、  「 あ な た の 表 情 の 輪 郭 も う す れ 」  、「 自 分 が 誰 か も 忘 れ て し ま う 」  。 し か し 、  「 ぼ く は ぼ く の 岸 辺 で生 き て 行 く だ け

　
そ れ だ け 」 と い う 決 意 は 揺 る が な い 。 そ こ へ

リ フ レ イ ン が や っ て 来 る の だ が 、 そ の 最 後 で 明 か さ れ る の は「 風 も 動 か な い 」 こ と な の で あ る 。　
と い う こ と は 、  《 風 立 ち ぬ 》 に お い て は 、 松 田 聖 子 に 「 風 立

ち ぬ 」 と 歌 わ せ な が ら サ ウ ン ド 的 に は 「 風 も 動 か な い 」 と い う二 律 背 反 を 課 す と い う ア ク ロ バ テ ィ ッ ク な 事 態 が 生 じ て お り 、結 局 の と こ ろ 「 風 は 立 っ た 」 の か 、 そ れ と も 「 風 は 動 か な い 」の か 、 音 楽 は 音 符 と 休 止 符 の 、 歌 詞 と メ ロ デ ィ ー の 、 あ る い は歌 詞 と サ ウ ン ド の 間 で 宙 吊 り に さ れ る の で あ る 。 そ し て そ こ には 、 高 原 へ の 移 行 を 目 指 し な が ら 、 海 辺 に 止 め 置 か れ る と い う場 所 の 矛 盾 も 露 呈 し て い る の で あ る 。  「 風 」 に こ う し た 矛 盾 が生 じ る の は 、 ま さ に そ れ が は っ ぴ い え ん ど 的 な 「 風 」 だ か ら であ り 、 こ の 矛 盾 に こ そ 「 風 」 の 本 質 が あ る の だ 。三
　
百 年 前 の 「 渚 」 と 「 風 」 へ ： ヴ ァ レ リ ー 「 海 辺 の 墓 地 」 と

プ ル ー ス ト 『 失 わ れ た 時 を 求 め て 』 の バ ル ベ ッ ク 海 岸　
松 本 隆 が 堀 辰 雄 的 な 「 高 原 の テ ラ ス 」 の 情 景 を 歌 詞 で 描 き 出

し な が ら も 、 大 瀧 詠 一 が そ れ を 「 海 に 向 い た テ ラ ス 」 の 光 景 へ

と サ ウ ン ド に よ っ て 引 き 戻 し 、 変 化 さ せ 、 宙 吊 り に す る こ と には 、 ど ん な 意 味 が あ る の だ ろ う か 。 堀 辰 雄 の 『 風 立 ち ぬ 』 が 、ポ ー ル ・ ヴ ァ レ リ ー の 「 風 立 ち ぬ

　
い ざ 生 き め や も 」 か ら 取 ら

れ て い る こ と は 、 小 説 の 中 で こ の 詩 句 が 繰 り 返 し 登 場 人 物 の 口に 上 る こ と か ら も よ く 知 ら れ て い る と お り で あ る 。 そ う だ と すれ ば 、 堀 が ヴ ァ レ リ ー の 「 波 打 ち 際 」 を 「 高 原 」 に 移 し 替 え たの と 、 ち ょ う ど 逆 の 操 作 が 松 田 聖 子 の 《 風 立 ち ぬ 》 で は 行 わ れて い る こ と に な ら な い だ ろ う か 。 こ の 楽 曲 は 堀 辰 雄 的 な 世 界 への 憧 憬 と 見 せ か け な が ら 、 実 は 堀 の 参 照 テ ク ス ト で あ る ヴ ァ レリ ー の 詩 篇 「 海 辺 の 墓 地 」 へ と 、 お そ ら く は そ れ と 知 ら ず に 遡る 効 果 を 発 揮 し て い る の で あ る 。　 「 海 辺 の 墓 地 」 は 『 新 フ ラ ン ス 評 論 』 の 一 九 二 〇 年 六 月 一 日号 に 掲 載 さ れ 、  後 に 詩 集 『 魅 惑 』  （

一 九 二 二

） に 収 録 さ れ た 。  「 海

よ 、 絶 え ず 新 し く 再 開 さ れ る 海 よ ！ 」 と い う 冒 頭 の 呼 び か け が印 象 的 だ が 、 そ う 詠 う ヴ ァ レ リ ー も 南 仏 セ ー ト と い う 「 波 打 ち際 」 で 生 き た 詩 人 で あ っ た 。 エ ッ セ イ 「 人 と 貝 殻 」  （

一 九 三 七

）

で は 浜 辺 で 拾 っ た 巻 貝 の 貝 殻 を 手 掛 か り に 、 人 間 の ポ イ エ ー シス の 行 為 と は 何 か と い う 問 い を 、 哲 学 的 思 弁 に 詩 的 直 観 を 交 えて 考 察 し て い る 。  「 海 辺 の 墓 地 」 も そ う し た 作 品 制 作 を め ぐ る分 析 と し て あ る の だ が 、 こ こ で は 「 エ レ ア 派 の ゼ ノ ン 」 へ と 至る 長 い 思 弁 を 経 た 後 、  「 肉 体 」  が  「 思 考 す る 形 態 を 打 ち 壊 」  し 、  「 風が 誕 生 」 し 、 語 り 手 の 「 魂 を 自 ら に 返 還 す る 」 と 、 最 後 の 六 行の 冒 頭 で 「 風 が 吹 き 起 る ！

　
生 き ね ば な ら ぬ ！ 」 と 誘 う 声 が 聞

こ え 、  「 風 」 と 「 波 」 に よ っ て 新 た な 輝 か し い 「 本 の 頁 」 が 「 飛ぶ 」 様 子 が 活 写 さ れ る こ と だ け 確 認 し て お こ う 。　 「 海 辺 の 墓 地 」 に お け る 「 海 辺 」 と は 地 中 海 の 「 波 打 ち 際 」
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で
あ
り
、
そ
こ
は
何
よ
り
も
平
穏
で
調
和
の
と
れ
た
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
支

配
す
る
空
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
学
を
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
の
問
題
に

還
元
し
、
組
み
合
わ
せ
の
数
を
思
考
の
上
で
汲
み
つ
く
し
て
し
ま
う
こ
と

で
、
文
学
を
超
越
す
る
視
点
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
、
そ

れ
ゆ
え
に
超
歴
史
的
な
視
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的

と
考
え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
進
歩
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
っ
た
詩

人
は
実
作
に
お
い
て
お
も
に
古
典
主
義
的
な
作
品
を
作
っ
た
こ
と
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。「
海
辺
の
墓
地
」
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
十
音
節
の

六
行
詩
節
、
二
十
四
連
か
ら
な
る
古
典
主
義
的
な
作
品
な
の
だ
。

　
「
波
打
ち
際
」
を
こ
う
し
た
現
代
と
古
代
の
、
あ
る
い
は
革
新
と
伝

統
と
の
触
れ
合
う
空
間
と
し
て
描
き
出
す
の
は
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
同
じ

く
一
八
七
一
年
に
生
ま
れ
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
場
合
に
も
見
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
第
四
篇
『
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
』

（
一
九
二
一
︱
二
二
）
に
は
、
二
度
目
の
バ
ル
ベ
ッ
ク
滞
在
中
に
小
説
の
主

人
公
「
私
」
が
カ
ン
ブ
ル
メ
ー
ル
侯
爵
夫
人
と
海
岸
線
を
散
策
す
る
場
面

が
あ
る
が
、
こ
の
若
い
ご
婦
人
は
最
新
流
行
の
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
音
楽
を

そ
れ
が
最
新
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
評
価
し
て
い
る
。「
私
」
は
彼
女
を

満
足
さ
せ
る
た
め
に
『
ペ
レ
ア
ス
と
メ
リ
ザ
ン
ド
』
の
第
三
幕
第
三
場
に

あ
る
ペ
レ
ア
ス
の
台
詞
、「
濡
れ
た
バ
ラ
の
香
り
が
こ
の
テ
ラ
ス
ま
で
あ

が
っ
て
く
る
」
に
言
及
す
る
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
友
人
で
作
曲
家
の
レ
ー

ナ
ル
ド
・
ア
ー
ン
に
宛
て
た
一
九
一
一
年
の
手
紙
で
、
こ
の
一
節
に
つ
い

て
、「
海
の
冷
た
さ
と
、
そ
よ
風
に
運
ば
れ
て
く
る
バ
ラ
の
香
り
と
が
浸

み
こ
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
バ
ラ
の
香
り
の
浸
み
こ
ん
だ
海
辺
の

「
そ
よ
風
」
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ
い
て
「
私
」
が
語
る
の
は
、
バ
ラ
園
を

所
有
す
る
カ
ン
ブ
ル
メ
ー
ル
老
侯
爵
夫
人
へ
の
親
し
み
、
こ
の
女
性
が
シ

ョ
パ
ン
の
弟
子
の
中
で
た
だ
一
人
生
き
残
っ
て
い
る
と
い
う
そ
の
音
楽

的
才
能
へ
の
敬
意
か
ら
で
あ
っ
た
。
若
い
ほ
う
の
カ
ン
ブ
ル
メ
ー
ル
侯
爵

夫
人
は
姑
嫌
い
も
あ
っ
て
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
前
で
は
シ
ョ
パ
ン
な
ど
も

は
や
完
全
な
時
代
遅
れ
だ
と
言
っ
て
貶
す
の
だ
が
、「
私
」
は
シ
ョ
パ
ン

が
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
偏
愛
す
る
作
曲
家
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、

彼
女
の
前
衛
主
義
的
な
芸
術
理
解
に
待
っ
た
を
か
け
る
。
実
際
、
シ
ョ
パ

ン
の
再
評
価
は
生
誕
百
周
年
の
一
九
一
〇
年
頃
か
ら
始
ま
る
が
、
ド
ビ
ュ

ッ
シ
ー
は
シ
ョ
パ
ン
の
『
ピ
ア
ノ
全
作
品
』
の
楽
譜
を
校
訂
し
て
こ
の
流

れ
に
貢
献
し
て
い
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
が
こ
こ
で
小
説
の
「
私
」
と
と
も
に

主
張
し
て
い
る
の
は
、
芸
術
が
絶
え
ず
過
去
を
否
定
し
て
革
新
的
な
も
の

を
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
一
見
過
去
と
断
絶
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な

が
ら
、
そ
こ
に
突
如
と
し
て
過
去
の
断
片
が
甦
る
よ
う
な
関
係
性
を
過
去

と
の
間
に
保
持
し
て
い
る
作
品
が
す
ぐ
れ
た
「
古
典
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
な
の
だ
。

　

若
夫
人
は
「
波
打
ち
際
」
の
カ
モ
メ
が
飛
び
立
つ
の
を
見
て
、「
巨
大

な
翼
は
歩
く
妨
げ
と
な
る
ば
か
り
」
と
詩
の
一
節
を
口
ず
さ
む
。
彼
女
は

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
ア
ホ
ウ
ド
リ
」
を
カ
モ
メ
と
間
違
え
て
引
用
し
て
い

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
の
前
に
「
私
」
が
カ
モ
メ
を
モ
ネ
の

描
く
睡
蓮
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
音
楽
ば
か
り
で
な
く
、
絵
画
に

つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
、
印
象
派
の
モ
ネ
や
ド
ガ
の
前
で
は
、
十
七
世

紀
の
古
典
主
義
画
家
プ
ッ
サ
ン
は
単
に
古
臭
い
だ
け
だ
と
断
定
す
る
若

い
カ
ン
ブ
ル
メ
ー
ル
侯
爵
夫
人
に
、「
私
」
は
ド
ガ
が
プ
ッ
サ
ン
を
称
賛

し
、
模
写
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
『
ド
ガ　

ダ
ン
ス　

デ
ッ

サ
ン
』
を
書
き
、
ド
ガ
が
単
に
新
た
な
パ
リ
風
俗
と
し
て
オ
ペ
ラ
座
の
踊

り
子
た
ち
を
テ
ー
マ
に
設
定
し
、
そ
れ
を
革
新
的
な
印
象
派
の
色
彩
分
割

に
よ
っ
て
描
き
出
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
し
ば
し
ば
触
れ
て
い
る
（
ち



35

渚にまつわるエトセトラ―あるいはスピッツと真心ブラザーズが 1990 年代半ばにポップスとロックの「波打ち際」にもたら
したものとは何か　荒原邦博 / Various Things about the Charming Beach: Spitz and Magokoro Brothers, what 

they brought to the "seashore" of pop and rock music in the mid-90's, ARAHARA Kunihiro

な
み
に
一
九
三
三
年
に
発
表
さ
れ
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「「
海
辺
の
墓
地
」
に
つ
い

て
」
と
い
う
自
作
の
解
説
で
も
、ダ
ン
ス
と
詩
の
関
連
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
）。

詩
人
は
バ
レ
リ
ー
ナ
の
動
き
を
捉
え
る
ド
ガ
が
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
色
彩

重
視
の
対
極
に
あ
っ
た
と
通
常
み
な
さ
れ
て
い
る
ア
ン
グ
ル
の
弟
子
と

し
て
デ
ッ
サ
ン
を
重
視
し
、
ま
た
ル
ー
ヴ
ル
で
の
古
典
の
模
写
を
推
奨

し
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
レ
リ
ー
フ
に
見
ら
れ
る
ダ
ン
ス
の
ポ
ー
ズ
を
バ
レ

リ
ー
ナ
の
ポ
ー
ズ
と
し
て
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
は
、
海
辺
の
光
景
に
お
け
る
地
理
的
な
関
係
性

の
中
に
、
実
は
歴
史
的
な
関
係
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
見

て
取
れ
る
。『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
第
二
篇
『
花
咲
く
乙
女
た
ち

の
蔭
に
』（
一
九
一
九
）
に
お
い
て
「
私
」
は
バ
ル
ベ
ッ
ク
海
岸
に
あ
る

画
家
エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
ア
ト
リ
エ
で
海
洋
画
《
カ
ル
ク
チ
ュ
イ
港
》
を
鑑

賞
す
る
が
、
こ
こ
で
探
求
さ
れ
て
い
る
効
果
と
は
、
陸
を
海
の
用
語
で
、

ま
た
海
を
陸
の
用
語
で
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
画
面
は
そ

の
結
果
、
詩
に
お
い
て
「
隠
喩
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
効
果
を
発
揮
し
、

表
象
さ
れ
た
事
物
に
変
容
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
か
は
っ
ぴ

い
え
ん
ど
の
《
風
を
あ
つ
め
て
》
の
歌
詞
の
世
界
を
思
わ
せ
る
情
景
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
う
し
た
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
印
象
派
へ
と
続

く
隠
喩
的
な
効
果
に
は
空
間
的
な
だ
け
で
な
く
、
時
間
的
な
特
徴
も
ま
た

あ
る
と
プ
ル
ー
ス
ト
は
考
え
て
い
た
。
バ
ル
ベ
ッ
ク
海
岸
の
海
辺
の
少
女

た
ち
は
ド
ガ
の
描
く
踊
り
子
へ
と
参
照
さ
れ
る
の
だ
が
、
ド
ガ
は
ま
た
古

代
彫
刻
《
棘
を
抜
く
少
年
》
の
記
憶
も
そ
こ
に
含
み
こ
ま
せ
て
い
る
と
さ

れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
種
の
空
間
的
な
変
容
、
作
品
を
見
る
者
に
眼
科
手

術
を
施
す
よ
う
に
し
て
新
た
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
獲
得
さ
せ
る
画
面
に
は
、

実
際
に
は
時
間
的
な
記
憶
も
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
過
去
を
召
喚
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
画
面
上
に
は
、
革
新
的
な
断
片
と
伝
統
的
な
断
片
と
が
一
瞬

繋
が
り
を
見
出
す
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
い
ま
や
、二
〇
一
八
年
か
ら
お
よ
そ
百
年
前
の
「
波
打
ち
際
」

の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の

「
風
が
吹
き
起
る
」海
は「
絶
え
ず
新
し
く
再
開
さ
れ
る
海
」な
の
で
あ
り
、

墓
地
に
響
く
「
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
！
」
と
誘
う
声
は
確
か
に
「
思
考
す
る

形
態
を
打
ち
壊
」
し
は
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
「
誕
生
」
す
る
「
風
」
は

何
か
を
断
ち
切
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
古
代
と
現
代
と
を
、
あ
る
い

は
ま
た
伝
統
と
革
新
と
を
繋
ぐ
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
プ
ル
ー
ス

ト
の
海
辺
の
「
そ
よ
風
」
も
バ
ラ
の
香
り
を
運
び
な
が
ら
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ

ー
の
中
に
潜
む
シ
ョ
パ
ン
と
の
関
係
を
告
げ
る
横
断
線
と
な
り
、
ま
た
ヴ

ァ
レ
リ
ー
と
プ
ル
ー
ス
ト
は
い
ず
れ
も
、
ド
ガ
の
作
品
の
中
に
プ
ッ
サ
ン

や
古
代
彫
刻
の「
断
片
」が
甦
る
の
を
感
知
す
る
の
で
あ
る
。「
波
打
ち
際
」

と
は
そ
う
し
た
可
能
な
複
数
の
時
間
の
線
が
、
通
常
の
時
間
の
流
れ
と
は

別
の
形
で
「
絶
え
ず
新
し
く
再
開
さ
れ
る
」
空
間
で
あ
り
、そ
こ
で
「
風
」

は
過
去
と
現
在
を
繋
ぐ
横
断
線
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　「
波
打
ち
際
」
を
泳
ぐ
、「
空
」
を
飛
ぶ
：
再
び
ス
ピ
ッ
ツ
《
渚
》
と

真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
《EN

DLESS SU
M

M
ER N

U
DE

》

　

過
去
と
の
時
間
的
な
関
係
に
開
か
れ
た
現
在
の
「
波
打
ち
際
」、
記

憶
の
「
波
打
ち
際
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
こ
の
場
所
の
性
質
に
思
い
至
っ

た
と
き
、
ス
ピ
ッ
ツ
の
《
渚
》
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
《EN

D
LESS 
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SU
M

M
ER

 N
U

D
E

》
は
新
た
な
相
貌
を
呈
し
て
聴
き
手
に
迫
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
二
曲
は
と
も
に
夏
の
恋
愛
を
テ
ー
マ
と
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
表
向
き
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
両
者
が
歌
っ
て

い
る
の
は
そ
こ
に
登
場
す
る
「
二
人
」
や
「
君
と
僕
」
の
関
係
な
の
だ
が
、

こ
の
「
二
人
」
や
「
君
と
僕
」
が
恋
愛
関
係
に
あ
る
人
間
た
ち
で
あ
る
必

要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
こ
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
は
実
は
日
本
の
ポ
ッ

プ
ス
や
ロ
ッ
ク
の
歴
史
を
め
ぐ
る
問
題
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

そ
う
し
て
見
る
と
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
パ
フ
ィ
ー
の
《
渚
に
ま
つ
わ
る

エ
ト
セ
ト
ラ
》
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
魅
力
的
な　

長
い
ハ
ッ
ピ
ー
ビ
ー
チ
」
に
は

「
Ｂ
Ｂ
Ｃ
」
や
「
マ
ゼ
ラ
ン
」、「
ハ
リ
ソ
ン　

フ
ォ
ー
ド
」
が
ご
都
合
主

義
的
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
傾
向
は
い
ま
一
つ
の

「
渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ
」
で
あ
る
《
ア
ジ
ア
の
純
真
》（
一
九
九
六
）

に
お
い
て
は
さ
ら
に
顕
著
で
あ
る
。
押
韻
の
た
め
に
の
み
選
ば
れ
、
並
べ

ら
れ
た
幾
つ
も
の
固
有
名
詞
は
し
か
し
、
意
味
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
マ
ウ
ス
だ
っ
て　

キ
ー
に
な
っ
て
」「
ア

ク
セ
ス
」
を
「
試
」
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
に
お
け
る
検
索
の
（
理

想
化
さ
れ
た
）
ラ
ン
ダ
ム
性
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
開
け
ド
ア
ー
」

と
す
ぐ
目
の
前
で
世
界
の
画
面
が
開
け
る
新
し
い
快
感
の
中
で
、
歌
う
彼

女
た
ち
と
聴
き
手
は
「
誰
か
に　

め
ぐ
り
会
え
そ
う
に　

流
さ
れ
て
行

く
」、
そ
れ
も
「
未
来
の
方
へ
」
と
「
流
さ
れ
て
行
く
」
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
に
ア
ク
セ
ス
し
て
次
々
と
画
面
を
開
く
こ
と
、

そ
れ
は
ネ
ッ
ト
サ
ー
フ
ィ
ン
と
呼
ば
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
続
い
て
い

る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
一
つ
の
「
波
打
ち
際
」
で
あ
る
。
新
た
に
出
現
し

た
こ
の
「
波
打
ち
際
」
が
音
楽
を
め
ぐ
る
情
報
の
伝
播
の
仕
方
を
変
え
、

地
理
的
な
距
離
が
時
間
的
な
優
位
性
を
も
は
や
持
た
な
い
よ
う
な
、
そ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
状
況
が
到
来
す
る
。
海
外
の
音
楽
と
日
本
国
内
の
音

楽
と
の
関
係
は
、
以
前
は
「
外
」
の
遠
さ
が
「
内
」
と
「
外
」
と
の
タ
イ

ム
ラ
グ
を
保
証
し
、
差
異
を
成
立
さ
せ
て
い
た
の
だ
が
、
タ
イ
ム
ラ
グ
が

限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
づ
く
の
で
あ
れ
ば
、
現
在
か
ら
「
未
来
の
方
へ
」
と

世
界
全
体
が
た
だ
一
緒
に
「
流
さ
れ
て
行
く
」
だ
け
に
な
る
。
そ
う
な
る

と
、
差
異
化
の
リ
ソ
ー
ス
を
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が

起
こ
っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
強
く
な
る
の
が
過
去
へ
の
ベ
ク
ト
ル

で
あ
る
。
パ
フ
ィ
ー
の
周
辺
に
形
作
ら
れ
た
「
渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト

ラ
」
と
は
実
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
と
い
う
新
た

な
「
渚
」
の
誕
生
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
内
」
と
「
外
」
と
を
隔
て
て

い
た
地
理
的
な
「
渚
」
の
消
失
と
い
う
事
態
、
さ
ら
に
は
そ
の
結
果
生
じ

た
現
在
と
過
去
の
間
に
た
ゆ
た
う
場
所
と
し
て
の
時
間
的
な
「
渚
」
の
出

現
の
こ
と
を
具
体
的
に
は
指
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
《EN

D
LESS SU

M
M

ER
 N

U
D

E

》
で
は
、「
僕
」

と
「
君
」
が
「
胸
と
胸
」
を
合
わ
せ
、「
指
」
を
「
か
ら
」
め
て
一
つ
に

な
ろ
う
と
す
る
瞬
間
に
必
ず
「
い
つ
か
の
誰
か
の
感
触
」
が
や
っ
て
来
て
、

幸
福
な
一
体
感
を
味
わ
う
こ
と
を
妨
げ
る
。「
ウ
ソ
だ
ろ　

誰
か
思
い
出

す
な
ん
て
さ
」と
自
嘲
気
味
に「
僕
」は
呟
く
の
だ
が
、結
局
の
と
こ
ろ「
そ

の
全
て
を
見
届
け
」
る
ほ
か
に
は
ど
う
に
も
仕
様
が
な
い
の
だ
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
瞬
間
に
や
っ
て
来
る
「
い
つ
か
の
誰
か
の
感
触
」
と
は
一
体
何

な
の
だ
ろ
う
か
。「
僕
」
と
「
君
」
と
が
恋
愛
す
る
「
二
人
」
で
あ
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
過
去
の
別
の
恋
人
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
僕
」
あ
る
い
は
「
君
」
が
歌
の
作
り
手
と
歌

そ
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
新
た
に
生
ま
れ
出

よ
う
と
す
る
歌
の
中
に
「
い
つ
か
の
誰
か
の
感
触
」
が
不
意
に
甦
る
、
あ
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る
い
は
過
去
へ
の
ベ
ク
ト
ル
が
強
烈
な
た
め
に
過
去
の
楽
曲
と
の
二
重

写
し
と
し
て
し
か
新
た
な
楽
曲
が
存
在
し
え
な
い
状
況
、
そ
う
し
た
「
波

打
ち
際
」
の
性
質
を
こ
の
歌
詞
は
は
っ
き
り
と
告
げ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

歌
詞
の
最
後
に
あ
る
「
心
の
す
れ
違
う
瞬
間
で
さ
え
も
包
む
よ
う
に
」

と
い
う
一
節
は
、
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が
こ
う
し
た
「
波
打
ち
際
」
の
変

貌
を
自
覚
し
、
そ
こ
に
批
評
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
決
意
と
受
け
止

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
な
も
の
だ
け
で
も
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
の
日
本
語

カ
バ
ー
で
あ
る
《
マ
イ
・
バ
ッ
ク
・
ペ
ー
ジ
》（
一
九
九
五
）、
ジ
ョ
ン
・

レ
ノ
ン
と
の
微
妙
な
距
離
感
を
演
出
し
た
《
拝
啓
、
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
》

（
一
九
九
六
）、
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ー
ン
ズ
的
な
も
の
を
逆
転
さ
せ
た
《
サ

テ
ィ
ス
フ
ァ
ク
シ
ョ
ン
》（
一
九
九
九
）
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
外
」

す
な
わ
ち
海
外
の
ロ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
「
い
つ
か
の
誰
か
の
感
触
」
と
戯
れ

よ
う
と
す
る
方
向
性
は
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
し

て
《EN

D
LESS SU

M
M

ER
 N

U
D

E

》
は
ラ
テ
ン
音
楽
を
組
み
込
ん
だ

サ
ウ
ン
ド
の
ア
レ
ン
ジ
に
濃
厚
に
立
ち
込
め
る
ブ
ル
ー
ア
イ
ド
ソ
ウ
ル

的
な
雰
囲
気
に
よ
っ
て
、
ザ
・
ス
タ
イ
ル
・
カ
ウ
ン
シ
ル
の
《M

y Ever 
C

hanging M
oods

》（
一
九
八
四
）
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
難

い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
楽
曲
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
示
さ

れ
て
い
る
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
、EN

D
LESS

はEver C
hanging

を
言

い
換
え
て
お
り
、SU

M
M

ER

とEver

、N
U

D
E

とM
oods

は
そ
れ
ぞ
れ

ゆ
る
く
韻
を
踏
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

　
「
波
打
ち
際
」
を
め
ぐ
っ
て
過
去
を
参
照
す
る
方
向
性
は
ス
ピ
ッ
ツ
に

お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。《
渚
》
の
語
り
手
は
「
君
と
」「
思
い
込
み
の

恋
に
落
ち
」、「
柔
ら
か
い
日
々
が
波
の
音
に
染
ま
る
」。「
渚
は
二
人
の
夢

を
混
ぜ
合
わ
せ
る
」
と
「
水
に
な
っ
て　

ず
っ
と
流
れ
る
」
幸
福
な
一
体

感
が
、
水
へ
の
生
成
変
化
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
は
「
幻
よ　

醒
め
な
い
で
」
と
い
う
願
い
と
と
も
に
あ
る
儚
い

も
の
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
ま
た
、歌
詞
の
語
り
手
が
呼
び
か
け
る
「
君
」

と
い
う
の
は
恋
人
で
あ
る
必
要
が
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
聴
き

手
は
自
問
す
る
こ
と
に
な
る
。「
ね
じ
曲
げ
た
思
い
出
も　

捨
て
ら
れ
ず

生
き
て
き
た
」「
ギ
リ
ギ
リ
妄
想
だ
け
で　

君
と
」
と
歌
わ
れ
る
時
、
ふ

と
「
君
」
は
語
り
手
が
心
に
浸
み
こ
ま
せ
た
音
楽
の
こ
と
な
の
で
は
な
い

か
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
と
い
う
の
も
本
稿
の
第
二
節
で
触
れ
た
よ
う

に
、
語
り
手
は
「
風
の
よ
う
な
歌
」
を
「
届
け
た
い
」
と
す
で
に
口
に
し

て
い
る
か
ら
だ
。「
届
け
た
い
」
の
は
「
君
」
に
な
の
か
、《
渚
》
の
聴
き

手
に
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
別
の
誰
か
に
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
ね
じ
曲
げ
た
思
い
出
」
の
「
妄
想
」
が
詰
ま
っ
た
「
君
」、
す
な
わ
ち

語
り
手
が
過
去
に
聴
き
込
ん
だ
楽
曲
が
こ
こ
で
は
問
題
な
の
だ
。「
二
人

の
夢
」
を
「
混
ぜ
合
わ
せ
る
」「
渚
」
と
は
し
た
が
っ
て
、「
思
い
出
」
の

歌
と
「
水
に
な
っ
」
た
語
り
手
が
「
ず
っ
と
流
れ
」
な
が
ら
「
風
の
よ
う

な
歌
」
を
産
み
出
す
場
所
で
あ
り
、「
水
に
な
」
る
前
に
す
で
に
彼
（
ま

た
は
彼
女
）
は
「
思
い
出
」
の
「
残
り
火
」
を
「
抱
い
て
」、
砂
浜
を
「
素

足
で
走
」
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
み
る
と
《
青
い
車
》
の
歌
詞

も
ま
た
意
味
深
長
な
も
の
に
思
え
て
く
る
。「
海
へ
行
」
く
の
は
ま
さ
に

「
お
い
て
き
た
何
か
を
見
に
行
」
く
た
め
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
過
去
の

楽
曲
を
前
に
、「
波
打
ち
際
」
で
「
真
夏
の
風
を
吸
い
こ
め
ば
」「
心
の
落

書
き
」、
つ
ま
り
語
り
手
が
産
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
新
た
な
楽
曲
「
も

踊
り
出
す
か
も
」
し
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
リ
フ
レ
イ
ン
の
最
後
に

あ
る
「
今　

変
わ
っ
て
い
く
よ
」
は
「
波
打
ち
際
」
で
「
風
の
よ
う
な
歌
」

が
誕
生
す
る
、
そ
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
歌
っ
て
お
り
、
過
去
の
楽
曲
の

単
な
る
生
ま
れ
変
わ
り
で
は
な
い
何
か
が
「
輪
廻
の
果
て
へ
飛
び
下
り
」
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る
変
化
の
中
で
生
産
さ
れ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
だ
。

　

ス
ピ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
特
に
固
有
名
詞
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
歌
詞
が
明
ら
か
に
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
を
参

照
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。「
波
打
ち
際
」
を
め

ぐ
っ
て
「
蒼
空
を
翔
け
た
い
」
と
歌
っ
て
い
た
《
風
を
あ
つ
め
て
》
に
対

し
て
、
ス
ピ
ッ
ツ
が
「
輪
廻
の
果
て
へ
飛
び
下
り
」
る
変
化
の
中
で
産
み

出
し
た
の
が
《
空
も
飛
べ
る
は
ず
》（
一
九
九
四
）
で
あ
ろ
う
（
作
詞
・
作

曲
は
草
野
正
宗
）。
語
り
手
は
「
幼
い
微
熱
を
下
げ
ら
れ
な
い
ま
ま　

神
様

の
影
を
恐
れ
て
」
い
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
が
も
た
ら

し
た
日
本
語
詞
と
ロ
ッ
ク
に
対
す
る
憧
憬
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
過

去
の
楽
曲
が
も
た
ら
す
強
力
な
磁
場
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
も
の
の
、
そ

れ
に
圧
倒
さ
れ
て
「
色
褪
せ
」「
ひ
び
割
れ
」
て
い
た
「
僕
」
だ
っ
た
が
、

そ
ん
な
語
り
手
も
「
き
っ
と
今
は
自
由
に
空
も
飛
べ
る
は
ず
」
だ
と
言
う
。

な
ぜ
な
ら
、「
君
と
出
会
っ
た
奇
跡
」
が
「
こ
の
胸
に
あ
ふ
れ
て
る
」
か

ら
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
君
」
は
「
僕
」
の
中
か
ら
生
ま
れ
出
た
「
お

ど
け
た
歌
」
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
空
も
飛
べ
る
」
よ
う
に

な
る
た
め
に
は
、「
夢
を
濡
ら
し
た
涙
が　

海
原
へ
流
れ
」
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ス
ピ
ッ
ツ
に
お
け
る
「
海
」
と
は
し
た
が
っ
て
絶
え
ず
再
開
さ

れ
る
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
り
、
も
う
「
空
も
飛
べ
る
」
は
ず
な
の

だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
き
っ
と
今
は
自
由
に
空
も
飛
べ
る
は
ず
」

と
い
う
推
量
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
覚
束
な
さ
こ
そ
が
ま
さ
に
、
は
っ
ぴ
い

え
ん
ど
の
《
風
を
あ
つ
め
て
》
の
リ
フ
レ
イ
ン
で
表
明
さ
れ
て
い
た
「
蒼

空
を
翔
け
た
い
ん
で
す
」
と
い
う
曖
昧
な
願
望
と
響
き
合
っ
て
い
る
の

だ
。

　

ス
ピ
ッ
ツ
の
《
渚
》
で
は
、
語
り
手
と
「
君
」
の
「
柔
ら
か
い
日
々
が

波
の
音
に
染
ま
る
」、
二
人
の
幸
福
な
一
体
感
が
確
か
に
歌
わ
れ
て
い
る

の
だ
が
、「
水
に
な
っ
て　

ず
っ
と
流
れ
」
て
「
行
き
つ
い
た
そ
の
場
所
」

が
「
最
期
」
の
場
所
で
あ
る
可
能
性
も
し
っ
か
り
と
書
き
込
ま
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
楽
曲
へ
の
際
立
っ
た
参
照
は
新
た
な
楽
曲
の
明
白

な
「
最
期
」
と
な
り
か
ね
な
い
危
険
と
つ
ね
に
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
な
の
だ
が
、「
波
打
ち
際
」
か
ら
「
風
」
の
起
こ
る
「
空
」
へ
と

目
を
転
じ
て
み
る
と
、ス
ピ
ッ
ツ
の
ど
こ
で
も
な
い
「
渚
」
や
「
空
」
が
、

ど
ん
な
記
憶
を
刻
ま
れ
た
風
景
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ

ろ
う
。
ス
ピ
ッ
ツ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
心
象
風
景
、
い
か
に
も
内
部
で

自
足
し
た
よ
う
な
、「
外
」
を
欠
い
た
平
穏
無
事
な
日
本
の
光
景
は
、
そ

の
強
烈
な
過
去
へ
の
ベ
ク
ト
ル
に
よ
っ
て
不
意
に
そ
の
記
憶
の
光
景
を

明
ら
か
に
す
る
。

五
　「
空
」
か
ら
「
波
打
ち
際
」
へ
：
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
《
飛
べ
な
い
空
》

か
ら
ス
ピ
ッ
ツ
《
渚
》
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
《EN

DLESS SU
M

M
ER 

N
U

DE

》
へ

　

ス
ピ
ッ
ツ
が
「
飛
べ
る
は
ず
」
と
歌
う
日
本
の
「
空
」
は
確
か
に
は
っ

ぴ
い
え
ん
ど
が
作
り
出
し
た
あ
の
「
翔
け
た
い
」「
蒼
空
」
の
こ
と
な
の

だ
が
、
そ
こ
に
吹
く
「
風
」
は
実
際
に
は
気
ま
ぐ
れ
で
あ
り
、
時
に
は
ま

っ
た
く
の
「
無
風
状
態
」
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
。《
無
風
状
態
》
に

お
い
て
は
船
長
気
取
り
の
「
彼
」
の
「
肩
の
オ
ウ
ム
は
」「
昔
の
詩
」
を
「
歌

う
」
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
思
い
出
せ
な
い
」「
詩
」
で
あ
り
、

過
去
へ
の
道
筋
は
断
た
れ
て
い
た
。
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
に
あ
っ
て
主
調
を

な
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
地
理
的
な
ベ
ク
ト
ル
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
ア
メ

リ
カ
音
楽
で
歌
わ
れ
る
「
空
」
が
日
本
の
ポ
ッ
プ
ス
と
ロ
ッ
ク
の
中
で
成
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立
し
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
風
を
あ

つ
め
る
」
前
に
、
ま
ず
は
日
本
の
「
空
」
が
「
翔
け
」
ら
れ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
「
飛
べ
な
い
」
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
徹
底
し
た
考
察
が
必

要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ァ
ー
ス
ト
・
ア
ル
バ
ム
『
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
』（
一
九
七
〇
）
に
収

録
さ
れ
た
細
野
晴
臣
作
詞
・
作
曲
の
《
飛
べ
な
い
空
》
に
地
理
的
な
問
題

が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
政
治
的
な
プ
ロ

テ
ス
ト
か
ら
後
半
の
非
政
治
的
な
方
向
へ
と
ア
メ
リ
カ
音
楽
自
体
が
変

化
を
見
せ
て
い
た
時
期
に
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
若
者
が
共
有
し
て
い
た

反
米
的
傾
向
と
趣
味
の
ア
メ
リ
カ
化
と
の
両
義
的
な
同
居
と
は
一
線
を

画
す
形
で
、
新
た
な
ア
メ
リ
カ
音
楽
へ
の
憧
憬
を
表
現
し
た
こ
と
、
そ
れ

が
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
の
新
し
さ
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
亜
米
利
加
か
ら
遠

く
離
れ
た　

空
の
下
で　

何
が
起
る
の
か
」
と
い
う
《
飛
べ
な
い
空
》
の

歌
い
出
し
は
、
日
米
の
間
に
横
た
わ
る
海
の
広
大
な
広
が
り
を
喚
起
し
て

い
る
。
続
く「
閉
ざ
さ
れ
た
陸
の
よ
う
な　

こ
こ
ろ
に　

何
が
起
る
の
か
」

で
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
陸
地
と
し
て
の
日
本
に
い
る
語
り
手
が
、
海
の
向
こ

う
か
ら
や
っ
て
来
る
新
し
さ
に
ど
ん
な
開
放
感
を
も
た
ら
さ
れ
る
の
か

と
い
う
期
待
が
滲
ん
で
い
る
。
だ
が
、
日
本
の
「
空
」
は
「
嘘
で
固
め
た

絵
描
き
の
ぺ
て
ん
師
が
」「
描
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
」「
へ
た
な
空
」
な

の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
「
一
つ
の
憧
れ
が　

羽
を
も
っ
て　

詩
が
生
れ
て

も
」、
そ
れ
は
「
飛
べ
な
い
空
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の

風
景
と
ア
メ
リ
カ
の
音
楽
を
同
時
に
移
入
す
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
ア

メ
リ
カ
音
楽
を
新
た
に
構
築
し
た
日
本
の
風
景
の
中
に
響
か
せ
る
、
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
日
本
の
新
し
い
音
楽
を
作
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
の
が
、
こ
の
楽
曲
の
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。《
風
を
あ
つ

め
て
》
に
お
け
る
、
ど
こ
で
も
な
い
、
陸
と
海
と
が
混
ざ
り
合
う
よ
う
な

「
波
打
ち
際
」
の
隠
喩
的
な
光
景
、
あ
る
種
デ
タ
ラ
メ
な
、
歪
ん
だ
日
本

語
で
そ
の
情
景
を
構
築
し
、
そ
れ
を
新
た
な
日
本
の
風
景
と
す
る
こ
と
、

は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
が
目
指
し
た
の
は
そ
う
し
た
方
向
性
で
あ
り
、「
外
」

と
「
内
」
と
が
激
し
い
緊
張
を
孕
ん
だ
ま
ま
連
絡
し
合
う
そ
の
楽
曲
に
お

い
て
は
、
時
間
が
止
ま
っ
た
よ
う
な
風
景
が
出
現
し
続
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　

は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
が
「
飛
べ
な
い
空
」
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
苦
い
認

識
を
持
っ
て
新
た
に
創
出
し
た
「
翔
け
た
い
」「
蒼
空
」
を
、
ス
ピ
ッ
ツ

が
「
き
っ
と
今
は
自
由
に
」「
飛
べ
る
は
ず
」
と
歌
う
と
き
、
そ
こ
に
は

地
理
的
な
「
波
打
ち
際
」
か
ら
歴
史
的
な
「
波
打
ち
際
」
へ
の
転
換
が

は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

を
「
外
」
の
喪
失
と
し
て
の
日
本
回
帰
と
言
い
切
っ
て
し
ま
え
る
か
と
い

え
ば
、
そ
う
と
も
決
め
ら
れ
な
い
要
素
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
も
確
か
だ
ろ

う
。《
渚
》
の
「
行
き
つ
い
た
そ
の
場
所
が　

最
期
だ
と
し
て
も
」
と
い

う
歌
詞
は
、そ
う
し
た
「
内
」
で
の
自
足
が
「
最
期
」
に
し
か
「
行
き
つ
」

か
な
い
こ
と
を
見
通
し
て
お
り
、《
飛
べ
な
い
空
》
の
記
憶
も
一
瞬
そ
こ

に
は
閃
く
か
ら
な
の
だ
。
さ
ら
に
草
野
正
宗
の
民
俗
学
的
な
関
心
を
思
い

出
す
な
ら
、「
最
期
」
の
「
場
所
」
と
し
て
の
「
波
打
ち
際
」
は
今
日
か

ら
見
れ
ば
ど
う
し
て
も
東
日
本
大
震
災
を
思
わ
せ
ず
に
は
い
な
い
し
、
そ

れ
は
ち
ょ
う
ど
柳
田
國
男
の
『
遠
野
物
語
』
の
断
章
九
十
九
が
震
災
と
と

も
に
再
び
参
照
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　

真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の《EN
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》に
お
け
る「
波

打
ち
際
」
も
ま
さ
に
、「
い
つ
か
の
誰
か
」
と
と
も
に
あ
る
「
君
」
を
感

じ
る
の
で
あ
る
か
ら
『
遠
野
物
語
』
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
最
後
に
倉
持
陽
一
作
詞
・
作
曲
の
《
空
に
ま
い
あ
が
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れ
》（
一
九
九
六
）
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。「
君
」
と
「
僕
」
は

「
幸
せ
な
日
々
」
を
送
っ
て
い
た
が
、「
君
」
は
「
ど
こ
」
か
へ
「
行
っ
」

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。「
僕
は
ど
こ
に
も
行
か
な
か
っ
た
」

の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
別
離
の
歌
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
悲
し
み

は
な
い
。
語
り
手
が
「
空
に
ま
い
あ
が
れ
」
と
呼
び
か
け
る
の
は
「
君
が

僕
の
心
を
ふ
る
わ
せ
た
」「
あ
の
頃
の
日
々
」
な
の
で
あ
り
、「
風
の
中
で
」

は
「
君
が
僕
を
見
て
」
い
る
気
が
す
る
か
ら
だ
。
こ
の
楽
曲
の
テ
ー
マ
が

恋
愛
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
て
ば
、「
君
」
が
「
僕
」
の
彼
女
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
「
僕
」
が
心
に
浸
み
こ
ま
せ

た
過
去
の
楽
曲
、
そ
れ
が
「
君
」
で
あ
る
と
い
う
含
意
を
読
み
取
る
こ
と

に
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
「
風
」
が
過
去
へ
と
通
じ
る
通
路
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
僕
」
と
「
君
」
は
も
は
や
一
緒
で
は
な

い
の
だ
が
、「
僕
ら
だ
け
の
近
道
は　

決
し
て
誰
に
も
話
さ
な
い
」「
風
の

中
」
に
あ
っ
て
、「
通
り
抜
け
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

　
「
大
し
た
人
な
ど
い
な
い
」
の
だ
し
、「
僕
ら
お
互
い
す
ご
い
」
と
歌

う
語
り
手
は
デ
ィ
ラ
ン
や
レ
ノ
ン
、
ス
ト
ー
ン
ズ
と
「
風
」
の
「
抜
け
」

「
道
」
で
、
つ
ま
り
記
憶
の
通
路
で
い
つ
で
も
幸
福
な
出
会
い
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
「
僕
」
が
新
た
な
楽
曲
を
産
み
出
す
に
あ
た
っ

て
、
ロ
ッ
ク
と
ポ
ッ
プ
ス
の
過
去
へ
の
参
照
は
自
由
に
行
わ
れ
、
心
は
晴

れ
や
か
さ
で
満
た
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
《EN

D
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M
M
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》に
お
い
て
、夏
に
闖
入
し
た「
冬
か
ら
の
贈
り
物
」で
あ
る「
夜
風
」

が
二
人
の
「
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
を
は
た
め
か
せ
る
と
、
車
の
疾
走
に
よ
っ
て
増

幅
さ
れ
た「
風
」の
中
で
そ
の「
Ｔ
シ
ャ
ツ
」は「
誇
ら
し
げ
」に
見
え
、「
僕
」

に
は
「
神
様
さ
え
油
断
す
る
」
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
、「
風
」
の
中
に
開
け
る
過
去
と
の
通
路
と
、
そ
の
通
路
を
通
っ
て

産
み
出
さ
れ
る
新
た
な
楽
曲
の
価
値
は
確
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
だ
が
、《
空
に
ま
い
あ
が
れ
》
は
し
か
し
「
風
の
中
で
君
が
僕
を
見
た

気
が
し
た
」
と
い
う
夢
の
よ
う
な
一
節
で
終
わ
る
。
つ
ま
り
あ
く
ま
で
も

「
抜
け
」「
道
」が
開
け
た「
気
が
し
た
」に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

な
ぜ
な
ら
、「
風
」
の
立
つ
「
空
」
で
は
な
く
、「
波
打
ち
際
」
に
目
を
転

じ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
あ
の
《
う
み
》
の
静
か
に
拒
絶
す
る
海
が
広
が
っ
て

い
る
か
ら
だ
。「
波
の
静
か
な
う
み
」
は
陸
地
と
の
間
で
変
容
す
る
蜃
気

楼
に
包
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
、「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
う
み
」
と
し
て
固
ま

っ
て
し
ま
う
。「
外
」
と
「
内
」
と
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
た
広
大
な
海

は
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
の
成
立
以
前
で
あ
る
一
九
八
〇

年
代
末
に
は
す
で
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
陸
続
き
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
ぶ
っ
た
切
ら
れ
た
う
み
」
に
お

い
て
何
が
「
ぶ
っ
た
切
ら
れ
」
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
外
」

と
「
内
」
と
が
「
ぶ
っ
た
切
ら
れ
」
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
外
」

と
「
内
」
と
の
境
界
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
地
理
的
な
距
離
の

産
み
出
す
タ
イ
ム
ラ
グ
と
し
て
の
差
異
が
「
ぶ
っ
た
切
ら
れ
」
て
し
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
《EN

D
LESS SU

M
M

ER
 N

U
D

E

》
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、こ
の
《
う

み
》
の
袋
小
路
を
《
空
に
ま
い
あ
が
れ
》
の
「
風
」
が
開
く
「
抜
け
」「
道
」

を
通
じ
て
再
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
た
な
楽
曲
の
生
ま
れ

る
「
波
打
ち
際
」
は
も
は
や
地
理
的
な
「
外
」
と
「
内
」
と
の
境
界
に
は

見
当
た
ら
な
い
の
だ
が
、「
風
」
は
時
間
の
中
に
自
由
な
通
路
が
開
け
て

い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
「
風
」
の
立
つ
「
波
打
ち
際
」

は
時
間
の
境
界
、
現
在
と
過
去
の
間
に
広
が
る
記
憶
の
「
渚
」
と
な
る
の

だ
。
し
か
し
、「
風
」
の
晴
れ
や
か
さ
は
「
う
み
」
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
の

影
響
を
受
け
ず
に
は
い
な
い
。
時
間
の
「
波
打
ち
際
」
で
は
新
た
な
関
係

の
誕
生
は
つ
ね
に
「
い
つ
か
の
誰
か
の
感
触
」
を
含
み
こ
ま
ざ
る
を
え
な
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い
。
記
憶
の
「
波
打
ち
際
」
と
は
幸
福
な
一
体
感
を
求
め
て
「
泳
ぎ
出
す
」

場
所
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
心
の
す
れ
違
う
瞬
間
」
を
際
立
た
せ

る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
「
包
」
み
込
む
「
よ
う
に
」
し
て
し
か
、
新
た
な

歌
は
生
成
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
九
九
五
年
の
《
サ
マ
ー
ヌ
ー
ド
》
が
一
九
九
七
年
に

《EN
D

LESS SU
M

M
ER

 N
U

D
E

》
へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
こ
と
に
は
、
計

り
知
れ
な
い
意
味
が
あ
る
。「
波
打
ち
際
」
が
地
理
的
な
も
の
か
ら
時
間

的
な
も
の
へ
と
変
化
す
る
、
そ
う
し
た
事
態
を
夏
の
裸
形
と
し
て
晒
す
の

が
《
サ
マ
ー
ヌ
ー
ド
》
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
だ
一
つ
の
真
実

の
提
示
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ス
ピ
ッ
ツ
が
一
九
九
六
年
の
《
渚
》
に
よ
っ

て
、
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
の
地
理
的
な
「
渚
」
の
攻
防
を
時
間
的
な
「
渚
」

の
そ
れ
へ
の
変
化
と
し
て
見
事
に
捉
え
直
し
、「
輪
廻
の
果
て
へ
飛
び
下

り
」
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
「
い
つ
か
の
誰
か
の

感
触
」
を
も
は
や
一
度
だ
け
、
真
実
の
映
像
と
し
て
「
そ
の
目
の
フ
ィ

ル
ム
に
焼
」
き
つ
け
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
く
な
る
の
だ
。
そ
れ
は
日

本
語
（
カ
タ
カ
ナ
英
語
？
）
の
《
サ
マ
ー
ヌ
ー
ド
》
で
は
な
く
、
英
語
と

な
り
、
し
か
も
再
生
し
続
け
ら
れ
る
映
像
と
し
て
流
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
新
た
な
場
所
へ
と
「
波
打
ち
際
」
を
移
動
さ
せ
る
の
だ
。《EN

D
LESS 

SU
M

M
ER

 N
U

D
E

》
は
ま
ず
は
《
サ
マ
ー
ヌ
ー
ド
》
の
セ
ル
フ
カ
バ
ー

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
い
つ
か
の
誰
か
の
感
触
」
を
二
重
化
し
、
さ

ら
に
そ
の
上
で
そ
の
「
い
つ
か
の
誰
か
の
感
触
」
が
複
数
の
過
去
の
楽

曲
の
「
思
い
出
」
と
し
て
そ
の
つ
ど
立
ち
現
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お

り
、
日
本
語
と
英
語
と
し
て
の
「
内
」
と
「
外
」
が
、
地
理
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
「
終
わ
り
な
き
」
時
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。《
サ
マ
ー
ヌ
ー
ド
》
と

《EN
D

LESS SU
M

M
ER

 N
U

D
E

》
の
間
で
宙
吊
り
に
な
っ
た
時
間
、
そ

う
し
た
時
間
の
「
波
打
ち
際
」
が
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
の
風
景
の
よ
う
に
し

て
立
ち
現
れ
、
こ
の
楽
曲
を
耳
に
し
た
聴
き
手
は
、
こ
の
い
つ
で
も
な
い

新
た
な
時
間
の
中
へ
と
存
在
ご
と
運
び
去
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
：
「
波
打
ち
際
」
の
音
楽
を
聴
く
、「
波
打
ち
際
」
で
音
楽
を

聴
く

　

日
本
の
ポ
ッ
プ
ス
と
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
的
な
地

理
的
緊
張
を
孕
ん
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
時
間
的
な
そ
れ
に
転

化
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
困
難
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
が

一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
ス
ピ
ッ
ツ
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
が《
サ
マ
ー
ヌ
ー
ド
》と《EN

D
LESS 

SU
M

M
ER

 N
U

D
E

》
と
い
う
似
て
非
な
る
二
つ
の
楽
曲
に
よ
っ
て
、
意

識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
提
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
、そ
れ
は
「
外
」

と
「
内
」
と
の
地
理
的
な
関
係
性
が
、
ず
れ
を
孕
ん
だ
時
間
的
な
関
係
性

へ
と
転
化
さ
れ
る
事
態
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
楽
曲
の
間

に
あ
っ
て
、
ス
ピ
ッ
ツ
は
《
渚
》
の
「
波
打
ち
際
」
で
語
り
手
と
君
と
の

流
れ
る
水
へ
の
生
成
変
化
と
幸
福
な
一
体
化
を
歌
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
最

も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
的
な
世
界
へ

の
参
照
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
な
る
意
匠
と
し
て
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で

は
な
く
、
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
が
ア
メ
リ
カ
音
楽
を
新
た
な
日
本
の
風
景
の

中
に
響
か
せ
よ
う
と
し
た
地
理
的
な
試
み
を
最
も
す
ぐ
れ
た
形
で
時
間

的
に
再
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
こ
の
「
渚
に
ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ
」
は
終
わ
る
こ

と
に
な
る
が
、
時
間
的
な
「
波
打
ち
際
」
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
い
か
な
る
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空
間
な
の
か
と
い
う
探
求
は
や
は
り
「
エ
ン
ド
レ
ス
」
で
続
け
ら
れ
る
ほ

か
な
い
だ
ろ
う
。
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
美
し
い
本
は

一
種
の
外
国
語
で
書
か
れ
て
い
る
」
を
引
用
し
な
が
ら
自
国
語
の
内
部
で

マ
イ
ナ
ー
言
語
を
持
つ
こ
と
を
勧
め
て
い
た
が
、
ま
さ
に
は
っ
ぴ
い
え
ん

ど
の
日
本
語
ロ
ッ
ク
は
マ
イ
ナ
ー
言
語
と
し
て
の
逃
走
線
を
日
本
語
の

中
に
描
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ス
ピ
ッ
ツ
と
真
心
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
そ
の

マ
イ
ナ
ー
言
語
が
四
半
世
紀
を
経
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
言
語
と
化
す
よ

う
に
見
え
た
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
時
間
の
線
へ
と
転

化
さ
せ
、
地
理
的
な
横
断
線
の
効
果
を
時
間
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
生

成
の
効
果
と
し
て
引
き
受
け
、
展
開
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か

︱
と
い
う

の
が
本
稿
の
と
り
あ
え
ず
の
結
論
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
九
〇

年
代
半
ば
の
日
本
の
ポ
ッ
プ
ス
や
ロ
ッ
ク
と
一
九
二
〇
年
前
後
の
ヴ
ァ

レ
リ
ー
や
プ
ル
ー
ス
ト
と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
作
品
と
を
関
係
づ

け
る
の
は
い
さ
さ
か
奇
異
の
感
が
拭
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
『
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
』
の
中
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
『
ソ
ド
ム
と
ゴ

モ
ラ
』
の
冒
頭
に
置
い
た
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
と
蘭
の
結
合
を
「
非
平
行
的
な

進
化
」
と
捉
え
、
デ
ィ
ラ
ン
の
「
十
一
の
あ
ら
ま
し
な
墓
碑
銘
」
の
一
節

を
そ
う
し
た
創
造
を
語
る
も
の
と
し
て
並
置
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て

お
こ
う
。
そ
こ
で
「
浜
辺
」、「
風
」、「
微
風
」
を
歌
う
デ
ィ
ラ
ン
《
と
》

プ
ル
ー
ス
ト
が
す
で
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
。「
渚
に

ま
つ
わ
る
エ
ト
セ
ト
ラ
」
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
日
本
の
ポ
ッ
プ
ス
や

ロ
ッ
ク
を
並
置
す
る
こ
と
も
、
決
し
て
的
外
れ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
書
か
れ
た
こ
と
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、

そ
れ
は
私
自
身
に
と
っ
て
の
一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
文
学
と
音
楽
を
め

ぐ
る
体
験
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
二
十
代
半
ば
で

聴
い
た
二
曲
の
ポ
ッ
プ
ス
、
あ
る
い
は
ロ
ッ
ク
が
響
か
せ
て
い
た
な
に
ご

と
か
、
そ
れ
が
私
に
出
来
事
と
し
て
迫
っ
て
来
る
理
由
の
一
端
が
よ
う
や

く
垣
間
見
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
私
自
身

の
個
人
的
な
か
つ
て
の
体
験
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
何
か
、

一
九
九
〇
年
代
半
ば
と
現
在
と
の
間
に
あ
っ
て
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
帰
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
形
で
感
知
さ
れ
る
時
間

︱
つ
ま
り
プ
ル
ー
ス
ト

の
「
無
意
志
的
記
憶
」
の
働
き
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
れ
る
「
純
粋
状
態

に
あ
る
時
間
」

︱
の
よ
う
な
も
の
が
、
ほ
ん
の
一
瞬
感
じ
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
思
う
と
、
よ
り
フ
ラ
ン
ス
文
化
研
究

の
立
場
に
即
し
た
形
で
、
Ｙ
Ｍ
Ｏ
の
《
東
風
》
や
《
中
国
女
》
か
ら
ラ
イ

ヴ
映
画
『
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
』
に
至
る
流
れ
は
何
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
問

い
た
く
な
っ
て
く
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
も
う
一
つ
の
「
波
打
ち
際
」
で
音

楽
を
聴
く
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
ま
た
機
会
を
改
め
て
そ
の
音
に
は
耳

を
澄
ま
す
こ
と
に
し
よ
う
。
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