
減4 ^ 4

1811肩 I ^
4 矗

免 隱VI I ，丨

濱瀨元彥
^1〇10111^0 3^211113,56

「邱論」や「楽种」に、「煳しそう」と扪6反沁をしめすひとも，

数十的な天しさや脒山が粘み小なった体系の11(みまでは行叱できないの，

構造を知ることは作れから離れ，汀とれの純朴な閲わりあいのなかで斤來を聴く綮しみ？

れ丨パ仏命|从にしている汀來が、なぜ斤浆になるのかという拟源へのまなざしを^Iね 
勒#成れとの锐夂でけ丨丨され、その“度な論邱竹:と.なによりも無：のれ柴件に, 

|ようやく卟代が、(づきつつある沾瀬允冷の姐想の行以を趴いた！^^^

イン赛'マ田ロ宽ク1016〜16…如わン闩丨「〇7以— ゎ偷—ね-ル由队 --------------一」し

| ^
置

3 Vぬ菊池良助州。丨喂3的6〇1じV



「音
楽
は
彫
刻
に
も
っ
と
も
近
い
」

2004
年、
東
京
大
学
ジ
ャ
ズ
講
義
の 

最
終
回
で
濱
瀬
元
彦
を
ゲ
ス
ト
に
招
い
た
菊 

地
成
孔、
大
谷
能
生
は
締
め
に
こ
う
言
っ
た
。 

「優
れ
た
も
の
は
外
国
の
も
の
、
と
い
う
拝 

外
主
義
は
終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
」。
52
年 

生
ま
れ
の
濱
瀬
が、
狭
義
の
ジ
ャ
ズ
.

シ
ー 

ン
で
活
躍
し
た
20
代
、
孤
高
化
の
進
ん
だ
30 

代
を
経
て
、
92
年
に
発
表
し
た
著
作
「ブ 

ル
—
 

ノ

ー

卜

と

調
性
』
は、
誰
も
試
み
た 

こ
と
の
な
い
角
度
か
ら
ジ
ャ
ズ
の
本
質
を
射 

抜
く
世
界
最
先
端
の
音
楽
理
論
害
だ
っ
た
。 

そ
の
後
も
ジ
ャ
ッ
ク，
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析 

理
論
を
援
用
し
た
铳
譜
論
な
ど、
傑
出
し
た 

研
究
を
発
表
し
つ
づ
け
る
こ
の
篤
実
な
音
楽 

愛
者
が、
08
年8
月
、
6

弦
べ
ー
ス
を
携
ぇ 

て
演
奏
の
フ
イ
ー
ル
ド
に
帰
還
し
た。

I
浓
瀬
さ
ん
は、
大
き
く
分
け
て、
音
楽 

理
論
家
、
ぺ
ー
シ
ス
ト、
音
楽
講
師
と
い
う 

3
つ
の
顔
を
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず、 

今
年
15
年
以
上
の
ブ
ラ
ン
ク
を
経
て、
音
楽 

活
動
を
再
開
さ
れ
ま
し
た。
そ
こ
に
至
る
経 

緯
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

「イ
ン
プ
ロ
ヴ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
(

即
興
)

と 

コ
ン
ボ
ジ
シ
ョ
ン
(

作
曲
)

を
ど
う
い
う
ふ 

う
に
組
み
合
わ
せ
る
か
を
構
築
し
直
し
た
い 

と
い
う
の
が、
僕
の
70
年
代
後
半
か
ら
の
| 

貫
し
た
テ
—
マ
で
す
ね。
僕
の
演
奏
家
と
し 

て
の
キ
ャ
リ
ア
の
ス
タ
—
卜
は
ジ
ャ
ズ
で 

す
。
ジ
ャ
ズ
は
ど
う
し
て
も、
人
間
の
ダ
イ 

ナ
ミ
ズ
厶
を
演
劇
的
に
演
ず
る
と
い
う
側
面 

が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
煮
詰
ま
っ
て
い
た
の
が 

当
時
の
状
況
だ
っ
た
」

I
ゥ
演
劇
性
4
は
一
度、
各
ジ
ャ
ン
ル
で 

批
判
の
俎
上
に
上
げ
ら
れ
ま
し
た。
そ
れ
を 

経
て
、
い
ま
身
体
性
と
と
も
に
新
し
い
演
劇 

性
が
復
権
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で 

す
が、
濱
潲
さ
ん
は、
音
楽
を
評
価
す
る
と 

き
エ
ロ
テ
イ
ツ
ク

と
い
う
表
現
を
使
わ
れ
ま

す
よ
ね
？

~
「エ
ロ
ス
と
い
う
の
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合 

い
が
あ
る
け
ど
ね。
性
そ
の
も
の
と
い
う
意 

味
と、
生
き
生
き
と
し
た
人
間
の
生
命
の
広 

が
り
の
よ
う
な
意
味
と
。
僕
は
ど
ん
な
表
現 

で
も、
優
れ
た
も
の
に
は
エ
ロ
ス
が
あ
る
と 

思
つ
て
い
ま
す。
そ
う
い
う
意
味
で、
僕
は 

ま
つ
た
く
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
は
な
く
て、
主
体 

を
肯
定
し
て
音
楽
を
や
つ
て
い
る
ん
で
す。 

作
者
自
体
の
身
体
は
ど
こ
ま
で
行
つ
て
も
捨 

て
ら
れ
な
ぃ
：

別
の
演
劇
性
の
復
権
と
い
う
話
で
す
が、 

菊
地
成
孔
さ
ん
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
' 

ィ 

ン
プ
ロ
の
復
権
を、
^
!

楽
的
な
厳
し
い
エ
ス 

テ
テ
ィ
ツ
ク
の
軸
を
し
つ
か
り
持
ち
な
が 

ら、
そ
の
上
で
具
体
的
に、
調
性
の
離
脱、 

技
術
の
高
み
に
可
能
な
か
ぎ
り
挑
戦
さ
れ
て 

い
る
よ
う
に
思
う
の
ね
。
僕
か
ら
す
る
と、 

そ
れ
が
非
常
に
理
解
で
き
る
と
い
う
か、
共 

感
す
る
ん
で
す。
僕
以
外
に
そ
う
い
う
こ
と 

を
や
つ
て
い
る
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
勇 

気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
よ。
演
奏
活
動
を
再
開 

し
た
の
は、
か
な
り
直
接
的
に
菊
地
さ
ん
の 

影
曾
で
す
か
ら。
僕
に
と
つ
て
か
け
が
え
の 

な
い
友
人
で
す
ね。

い
ま、
僕
ら
の
や
つ
て
い
る
日
し
卩
の
技 

術
的
水
準、
語
法
的
水
準
で
や
つ
て
い
る
バ 

ン
ド
は
ほ
か
に
い
な
い
と
思
う
よ。
ゲ
ス
ト 

参
加
し
て
く
れ
た
菊
地
さ
ん
も
す
ご
か
つ 

た。
自
分
の
な
か
の
エ
ロ
ス
と
の
直
接
的
な 

結
び
つ
き
を
失
わ
ず
に、
サ
ッ
ク
ス
の
技
術 

も
語
法
も
' 

世
界
水
準
の
演
奏
が
で
き
て
い 

る。
そ
れ
こ
そ
は
日
し
ド
の
や
ろ
う
と
し
て 

い
る
こ
と
だ
か
ら
」

I
そ
れ
以
前
の
ご
来
歴
を
教
え
て
く
だ
さ 

い。
個
人
的
な
興
味
で
恐
縮
な
ん
で
す
け
ど、 

あ
る
時
点
ま
で
は
歌
謡
曲
的
な
も
の
を
聴
か 

れ
て
い
た
り
し
ま
し
た
か
？

「小
学
校
の
末
期
に
ビ
ー
卜
ル
ズ
の
「プ
リ
—

ズ
.

プ
リ
ー
ズ
.

ミ
—
」
や
「抱
き
し
め
た 

い」
を
聴
い
て、
シ
ヨ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た 

よ
ね。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
こ
ろ
で
' 

僕 

は
ビ
—
ト
ル
ズ
に
心
酔
し
て
る
の
に
学
校
で 

は
三
波
春
夫
の
「オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
音
頭
」
を 

踊
ら
さ
れ
て
ね。
も
う
最
悪
だ
つ
た
よ
(

笑
ご 

I
ジ
ャ
ズ
や、
昔
楽
理
淪
と
の
具
体
的
な 

関
わ
り
は
い
つ
か
ら
な
ん
で
す
か
？ 

「ジ
ャ
ズ
を
聴
き
は
じ
め
た
の
は
高
校
か
ら 

だ
ね
。
そ
の
後、
81
、
82
年
に
そ
の
名
も 

と
い
う
グ
ル
—
プ
を
清
水
靖
晃、 

山
木
秀
夫、
笹
路
正
徳
と
や
る
こ
と
に
な
る 

ん
だ
け
ど。
僕
が
ふ
つ
う
の
日
本
の
ジ
ャ
ズ
. 

シ
|

ン
に
い
た
の
は
84
年
く
ら
い
ま
で
で、 

そ
の
後
は
自
分
の
グ
ル
—
プ
の
み
で
す。

音
楽
理
論
に
関
し
て
は
'

非
常
に
単
純
で、 

僕
は
イ
ン
プ
ロ
ヴ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
や
り
た 

か
つ
た
ん
で
す。
ジ
ャ
コ
.

パ
ス
卜
リ
ア
ス 

の
よ
う
に。
当
時
手
に
入
る
ジ
ャ
コ
の
音
源 

を
す
ベ
て
集
め
て、
そ
れ
を
全
部
自
分
で
採 

譜
し
て
も、
や
り
方
は
わ
か
ら
な
か
つ
た。 

じ
ゃ
あ
も
う、
本
格
的
に
研
究
す
る
し
か
な 

い。
自
分
の
研
究
を
最
初
に
ま
と
め
た
の
が 

83
年
の
「ベ
—
ス
ラ
イ
ン
.

ブ
ッ
ク
』
(

全
音 

楽
譜
出
版
社
)。

そ
の
後
「ブ
ル
！
 

ノ
ー 

卜
と
調
性
』
の
構
想
が
ま
と
ま
つ
て
き
て、
こ 

れ
を
同
じ
出
版
社
か
ら
92
年
に
発
表
し
ま
す
」 

I
濱
瀬
さ
ん
は、
音
楽
活
動
を
休
化
さ
れ 

て
い
る
あ
い
だ、
音
楽
理
論
の
研
究
と
並
行 

し
て
ラ

ン

グ
.

ア

ト

ハ

ン

ス

ト
.

カ
リ
キ
ユ
 

ラ
ム
と
い
う
音
楽
学
校
を
経
営
し、
指
導
に 

当
た
ら
れ
て
い
ま
し
た。
ミ
リ

オ
ン

ヒ
ッ

ト
 

も
飛
ば
し
た
あ
る
バ
ン
ド
の
べ
ー
シ
ス

ト
 

が、
デ
ビ
ユ
ー
後
に
習
い
に
き
て
い
た
と
い 

う
話
を
聞
き
ま
し
た。
そ
の
方
は、
ポ
ッ
プ 

ス
の
ポ
ッ
プ
さ
を
損
ね
な
い
ま
ま
に
自
由
な 

べ
ー
ス

ラ

イ
ン
を
構

築

す
る
と
い
う

こ

と
 

で、
す
ご
く
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

「そ
れ
は
純
粋
に
彼
の
才
能
だ
ね
。
僕
は
コ 

ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
指
導
は
し
て
な
い
か
ら
。 

僕
が
教
え
る
の
は
' 

正
し
い
弾
き
方
と
' 

読 

譜I
読
譜
能
力
は
演
奏
能
力
と
深
い
関
係

00

が
あ
る
の
でI
'リ

ズ
ム
の
と
り
方。
基 

本
が
一
番
重
要
で
す
か
ら
。
僕
が
ジ
ャ
コ
. 

パ
ス
卜
リ
ア
ス
に
薫
陶
を
受
け
た
の
も、
そ 

う
い
う
基
礎
に
関
す
る
部
分
が
大
き
い
で
す 

ね」1
ジ
ャ
コ
に
蕉
陶
を
受
け
た
ん
で
す
か
— 

「最
初
に
会
っ
た
の
は
78
年
の
雑
誌
の
取
材 

だ
っ
た
か
な。
僕
の
質
問
が
面
白
か
っ
た
と
 

言
っ
て、
興
味
を
持
っ
て
く
れ
て
ね。
ホ
テ 

ル
の
自
室
に
招
い
て
く
れ
て
' 

ベ

ー
ス
をI 

緒
に
弾
い
た
ん
だ
よ。
そ
れ
ま
で、
懊
も
ウ

ッ

# 

ド

.
ベ

—

ス
出
身
だ
か
ら、
ウ

ッ

ド

と

エ

レ

鱗
 

ク

卜

リ

ッ

ク

.
ベ
—

ス
は
別

物

だ
と
思
つ
て
卜 

い
て
' 

ジ
ャ
コ
の
音
も
ミ
キ
サ
—
で
処
理
し
广 

て
い
る
ん
だ
ろ

う

と

思
つ
て
い
た。
だ
け
ぢ 

ぜ
ん
ぜ
ん
違
っ
た。
生
音
で
あ
の
音
が
出
て 

い
る
ん
だ
よ。
こ
れ
を
知
つ
た
と
き
' 

人
生 

が
変
わ
っ
た
ね。

|
緒
に
六
本
木
の
2
こ6
8
2
に
も
行
っ 

た
な
あ
。
「い
き
な
り
ジ
ャ
コ
が
来
て
ド
ラ 

ム
や

ら

キ
ー
ボ
ー
ド
や
ら
を

演
奏
し
て
帰
つ
 

て
い
っ
た
」
っ
て、
都
市
伝
説
み
た
い
に
語 

り
継
が
れ
て
た
ら
し
い
け
ど、
そ
れ
は
本
当 

の
話
で
す
(

笑
)。

楽
器
は、
演
奏
者
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る 

音
以
上
の
音
は
出
な
い
。
だ
か
ら、
い
い
音 

と
は
な
に
か
を
知
る
こ
と
が
重
要
な
ん
で 

す。
そ
れ
を
知
り
た
い
と
思
う
貪
欲
さ
が
あ 

れ
ば
自

然

と

わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
思

う
。 

優
れ
た
音
楽
家
は
' 

例
外
な
く
み
ん
な
貪
欲 

で
す
か
ら。
ジ
ャ
コ、
マ
イ
ル
ス、
パ
—
力
—
、 

コ
ル
卜
レ
—
ン。
み
ん
な
そ
う
で
す
よ
ね
」 

I
ご
自
分
の
中
に
も、
彼
ら
に
匹
敵
す
る 

強
大
な
欲
望
を
感
じ
る
と

き

が

あ
り
ま
す 

か

？「僕
は
あ
れ
ほ
ど
ま
で
壮
絶
な
欲
望
は
持
っ 

て
な
い
で
す
よ。
だ
け
ど
'

音
に
関
し
て
は、 

精
密
機
械
の
よ
う
に、
ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ 

な
ん
で
す
。
ど
ん
な
に
相
手
と
親
し
か
ろ
う 

が、
だ
か
ら
音
楽
の
評
価
を
甘
く
す
る
と
い 

う
こ
と
は
ど
う
し
て
も
で
き
ま
せ
ん
ね。
こ 

れ
だ
け
は
自
分
で
も
な
ん
と
も
な
ら
な
い
」

理
：8

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

-今
：！
：

は
山
卜
邦
^
さ
ん
の
件
に
つ
い
て

ち
や
ん
と
5
！お
う
と
思
つ
て
き
ま
し
た。
山 

ド
さ
ん
が、
^
作
の
中
で
濱
瀬
さ
ん
の
竹
楽 

坪
^
を
盗
用
し
て
い
る
と
い、っ
件
で
す、‘あ 

る
と
き、
^
地
さ
ん
が
詁
の
流
れ
で
「あ
い 

つ
濱
瀬
さ
ん
の
バ
ク
リ
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」 

と
指
摘
さ
れ
て、
濱
瀕
さ
ん
は
感
慨
さ
れ
た 

よ
う
で
し
た。

「う
ん
' 

ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
く
れ
る
人
が 

い
た
ん
だ
と
思
つ
て
ね、
あ
れ
は
播
し
か
つ

た
ね
」

I
経
緯
を
具
体
的
に
伺
っ
て
い
い
で
す

か
？「剽

窃
の
疑
い
を
具
体
的
に
感
じ
た
の
は
山 

下
氏
が
出
し
た
『チ
ッ
ク
.

コ
リ
ア
の
音
楽1

 

(

音
楽
之
友
社
)

に
対
し
て
で
す
。
同
害
で 

語
ら
れ
て
い
る
サ
ブ
ド
ミ
ナ
ン
ト
の
浮
遊
性 

の
嫌
論
は、
リ
—
マ
ン
の
下
方
倍
音
列
理
論 

に
対
す
る
僕
の
解
釈
を
剽
窃
し
て
い
る
よ
う 

に、
少
な
く
と
も
僕
に
は
見
え
た。
そ
れ
で、 

僕
の
著
作
を
出
し
て
い
る
全
音
楽
譜
出
版
社 

と
向
こ
う
の
出
版
社
が
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し 

て、
僕、
山
下
' 

両
出
版
社
の
代
表
者
の
4 

者
で
会
合
を
持
つ
こ
と
に
な
つ
た。
そ
の
結 

果
わ
か
っ
た
の
は
2
点
で
す。
山
下
が
確
信 

犯
だ
と
い
う
こ
と
と、
剰
窃
し
て
お
き
な
が 

ら、
『ブ
ル
—
. 

ノ

ー

卜

と

調性】を

ま
つ
 

た
く
理
解
し
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と。 

会
合
の
現
場
は
' 

山
下
がI

方
的
に
ま
く
し 

た
て
る
ば
か
り
で
話
に
な
ら
な
か
つ
た。
ま
 

た、
同
害
の
中
に
は
引
用
元
を
明
記
し
た
上 

で
ヲ
ル
ー
.

ノ

ー

卜

と

調
性
」
か
ら
引
用 

し
て
い
る
箇
所
が
あ
つ
て、
そ
れ
を
ア
リ
バ 

イ
に
し
て
自
分
は
剰
窃
し
て
い
な
い
と
い 

う。
だ
け
ど
' 

僕
の
下
方
倍
音
列
理
論
か
ら 

着
想
を
得
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
部
分
に 

関
し
て
は、
引
用
元
の
明
示
も
な
く
自
分
の 

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
議
論
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記 

述
し
て
る
ん
だ
よ
」

I
立
ち
会
っ
て
い
た
出
版
社
の
人
は
な
ん

1^0 了



2008年10月31日、渋谷』2 8131での7^ 
0^ E086^^1010のフデ一スト.ステージ終了後 

に撮影。（後列左2人目より右へ）は文化人類 

学者の樯應啓司氏.美術史家、写真評論家の伊 

藤馊治氏、ファッション轷論家の高村#州右孀 

は演瀬氏〇中央はこの日のファースト.セット 

に出演した菊地成孔氏0

^1/0 ！
%

狀〇 ” 〇

0 明 0 IV！
” 0 胡

52年生まれの濱灌が不感の覚惟で発表した、 

世界水擊の音楽理論害『ブル一.ノートと調 

性】。下方侑啬という仮想微念の導入により. 

ジャズの本質ュブルー，ノー 卜の発生蹰瑁に 

肉薄し.調性システムを再定義する。菊地成孔、 

大谷螓生著^4/0マイルス.デューイ.デ 

イヴィス3世趼究]は濱瀬によるマイルス楽 

曲の分析原稿を2本所収,ジジIクに[ヒソ 

チコックによるラカン』という著作があるが、 

こちらは首わば『マイルスによる濱漏』。濱漏 

ソロ作[テクノドロ一ム』は08年結成のバン 

ド名【1*10^1366 他丨0^1140 1716 [げ日〇801？1616』 
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と
言
つ
た
ん
で
す
か
？

「双
方
と
も
理
解
で
き
て
い
な
か
つ
た
と
思 

う
ね
。
全
音
に
は
著
作
権
専
門
の
弁
護
士
と 

の
繫
が
り
が
あ
つ
た
の
で
、
「費
用
は
僕
の 

自
腹
で
も
い
い
か
ら
」
と
言
つ
て、
そ
の
弁 

護
士
に
相
談
し
に
い
つ
た
ん
で
す
。
彼
は
僕 

の
主
張
を
間
き
' 

両
方
の
本
を
精
読
し
た
上 

で
こ
う
言
い
ま
し
た
。
「た
ぶ
ん
濱
瀬
さ
ん 

の
主
張
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
' 

そ
れ
を
裁
判
官
に
理
解
さ
せ
る
の
は
無
理
だ 

と
思
い
ま
す
」」

I
す
ご
く
本
質
的
な
問
題
だ
と
思
い
ま 

す。
理
解
で
き
る
人
が
少
な
い
ほ
ど
高
度
な 

内
容
だ
と、
そ
の
剽
窃
は
野
放
し
に
な
ら
ざ 

る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
と。 

「専
門
的
な
研
究
と
い
え
ば
' 

大
学
と
い
う 

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
場
が
あ
つ
て、
そ
こ
で
は 

剽
窃
が
明
る
み
に
出
れ
ば
研
究
者
と
し
て
の 

生
命
を
奪
わ
れ
る
わ
け
で
し
よ
う
。
だ
け
ど 

僕
は
在
野
の
研
究
者
だ
か
ら
' 

抗
議
の
手
段 

は
民
事
裁
判
し
か
な
く
て、
そ
れ
さ
え
「裁 

判
官
が
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う
理
由
で
実 

質
上
機
能
し
な
い
。
結
局
や
つ
た
者
勝
ち
で、 

山
下
は
そ
の
後
も
の
う
の
う
と
本
を
出
し
て 

い
る。
こ
の
事
件
の
後
、
と
て
も
落
ち
込
み 

ま
し
た
よ。
難
し
く
て
も、
そ
れ
で
も
裁
判 

官
に
理
解
し
て
も
ら
う
よ
う
時
間
と
労
力
を 

か
け
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
つ
た。
だ
け
ど
' 

こ
ん
な
こ
と
に
労
力
を
割
い
て
も
な
に
も
生 

み
出
さ
な
い
。
こ
の
事
件
を
僕
は
忘
れ
ま
せ 

ん
よ
。

で
も
そ
れ
よ
り、
前
に
進
も
う
と
決

心
し
た
ん
で
す
」

わ
か
る
こ
と
、
聴
く
こ
と

1
濱
瀬
さ
ん
は
文
学
に
も
映
画
に
も
深
い 

造
詣
を
お
持
ち
で
す
が、
各
表
現
ジ
ャ
ン
ル
の 

中
で、
音
楽
は
ど
う
—

づ
け
ら
れ
ま
す
か
？ 

「音
楽
は、

一
般
的
に
は，
時
間
芸
術，
だ 

，
と
言
わ
れ
る。
僕
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
と
思
う
。 

音
楽
は
間
違
い
な
く
空
間
的
な
芸
術
で
す
。 

僕
が
と
ら
え
る
時
間
芸
術
は
' 

文
学
や
思
想 

や
' 

そ
う
い
っ
た
言
語
や
意
味
を
め
ぐ
る
コ 

ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
す
。
時
間
と
い
う 

の
は、
僕
に
と
っ
て
は
意
味
の
問
題
な
ん
で 

す。
ジ
ャ
ッ
ク
.

デ
リ
ダ
が，
差
延，
と
言
っ 

た
よ
う
な
認
識
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
」 

I
即
物
的
に
言
う
と、
音
は、
空
気
の
振
動 

と
い、04^

常
に
有
時
問
的
な
現
象
で
す
よ
ね。 

「そ
う。
時
間
と
無
関
係
に
音
楽
が
成
り
立 

つ
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い。
ま
た、
音 

楽
も
絵
画
も、
言
語
的
卩
記
号
的
に
機
能
す 

る
側
面
も
持
ち
う
る
か
ら
' 

そ
れ
ら
が
時
間 

芸
術
と
し

て

振
舞
う
場
面
は
あ
る。
で
も
本 

質
的
に
は、
音
楽
は
彫
刻
に
も
っ
と
も
近
い 

と
思
う
」

I
音
楽
の
根
幹
的
な
概
念
と
し
て
"

進
行 

"写。
与65810？

と
い
う
の
が
あ
る
と
思 

い
ま
す。
「シ
十
フ
ァ
」
の
和
音
は
「ド
十
ミ
」 

に
進
行
し
た
い、
と
擬
人
化
さ
れ
て
語
ら
れ 

た
り
す
る。
「音
自
体
が
進
行
を
欲
望
す
る
」 

と
い
う
仮
説
は、
改
め
て
考
え
る
と
不
思
議

だ
な
あ
と
思
う
ん
で
す
。
ま
た、
こ
の
進
行 

に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
差
異
を、
人
に
よ
っ
て 

は
''

意
味
.，

と
言
う
と
思
う
ん
で
す
。 

「そ
う
だ
ね
。
だ
か
ら
こ
そ
' 

シ
エ
—
ン
べ 

ル
ク
も
ジ
ヨ
ン
.

ケ
—
ジ
も、
進
行
を
い
か 

に
解
体
す
る
か
と
い
う
実
践
を
す
で
に
た
く 

さ
ん
行
っ
て
い
る。
僕
は、
，
進
行，

は
音 

楽
の
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
だ
と
は
思
い
ま 

す。
た
だ、
そ
れ
は
聴
覚
の
現
象
を
活
か
し 

た
も
の
で
あ
っ
て、
そ
の
現
象
を
記
号
的
に 

分
節
化
し
て
音
楽
を
解
読
す
る
こ
と
は
魅
力 

的
で
は
あ
る
け
ど、
僕
がI

番
大
事
に
し
て 

い
る
の
は、
音
楽
は
聴
く
も
の
だ
と
い
う
こ 

と
で
す。
な
ん
の
た
め
に
演
奏
し
曲
を
害
く 

の
か
と
い
う
と
' 

聴
く
た
め
だ
か
ら
ね。
聴 

い
て
い
る
と
き
に
生
じ
る
エ
ロ
ス
が、
音
楽 

の
主
人
公
な
ん
で
す
」

I
敁近邦訳されたデヴィッド

. 

ト
ゥ
ー
ブ
の
「音
の
海
』
(

水
声
社
)

に、
『テ 

ク
ノ
ド
ロ
ー
ム
』
へ
の
言
及
が
あ
る
ん
で
す 

よ
ね。

「そ

う

そ

う
' 

当
時
' 

古
本
屋
で
た
ま
た
ま 

卜
ゥ
ー
プ
の
原
害
を
買
っ
て
見
つ
け
て
ね
。 

あ
れ
は
ち
よ
っ
と
う
れ
し
か
っ
た
ね
(

笑
ご

-
『テ
ク
ノ
ド
ロ
—4』

(

93
年
)

の
ラ

イ
ナ
ー
に、
ブ
ラ
イ
ア
ン
.

イ
ー
ノ
5
6
2
6 

N
61

』、
ジ
ョ
ン
.

ハ
ッ
セ
ル
の
『2
1
：̂ 

ミ0
^
8 
0『

「
一

&
0
3
』
の
名
前
を
举
げ
て、
ク 

ラ
ブ

.
ミ

ュ
ー
ジ
ツ
ク
の
登
場
に
感
銘
を
受 

け
た
こ
と
を
沓
か
れ
ま
し
た
よ
ね。 

「ク
ラ
ブ
.

ミ
ユ
ー
ジ
ツ
ク
の
先
銳
的
な
人

が
' 

ケ
—
ジ
的
達
成
と
同
じ
高
み
に
達
し
て 

い
る。
ア
ン
ビ
エ
ン
卜
.

ハ
ウ
ス
は、
ビ
— 

卜
と
サ
ウ
ン
ド
だ
け
で
で
き
て
い
る。
彼
ら 

が
現
代
音
楽
を
通
過
し
て
そ
れ
を
や
つ
て
い 

る
ん
じ
ゃ
な
く
て、
教
義
的
な
も
の
と
は
無 

関
係
に
' 

彼
ら
の
欲
望
が
無
調
に
到
達
す
る 

道
の
り
を
指
向
し
た
と
い
う
こ
と
に
感
動
し 

た
ん
だ
よ
ね。
無
調
的
な
感
性
が
' 

理
屈
と 

は
無
縁
に
「カ
ッ
コ
い
い
じ
ゃ
ん
」
と
享
受 

さ
れ
る
つ
て
い
う
ね
」

-
已
乙
卩
の
溃
奏
を
聴
い
て
い
る
と
、

や
つ
ば
り
後
期
マ
イ
ル
ス
的
感
性
を
感
じ
ま 

す
。
無
調
性
と
い
う
か、
半
奇
階
的
空
問
と、 

あ
と
マ
イ
ル
ス
が
「音
楽
に
は
始
ま
り
も
終 

わ
り
も
な
い
」
と
言
つ
て
い
た
こ
と
を
速
想 

す
る
ん
で
す
。

「歴
史
的
に
は、
進
行、
あ
る
い
は
，
解
決 

“『6501

5.10

コ
‘

を
活
か
し
た
調
性
音
楽
に 

対
し
て、
ス
テ
イ
ー
ヴ，
ラ
イ
ヒ
ら
が
や
つ 

た
ミ
ニ
マ
ル
.

ミ
ユ
ー
ジ
ッ
ク
は
音
楽
の
空 

間
性
を
如
実
に
表
わ
す
も
の
と
し
て
登
場
し 

た
よ
ね。

こ
う
言
え
ば
い
い
か
な
' 

言
語
芸
術
の
す 

ご
で
と
こ
ろ
は、
意
味
を
今
わ
か
る
々
と
い 

う、
人
間
に
固
有
の
経
験
を
さ
せ
て
く
れ
る 

と
こ
ろ
で
す
。
言
語
芸
術
の
中
で
も、
詩
は
' 

限
り
な
く
空
間
性
に
近
い
」

I
 
"

わ
か
る，
と
い
う
経
験
が
時
間
性
に 

城
す
る
ん
で
す
ね。

「そ
う。
こ
れ
は、
高
校
の
と
き
に
興
奮
し 

な
が
ら
読
ん
だ
吉
本
隆
明
『言
語
に
と
つ
て

美
と
は
な
に
か
』
の
影
霤
で
す
ね。
話
は
逸 

れ
る
け
れ
ど
' 

吉
本
さ
ん
が
ジ
ョ
ン
.

ケ
ー 

ジ
に
つ
い
て
こ
う
害
い
て
い
た。
彼
は
'

ケ
ー 

ジ
を
聴
く
こ
と
は
幻
聴
を
聴
く
こ
と
だ
と
0 

対
象
と
関
係
な
く
自
分
の
な
か
に
聴
こ
え
て 

し

ま

う

も
の、
そ
れ
が
音
楽
だ
と
い
う。
こ 

れ
は
当
時、
天
沢
退
ニ
郎
の
よ
う
に
詩
的
言 

語
然
と
し
た
言
葉
で
詩
を
害
く
人
た
ち
に

対 

し
て
' 

荒
川
洋
治
の
よ
う
な
日
常
言
語
で
詩 

を
害
く
人
が
出
て
き
た
状
況
に
パ
ラ
フ
レ
— 

ズ
さ
れ
て
い
る
ん
だ
ね。
非
詩
的
言
語
に
詩 

を
感
じ
る
一
瞬
間
が
あ
れ
ば、
そ
れ
は
詩
だ 

と
い
う
こ
と
と
同
じ
に、
維
音
に
音
楽
と
感 

じ
る
瞬
間
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
音
楽
だ
と。
こ 

れ
を
読
ん
で、
吉
本
さ
ん
は
音
楽
を
わ
か
っ 

て
い
る
人
な
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た。
僕
の 

「樹
木
の
音
階
レ

年̂
ぺ
つ
ア
ク
ノ
ド
ロ
ー 

ム』
は、
吉
本
さ
ん
の
『ハ
イ
.

イ
メ
ー
ジ 

論
』
の
大
き
な
彩
響
下
に
あ
る
ん
で
す
。
そ 

の
後、
吉
本
さ
ん
が
麻
原
彰
晃
を
擁
護
し
た 

と
き
か
ら
わ
か
ら
な
く
な
つ
ち
や
つ
た
ん
だ 

け
ど
ね。

演
奏
を
す
る
と
き、
自
分
の
エ
ロ
ス
に
対 

し
て
素
直
じ
や
な
い
と
い
け
な
い
。
い
つ
も、 

未
知
の
場
所
に
向
け
て
踏
み
越
え
よ
う
と
し 

て
い
る。
そ
れ
を
や
る
の
が
僕
が
音
楽
を
や 

る
意
味
だ
け
ど、
こ
れ
を
僕
は、
マ
イ
ル
ス 

や
コ
ル
卜
レ
—
ン
ら
に
並
ん
で、
吉

本
さ
ん
 

の
害
く
こ
と
へ
の
姿
勢
か
ら
学
ん
で
い
る
ん 

で
す
」

(2008
年
11
月
18
日

'濱
瀬
氏
自
宅
に
て

) 
メ




