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芸
術
作
品
に
必
け
る
リ
ズ

ム
と
時
間

上

d色、

届

庸

敬

芸
術
の
時
聞
を
あ
つ
か
っ
た
最
近
の
論
文
の
う
ち
、
辻
成
史
『
同
£
ヨ
）
F
S
Z
〈

E
E
H
2
H
』
の
「
序
」
と
太
国
喬
夫
「
絵
画
と
時

間
」
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
前
者
は
、
時
間
芸
術
と
空
間
芸
術
の
区
別
か
ら
出
発
し
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
美
術
史
研

究
で
エ
ポ
ッ
ク
を
な
す
著
述
を
遺
漏
な
く
と
り
あ
げ
、
あ
ら
ゆ
る
論
点
を
簡
潔
に
記
述
し
な
が
ら
、
造
形
芸
術
に
お
け
る
物
語
描
写
の

研
究
と
い
う
本
論
へ
の
巧
み
な
序
説
と
な
っ
て
い
一
匁
後
者
は
、
近
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
絵
画
観
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
芸
術
作
品
の
時
間
構
造
を
研
究
す
る
こ
と
が
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
を
論
じ
て
、
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
芸
術
の
自
律
性
を
確
認
し

よ
う
と
試
み
て
い
る
。
い
ず
れ
の
論
文
に
あ
っ
て
も
、
芸
術
作
品
に
独
自
な
時
聞
は
観
者
と
の
関
係
の
な
か
で
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
こ

と
が
、
注
目
さ
れ
て
い
る
o

観
者
と
の
関
係
以
前
、
作
品
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
芸
術
独
自
の
時
聞
を
現
出
さ
せ
る
も
の

は
、
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

1 

風
景
の
時
間
化

1 

詩
は
言
葉
を
直
接
の
材
料
と
し
、
言
葉
は
一
面
に
お
い
て
響
き
で
あ
る
。
詩
の
音
楽
性
は
、
言
葉
の
も
つ
音
の
響
き
に
即
し
て
語
ら



2 

れ
る
こ
と
が
多
い
。
け
れ
ど
も
杉
山
平
一
に
よ
れ
ば
、
一
二
好
達
治
の
詩
に
お
け
る
音
楽
性
は
、
詩
語
の
響
き
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は

風
景
を
時
開
化
し
て
獲
得
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
、
と
い
う
。

な
く
｜
｜
そ
う
し
た
音
楽
は
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
｜
＼

三
好
達
治
に
と
っ
て
詩
は
、
機
知
に
富
ん
だ
警
職
と
象
徴
を
も
ち
い
て
、
世
界
の
視
覚
的
な
印
象
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
心
に

触
れ
て
く
る
自
然
と
人
事
の
光
景
を
写
し
て
、
詩
人
の
壁
一
川
と
象
徴
が
っ
く
り
あ
げ
る
印
象
は
、
精
確
で
秩
序
た
だ
し
く
鮮
や
か
で
あ

る
。
か
れ
は
本
来
、
絵
画
的
な
視
覚
型
の
詩
人
だ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
質
か
ら
い
え
ば
対
牒
的
な
萩
原
朔
太
郎
を
終
生
の
師

と
仰
い
で
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
三
好
達
治
に
お
け
る
「
見
る
こ
と
」
と
「
歌
う
こ
と
」
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
生
じ
た
、
と
い
う
の
が
杉
山

平
一
の
推
測
で
あ
る
。

萩
原
朔
太
郎
に
と
っ
て
詩
は
、
「
音
律
を
本
位
と
す
る
表
現
」
で
あ
り
「
先
ず
何
よ
り
も
音
楽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
『
青
猫
』

序
文
「
詩
の
原
理
」
）
0

「
萩
原
朔
太
郎
は
『
詩
の
原
理
』
に
、
語
意
の
印
象
的
表
象
を
軽
ん
じ
排
し
て
音
律
か
ら
く
る
魅
力
を
詩
感
の

上
に
重
視
し
た
。
し
か
も
そ
れ
を
実
証
す
る
よ
う
な
、
そ
の
詩
の
、
不
思
議
な
韻
律
と
音
楽
に
感
動
す
る
と
き
、
一
一
一
好
達
治
は
同
時
に

自
身
の
持
つ
視
覚
的
資
質
と
の
、
激
し
い
ぶ
つ
か
り
合
い
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
」
（
六
九
頁
〉
。

一
二
好
は
朔
太
郎
の
詩
に
つ
い
て
、
音
楽
が
電
光
と
と
も
に
「
私
」
を
奪
い
去
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
み
ず
か
ら
の
視
覚
的
な
資
質

を
自
覚
し
て
い
た
か
れ
は
、
音
楽
の
拘
束
か
ら
自
由
に
な
っ
て
「
私
」
を
と
り
も
ど
そ
う
と
努
め
た
。
そ
の
結
果
、
抑
揚
に
乏
し
い
日

本
語
は
非
音
楽
的
で
あ
っ
て
、
声
音
を
も
っ
て
す
る
日
本
の
詩
語
の
音
楽
性
は
付
随
的
で
伴
奏
的
な
役
割
を
し
か
果
た
さ
な
い
、
と
主

張
す
る
に
至
る
。
音
の
響
き
、

メ
ロ

J

ア
ィ
、

リ
ズ
ム
な
ど
の
韻
律
よ
り
も
、
そ
れ
と
は
離
れ
た
言
葉
の
意
味
、
詩
的
印
象
の
ほ
う
が
、

日
本
語
の
場
合
、
ポ
エ
ジ
ー
を
構
成
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
聴
覚
よ
り
も
視
覚
に
よ
っ
て
対
象
を
把
握
す
る
ほ
う
が
、
三
好
達
治
の
資
質
に
は
適
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ひ
と



っ
、
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

春
の
岬
旅
の
を
は
り
の
鴎
ど
り

浮
き
つ
つ
遠
く
な
り
に
け
る
か
も

（
「
春
の
岬
」
）

芸術作品におけるリズムと時間

昭
和
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
処
女
詩
集
『
測
量
船
』
官
頭
の
こ
の
詩
も
、
視
覚
の
と
ら
え
た
カ
モ
メ
の
う
ご
き
を
言
葉
に
移
す
こ
と
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
旅
の
終
わ
り
に
た
ど
り
つ
い
た
師
の
先
端
、
け
ぶ
る
よ
う
に
藍
い
春
の
空
と
海
の
あ
い
だ
を
、

一
羽
の
白
い
カ

モ
メ
が
ゆ
っ
た
り
と
飛
ぶ
。
そ
れ
を
見
つ
め
る
旅
人
の
心
の
底
に
形
づ
く
ら
れ
る
、
け
だ
る
い
憂
い
。
詩
が
生
ま
れ
る
は
じ
め
、
こ
の

詩
人
の
ば
あ
い
、
ま
ず
は
た
ら
く
の
は
、
自
で
こ
そ
あ
れ
、
耳
で
は
な
い
。

「
小
舎
の
水
車

薮
か
げ
に
一
株
の
椿
／
新
し
い
轍
に
蝶

が
下
り
る

そ
れ
は
向
き
を
か
へ
な
が
ら
／
静
か
な
翼
の
抑
揚
に

私
の
歩
み
を
押
し
と
ど
め
る
／
「
踏
み
切
り
よ

こ
こ
は
：
：
：
」

私
は
立
ち
ど
ま
る
」
（
「
信
号
」
『
南
宮
集
』
）
。
ま
た
、
「
天
を
指
さ
す
は
ね
つ
る
ベ
／
沖
に
く
だ
け
る
波
が
し
ら
／
う
れ
ひ
を
し
ら
ぬ
遠

き
日
の
／
窓
に
さ
き
た
る
た
ち
あ
ふ
ひ
」
（
「
天
を
指
さ
す
」
『
花
箆
』
）
。

視
覚
的
な
映
像
が
言
葉
に
移
し
換
え
ら
れ
る
段
に
な
る
と
、
も
ち
ろ
ん
詩
人
の
耳
の
敏
感
さ
も
、

い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
る
。
け
れ

ど
、
選
ば
れ
た
言
葉
の
響
き
は
、
響
き
自
体
の
よ
ろ
こ
び
に
用
い
ら
れ
る
よ
り
は
、
視
覚
像
を
そ
の
ま
ま
写
す
た
め
に
重
ね
ら
れ
る
。

カ
モ
メ
は
、
「
浮
き
・
つ
つ
・
遠
く
・
な
り
・
に
・
け
る
・
か
も
」
、

ふ
っ
と
短
く
浮
き
上
が
り
、
こ
ま
か
な
リ
ズ
ム
を
刻
ん
で
流
れ
、

つ
い
で
ゆ
っ
く
り
遠
ざ
か
り
、
や
や
力
が
入
っ
て
上
向
き
、
さ
っ
と
反
転
し
、
風
に
乗
っ
て
下
へ
滑
り
、
解
き
放
た
れ
た
姿
勢
の
ま
ま

3 

白
い
点
と
な
り
、
音
は
た
だ
ち
に
視
覚
と
な
る
。
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し
か
し
、
た
と
え
ば
『
月
に
吠
え
る
』
に
つ
い
て
、

「
そ
の
非
文
法
的
な
言
語
心
象
や
非
論
理
的
な
進
行
の
非
連
続
が
有
力
な
武
器

に
な
っ
て
い
る
」
と
、
こ
の
詩
人
が
述
べ
る
と
き
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
非
連
続
、
非
論
理
が
実
は
音
楽
的
魅
力
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
に
、
三
好
達
治
は
気
づ
い
て
い
る
」
証
拠
と
な
る
（
六

O
頁
）
。
非
連
続
が
、
定
型
詩
の
よ
う
に
調
子
よ
く
流
さ
れ
な
い
も
の
を
も

た
ら
す
か
ら
こ
そ
、

か
え
っ
て
詩
人
は
あ
る
種
の
リ
ズ
ム
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
。

で
は
三
好
達
治
の
詩
の
、
精
確
で
明
瞭
に
形
づ
く
ら
れ
た
風
景
の
姿
が
、
ど
の
よ
う
に
時
開
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
音
楽
化
さ
れ
る
と
、

杉
山
平
一
は
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

時
聞
が
写
生
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
と
し
て
『
測
量
船
』
中
の
散
文
詩
「
昼
」
。

「
彼
女
を
乗
せ
た
乗
合
馬
車
」
は
遠
く
の
ほ
う
へ
消
え
て
行
き
見
え
な
く
な
る
。
「
そ
れ
は
も
う
す
ぐ
、
あ
の
こ
こ
か
ら
は
見
え
な
い

白
い
橋
を
、
そ
の
橋
板
を
朗
ら
か
に
轟
か
せ
て
、
風
の
中
を
渡
っ
て
走
る
だ
ろ
う
。
す
べ
て
が
青
く
澄
み
渡
っ
た
正
午
だ
。
そ
し
て
、

私
の
前
を
白
い
嬢
鶏
の
一
列
が
石
垣
に
そ
っ
て
歩
い
て
ゐ
る
。
あ
あ
時
聞
が
こ
ん
な
に
は
っ
き
り
と
見
え
る
！

私
は
位
し
く
て
、
紅

い
林
檎
を
買
っ
た
」
。

写
生
と
は
、
精
確
明
瞭
に
風
景
を
描
く
こ
と
。
こ
こ
で
は
「
正
午
」
と
い
う
瞬
間
が
写
生
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
だ
が
通
常
、
瞬
間

の
写
生
は
ま
さ
し
く
絵
画
的
な
描
写
で
あ
っ
て
、
時
間
の
流
れ
を
生
む
描
写
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
風
景
の
時
間
化
と
い
う
場
合
、

風
景
、
が
時
間
の
な
か
で
揺
れ
は
じ
め
る
、
な
い
し
風
景
の
な
か
に
時
間
の
流
れ
が
現
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
風
景
が
時
間

の
場
と
な
り
、
時
間
が
風
景
の
場
と
な
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
散
文
詩
「
雑
」
（
『
測
量
船
』
）
の
一
節
。

「
私
は
遠
い
山
の
、
電
柱
の
列
が
細
く
越
え
て
ゐ
る
の
を
眺
め
た
。
私
は
山
襲
に
隠
れ
て
い
っ
た
」
。

こ
れ
に
即
し
て
、
風
景
が
時
開
化
さ
れ
る
こ
と
の
説
明
。
山
の
上
に
並
ぶ
電
柱
を
一
本
一
本
、
視
線
が
追
っ
て
、
尾
根
を
越
え
て
行



く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
風
景
が
時
間
的
に
眺
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
な
じ
詩
集
の
有
名
な
「
乳
母
車
」
に
お
い
て

も
、
季
節
は
、
鳥
の
う
ご
く
か
た
ち
で
移
っ
て
ゆ
く
。
旅
い
そ
ぐ
鳥
の
列
に
も
／
季
節
は
空
を
渡
る
な
り
」
（
六
一
二
頁
）
0

「
風
景
が
時
間
的
に
眺
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
で
著
者
の
杉
山
平
一
が
い
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

は
っ
き
り
し
て
い
る
。

う
ご
く
も
の
を
描
写
す
る
か
ら
風
景
が
時
開
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
じ
っ
と
立
っ
て
い
る
だ
け
の
電
柱
の
列
を
追
い
か
け
て

行
く
視
線
の
移
動
が
、
風
景
を
時
開
化
す
る
。
渡
り
鳥
が
描
写
さ
れ
る
か
ら
風
景
が
時
開
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
渡
り
鳥
を
追
う
視

芸術作品におけるリズムと時間

線
の
う
ご
き
が
、
詩
に
時
間
を
導
き
入
れ
る
。

時
間
は
、
見
ら
れ
る
も
の
と
、
そ
れ
を
見
る
も
の
の
う
ご
き
と
が
、
あ
い
合
う
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
。
詩
は
言
葉
で
つ
く
ら
れ
る
か

ら
、
見
ら
れ
る
も
の
も
、
見
る
視
線
の
う
ご
き
も
、
一
一
言
葉
の
う
え
に
あ
る
。
言
葉
は
、
見
ら
れ
る
も
の
（
う
ご
く
も
の
の
場
合
も
あ
ろ

う
）
を
直
接
に
写
す
の
で
は
な
く
、

い
っ
た
ん
、
あ
い
だ
に
視
線
を
介
在
さ
せ
る
。
見
ら
れ
る
も
の
と
言
葉
の
あ
い
だ
に
視
線
が
あ
っ

て
、
言
葉
が
直
接
に
写
す
の
は
視
線
の
う
ご
き
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
も
の
を
言
葉
に
お
き
な
お
し
た
と
こ
ろ
で
、
時
間
は
生
じ
な
い
。

こ
こ
で
時
聞
は
、
見
ら
れ
る
も
の
の
が
わ
で
は
な
く
て
、
見
る
も
の
の
が
わ
に
あ
る
。

こ
う
し
て
時
聞
が
生
じ
、

つ
い
で
、
そ
の
視
線
を
投
げ
か
け
る
場
所
、
視
点
そ
の
も
の
が
う
ご
く
と
き
、
そ
こ
に
三
好
達
治
の
詩
の

音
楽
が
生
ま
れ
る
と
、
杉
山
平
一
は
主
張
す
る
。

張
若
虚
「
春
江
花
月
夜
」
を
評
釈
し
て
、
一
ニ
好
達
治
は
「
詩
中
、
空
想
架
空
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
の
を
、
現
実
の
作
者
の
進
行
す

る
視
点
や
位
置
の
動
き
か
ら
描
い
て
い
る
も
の
と
し
て
述
べ
る
」
が
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
自
身
の
詩
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で

あ
り
、
「
視
線
の
移
動
に
よ
る
時
間
化
か
ら
、
三
好
達
治
は
そ
の
確
固
た
る
視
点
を
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
景
を
音
楽
化
す
る
」
。

5 

（
六
六
頁
）
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た
と
え
ば
「
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
／
次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
」
（
「
雪
」
）
の
ぼ
あ

い
も
、
風
景
の
視
覚
的
な
リ
ブ
レ
ー
ン
、
ま
た
意
味
の
対
立
、
対
比
が
、
対
位
法
の
よ
う
に
、
視
覚
の
音
楽
を
奏
で
は
じ
め
る
。
「
三

好
達
治
は
、
移
動
す
る
風
景
に
よ
っ
て
、
な
ん
と
な
く
音
楽
に
近
づ
こ
う
と
し
た
よ
う
に
見
え
る
」
（
七
七
頁
）
。

昭
和
二
一
年
刊
行
の
『
砂
の
砦
』

に
つ
い
て
、
杉
山
平
一
は
つ
ぎ
の
よ
ち
に
断
言
し
て
い
る
。

「
鴎
が
舞
ふ
1

鳶
が
暗
く
、
私
は
こ

こ
で
戦
っ
た
。
と
い
う
在
り
方
こ
そ
戦
時
を
生
き
抜
い
た
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
は
視
覚
風
景
と
時
間
、
空
間
と
音
楽
と
の
は
げ
し
い
戦

い
せ
め
ぎ
合
い
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
真
剣
に
、

一
途
に
う
ち
こ
ま
れ
た
詩
作
へ
の
姿
勢
な
の
だ
っ
た
」
（
入
国
頁
〉
。

2 

リ
ズ
ム
に
つ
い
て

詩
の
音
韻
が
っ
く
り
だ
す
音
楽
と
、
視
線
の
移
動
が
生
み
だ
す
音
楽
と
は
、
ど
こ
が
違
う
だ
ろ
う
か
。
音
韻
の
音
楽
は
聴
覚
に
訴
え

る
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
視
線
の
音
楽
は
い
わ
ば
知
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

「
春
の
岬
旅
の
を
は
り

の
鴎
ど
り
／
浮
き
つ
つ
遠
く
な
り
に
け
る
か
も
」
。
言
葉
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
カ
モ
メ
の
う
ご
き
を
耳
で
見
る
に
は
、

E
E＼
Z
－

Z
ロ＼

zoWC＼口出円目＼白山＼｝
8
2＼
wmw自
己
に
つ
い
て
の
耳
の
鋭
敏
が
あ
れ
ば
よ
い
。
第
一
行

P
Rロロ
0

・
5
－S
E＼
z
z
g＼
。
巧
富
江
口
O
＼

｝g
s。
旦
耳
目
］
も
含
め
て
、
整
え
ら
れ
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
声
調
を
つ
か
み
と
る
耳
は
、
た
し
か
に
音
楽
を
聞
く
か
も
し
れ
な
い
。
け

れ
ど
、
言
葉
の
響
き
が
与
え
て
い
る
音
楽
は
、
こ
の
詩
に
と
っ
て
、
付
随
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
「
春
の
岬
」
に
と
っ
て
本
質
的
な
、

奥
行
ゆ
た
か
な
音
楽
は
、
：
旅
行
者
の
船
、

つ
ま
り
移
動
す
る
視
点
が
生
み
出
す
、
と
杉
山
平
一
は
い
う
（
七
六
頁
）
。
旅
人
は
船
の
う

え
に
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
カ
モ
メ
の
ゆ
る
や
か
に
け
だ
る
い
う
ご
き
を
、
自
が
追
う
だ
け
で
は
な
く
、
一
目
そ
れ
自
体
が
う
ご
い

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

か
ぎ
り
な
く
拡
が
り
つ
や
つ
け
る
音
楽
性
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
春
の
色
、
海
面
の
揺
れ
、
近
づ
き
遠
ざ
か
る
岬
、



し
た
が
っ
て
放
の
終
わ
り
の
旅
人
の
け
だ
る
さ
、
こ
う
し
た
も
の
は
‘
視
線
の
移
動
、
さ
ら
に
は
視
点
の
移
動
が
生
み
だ
し
た
音
楽
の

調
べ
か
ら
こ
そ
聞
き
分
け
ら
れ
る
。

三
好
達
治
自
身
、
詩
の
音
韻
に
第
二
義
的
な
意
味
し
か
与
え
て
い
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

「
詩
人
の
胸
裡
に
油
然
と
湧
き
起

る
詩
懐
詩
情
を
詩
人
が
自
ら
反
省
し
て
、
そ
の
図
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
機
構
環
境
と
誘
因
機
縁
と
を
探
究
し
、
一
そ
れ
を
最
も
簡
単
に
最

も
明
瞭
に
書
き
留
め
る
｜
即
ち
写
生
す
る
こ
と
に
依
っ
て
一
篇
の
詩
を
創
作
す
る
。
さ
う
し
て
そ
の
作
品
を
し
て
、
読
者
の
胸
裡
に
、

芸術作品におけるリズムと時間

先
に
詩
人
の
胸
裡
に
油
然
と
動
い
た
も
の
に
等
価
の
も
の
を
生
ぜ
し
め
る
。
こ
れ
が
私
の
旨
と
す
る
詩
法
で
あ
っ
て
、
詩
語
の
音
楽
性

も
、
た
だ
そ
の
た
め
の
従
属
的
帯
助
的
役
割
し
か
も
っ
て
ゐ
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
即
ち
最
も
肝
要
の
点
は
、
精
確
と
明
瞭
の
ニ
点

に
あ
っ
て
、
詩
語
の
音
楽
性
が
仮
に
も
そ
れ
を
ま
や
か
す
如
き
は
、
排
し
て
こ
れ
を
採
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
『
詩
壇
十
年
記
b
。

反
省
し
探
求
し
書
き
留
め
る
と
い
う
行
為
の
う
ち
に
、
風
景
が
簡
単
か
つ
明
瞭
に
写
生
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
視
線
と
視
点
の
移
動

が
遂
行
さ
れ
る
。
そ
れ
が
時
聞
の
流
れ
だ
す
契
機
と
な
り
、
詩
の
な
か
に
音
楽
が
響
き
は
じ
め
る
。
一
一
一
好
の
言
葉
は
か
な
ら
ず
し
も
分

析
的
で
は
な
い
が
、
反
省
と
探
究
も
写
生
の
過
程
の
ひ
と
つ
だ
と
す
れ
ば
、
写
生
は
全
体
と
し
て
明
ら
か
に
詩
人
の
内
的
な
活
動
に
属

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
詩
人
の
内
面
に
お
け
る
精
神
の
は
た
ら
き
は
、

い
っ
ぽ
う
で
風
景
と
い
う
空
聞
を
把
握
し
、
ま
た
い
っ
ぽ
う

で
風
景
を
時
間
化
し
、
さ
ら
に
音
楽
化
す
る
。
こ
の
と
き
詩
の
音
楽
は
、
詩
語
が
と
も
な
う
音
響
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
詩
人
の
内

面
に
由
来
し
て
い
る
。

三
好
達
治
の
詩
の
音
楽
を
説
明
す
る
た
め
に
、
し
た
が
っ
て
、

メ

P

デ
ィ
あ
る
い
は
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
、
響
き
を
連
想
さ
せ
る
言
葉

を
も
ち
い
る
の
は
、
適
切
で
は
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
詩
人
の
視
線
を
、
ま
た
視
点
を
う
ご
か
す
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て

7 

は
、
杉
山
平
一
も
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
充
て
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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『
花
僅
』
以
降
の
古
語
に
よ
る
韻
律
の
詩
は
、
「
三
好
達
治
が
、
視
覚
的
資
質
に
よ
っ
て
詩
を
確
立
し
た
の
ち
、

か
つ
て
見
様
見
真
似

で
試
み
た
古
く
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
短
歌
的
古
語
の
し
ら
ベ
を
、
再
び
使
い
出
し
た
か
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
、
も
は
や
、
往
時
の

形
式
と
し
て
で
は
な
く
、

一
度
深
く
視
覚
に
沈
ん
だ
の
ち
お
の
れ
自
身
の
在
り
方
か
ら
生
ま
れ
鳴
り
出
す
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る

（
中
略
）
心
情
の
深
い
と
こ
ろ
に
流
れ
て
い
る
音
楽
と
い
う
の
は
、
生
命
の
リ
ズ
ム
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
感
動
や
喜
び
ゃ
悲
し
み
な
ど

の
一
涙
が
な
ま
の
い
の
ち
の
泉
で
あ
り
、

い
の
ち
と
は
音
楽
の
別
名
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
音
楽
と
同
調
す
る
と
き
涙
と
い
う
か

た
ち
を
と
っ
て
我
々
に
湧
い
て
く
る
。

い
の
ち
の
芽
生
え
を
我
々
は
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
肉
体
の
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
で
感
じ
ら
れ

る
の
は
、
こ
の
生
命
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
」
三
二
三
頁
）
。

風
景
、
そ
れ
は
詩
人
の
外
的
な
世
界
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
風
景
を
ど
こ
ま
で
も
簡
単
に
明
瞭
に
見
て
い
こ
う
と
す
る
視
覚

の
徹
底
化
は
、
風
景
に
対
峠
す
る
自
分
の
内
面
へ
の
沈
潜
を
う
な
が
す
。
言
葉
を
挺
子
に
し
て
実
現
さ
れ
る
詩
人
の
運
動
｜
｜
外
に
向

か
え
ば
向
か
う
ほ
ど
内
へ
深
ま
り
、
内
に
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
外
を
見
つ
め
る
、
詩
人
の
こ
の
運
動
は
、
肉
体
を
と
お
せ
ば
音
楽
と

よ
ぶ
よ
り
な
い
言
葉
の
総
体
と
な
り
、
精
神
に
錘
を
垂
ら
せ
ば
生
命
の
リ
ズ
ム
と
よ
ぶ
よ
り
な
い
も
の
に
な
る
。
詩
人
の
内
な
る
生
命

の
リ
ズ
ム
が
、
風
景
を
見
る
視
線
を
揺
ら
し
、
視
点
を
う
ご
か
し
、
詩
に
映
さ
れ
た
風
景
に
時
間
を
か
よ
わ
せ
て
、
そ
こ
に
音
楽
を
生

む
。
一
言
葉
の
つ
く
り
あ
げ
た
風
景
が
、
生
命
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
時
開
化
さ
れ
、
音
楽
化
さ
れ
る
。
内
か
ら
出
て
、

い
ま
は
外
に
あ

る
言
葉
を
、
生
命
が
う
ご
か
し
、
そ
の
運
動
を
、
生
命
が
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
刻
ん
で
い
る
、
測
っ
て
い
る
。
ふ
つ
う
、
リ
ズ
ム
は
、
機

械
的
に
時
を
刻
む
も
の
、
均
等
に
、
人
間
の
内
面
と
は
係
わ
り
な
く
運
動
を
測
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
リ
ズ
ム
は
、
そ
う

し
た
も
の
で
は
な
い
。

〈

4
）

ル
1
ト
ヴ
ィ
ヅ
ヒ
・
グ
ラ

i
ゲ
ス
は
、
『
リ
ズ
ム
の
本
質
』
に
お
い
て
、
拍
子
と
リ
ズ
ム
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
一
定
の
間
隔
、



一
定
の
強
さ
で
、
機
械
的
に
金
属
台
を
ハ
ン
マ
ー
で
叩
い
た
と
し
よ
う
。
わ
た
し
た
ち
の
耳
は
そ
こ
に
、
強
弱
な
い
し
弱
強
の
、
じ
っ

さ
い
に
は
存
在
し
な
い
周
期
的
な
交
替
音
を
聞
き
取
る
だ
ろ
う
。
振
り
子
時
計
の
音
に
耳
を
か
た
む
け
て
も
よ
い
。
や
は
り
、
わ
た
し

た
ち
は
そ
こ
に
強
と
弱
か
ら
成
る
音
の
グ
ル
ー
プ
を
聞
き
分
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
o

こ
の
と
き
、

い
く
つ
か
の
音
を
グ
ル
ー
プ
に
く
く

る
た
め
の
白
安
と
な
る
、
時
間
間
隔
の
長
短
、
強
弱
の
違
い
か
ら
生
じ
る
音
の
高
低
お
よ
び
長
短
、
ま
た
休
止
に
よ
る
連
続
音
の
分
節

化
な
ど
は
、
す
べ
て
見
か
け
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
じ
っ
さ
い
に
は
存
在
し
な
い
も
の
を
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
に

芸術作品におけるリズムと時間

ほ
と
ん
ど
無
数
の
相
貌
を
呈
す
る
世
界
の
印
象
を
洞
察
し
、
分
節
化
し
、
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、

こ
れ
が
、
ラ
テ
ン
語
「
Z
D
m
2
0
触
れ
る
、
あ
る
い
は
弦
を
一
様
に
（
つ
ま
り
は
非
連
続
的
に
）
叩
く
」

か
ら
派
生
す
る

「
拍
子

叶

m
E」
の
機
能
で
あ
り
、
「
拍
子
づ
け
吋
m
w
Eロぬ」

の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
ク
ラ
l
ゲ
ス
は
い
う
。
拍
子
は
、
直
観
が
と
ら
え
た
実

在
の
世
界
を
、
加
工
し
内
面
化
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
第
二
章
）
。

い
ま
ひ
と
つ
、
拍
子
に
よ
っ
て
直
観
的
な
印
象
を
規
則
づ
け
る
は
た
ら
き
と
は
別
の
は
た
ら
き
が
、

わ
た
し
た
ち
の
内
面
に
あ
る
。

そ
れ
が
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
楽
譜
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
が
刻
む
と
お
り
に
演
奏
さ
れ
る
音
楽
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の

演
奏
は
リ
ズ
ム
と
い
う
点
か
ら
み
て
完
全
な
も
の
と
よ
べ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
正
確
な
拍
子
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、

生
き
生
き
と
し
た
リ
ズ
ム
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
リ
ズ
ム
は
、
機
械
的
な
も
の
と
か
完
全
に
規
則
的
な
現
象
と
か
と
は
、
あ

い
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

ク
ラ
l
ゲ
ス
に
よ
れ
ば
、
リ
ズ
ム
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
確
に
把
握
す
る
に
は
、
波
の
う
ご
き
を
思
い
浮
べ
れ
ば
よ
い
と
い

う
（
二
九
頁
）
。
波
は
上
昇
と
下
降
を
切
れ
自
な
く
繰
り
返
し
、
上
下
の
転
回
点
、

い
ち
ば
ん
高
み
と
い
ち
ば
ん
低
み
は
、
波
の
弧
線

9 

が
確
か
め
ら
れ
た
あ
と
に
、
そ
れ
と
知
ら
れ
る
。
拍
子
の
ば
あ
い
の
よ
う
な
、
主
観
の
加
工
に
よ
っ
て
、

じ
っ
さ
い
に
は
存
在
し
な
い
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も
の
を
掠
え
あ
げ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
事
態
は
、
波
の
運
動
の
把
握
に
は
見
ら
れ
な
い
。
高
ま
っ
て
は
沈
み
、
沈
ん
で
は
高
ま
る
波
の

う
ご
き
に
始
ま
り
と
終
わ
り
は
な
い
が
、
そ
の
繰
り
返
さ
れ
る
運
動
は
事
象
そ
れ
自
体
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、

規
則
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
不
断
に
持
続
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
規
則
づ
け
る
と
い
っ
て
も
、
拍
子
の
よ
う
に

内
的
な
繰
作
を
く
わ
え
て
規
則
を
か
ぶ
せ
る
の
で
は
な
く
、
事
象
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
規
則
と
よ
ぶ
よ
り
な
い
も
の
が
見
い
だ
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

リ
ズ
ム
も
一
種
の
分
節
化
で
あ
る
が
、
そ
の
分
節
化
が
も
た
ら
す
直
観
的
な
把
握
は
、
拍
子
の
ば
あ
い
と
違
っ
て
、
量
的
で
あ
る
よ

り
は
質
的
な
も
の
に
係
わ
る
。

い
わ
ば
リ
ズ
ム
は
、
混
沌
と
し
た
世
界
の
偶
然
性
に
エ
イ
ド
ス
（
か
た
ち
〉
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し

ニT
A

つ
f
」
、

φ
J
4
μ

円
、

リ
ズ
ム
に
よ
る
規
則
づ
け
は
、
拍
子
と
お
な
じ
く
世
界
を
内
面
化
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
分
節
化
と
よ
ぶ
よ
り
は
、

造
形
化
と
よ
ぶ
ほ
う
が
精
確
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
造
形
作
用
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
る
持
続
的
な
は
た
ら
き
が
、
ギ
リ
シ
ャ
語
「
も
な
S

流
れ
る
」
に
由
来
す
る
リ
ズ
ム
で
あ
る
（
第
三
章
）
。

リ
ズ
ム
は
持
続
的
で
、
当
然
、
無
限
に
つ
づ
く
。
い
っ
ぽ
う
意
識
は
、
眠
り
に
よ
っ
て
途
絶
え
る
な
ど
、
非
連
続
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
意
識
が
リ
ズ
ム
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
お
な
じ
よ
う
に
、
意
識
が
共
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
知
的
活
動
が
、

リ
ズ
ム
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
た
し
た
ち
が
リ
ズ
ム
を
把
握
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
知

性
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
体
験
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
リ
ズ
ム
は
知
性
の
対
象
で
は
な
く
、

体
験
の
対
象
で
あ
る
。
知
性
を
と
お
し
て
直
接
に
知
識
を
え
る
と
い
う
手
だ
て
が
鎖
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
体
験
す
る
よ
り
な
い
も
の

ー
そ
れ
は
生
命
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
と
フ
l
ゲ
ス
は
、
リ
ズ
ム
モ
本
来
的
に
生
命
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る

（
第
四
章
）
。
も
っ
と
も
、

リ
ズ
ム
と
拍
子
は
峻
別
さ
れ
て
は
い
る
が
、
あ
い
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
対
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間



の
生
に
あ
っ
て
生
命
と
知
的
な
活
動
が
と
も
に
は
た
ら
く
よ
う
に
、
本
質
的
に
発
生
源
の
異
な
る
リ
ズ
ム
と
拍
子
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
局

面
で
融
合
し
、
た
が
い
の
活
動
を
高
め
あ
い
も
す
る
の
で
あ
る
（
第
五
章
以
後
）
。

い
っ
ぱ
ん
に
リ
ズ
ム
は
、
時
間
の
う
ち
に
生
起
し
、
あ
る
規
則
性
を
有
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
リ
ズ
ム
が
、
ク

ラ
l
ゲ
ス
の
い
う
よ
う
に
本
来
、
生
命
的
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
リ
ズ
ム
が
も
っ
ぱ
ら
時
間
と
の
み
係
わ
る
と
い
う
見
か
た
は
単
純
に

す
ぎ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
リ
ズ
ム
と
反
復
さ
れ
る
規
則
性
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
も
正
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
リ
ズ
ム
は
空
間
と
も
係
わ

芸術作品におけるリズムと時間

り
を
も
っ
し
、
ま
た
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
同
一
の
も
の
が
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
え
ず
新
た
な
も
の
が
登
場
す
る

の
で
あ
る
。

も
う
い
ち
ど
杉
山
平

『
一
二
好
達
治
』
に
も
ど
っ
て
お
こ
う
。
生
命
が
知
性
の
は
た
ら
き
を
と
も
な
っ
て
外
的
な
も
の
の
な
か
に
表

現
さ
れ
、
外
的
な
も
の
と
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
風
景
が
、
拍
子
に
彩
ら
れ
た
生
命
的
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ズ
ム

に
よ
る
世
界
の
造
形
化
で
あ
る
そ
の
風
景
が
、
ま
さ
に
リ
ズ
ム
に
よ
ゅ
て
時
開
化
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
リ
ズ
ム
が
生
命
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
以
上
、
生
命
の
時
間
性
は
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
る
か
ら
。
そ
の
ば
あ
い
、
リ

ズ
ム
は
決
し
て
詩
語
の
音
韻
な
ど
に
嬢
小
化
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
言
葉
！
l

音
韻
も
含
め
た
言
葉
に
移
し
換
え
ら
れ
た
視
線
・
視
点

の
移
動
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
う
じ
に
、
視
点
の
移
動
を
遂
行
さ
せ
た
詩
の
リ
ズ
ム
は
、
風
景
の
時
間
性
を
造
形
す
る
の
み
で

は
な
く
、
風
景
そ
の
も
の
、
空
間
を
も
形
づ
く
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
す
れ
て
は
な
る
ま
い
。
三
好
の
詩
の
特
徴
と
し
て
著
者
の
挙
げ
る

山
田
市
高
ま
た
小
さ
き
も
の
へ
の
思
い
は
、
そ
の
空
間
に
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
三
好
達
治
の
詩
の
、
絶
え
ざ
る
新
し
さ
が
本
書
の

最
後
に
語
ら
れ
る
の
は
、
詩
の
根
源
に
生
命
の
リ
ズ
ム
を
見
る
、
と
い
う
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

11 
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3 

リ
ズ
ム
と
時
間
に
つ
い
て

時
間
芸
術
と
空
間
芸
術
と
い
う
、
耳
に
な
じ
ん
だ
分
類
に
し
た
が
う
な
ら
、
詩
は
も
と
も
と
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
芸

術
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
、
こ
の
分
類
の
無
意
味
さ
も
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
空
間
芸
術
で

あ
る
絵
画
と
い
え
ど
も
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
し
か
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
の
と
同
様
、
た
と
え
ば
小
説
作
品
で
語
ら
れ
る
順
序
づ
け
ら

れ
た
事
件
の
数
々
が
そ
れ
だ
け
で
作
品
中
の
時
聞
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
も
な
い
と
い
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
詩
に
お
け
る
風

景
の
時
間
化
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
葉
が
生
命
の
リ
ズ
ム
に
突
き
う
ご
か
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
詩
の
な
か
に
、
時
間
を
生
む
契

機
が
内
包
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
詩
の
根
源
に
生
命
の
リ
ズ
ム
を
看
取
し
、
音
楽
的
な
も
の
を
認
め
る
の
は
杉
山
平
一
に
独
特
な
音
楽

へ
の
あ
こ
が
れ
に
由
来
す
る
が
、

ク
ラ

l
ゲ
ス
ふ
う
に
リ
ズ
ム
を
、
生
命
の
活
動
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
の
体
験
と
し
て
理
解
す
る
な

ら
ば
、
風
景
が
時
間
と
な
り
音
楽
と
な
る
と
い
う
杉
山
説
も
十
分
な
説
得
力
を
も
っ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

グ
ラ

1
ゲ
ス
の
い
う
リ
ズ
ム
は
、
そ
も
そ
も
現
象
開
話
各
包
ロ
ロ
ロ
ぬ
の
世
界
に
属
し
、
事
物

U
E
m
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
。
だ

が
、
三
好
達
治
が
船
の
う
え
か
ら
カ
モ
メ
の
飛
行
を
見
て
（
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
）
生
命
の
リ
ズ
ム
を
体
験
し
、
そ
の
リ
ズ
ム
に
よ

っ
て
、
み
ず
か
ら
の
（
心
の
）
自
に
映
っ
た
飛
朔
と
い
う
現
象
の
時
間
性
を
分
節
化
し
た
だ
け
で
は
、
詩
「
春
の
岬
」
は
で
き
あ
が
ら

な
い
。
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
た
現
象
の
時
間
性
が
、
視
線
・
視
点
の
移
動
に
転
化
さ
れ
、
さ
ら
に
言
葉
へ
と
移
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

つ
い
で
わ
た
し
た
ち
は
、

「
春
の
岬
」
を
よ
ん
で
生
命
の
リ
ズ
ム
を
体
験
し
、
そ
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の

心
に
映
っ
た
詩
と
い
う
現
象
の
時
間
性
を
分
節
化
し
て
、
詩
の
風
景
の
時
間
化
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
飛
ぶ
カ
モ
メ

（
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
と
再
び
い
っ
て
お
こ
う
）
を
見
る
詩
人
、
「
春
の
岬
」
を
よ
む
読
者
が
い
な
け
れ
ば
、
現
象
の
問
題
で
あ
る



リ
ズ
ム
は
体
験
さ
れ
な
い
し
、

し
た
、
が
っ
て
芸
術
の
時
間
性
は
語
れ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

「
春
の
岬
」
に
お
け
る
視
線
・
視
点
の
移
動
は
、
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
、
時
間
性
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
す
こ
し
話
を

ひ
ろ
げ
て
、
芸
術
家
が
生
命
の
リ
ズ
ム
を
転
化
し
た
と
こ
ろ
の
、
芸
術
家
に
と
っ
て
の
外
的
な
も
の
（
た
と
え
ば
詩
「
春
の
岬
」
）
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
の
時
聞
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

日
常
生
活
で
わ
た
し
た
ち
の
体
験
す
る
時
間
・
空
聞
は
、
ト
ン
ネ
ル
の
経
験
に
似
て
い
る
。
入
口
か
ら
出
口
に
む
か
つ
て
、
わ
た
し

芸術作品におけるリズムと時間

た
ち
は
進
ん
で
い
る
。

一
歩
す
す
む
こ
と
、
そ
れ
が
時
間
で
あ
り
、
手
を
ひ
ろ
げ
横
に
う
ご
く
、
そ
れ
が
空
間
で
あ
る
。
時
空
は
、

ト

ン
ネ
ル
の
よ
う
に
、
外
か
ら
か
ぶ
さ
っ
て
き
て
、
わ
た
し
た
ち
を
規
制
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
時
空
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
間
・

空
間
を
区
別
さ
せ
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
経
験
す
る
時
間
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
体
験
の

持
続
性
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
は
、
わ
た
し
た
ち
の
外
に
あ
る
時
間
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
一
語
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。

（

5〉

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
う
し
た
時
聞
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
時
間
と
は

「
よ
り
先
」
・
「
よ
り

後
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
運
動
の
数
で
あ
り
、
連
続
す
る
も
の
た
る
運
動
に
属
し
て
い
る
以
上
あ
き
ら
か
に
連
続
し
て
い
る
と

い
う
。
た
し
か
に
か
れ
は
、
精
神
が
な
か
ろ
う
と
運
動
が
存
在
し
う
る
な
ら
ば
「
時
聞
を
属
性
と
し
て
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
」

は
存
在
し
う
る
、
と
指
摘
す
る
。
だ
が
、

い
っ
ぽ
う
で
、
「
精
神
の
な
か
の
知
性
守
也
の

E
口
之
が
な
け
れ
ば
、
数
を
数
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
、
と
も
い
い
、
な
に
よ
り
も
『
詩
学
』
に
お
け
る
人
聞
の
行
動
の
考
察
か
ら
推
測
し
う
る
時
間
の
考
え
か
た
は
、
わ
た
し
た

ち
の
「
生
き
る
時
間
」
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
る
時
聞
は
か
な
ら
ず
し
も
、
わ
た
し
た
ち
の

13 

外
に
あ
る
時
間
で
は
な
い
。
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時
間
に
つ
い
て
最
初
に
徹
底
し
て
考
察
を
か
さ
ね
た
と
い
わ
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
時
間
の
在
り
処
は
、

ハ
6
〉

の
精
神
宮
E
5
5
5
2
6」
の
う
ち
以
外
に
な
い
。

「
わ
た
し

精
神
は
自
の
ま
え
に
あ
る
も
の
を
、

ひ
た
す
ら
直
接
に
見
つ
め
る
宮
内
田
町
宮
白
色
2
0）
。
精
神
は
、
そ
の
直
視
と
い
う
は
た
ら
き
が
持

続
す
る
な
か
で
、
現
在
時
に
お
い
て
未
来
を
期
待
し
、
現
在
時
に
お
い
て
過
去
を
記
憶
す
る
。
期
待
・
直
視
・
記
憶
と
い
う
精
神
の
一
二

つ
の
は
た
ら
き
は
そ
れ
ぞ
れ
、
未
来
に
つ
い
て
の
現
在
・
現
在
に
つ
い
て
の
現
在
・
過
去
に
つ
い
て
の
現
在
に
向
か
っ
て
い
る
。
わ
た

し
の
精
神
は
、
現
在
と
い
う
時
聞
に
集
中
し

C
P
Z
D
a
2
0）
、
ま
た
未
来
・
現
在
・
過
去
の
三
つ
の
方
向
に
分
散
し

2
2
・Z
D仏
2
0）

て
も
い
る
わ
け
だ
。
こ
う
し
て
、
わ
た
し
の
精
神
は
時
間
の
在
り
処
で
あ
り
、
時
間
は
わ
た
し
の
精
神
の
在
り
処
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
と
き
、
わ
た
し
の
精
神
の
在
り
処
で
あ
る
時
聞
は
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
乗
り
超
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
現
わ
れ

て
く
る
。
時
間
に
お
い
て
三
つ
の
方
向
に
分
散
す
る
精
神
は
、
現
在
へ
の
集
中
を
徹
底
し
、
そ
こ
に
精
神
を
か
た
む
け
（
o
u
z
oロ仏
2
0〉、

そ
こ
を
超
え
出
て
（
こ
の
意
味
で
も

OME仲

g
a
O
2
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
〉
、
永
遠
へ
、
永
遠
の
も
の
た
る
神
べ
と
向
か
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
た
だ
ひ
と
り
存
在
す
る
現
在
と
い
う
時
聞
は
、
わ
た
し
の
精
神
が
直
視
官
2
0白
色
。
〉
か

ら
集
中
（
E
Z
D
Z
O）
と
分
散

2
2
Z己
目
。
）
を
経
て
超
出
（
O
M
Z耳
目
。
）
と
い
う
は
た
ら
き
を
遂
行
す
る
場
と
さ
れ
る
。

時
間
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
時
間
が
優
れ
て
主
観
的
な
も
の
、
な
い
し
間
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い

ハ
7〉る

。
そ
れ
は
、
体
験
さ
れ
る
よ
り
な
い
も
の
と
し
て
、
ク
ラ
l
ゲ
ス
の
い
う
リ
ズ
ム
に
通
底
す
る
ど
こ
ろ
か
、
相
互
に
お
き
か
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
生
命
の
リ
ズ
ム
は
生
命
の
き
り
ひ
ら
〈
時
間
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
、
可
能
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
、
芸
術
作
品
の
な
か
に
時
間
そ
の
も
の
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
は
、
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

〈

8
〉

『
造
形
芸
術
に
お
け
る
時
間
』
に
お
い
て
エ
チ
エ
シ
ヌ
・
ス
l
リ
オ
は
、
芸
術
作
品
が
自
己
完
結
し
た
小
宇
宙
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。



そ
の
内
部
に
は
当
然
、
空
間
と
時
間
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
作
品
に
お
け
る
時
間
の
在
り
方
は
二
重
に
な
っ
て
い
て
、

ひ
と
つ
は
観
賞

の
時
間
、

ひ
と
つ
は
作
品
に
固
有
の
内
在
的
な
時
間
で
あ
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
相
互
作
用
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
作
品
に
固
有
な

時
間
と
は
何
か
。
そ
れ
は
作
品
に
表
象
合
唱
円

2
2
3
さ
れ
た
内
容
に
固
有
の
内
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
作
品
の
物
質
的
な
形
態
の

時
間
と
も
、
作
品
を
観
賞
す
る
時
間
と
も
、
作
品
に
つ
い
て
膜
想
す
る
時
間
と
も
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
小
説
で
い
え
ば
、
話

が
展
開
さ
れ
る
順
序
と
も
、
読
書
に
要
す
る
時
間
と
も
、
完
全
に
違
っ
て
い
る
。
そ
の
時
間
の
「
組
織
は
一
般
に
放
射
状
で
あ
り
溢
れ

芸術作品におけるリズムと時間

広
が
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
て
、
作
品
の
時
間
は

l
i
言
っ
て
み
れ
ば
l
l
描
写
さ
れ
て
い
る
特
権
的
瞬
間
か
一
ら
ま
わ
り
へ
放
散
さ
れ

て
い
る
」
o

「
特
権
的
瞬
間
」
は
観
賞
の
時
間
と
相
互
作
用
を
も
つ
か
ら
、
作
品
の
受
容
体
験
か
ら
影
響
を
こ
う
む
る
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
そ

の
時
間
の
固
有
性
・
内
在
性
が
侵
さ
れ
は
す
ま
い
か
。
な
に
よ
り
、
作
品
に
固
有
な
内
在
的
時
間
が
、
ど
の
よ
う
に
有
機
的
に
組
織
さ

れ
編
成
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、

ス
l

p
オ
の
説
明
は
は
っ
き
り
し
た
い
。
ス
l
リ
オ
は
芸
術
作
品
を
実
在
の
自
律
的
な
宇
宙
と
の
類
比

で
考
え
て
お
り
、
実
在
の
宇
宙
に
見
ら
れ
る
空
間
と
時
間
の
軸
は
、

か
れ
に
と
っ
て
、
小
宇
宙
で
あ
る
芸
術
作
品
に
も
当
然
そ
な
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
芸
術
に
お
け
る
時
間
の
出
現
は
、

ス
l

p
オ
に
お
い
て
、

ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
と
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
し
ま
い
、
芸
術
作
品
に
固
有
の
時
間
構
造
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
形
づ
く
ら
れ
る
か
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に

さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

つ
と
に
芸
術
作
品
の
自
律
性
を
み
と
め
、
そ
の
徹
底
し
た
叙
述
を
は
か
っ
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
l

で
あ
る
o

か
れ
は
、

ス
！
日
オ
の
よ
う
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
な
か
に
芸
術
を
位
置
づ
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
は
感

15 

性
が
、
形
成
と
内
容
、
精
神
と
身
体
の
未
分
化
の
領
域
に
成
立
し
、
独
自
な
生
産
機
能
と
認
識
機
能
を
も
っ
と
考
え
て
、
カ
ン
ト
の
二
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一
克
論
の
克
服
を
く
わ
だ
て
る
。
視
覚
作
用
は
徹
底
し
て
自
立
的
で
あ
り
、
そ
の
感
性
的
な
認
識
こ
そ
芸
術
活
動
の
本
質
で
あ
る
。
芸
術

は
、
理
念
の
あ
ら
わ
れ
・
現
実
世
界
の
反
映
・
感
覚
の
快
満
足
な
ど
で
は
な
く
、
感
性
に
よ
る
独
自
な
世
界
認
識
で
あ
り
、
現
実
形
成

で
あ
る
。
現
実
は
固
定
し
た
存
在
で
は
な
く
、
絶
え
間
の
な
い
生
成
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
美
術
作
品
は
、
直
観
的
な
造
形
要

素
に
よ
る
自
立
し
た
世
界
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
l
の
現
代
的
な
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
独
特
な
「
芸
術
の
時
間
」
論
を

立
て
た
の
が
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
l
ト
・
ベ

l
ム
で
あ
る
、
と
太
田
喬
夫
は
指
摘
す
る
。

ベ
l
ム
に
よ
れ
ば
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
1
の
形
象
は
、

『
ラ
オ
コ
オ
ン
』
な
ど
に
顕
著
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
絵
画
の
理
念
を
乗
り
越
え
た

と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
同
時
共
存
を
本
質
と
せ
ず
、
時
間
的
な
契
機
を
は
ら
ん
で
運
動
の
可
能
性
を
ひ
ら
き
、
端
的
に

い
っ
て
自
然
に
お
け
る
三
次
元
空
間
の
二
次
元
平
面
へ
の
再
現
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
絵
画
の
空
間
の
な
か
で
、
ま
た
そ
こ
で
し
か
意

味
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
芸
術
を
受
容
す
る
経
験
は
、
こ
の
形
象
の
論
理
と
視
覚
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
o

そ
の
経
験
に
あ
っ

て
は
、
作
品
の
形
象
の
構
造
そ
の
も
の
が
直
観
さ
れ
る
。
形
象
構
造
は
根
源
的
に
は
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
現
象
で
あ
り
、
観
照
者
は
、
色
や

形
な
ど
形
象
の
構
成
要
素
ど
う
し
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
相
互
の
移
行
を
、
同
時
的
に
完
結
し
た
平
面
の
な
か
で
契
機
的
に
た
ど
り
、
こ

ん
ど
は
色
・
形
の
リ
ズ
ム
や
相
互
連
関
な
ど
絵
画
平
面
の
構
成
要
素
を
、
同
時
性
と
契
機
性
と
の
相
互
の
視
線
の
交
替
に
よ
っ
て
よ
み

と
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
絵
画
空
間
の
一
点
は
、
幾
何
学
的
に
は
一
義
的
に
規
定
さ
れ
よ
う
が
、
形
象
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
周
囲

や
全
体
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
現
象
に
お
い
て
、

い
わ
ば
真
っ
白
い
空
間
の
な
か
で
揺
ら
ぎ
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
節
化
と
統
合

化
を
へ
て
形
象
の
意
味
が
生
成
し
、
同
時
的
で
あ
る
と
と
も
に
契
機
的
で
あ
る
視
線
を
受
け
て
形
象
は
、
独
自
の
空
間
と
時
聞
を
現
出

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
空
間
の
点
は
時
間
の
点
で
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
形
象
の
生
成
は
、
観
照
者
の
見
る
活
動
と
分
離
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。



ベ
l
ム
は
、
芸
術
作
品
に
現
わ
れ
る
時
聞
を
、
作
品
の
形
象
か
ら
明
確
に
論
じ
て
い
る
。
形
象
は
造
形
の
秩
序
に
し
た
が
っ
て
按
配

さ
れ
、
そ
の
秩
序
づ
け
ら
れ
た
形
象
の
配
置
が
、
芸
術
作
品
に
独
自
の
空
間
と
時
聞
を
現
成
す
る
、
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に

は
や
は
り
、
観
者
の
視
線
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品
に
お
け
る
形
象
の
構
造
そ
れ
自
体
が
、
時
聞
を
そ
の
ま
ま
に
形
成
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
時
聞
は
そ
の
と
き
、
観
者
に
た
い
し
必
然
的
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
諸
部
分
の
全
体
に
お
け
る
配

置
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
い
だ
す
観
者
の
行
為
の
う
ち
に
あ
る
の
か
。
ベ

l
ム
の
語
る
時
間
は
、
形

芸術作品におけるリズムと時間

の
按
配
を
解
釈
す
る
行
為
の
、
た
ん
な
る
警
轍
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
、
時
空
で
は
な
く
リ
ズ
ム
の
観
点
に
立
っ
て
、
生
命
的
な
リ
ズ
ム
か
ら
転
化
さ
れ
た
造
形
的
な
リ
ズ
ム
、
と
よ
ん
で
も
お
な
じ
で

あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
ベ

l
ム
が
、
全
体
と
部
分
の
関
係
か
ら
形
象
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
語
り
作
品
の
自
律
性
を
確
保
す
る
と
き
、
や
が

て
見
る
も
の
の
視
線
を
浴
び
て
時
間
へ
と
生
成
す
る
匪
種
が
作
品
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
匪
種
は
、

し、

ペコ

ま
で
も
持
続
す
る
リ
ズ
ム
と
は
、
や
は
り
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ベ

l
ム
の
時
間
論
は
、
見
る
も
の
に
聞
か
れ
て
い
な
が

ら
も
、
作
品
の
独
立
性
を
た
も
ち
つ
づ
け
る
、
と
い
う
徴
妙
な
と
こ
ろ
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

芸
術
作
品
の
う
ち
に
、
そ
れ
独
自
な
時
間
の
構
造
は
、
時
間
ほ
ん
ら
い
の
在
り
方
か
ら
し
で
も
、
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
芸
術
作
品
に
固
有
な
、
聞
か
れ
た
時
間
構
造
と
も
い
う
べ
き
も
の
、

い
わ
ば
時
間
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
を
、
そ
こ

に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
、
作
品
全
体
と
、
そ
の
部
分
を
な
す
形
と
の
関
係
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
芸
術
の
時
聞

を
考
え
る
こ
と
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
芸
術
作
品
の
独
特
な
在
り
方
ば
か
り
で
は
な
く
、
い
っ
ぱ
ん
に
時
間
の
経
験
が
も
っ
特
殊
性
に

つ
い
て
も
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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