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芸
術
・
言
語
・
自
然

　
—
—

身
体
図
式
の
自
己
疎
外
と
芸
術
教
育
に
つ
い
て

上
村　

博

は
じ
め
に

　

本
論
文
は
芸
術
概
念
を
再
考
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
関
わ
る
芸
術
教
育
の
あ
り
か
た
を

問
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
と
い
う
語
に
は
本
来
後
天
的
に
学
習
さ
れ
た
も
の
と
い

う
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
長
い
歴
史
的
経
緯
の
果
て
に
、
そ
れ
は
美
的
な
効
果
を
追
求
す
る

専
門
的
な
職
業
技
術
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
芸
術
の
領
域
が
多
様
化
し
、
ま
た
職
業

と
し
て
も
芸
術
家
な
る
も
の
が
も
は
や
自
明
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
今
日
、
あ
ら
た
め
て

芸
術
と
い
う
語
の
原
義
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
芸
術
教
育
に
つ
い
て

は
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
に
一
般
教
育
が
普
及
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
と
り
わ
け
デ
ッ
サ
ン
の

教
育
目
的
を
巡
る
議
論
が
フ
ラ
ン
ス
や
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
自
然
科
学
的
な

関
心
か
ら
の
技
術
習
得
だ
け
で
な
く
、
情
操
教
育
、
感
性
教
育
の
意
義
も
検
討
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
心
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
定
義
が
不
安
定
な
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
創
造
性
で
あ
る
と
か
、
さ
ら
に
は
「
右
脳
活
性
化
」
で
あ
る
と
か
の
軽
佻
な
文
句
に

終
始
し
な
い
感
性
教
育
の
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
そ
の
た
め
に
は
芸
術
を
表
面
的
な
創
造
性
（
概
念
的
・
論
理
的
思
考
か
ら
の
解
放
と
い
っ
た
程
度

の
）
で
は
な
く
、
一
定
の
論
理
・
方
法
を
持
っ
た
自
己
教
育
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
で

は
な
い
か
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

芸
術
を
教
育
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
二
十
世
紀
の
古
典
的
な
著
作
に
、
ハ
ー
バ
ー

ト
・
リ
ー
ド
の
『
芸
術
を
通
じ
た
教
育
』（H

erbert Read, Education through Art, 1943

）（1）
や
『
イ

コ
ン
と
イ
デ
ア
』（Icon and Idea, 1955

）（2）
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
美
的
な
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
で
の

技
術
習
得
と
い
う
観
点
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
普
遍
的
な
教
育
の
手
段
と
し
て
の
芸
術
が

語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
二
十
世
紀
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
ま
た
今
日
も
な
お
、
言

語
的
な
知
性
に
偏
ら
な
い
感
性
の
育
成
を
言
挙
げ
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
芸
術
を
美
術
作
家
の
専
門
技
術
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
一
般
の

人
々
に
と
っ
て
も
重
要
な
教
育
手
段
と
考
え
る
立
場
は
本
論
で
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、

他
方
で
リ
ー
ド
の
考
え
る
よ
う
な
概
念
と
感
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
リ
ー
ド
は
概
念
に
像
を
先
行
さ
せ
る
。
そ
し
て
ま
た
彼
が
感
性
教
育
に
関
し

言
語
を
引
き
合
い
に
出
す
と
き
も
、
詩
や
演
劇
に
限
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
知
性
と
感
性
の
単

純
な
対
立
、
あ
る
い
は
言
語
に
対
す
る
直
観
や
感
性
の
独
立
、
さ
ら
に
は
優
越
を
主
張
し
よ

う
と
し
た
十
九
世
紀
末
以
来
の
哲
学
上
の
論
争
が
不
幸
な
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
知
性
は
没
価
値
的
な
有
用
性
に
の
み
奉
仕
す
る
管
理
的
な
力
で
あ
り
、
人
間
性
や
感
性

を
抑
制
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
身
体
性
や
感
性
と
知
性
と
は
対
立
す
る
も
の
な
の
か
。
そ

の
よ
う
な
二
項
対
立
に
は
か
つ
て
知
性
を
上
位
に
置
き
感
性
を
誤
謬
の
も
と
と
貶
め
た
西
洋

風
の
形
而
上
学
的
二
元
論
が
裏
返
し
に
な
っ
て
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
も
し
そ
う
し
た
単
純
な
二
項
対
立
を
避
け
る
な
ら
、
知
性
は
感
性
に
い
か
な
る
点
で
寄

与
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
が
き
わ
め
て
自
然
に
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
さ
ら
に
は

芸
術
も
ひ
た
す
ら
に
感
性
的
な
刺
激
物
（
美
術
作
品
）
を
作
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
い
は
知

性
的
な
理
解
の
補
助
物
（
文
化
的
な
い
し
社
会
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
ア
イ
コ
ン
）
で
も
な
く
、
一
種
の

自
己
展
開
す
る
言
語
活
動
と
し
て
、
自
己
教
育
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
意
味
を
今
日
ふ
た
た

び
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
し
た
問
い
を
考
え
る
た
め
に
、
本
論
は
三
章
構
成
を
と
る
。
第
一
章
で
は
ま
ず
芸
術

と
言
語
と
が
い
か
に
関
わ
る
の
か
を
考
え
た
い
。
両
者
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

の
は
身
体
の
習
慣
づ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
し
て
人
間
が
新
し
い
意
味
を
生
み
出

す
、
あ
る
い
は
理
解
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
身
体
運
動
の
図
式
（
あ
る
い
は

型
）
の
組
み
換
え
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
お
の
ず
と
教
育
と
芸
術
と
い
う

問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
。
教
育
は
「
教
え
る
側
」
で
は
完
結
し
な
い
。
教
育
と
い
う
行
為
の

目
的
が
「
教
わ
る
側
」
の
成
長
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
る
の
は
畢
竟
「
教
わ
る

側
」
自
ら
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
教
育
が
実
効
性
を
持
つ
た
め
に
は
「
教
え

る
」「
教
わ
る
」
と
い
う
区
分
は
必
然
的
に
「
教
わ
る
側
」
の
内
部
で
解
消
す
る
。
そ
れ
は

自
己
教
育
、
ま
た
自
己
学
習
と
言
っ
て
も
良
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
自
己
に
よ
る
自

己
の
成
長
こ
そ
は
、
そ
も
そ
も
芸
術
や
言
語
の
も
た
ら
す
基
本
的
な
機
能
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
、
第
二
章
で
は
自
然
の
問
題
を
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
章
で
考
察
し

た
身
体
運
動
の
組
み
換
え
と
し
て
の
芸
術
な
い
し
言
語
が
「
成
長
」
を
も
た
ら
す
た
め
に

は
、
運
動
の
組
み
換
え
は
単
に
任
意
の
改
変
で
は
な
く
、
あ
る
秩
序
に
む
け
た
方
向
性
を
持

つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
方
向
性
は
予
め
設
定
さ
れ
た
目
的
で

は
な
く
、
自
分
に
と
っ
て
も
思
い
が
け
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
既
知
の
意
味
の
体

系
、
既
に
与
え
ら
れ
た
条
件
の
内
部
で
完
結
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
当
の
意
味
で
成
長
し
て
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い
る
と
い
う
よ
り
も
、
単
に
そ
の
条
件
へ
の
適
合
、
あ
る
い
は
省
力
化
を
進
め
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
自
然
は
ま
さ
に
、
予
見
不
能
な
仕
方
で
、
増
殖
し
、
成
長
す
る
力
を

持
っ
て
い
る
。
勿
論
、
自
然
は
し
ば
し
ば
失
敗
す
る
こ
と
も
多
い
し
、
絶
滅
し
た
り
袋
小
路

に
入
っ
て
し
ま
う
生
物
種
も
存
在
す
る
（
そ
こ
に
人
間
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
）。
し
か

し
ま
た
、
そ
の
成
長
は
偶
然
的
な
方
向
に
進
む
ば
か
り
で
は
な
い
。
自
然
が
人
間
の
理
性
の

よ
う
に
目
的
を
設
定
し
て
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
目
的

に
か
な
う
も
の
（
＝
あ
ま
た
の
生
物
た
ち
の
身
体
や
行
動
の
合
目
的
性
）
を
作
り
出
し
て
い
る
の

は
、
実
に
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
勿
論
自
然
の
一
部
と
し
て
の
人
間
自
身
に

つ
い
て
も
該
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
間
は
単
に
自
然
の
一
部
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
他
の
動
植
物
に
比
べ
本
能
的
な
力
に
い
さ
さ
か
欠
陥
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
補
う
か

の
よ
う
に
意
図
的
に
も
の
を
作
り
上
げ
、
ま
た
自
分
自
身
を
も
作
り
替
え
る
技
術
と
い
う
力

も
（
部
分
的
に
せ
よ
）
持
っ
て
い
る
。
人
間
の
成
長
と
い
う
問
題
は
、
自
然
の
持
つ
目
的
性
を

人
間
の
制
作
行
為
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
補
い
、
回
復
す
る
か
、
あ
る
い
は
別
の
も
の
と
し

て
獲
得
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
以
来
の
自
然
の
合

目
的
性
と
芸
術
活
動
と
の
関
係
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
三
章

で
は
、
以
上
の
芸
術
・
言
語
・
自
然
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
反
省
を
受
け
、
ま
と
め
と
し
て

芸
術
が
人
間
に
も
た
ら
す
も
の
、
ま
た
そ
こ
か
ら
芸
術
教
育
の
意
味
を
考
え
た
い
。
そ
れ
は

結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
条
件
と
自
由
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
．「
身
体
図
式
＝
言
語
」
と
し
て
の
芸
術

（
一
）
言
語
的
認
識
と
造
形
的
認
識

　

芸
術
と
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
に
名
前
を
挙
げ
た
リ
ー
ド
の
議
論
の
よ
う
に
感
性

的
な
表
現
と
概
念
的
・
文
化
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
関
係
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
実
際

に
は
リ
ー
ド
自
身
は
著
作
に
よ
っ
て
微
妙
に
表
現
を
変
え
、
言
語
活
動
を
単
な
る
功
利
的
な

概
念
と
し
て
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『
イ
コ
ン
と
イ
デ
ア
』
に
先
立
つ
『
芸
術
に
よ

る
教
育
』
で
は
言
語
芸
術
に
も
相
応
の
役
割
が
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
彼
の
芸
術
教
育

の
立
場
を
ほ
か
な
ら
ぬ
「
イ
デ
ア
」
論
の
プ
ラ
ト
ー
ン
の
再
評
価
と
し
て
位
置
づ
け
る
（
同

書
序
）。
し
か
し
そ
れ
で
も
感
性
＝
造
形
と
知
性
＝
言
語
と
の
対
置
は
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ

は
表
現
形
式
（
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
）
と
主
題
（
ど
の
よ
う
な
内
容
を
）
と
い
う
区
分
と
し

て
、
近
代
的
な
美
術
の
見
方
で
前
提
さ
れ
て
い
る
二
項
対
立
に
呼
応
す
る
。
そ
し
て
そ
の
近

代
的
な
美
術
の
見
方
は
、
そ
の
作
品
が
ど
ん
な
内
容
（
主
題
と
か
物
語
と
い
っ
た
概
念
）
を
示
し

て
い
る
か
で
は
な
く
、
ど
ん
な
表
現
形
式
（
色
づ
か
い
や
筆
づ
か
い
、
形
の
構
成
な
ど
）
で
作
ら

れ
て
い
る
か
を
優
先
す
る
。
こ
う
し
た
区
分
は
、
リ
ー
ド
そ
の
ひ
と
が
名
を
挙
げ
て
い
る
コ

ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
考
え
（
そ
し
て
さ
ら
に
遡
っ
て
カ
ン
ト
の
考
え
）
に
鮮
明
な
理
論

的
表
現
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
そ
の
『
芸
術
活
動
の
根
源
』

（K
onrad Fiedler, Ü

ber den U
rsprung der künstlerischen Tätigkeit, 1887

）（3）
で
、
我
々
の
世
界
の
認
識
を

大
き
く
ふ
た
つ
に
わ
け
た
。
言
葉
に
よ
る
も
の
と
芸
術
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
感
性
的
な

デ
ー
タ
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
人
間
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
は
言
葉
で
あ
る
。
言
語
に
よ
っ

て
、
我
々
は
頼
り
な
い
混
沌
の
な
か
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
は
っ
き
り
し
た
物
事
を
認
識
す

る
。
個
々
の
も
の
を
概
念
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
自
他
の
関
係
を
知

り
、
行
動
が
可
能
に
な
る
。
直
接
的
な
行
為
を
目
的
と
し
な
く
て
も
、
こ
う
し
た
言
語
に
よ

る
概
念
的
な
認
識
を
発
展
さ
せ
、
自
分
の
目
の
前
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
世
界
の
包
括
的
な

認
識
に
至
る
の
が
、
学
問
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
に
は
学
問
的
な
世
界
認
識
と
は

別
の
能
力
も
あ
る
。
そ
れ
が
芸
術
活
動
で
あ
り
、
目
と
手
と
を
協
働
さ
せ
る
こ
と
で
、
流
動

的
な
感
性
的
な
デ
ー
タ
を
明
晰
な
形
象
へ
と
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
自
分
に
と
っ

て
獲
得
さ
れ
た
現
実
で
あ
り
、
寄
る
辺
な
い
不
安
な
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
自
分
と
世
界
と

を
確
固
と
し
て
認
識
す
る
行
為
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
考
え
方
は
、
芸
術
活
動
を
「
美
」
の
追
求
で
は
な
く
、
認
識
活
動
の
一

種
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
言
語
と
は
区
別
さ
れ
る
世
界
認
識
の
可
能
性
を
芸
術
に
託
し

た
も
の
で
あ
り
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
前
衛
芸
術
の

信
念
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
実
際
、
印
象
主
義
以
降
の
欧
米
の
芸
術
運
動
は
、
も
は
や

普
遍
的
な
物
語
の
描
写
で
も
理
想
的
な
美
の
実
現
で
も
な
く
、
主
観
の
表
出
や
形
式
（
色
と

形
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
）
の
探
究
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
（
公
衆
の
趣
味
と
は
別
に
、
特
に

美
術
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
学
校
教
育
で
）
今
日
な
お
そ
の
余
燼
が
残
っ
て
い
る
（4）
。

　

と
こ
ろ
で
、
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
20
世
紀
初
め
に
活
躍
し
た
も
の
の
、
近
年
も

は
や
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
な
く
な
っ
た
哲
学
者
で
あ
る
が
、
言
語
（
そ
し
て
知
性
）
に
関
し
、

い
ま
だ
に
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
。
半
世
紀
の
ち
の
リ
ー
ド
の
「
イ
コ
ン
」
と
「
イ

デ
ア
」
の
対
比
に
近
い
考
え
方
を
と
っ
て
、
直
観
的
な
認
識
と
知
性
的
な
認
識
と
を
区
別
し

つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
並
行
的
な
関
係
と
は
考
え
な
い
。
前
者
は
後
者
の
前
提
条
件
で
あ
り
、

知
性
的
な
認
識
に
は
必
ず
直
観
が
含
ま
れ
る
が
、
逆
に
直
観
は
必
ず
し
も
知
性
的
認
識
ば
か

り
で
は
な
い
。
そ
し
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
直
観
と
表
現
を
同
一
の
も
の
と
し
（5）
、
さ
ら
に
ま
た

言
語
も
表
現
と
し
て
考
え
る
。
す
る
と
科
学
的
な
認
識
内
容
（
概
念
）
を
語
る
も
の
だ
け
が
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言
語
で
は
な
く
、
感
性
的
な
（
そ
し
て
芸
術
的
な
）
表
現
も
言
語
、
そ
れ
も
よ
り
広
い
意
味
で

言
語
活
動
な
の
で
あ
り
、
概
念
操
作
を
専
ら
事
と
す
る
の
は
そ
の
中
で
も
特
殊
な
言
語
活
動

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
関
係
は
段
階
の
相
違
で
あ
り
、
第
一
段
階
の
直
観
に
第

二
段
階
の
概
念
が
含
ま
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（6）
。
だ
か
ら
こ
そ
、
芸
術
を
考
察
対
象
と

す
る
美
学
は
、「
表
現
の
学
」scienza dell'espressione

で
あ
り
、「
一
般
言
語
学
」linguistica 

generale

と
名
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
言
語
の
定
義
づ
け
は
、
お
そ
ら
く
言
語
を
研
究
す
る
う
え
で
は
範
囲
を
曖
昧
に

し
て
し
ま
う
お
そ
れ
か
ら
か
、
言
語
学
の
分
野
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

（
ア
メ
リ
カ
の
言
語
学
者
サ
ピ
ア
は
例
外
で
あ
る
）。
し
か
し
言
語
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
い
で
、
そ

れ
を
記
号
や
象
徴
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
ま
た
文
化
的
な
所
産
全
体
を
記
号
や
象
徴
と
し
て

捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
二
十
世
紀
後
半
か
ら
記
号
学
や
構
造
主
義
が
目
指
し
て
来
た
こ

と
で
あ
り
、
言
語
と
そ
の
他
の
人
間
の
表
現
と
を
区
別
す
る
方
が
む
し
ろ
そ
の
両
者
を
区
別

す
る
理
由
を
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
言
語
学
で
も
、
語
の
総
体

の
構
造
的
な
関
係
を
考
察
す
る
だ
け
で
な
く
、
発
話
行
為
そ
れ
自
体
が
言
葉
の
意
味
決
定
に

関
与
す
る
と
い
う
側
面
が
注
目
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
考
え
る
な
ら
、「
表
現
」
と
い
う
能
動

的
な
契
機
を
中
心
に
考
え
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
議
論
を
一
概
に
時
代
遅
れ
の
「
ロ
マ
ン
主
義
」

と
決
め
つ
け
な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
（7）
。

　

し
か
し
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
議
論
は
、
言
語
と
造
形
芸
術
と
を
表
現
と
い
う
同
一
の
観
点
か

ら
考
察
さ
せ
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
が
、
他
方
で
表
現
と
直
観
と
を
同
一
視
す
る
こ
と

で
、
表
現
行
為
が
有
す
る
物
質
的
な
側
面
や
、
直
観
が
成
立
す
る
過
程
や
表
現
を
媒
介
す
る

も
の
を
あ
ま
り
考
慮
し
な
い
。
し
か
し
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
丹
念
に
記
述
し
た
よ
う
な
現
実

獲
得
の
た
め
の
身
体
的
な
認
識
過
程
と
い
う
も
の
が
表
現
＝
直
観
の
形
成
に
と
っ
て
は
不
可

欠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
う
し
た
媒
介
物
の
存
在
が
希
薄
な
こ
と
は
、
た
と
え
ば

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
批
判
す
る
理
由
で
も
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
象
徴
形
式

と
し
て
人
間
の
精
神
的
な
活
動
、
す
な
わ
ち
芸
術
や
科
学
の
表
現
を
考
察
す
る
。
言
語
も
そ

の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
て
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
よ
り
も
狭
義
の
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る

が
、
言
語
や
科
学
、
芸
術
を
人
間
の
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
点
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
考
え
方
に

近
い
（8）
。
と
は
い
え
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ジ
ャ
ン
ル
の
意
義
を
否
定
す
る
ク
ロ
ー
チ
ェ
を
批

判
し
、
表
現
を
媒
介
す
る
形
式
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ク
ロ
ー

チ
ェ
が
直
観
と
表
現
と
を
一
致
さ
せ
た
こ
と
が
性
急
で
は
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
両

者
が
徐
々
に
獲
得
さ
れ
、
形
成
さ
れ
、
変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
ま
た
い
わ
ば
表
現
の

物
質
的
な
基
盤
と
い
う
も
の
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
表
現
の
形

成
過
程
を
文
化
史
の
な
か
で
で
は
な
く
、
個
人
の
成
長
と
い
う
観
点
で
考
え
る
な
ら
、
そ
れ

は
や
は
り
言
語
の
習
得
の
プ
ロ
セ
ス
、
な
か
ん
づ
く
身
体
の
は
た
ら
き
と
関
わ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
身
体
の
図
式
と
表
現
の
獲
得

　

こ
こ
で
言
う
「
身
体
の
は
た
ら
き
」
と
い
う
の
は
、
単
に
発
話
や
筆
記
の
た
め
の
筋
肉
運

動
で
は
な
い
。
言
葉
に
意
味
を
与
え
る
の
は
、
言
葉
に
結
び
つ
い
た
概
念
で
あ
る
が
、
言
葉

を
た
だ
の
音
（
普
遍
概
念
を
否
定
し
た
学
者
た
ち
の
言
葉
を
使
う
な
ら
、
声
の
息 flatus vocis

）
で
は
な

く
、
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
す
る
の
は
、
概
念
を
言
葉
に
結
び
つ
け
る
身
体
の
運
動
で
あ

る
。
い
い
か
え
る
と
話
さ
れ
た
音
の
聴
覚
的
な
印
象
や
記
さ
れ
た
文
字
の
視
覚
像
と
と
も

に
、
身
体
が
あ
る
種
の
身
構
え
を
と
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
記
憶
が
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
身
体
の
動
き
を
主
題
と
し
て
考
察
し
た
の
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
う
し
た
運
動
を
「
身
体

図
式
」schèm

e corporel

と
呼
ぶ
が
（9）
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と

記
憶
』
に
あ
る
「
運
動
図
式
」schèm

e m
oteur

の
批
判
的
考
察
の
な
か
で
生
ま
れ
た
表
現
で

あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
巡
る
理
論
の
中
で
身
体
図
式
と
い
う
考
え
方
が
持
つ
有
利
な
点

は
、
発
話
や
筆
記
の
運
動
と
は
別
の
次
元
で
言
語
と
身
体
と
い
う
問
題
を
可
能
に
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
な
か
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
運
動

図
式
が
記
憶
、
そ
し
て
概
念
を
呼
び
起
こ
す
過
程
を
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
と
す
る
が
、

そ
の
当
否
は
こ
こ
で
詳
論
し
な
い
。
し
か
し
両
者
と
も
に
身
体
運
動
が
概
念
を
呼
び
起
こ
す

と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
身
体
運
動
の
も
た
ら
す
意
味
と
は
、
文
字
や
音
声
と

し
て
の
言
葉
で
は
な
く
、
身
体
が
世
界
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
行
動
で
き
る
の
か
と
い
う
指

示
で
あ
り
知
覚
で
あ
る
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
（10）
、
ま
た
今
日
で
も
十
分

に
妥
当
な
考
え
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
我
々
は
明
確
に
単
語
を
意
識
し
て
い
な
く
て
も
、
世
界
を
言
葉
に
よ
っ
て
分
節
し

て
い
る
。
言
語
が
世
界
に
意
味
を
与
え
、
世
界
を
分
節
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
習
慣
的
な

運
動
こ
そ
は
言
語
活
動
で
あ
る
。
習
得
さ
れ
た
身
体
図
式
に
よ
っ
て
暗
黙
の
う
ち
に
個
々
の

物
体
と
そ
の
意
味
、
ま
た
そ
れ
ら
の
関
係
が
了
解
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
生
物
の
身
体
組
織

は
行
動
の
た
め
に
運
動
を
物
質
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
言
語
で
あ
る
と
さ
え
言

え
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
身
体
に
刷
り
込
ま
れ
た
暗
黙
の
言
語
の
ほ
か
に
、
自
分
の
身
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に
つ
け
た
習
慣
的
運
動
そ
の
も
の
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
特
殊
な
言
語
が

あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
発
話
や
筆
記
と
い
う
、
組
み
換
え
が
容
易
な
身
体
図
式
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
た
発
話
や
筆
記
で
は
な
く
て
も
、
直
接
的
な
行
動
の
た
め
に
知
覚
さ
れ
た
世
界
と
は
異

な
る
さ
ま
ざ
ま
な
像
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
新
た
な
身
体
図
式
＝
言
語
を
獲
得
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
言
語
と
い
う
観
点
に
芸
術
活
動
も
含
め
る
な
ら
、
芸
術
は
た
だ
現
実
の
感

性
的
な
類
似
物
な
い
し
は
直
接
的
な
感
性
的
表
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
実
を
組
み
換
え
、

経
験
的
な
世
界
と
は
別
の
も
の
を
呈
示
す
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
が
よ
り
明
確
に
示
さ

れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
世
界
の
認
識
方
法
と
し
て
の
言
語
は
身
体
に
刷
り
込
ま
れ
て
お

り
、
そ
の
図
式
を
意
識
化
さ
れ
た
言
語
に
よ
っ
て
組
み
換
え
る
こ
と
で
新
た
な
身
体
図
式
＝

言
語
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
学
習
と
は
そ
の
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
世
界
の
認
識

は
知
性
＝
言
語
に
感
性
＝
視
覚
が
対
置
さ
れ
て
各
々
異
な
っ
た
仕
方
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
双
方
と
も
身
体
図
式
と
し
て
の
言
語
の
獲
得
な
の
で
あ
る
。
芸
術
活
動
も
、
知
性
な
り

感
性
な
り
一
方
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
身
体
図
式
を
形
成
す
る
た
め
の
ひ

と
つ
の
方
法
と
し
て
、
広
義
で
の
言
語
を
習
得
す
る
活
動
と
考
え
ら
れ
る
。
芸
術
活
動
と
学

習
と
は
本
来
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
両
者
が
区
別
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
感
性
に
対
す
る
知
性

と
い
う
二
分
法
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
も
の
を
目
指
し
て
新
た
な
身
体
図
式
を
獲

得
す
る
の
か
と
い
う
、
認
識
の
目
的
に
関
わ
る
相
違
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
言
語
そ
し
て
身
体
図
式
の
獲
得
は
、
習
慣
の
問
題
で
も

あ
る
。
そ
し
て
習
慣
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
が
エ
ウ
エ
ー
ノ
ス
を
引
い
て
「
習
慣
は
つ
い

に
は
人
間
の
ひ
と
つ
の
自
然
本
性
と
な
る
」（『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
一
一
章
）
と
す
る
と
お

り
、
自
然
化
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
自
然
化
と
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
自
然
に
は
な
か
っ
た

も
の
を
後
か
ら
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
意
図
し
て
運
動
を
身
体
に
植
え
付
け
、

あ
た
か
も
元
々
身
体
の
一
部
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
れ
を
無
意
識
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
習
慣
的
運
動
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
意
識
さ
れ
た
言
語
に
も
か
か
わ
る
こ
と
で
あ

り
、
理
念
や
文
化
の
自
然
化
、
身
体
化
の
問
題
で
あ
る
。
自
然
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
無
意

識
化
し
、
自
明
の
も
の
と
し
て
反
復
す
る
（11）
。
し
か
し
他
方
で
自
然
は
単
な
る
惰
性
に
と
ど

ま
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し
も
す
る
。
自
然
化
に
は
、
反
復
的
な
行
為
を

意
識
し
な
く
な
る
と
い
う
側
面
と
同
時
に
、
そ
の
反
復
行
為
の
お
か
げ
で
別
次
元
の
新
し
い

行
為
を
可
能
に
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
オ
ル
ガ
ニ
ス
ト
の
例
を

挙
げ
る
よ
う
に
、
楽
器
演
奏
に
習
熟
す
れ
ば
、
か
つ
て
弾
い
た
こ
と
の
な
い
音
楽
を
即
興
演

奏
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
（12）
。

　

つ
ま
り
芸
術
を
学
習
一
般
と
区
別
し
、
芸
術
を
学
ぶ
と
い
う
行
為
の
意
味
を
考
え
る
こ
と

は
、
ど
の
よ
う
な
身
体
図
式
＝
言
語
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ

を
言
い
換
え
て
、
何
も
の
を
自
然
化
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
も
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
芸
術
は
（
そ
し
て
広
く
言
語
一
般
は
）
単
に
習
慣
化
さ
れ
た
身
体
運
動
を
獲
得
す

る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
人
間
の
特
徴
を
「
第
二
の
自
然
」
の
習

得
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
さ
ら
な
る
組
み
換
え
可
能
性
、
そ
し
て
と
り
わ
け
そ
れ
を
象
徴
的

形
式
に
よ
っ
て
行
う
可
能
性
に
見
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
（13）
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
身
体

図
式
＝
言
語
の
自
然
化
と
、
そ
れ
を
新
た
に
組
み
換
え
る
特
殊
な
象
徴
の
役
割
、
あ
る
い
は

言
語
と
し
て
の
芸
術
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
．
成
長
す
る
自
然
と
芸
術

（
一
）
自
然
の
芸
術
と
驚
異

　

芸
術
と
い
う
漢
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
のtechnē

そ
し
て
ま
た
ラ
テ
ン
語
のars

は
い
ず
れ
も

元
来
は
後
天
的
に
学
習
さ
れ
た
知
識
お
よ
び
技
術
を
指
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
「
芸
術

を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
「
芸
術
に
携
わ
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
た
だ
、「
芸

術
」
に
も
い
ろ
ん
な
種
類
が
あ
る
。
古
く
は
自
由
人
の
た
め
の
芸
術artes liberales

と
機
械

的
な
（
つ
ま
り
奴
隷
の
）
芸
術artes m

echanicae

と
い
う
区
分
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
肉
体
労
働

の
有
無
に
よ
る
身
分
的
な
区
別
で
も
あ
る
。
こ
の
近
代
版
と
で
も
い
う
べ
き
新
し
い
区
分
を

カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
の
な
か
で
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
美
し
い
芸
術
で
あ
る
。

美
し
い
芸
術
と
い
う
言
葉
自
体
は
、B

eaux-A
rts

と
し
て
す
で
に
十
七
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン

ス
で
用
い
ら
れ
て
い
た
（14）
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
「
美
し
い
芸
術
」
に
つ
い
て
興
味
深
い
原
理

的
な
考
察
を
行
う
。
芸
術
（K

unst 

技
術
）
に
は
物
を
実
現
す
る
芸
術
（
技
術
）
と
感
性
に
訴
え

る
芸
術
（
技
術
）
が
あ
る
。
そ
し
て
感
性
に
関
わ
る
技
術
の
な
か
に
は
、
座
談
の
よ
う
な
快

適
さ
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
芸
術
の
ほ
か
に
、
そ
れ
が
作
り
出
し
た
も
の

を
認
識
す
る
過
程
そ
の
も
の
が
心
地
よ
い
よ
う
な
芸
術
が
あ
る
。
こ
の
後
者
が
「
美
し
い
芸

術
」
で
あ
る
、
と
す
る
（
第
四
四
節
）。
そ
し
て
こ
の
美
し
い
芸
術
は
作
る
べ
き
も
の
の
構
造

を
あ
ら
か
じ
め
目
的
と
し
て
持
っ
て
お
ら
ず
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に

も
の
を
生
み
出
す
（
第
四
五
節
）。
勿
論
、
優
れ
た
作
品
で
あ
る
と
か
、
美
的
な
効
果
で
あ
る
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と
い
っ
た
抽
象
的
な
「
目
的
」
は
設
定
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
一
種
の
価
値
的
な
目

標
で
あ
り
、
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
規
則
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
、
我
々

が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
芸
術
」
は
ほ
ぼ
カ
ン
ト
の
い
う
美
し
い
芸
術
で
あ
る
。
知
識
や
技
術
を

全
体
と
し
て
指
し
て
い
た
元
来
の
「
芸
術
」
は
、
技
術
工
学
や
産
業
と
い
っ
た
人
間
身
体
に

内
在
し
な
い
技
術
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
、
辛
う
じ
て
「
美
し
い
芸
術
」
に
お
い
て
の
み
、

人
間
の
獲
得
し
た
後
天
的
身
体
能
力
の
領
分
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
芸
術
教
育
と
い

う
場
合
も
、
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
の
、
何
を
作
る
べ
き
か
と
い
う
概
念
が
前
提
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
産
出
行
為
で
は
な
く
、
い
わ
ば
未
知
の
も
の
を
作
り
出
す
よ
う
な
行
為
に
つ
い

て
の
教
育
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。「
美
し
い
」
と
い
う
形
容
詞
に
つ
い
て
は
、

視
覚
的
な
意
味
を
連
想
さ
せ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
い
う

美
し
い
芸
術
は
自
然
と
の
関
係
の
な
か
で
の
認
識
の
快
で
あ
っ
て
、
表
面
的
な
構
図
や
色
彩

を
視
覚
的
に
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
は
そ
の
部
分
的
な
現
れ
で
あ
る
。
美
し
い
芸
術

と
は
、
目
的
と
し
て
既
成
概
念
に
依
ら
ず
、
あ
る
予
見
不
可
能
な
も
の
を
産
出
す
る
芸
術
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
優
れ
た
作
品
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
の
目
的
で
は
な
い
と
し
て
も
、
美
し
い

芸
術
に
は
目
的
や
規
則
は
一
切
介
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
制
作
を
行
う
上
で
、
素
材
や

手
段
の
取
捨
選
択
が
発
生
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
拠
る
べ
き
規
準
が
あ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
全
く
の
無
目
的
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
ひ
と
つ
の
仕
事
の
達
成
と
い
う
こ
と
も
あ

り
え
な
い
。
現
実
の
芸
術
の
歴
史
で
は
意
図
的
に
目
的
を
省
い
た
「
何
で
も
あ
り
」
の
作
品

も
生
み
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
実
の
と
こ
ろ
き
わ
め
て
制
度
的
な
意
識
を
持
っ
た
言
語
活
動

で
あ
り
、
芸
術
史
の
う
え
で
は
と
も
か
く
、
何
ら
か
の
意
味
の
あ
る
認
識
を
示
し
た
も
の
で

は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
た
目
的
を
設
定
し
て
制
作
が
行
わ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、
単
な
る
概
念
の
具
体
化
で
あ
っ
て
、
機
械
的
な
工
作
物
と
変
わ
ら
な
い
。
そ

れ
で
は
、
制
作
を
導
く
べ
き
も
の
は
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し

同
時
に
現
に
存
在
す
る
も
の
に
働
き
か
け
る
、
と
い
う
一
見
す
る
と
矛
盾
し
た
性
格
を
持
つ

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
性
格
は
恰
度
自
然
の
目
的
性
を
思
わ
せ
る
。
自
然
は
全
く
の
偶
然
的
な
形
を

と
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
目
的
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
「
合
目
的
性
」（
カ
ン
ト
）
が
あ

る
。
と
は
い
え
、
自
然
の
目
的
を
科
学
的
に
追
究
す
る
こ
と
は
原
理
的
に
無
理
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
目
的
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
自
然
が

何
ら
か
の
目
的
に
適
っ
た
産
出
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
然
に
は
合
目
的
性
が

あ
る
こ
と
を
察
知
す
る
こ
と
は
で
き
る
。「
美
し
い
」
と
い
う
感
情
が
教
え
て
く
れ
る
も
の

は
そ
れ
で
あ
る
。
自
然
は
実
に
多
様
な
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
目
的
は
「
こ

れ
」
と
は
っ
き
り
名
指
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
究
極
的
な
自
然
存
在
の
目
的
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
個
々
の
生
命
体
の
誕
生
と
成
長
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
た
目
的
な
い

し
設
計
図
に
描
か
れ
た
よ
う
な
姿
形
を
誰
か
が
見
つ
め
な
が
ら
部
品
を
組
み
立
て
る
よ
う
に

進
行
す
る
の
で
は
な
く
、
成
長
し
た
の
ち
に
結
果
的
に
そ
れ
が
目
的
に
適
っ
て
作
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
カ
ン
ト
の
言
い
方
を
借
り
る
な
ら
、
こ
う
し
た
「
自
然
の
芸

術
」
は
あ
く
ま
で
も
比
喩
的
に
し
か
そ
う
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
の
産
出

行
為
は
実
に
驚
異
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
人
間
が
自
然
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
意
図
的
に

（
つ
ま
り
生
物
の
一
種
と
し
て
の
生
殖
行
為
と
は
別
の
し
か
た
で
）
何
か
を
生
み
出
す
と
き
に
も
、
そ

の
よ
う
な
驚
異
を
も
た
ら
す
も
の
が
美
し
い
芸
術
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
自
然
と
身
体
図
式
の
再
編
成

　

そ
れ
で
は
そ
の
驚
異
を
ど
の
よ
う
に
し
て
芸
術
制
作
で
可
能
に
し
て
い
る
の
か
、
も
う
少

し
制
作
過
程
に
接
近
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
未
だ
存
在
し
な
い
目
的
に
導
か
れ

る
制
作
行
為
と
い
う
奇
妙
な
も
の
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
一
瞬
で
す
べ
て
が
で
き
あ
が
る

と
い
う
ク
ロ
ー
チ
ェ
的
な
直
観
＝
表
現
で
は
な
く
（
た
だ
し
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
考
え
方
を
好
意
的

に
忖
度
す
る
な
ら
、
直
観
＝
表
現
は
そ
れ
自
体
で
は
一
瞬
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
々
に
あ
ら
た
な
直
観
が
生

ま
れ
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
し
、
そ
の
都
度
に
そ
の
ま
ま
表
現
と
し
て
直
観
が
更
新
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
）、
む
し
ろ
身
体
図
式
＝
言
語
の
漸
進
的
な
生
成
過
程
を
そ
こ
に
見
て
取
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
い
う
よ
う
に
、
思
考
は
稲
妻
の
よ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を

自
分
の
も
の
と
す
る
に
は
、
身
体
運
動
と
し
て
具
体
化
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ 

る
（15）
。

　

そ
れ
は
身
体
に
と
っ
て
は
、
自
分
を
作
り
替
え
る
こ
と
で
あ
る
。
生
命
体
と
し
て
の
人
間

は
他
の
生
き
物
と
同
様
に
世
界
の
中
で
生
命
的
な
活
動
を
よ
り
良
く
遂
行
す
る
た
め
に
、
身

体
を
最
適
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
身
体
そ
の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
習
慣
と
し
て
身
に
つ

け
ら
れ
た
運
動
で
も
あ
る
。
た
だ
、
人
間
の
場
合
、
前
章
の
終
わ
り
で
述
べ
た
と
お
り
、
他

の
生
物
以
上
に
身
体
改
編
の
能
力
が
あ
る
。
重
ね
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
人
間
の
知
覚
、
そ
し
て
世
界
の
中
に
み
ず
か
ら
を
嵌
め
込
む
身
体
の
動
き
は
、
環
境
に

適
合
す
る
た
め
の
「
生
の
弁
証
法
」
だ
け
で
は
な
く
、
生
環
境
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す 

る
（16）
。
単
に
「
第
二
の
自
然
」
を
獲
得
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
を
作
り
替
え
る
過
程
そ
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の
も
の
を
意
識
し
、
さ
ら
な
る
自
然
化
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
分
自
身
の
作

り
替
え
は
、
激
し
い
筋
肉
運
動
や
体
操
競
技
、
楽
器
演
奏
の
よ
う
な
も
の
を
習
得
す
る
ま
で

も
な
い
。
世
界
の
知
覚
の
な
か
で
、
す
で
に
自
分
自
身
と
世
界
と
の
関
係
が
対
象
化
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
直
接
的
な
世
界
と
の
交
渉
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た

自
然
の
規
則
と
は
別
の
、
新
た
な
規
則
に
従
う
地
平
を
み
ず
か
ら
作
り
出
す
こ
と
で
、
自
然

と
み
ず
か
ら
の
自
由
を
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
自
然
の
規
則
に
代
わ
る
規
則
を
作
る
こ
と
は
、
一
挙
に
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
組
み
換
え
可
能
な
素
材
が
必
要
と
な
る
。
人
間
の
身
体
は

す
で
に
そ
の
素
材
を
提
供
し
て
い
て
、
限
界
は
あ
る
も
の
の
、
脳
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
身

体
的
可
塑
性
が
、
言
語
あ
る
い
は
象
徴
的
な
形
式
を
あ
と
か
ら
獲
得
し
、
さ
ら
に
再
編
成
を

可
能
と
す
る
。
ち
な
み
に
カ
ン
ト
も
芸
術
（
技
術
）
の
獲
得
上
、
そ
う
し
た
既
存
の
規
則
を

重
視
し
て
い
る
（『
判
断
力
批
判
』
第
四
三
節
）。
そ
し
て
話
し
言
葉
や
書
き
言
葉
も
、
そ
れ
が

た
だ
の
叫
び
や
信
号
で
は
な
く
、
象
徴
的
な
記
号
で
あ
る
た
め
に
は
、
恣
意
的
な
記
号
体

系
、
す
な
わ
ち
自
然
か
ら
は
独
立
し
た
構
造
を
持
つ
人
工
的
な
体
系
で
あ
る
必
要
が
あ
る

（17）
。
我
々
が
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
よ
り
広
い
言
語
と
み
な
し
た
芸
術
は
、
そ
の
よ
う
な
恣
意

的
な
記
号
体
系
を
言
語
以
外
の
感
性
的
な
手
段
で
も
実
現
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
均
質
な
作
品

空
間
の
構
築
で
あ
る
。
音
楽
に
お
け
る
拍
節
、
詩
の
韻
律
、
絵
画
的
空
間
な
ど
、
閉
ざ
さ
れ

た
作
品
が
我
々
を
誘
い
入
れ
る
固
有
の
秩
序
が
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ
の
言
語
体
系
と
し
て
、
あ

ら
た
な
身
体
図
式
の
習
得
の
素
地
と
な
る
。
我
々
の
生
活
空
間
と
と
も
に
形
成
さ
れ
た
身
体

図
式
は
そ
こ
で
宙
づ
り
に
さ
れ
、
い
わ
ば
あ
ら
た
な
身
体
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
（18）
。

（
三
）
自
然
と
自
己
疎
外

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
特
殊
な
身
体
運
動
の
更
新
は
、
ま
さ
に
概
念
化
や
思
考
と
い
う
活
動

が
そ
の
初
歩
的
な
段
階
か
ら
す
で
に
実
行
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
芸
術
活
動

を
同
様
の
未
だ
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
身
体
図
式
の
獲
得
と
し
て
考
え
た
場
合
、
芸
術
を
思
考

と
同
一
視
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

芸
術
活
動
と
知
的
な
活
動
と
を
感
性
対
知
性
と
い
う
構
図
に
対
置
す
る
必
要
が
な
い
こ
と

は
前
章
で
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
考
え
る
よ
う
に
、
芸

術
的
表
現
を
言
語
一
般
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
勿
論
、
そ
の
場
合
、
芸
術
活
動
を

感
性
的
直
観
に
と
ど
め
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
知
性
的
な
認
識
を
感
性

的
な
認
識
に
対
立
さ
せ
ず
、
知
性
に
よ
る
認
識
に
は
感
性
的
直
観
が
含
ま
れ
る
、
と
す
る
こ

と
は
重
要
な
見
地
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
芸
術
が
感
性
的
な
直
観
の
側
に
お
か
れ
る
な
ら
、

そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
明
瞭
で
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
芸
術
制
作
は
輻
輳
的
な
も
の
で
あ

り
、
感
性
的
な
直
観
は
知
性
的
な
認
識
に
媒
介
さ
れ
、
あ
ら
た
な
直
観
へ
と
成
長
す
る
。
つ

ま
り
、
感
性
的
な
直
観
の
ほ
う
で
も
、
漸
進
的
な
身
体
図
式
の
形
成
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
思
考
が
単
な
る
世
界
に
対
す
る
反
射
運
動
と
は
異
な
り
、
そ
れ
自
体
さ
ま
ざ
ま
な
身

体
図
式
＝
言
語
を
媒
介
に
し
て
世
界
と
自
分
と
の
関
わ
り
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
と
同
様
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
世
界
と
人
間
の
関
係
の
媒
介
的
な
再
編
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
十
八
世
紀
末

に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
が
芸
術
と
教
育
の
双
方
に
関
わ
る
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。

シ
ラ
ー
は
『
人
間
の
美
的
教
育
に
つ
い
て
』
の
書
簡
（19）
の
な
か
で
、
自
然
と
人
間
の
関
係
を

問
題
に
す
る
。
そ
こ
で
は
人
間
が
自
然
か
ら
乖
離
し
て
し
ま
う
必
然
性
と
、
そ
こ
に
再
び
回

帰
す
る
可
能
性
を
語
っ
て
い
る
。
自
然
に
美
を
見
い
だ
す
の
は
、
た
だ
の
自
然
状
態
で
は
あ

り
え
な
い
。
自
然
に
美
を
認
め
る
と
い
う
の
は
、
自
然
を
対
象
化
し
、
み
ず
か
ら
を
自
然
の

桎
梏
か
ら
解
放
し
て
は
じ
め
て
果
た
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
そ
の
よ
う
な
美
を
見
い

だ
す
こ
と
は
人
間
が
自
分
の
置
か
れ
た
自
然
的
な
条
件
を
克
服
し
、
自
由
な
精
神
を
発
動
さ

せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
実
に
は
否
応
な
し
に
さ
ま
ざ
ま
な
拘
束
の
な
か
に
置
か
れ
る
人

間
は
「
人
為
的
に
自
分
の
幼
年
時
代
を
再
開
し
」（
第
三
書
簡
）、
自
然
状
態
で
は
得
ら
れ
な

い
自
由
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
改
め
て
の
自
由
の
獲
得
こ
そ
が
、
人
間
の

教
育
の
目
的
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
考
え
方
を
人
間
精
神
と
自
然
と
い
う
西
洋
的
な
二
元
論
的
発
想
だ
と
決
め
つ
け

る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
が
、
人
間
が
そ
も
そ
も
自
然
状
態
か
ら
距
離
を
持
っ
た
存
在
だ
と
い

う
考
え
は
取
り
立
て
て
西
洋
的
で
は
な
い
。
自
分
の
周
囲
に
あ
る
自
然
か
ら
も
、
ま
た
自
分

自
身
の
本
性
と
し
て
の
自
然
か
ら
も
、
人
間
は
乖
離
し
て
い
る
し
、
そ
れ
こ
そ
が
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
、
地
球
上
で
直
接
的
な
生
の
必
要
以
上
の
人
工
物
を
作
り
上
げ
て
い
る
理
由
で
あ

る
。
自
然
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
特
異
な
自
然
と
し
て
、
人
間
の
本
質
を
自
己
疎
外
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
人
間
は
、
そ
し
て
ま
た
同
時
に
思
考
や
芸
術
活
動
は
、
自
分
を
自
分

自
身
で
は
な
い
も
の
に
作
り
替
え
る
と
い
う
点
で
、
自
己
疎
外
で
あ
る
。

　

勿
論
、
元
々
疎
外
さ
れ
た
存
在
の
人
間
が
自
分
自
身
に
回
帰
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
疎
外
と
い
う
、
通
常
は
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
用
い
ら
れ
て
き
た
言
葉
を
用

い
る
よ
り
も
、
人
間
回
復
と
で
も
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
条

件
と
し
て
の
疎
外
に
対
し
、
人
間
の
本
性
（
自
然
）
へ
の
回
帰
を
う
た
う
の
は
、
果
た
し
て
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思
考
や
芸
術
活
動
の
性
質
に
と
っ
て
適
当
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
身
体
図
式
＝
言
語

の
獲
得
が
、
も
と
も
と
環
境
に
不
適
合
な
人
間
を
よ
り
よ
く
適
合
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は

人
間
を
与
え
ら
れ
た
世
界
に
最
適
化
さ
せ
る
こ
と
で
し
か
な
け
れ
ば
、
自
然
と
の
調
和
な
い

し
は
み
ず
か
ら
の
自
然
本
性
の
回
復
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
は
恰
度
昆
虫
の
個
体
と
群
生
な
ら
ば
ま
さ
に
そ
の
優
れ
た
例
で
あ
る
だ
ろ
う
が
、
人

間
の
実
際
の
活
動
、
過
剰
な
欲
望
や
無
益
な
固
執
、
希
望
や
幻
滅
を
繰
り
返
す
幸
福
感
の
存

在
を
考
え
る
な
ら
、
そ
の
不
適
合
性
を
除
く
た
め
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
新
た
な
身
体
図
式
＝
言

語
を
技
術
的
に
構
築
し
、
獲
得
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
執
着
や
欲
望
を
消
し
て
没

関
心
の
状
態
に
な
る
に
し
く
は
な
い
。
文
化
的
・
社
会
的
な
制
度
へ
の
適
応
が
人
間
の
身
体

図
式
＝
言
語
の
目
標
だ
と
考
え
る
場
合
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
個
体
の
逸
脱
や
欲
望
を
抑
制

す
る
こ
と
が
、
思
考
と
芸
術
に
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
通
じ
た
自
己
教
育
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
消
極
的
な
芸
術
や
教
育
は
、
惰
性
と
い
う

自
然
の
ひ
と
つ
の
側
面
に
対
応
し
た
も
の
で
し
か
な
く
、
人
間
や
自
然
の
持
つ
能
動
的
な
産

出
行
為
と
そ
れ
に
伴
う
喜
び
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
言
う
よ
う
に
、
単
な
る
印
象
は
表
現
と
な
る
こ
と
で
人
間
を
受
動
性
か
ら

自
由
に
す
る
（20）
。
そ
し
て
表
現
に
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
言
う
以
上
に
媒
介
と
な
る
も
の
が
必
要

で
あ
る
。
シ
ラ
ー
が
考
え
た
よ
う
に
、
教
育
が
惰
性
的
な
意
味
で
の
自
然
的
状
態
へ
の
適
応

を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
自
由
の
実
現
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
放
恣
と

い
う
自
然
状
態
に
従
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
み
ず
か
ら
の
規
則
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
勿
論
そ
の
規
則
は
自
然
環
境
（
そ
し
て
社
会
環
境
）
へ
の
必
然
的
な
適
合
性
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
自
己
疎
外
す
る
自
然
と
し
て
、
自
分
と
他
者
と
の
適
合
性
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
単
な
る
自
然
へ
の
適
合
よ
り
も
、
む
し
ろ
ま
ず
自
然
か
ら
の
解
放
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
後
新
た
に
み
ず
か
ら
作
っ
た
自
然
の
規
則
（
つ
ま
り
身
体
図
式
と
し
て
自
然
化
さ
れ
た
規

則
）
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
規
則
を
動
か
せ
な
い
、
与
え
ら

れ
た
条
件
と
し
て
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
の
手
で
み
ず
か
ら
に
対
し
て
設
け
た
も
の
と
知
る

こ
と
が
、
世
界
と
自
己
の
確
認
で
あ
り
、
自
由
な
能
力
を
行
使
し
て
い
る
感
覚
を
も
た
ら
す

の
で
あ
る
。

三
．
自
由
の
確
認
と
芸
術
教
育

　
「
自
然
」
は
そ
の
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
（
漢
語
で
もphysis

で
もnatura

で
も
）
に
お
い
て
、

そ
も
そ
も
が
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
成
長
変
化
し
、
増
殖
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
引

い
た
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
一
方
で
は
物
理
的
な
法
則
に
従
う
と
し
て
も
、
他
方
で
は

数
々
の
多
様
な
形
態
を
際
限
な
く
生
み
出
す
、
予
め
そ
の
規
則
を
決
定
づ
け
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
安
定
し
た
自
然
と
い
う
も
の
は
人
間
の
理
念
で
し
か
な
く
、
実
の
と
こ
ろ
自
己
疎

外
が
自
然
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
ま
た
人
間
の
本
性
、
あ
る
い
は
「
自
分
自
身
」
も
す

ぐ
れ
て
「
自
己
疎
外
す
る
自
然
」
だ
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
身
体
図
式
＝
言
語
の
獲
得
は
、

単
に
人
間
を
特
定
の
環
境
に
適
合
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
獲
得
さ
れ
た
身
体
図
式
の
さ
ら

な
る
疎
外
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
も
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
よ
う
。
む
し
ろ
第
一
の
自
然
そ

の
も
の
以
上
に
、
第
二
の
自
然
、
す
な
わ
ち
習
慣
的
な
運
動
の
ほ
う
が
、
自
己
完
結
し
て
し

ま
い
、
自
己
疎
外
し
な
い
。
第
二
の
自
然
と
し
て
の
身
体
図
式
は
そ
も
そ
も
み
ず
か
ら
と
環

境
と
の
閉
ざ
さ
れ
た
調
和
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
目
指
し
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
生
物
の
機
能
的
な
身
体
の
よ
う
に
、
自
然
の
一
部
と
し
て
有
機
的
に
組
み

込
ま
れ
る
。
し
か
し
第
二
の
自
然
の
う
ち
で
も
、
特
殊
な
身
体
図
式
が
人
間
に
は
存
在
し
て

い
て
、
そ
れ
は
折
角
定
着
し
て
反
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
身
体
運
動
を
組
み

換
え
、
自
分
と
自
然
と
の
新
た
な
関
係
性
を
求
め
て
み
ず
か
ら
を
他
者
に
し
て
し
ま
う
。
そ

の
よ
う
な
、
自
然
と
の
暗
黙
の
調
和
や
安
定
し
た
関
係
を
壊
し
て
し
ま
う
出
来
損
な
い
の
人

間
本
性
（
自
然
）
を
訓
練
し
、
管
理
す
る
と
い
う
意
味
で
の
身
体
図
式
の
習
得
も
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
、
一
方
で
は
そ
う
し
た
自
然
を
増
長
さ
せ
、
あ
え
て
自
己
疎
外

し
、
同
時
に
自
然
と
の
幸
福
な
（
安
住
で
は
な
い
）
関
係
を
目
指
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
自
然
か
ら
疎
外
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
疎
外
を
肯
定
し

た
上
で
、
自
然
そ
の
も
の
の
産
出
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
倣
っ
て
み
ず
か
ら
自
分
自
身
を
作
り
替

え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
偶
然
的
な
放
恣
で
は
な

く
、
自
由
を
獲
得
さ
せ
る
も
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
自
由
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い

か
。
自
然
が
偶
然
性
に
ま
か
せ
て
生
み
出
し
た
も
の
の
う
ち
に
も
、
生
命
体
の
形
の
よ
う
に

実
に
合
理
的
な
構
造
を
持
っ
た
存
在
が
出
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
も
世
界
の
中
に
新
た

な
秩
序
を
み
ず
か
ら
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
間
の
欲
求
は
周
囲
と
必
ず
し
も
調
和
的
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
自
分
も
他

者
も
破
壊
し
て
し
ま
う
。
教
育
が
そ
う
し
た
不
調
和
な
自
然
を
野
放
し
に
す
る
の
で
も
な

く
、
ま
た
抑
制
す
る
の
で
も
な
い
と
し
た
ら
、
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？　

抑
制
的
で
な

い
規
則
と
い
う
も
の
を
習
得
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

し
か
し
実
際
の
と
こ

ろ
、
そ
う
し
た
抑
制
的
で
な
い
規
則
は
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
特
定
の
実
利
的
な
目

標
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
身
体
が
何
ら
か
の
新
し
い
規
則
を
習
得
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
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は
、
ま
さ
に
芸
術
活
動
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
身
体
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
遊
戯
の
よ
う
に
振
る
舞
い
つ
つ
、
し
か
し
同
時
に
規
則
の
習
得
を
み

ず
か
ら
進
ん
で
引
き
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
ど
う
し
て
も
自
然
的
、
社
会
的
環
境

の
諸
条
件
に
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
自
分
の
自
由
を
十
全
に
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
少
な
く
と
も
み
ず
か
ら
の
身
体
図
式
＝
言
語
の
組
み
換
え
に
よ
っ
て
は
、
限
界
が
あ
る

に
せ
よ
、
自
由
の
行
使
を
経
験
で
き
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
自
分
が
自
由
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
自
分
が
意
図
的
に
価
値
を
実
現
で
き
る
こ
と
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
実
は
冒
頭
に
引
い
た
リ
ー
ド
が
、
自
分
は
プ
ラ
ト
ー
ン
の
試
み
を
繰
り

返
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
た
し
か
に
同
意

で
き
る
。
描
写
的
な
芸
術
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
プ
ラ
ト
ー
ン
は
、
美
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
実
は
芸
術
に
つ
い
て
も
そ
の
教
育
上
の
有
効
性
を
強
調
し
て
い
る
（『
国
家
』
第
二
巻
）。

外
界
を
い
か
に
巧
み
に
描
写
す
る
か
で
も
、
個
人
の
内
面
を
い
か
に
表
出
す
る
か
で
も
な

く
、
音
楽
や
ダ
ン
ス
が
示
す
よ
う
に
、
習
得
さ
れ
る
運
動
を
通
じ
て
身
体
に
新
た
な
規
則
を

与
え
る
こ
と
が
芸
術
に
は
で
き
る
。
そ
れ
は
そ
も
そ
も
人
間
に
自
然
的
な
性
質
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
制
作
の
局
面
で
は
自
然
が
持
つ
よ
う
な
豊
富
な
産
出
能
力
を
特
に
天
才

に
帰
し
て
し
ま
う
が
、
芸
術
受
容
が
多
く
の
人
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
自
然

の
有
す
る
自
発
性
と
合
目
的
性
が
天
才
な
ら
ず
と
も
す
べ
て
の
人
間
の
身
体
に
備
わ
っ
て
い

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
よ
う
。
芸
術
が
こ
の
語
で
す
ぐ
に
連
想
さ
れ
る
よ
う
な
諸
ジ
ャ
ン
ル
の

総
称
と
し
て
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
描
写
的
な
表
現

に
よ
っ
て
何
ら
か
の
強
い
感
情
を
も
た
ら
す
よ
う
な
諸
ジ
ャ
ン
ル
（
絵
画
、
ド
ラ
マ
、
小
説
な

ど
）
を
念
頭
に
お
い
て
芸
術
教
育
を
考
え
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
担
い
手
を

育
て
る
の
で
な
け
れ
ば
、
前
提
と
し
て
誤
り
を
含
む
。
芸
術
を
、
人
間
が
後
天
的
に
獲
得
し

た
身
体
図
式
、
し
か
も
そ
れ
自
体
さ
ら
に
可
変
的
な
身
体
図
式
と
し
て
、
思
考
、
言
語
と
同

様
の
も
の
と
考
え
る
な
ら
、
芸
術
と
芸
術
教
育
と
は
同
義
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に

芸
術
教
育
と
は
自
由
と
い
う
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
（
西
欧
近
代
的
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
）

価
値
を
み
ず
か
ら
の
身
体
的
経
験
の
組
み
換
え
と
い
う
形
で
実
感
で
き
る
教
育
で
あ
り
、
あ

わ
せ
て
自
己
の
能
力
の
伸
長
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
教
育
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
視
覚
や
造
形

を
概
念
に
対
置
し
、
そ
れ
ら
の
特
性
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
必
要
は
無
い
。
む
し
ろ
象
徴

的
な
、
つ
ま
り
身
に
つ
い
た
自
然
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
あ
ら
た
に
秩
序
づ
け
る
規
則
の
習
得

と
、
そ
し
て
そ
れ
を
み
ず
か
ら
作
り
出
す
と
い
う
意
図
さ
れ
た
遊
戯
性
こ
そ
を
強
調
す
べ
き

だ
ろ
う
。
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論文［芸術・言語・自然　——身体図式の自己疎外と芸術教育について］上村　博

　　　This article aims at clarifying the function of the 
body in artistic production, and also reconsiders the 
procedure of art education. The well-known distinction 
between Icon and Idea, which an influential thinker Herbert 
Read asserts, is based upon the theory of Konrad Fiedler, 
founder of the modern science of art. Read and Fiedler think 
artistic activity is one sort of recognition, other than that of 
conceptual recognition. Thus the 20th century has seen too 
extreme expulsion of language out of the realm of art, 
especially of plastic arts. But it is simplism to separate art on 
the one hand and language on the other. Artistic activity is 
like many other human activities, complicated and mediated 
by both concepts and aesthetic representations. Italian 
philosopher Benedetto Croce, who identifies expression and 
intuition, thinks that artistic expression is likewise a 
language. Art as language differs of course from the 
scientific language, but both they are expression and 
intuition of meaning. This point of view has merit that 
permits to treat artistic representations in terms of arbitrary 
language. On the other hand, in identifying expression and 
intuition, the expression becomes a sort of subjective matter, 
and thus it occults the processus of artistic production. By 
the way, we can reconsider language not as simple mental 
notions and their signs but as our corporeal schema in the 
midst of the world. We take a corporeal attitude towards an 
action, and the language is no other thing but this attitude. 
Even without a written or uttered word, the language 
articulates the continuous material world and indicates how 
we act in the world. Corporeal schema is incarnated 
language. By this schema, we can semi-automatically 
understand each object and their meaning in the world. This 
schema is acquired by contracting habitude. Our body can 
also be seen as a sort of habitude, but our habitude, a second 
nature, can be consciously modified. Human being is able to 
change himself by getting and modifying his corporeal 
schema. This ability is in a sense that of alienation. Self-
alienation has not only a negative aspect. One can see the 
most specific nature of the human being in its alterability. 
Self-alienation is our essence. Language and its system of 
arbitrary signs present a new order in which our body acts 

as if in a new space. Language removes us from the natural 
body to another body, that is to say to artificial schema. Very 
often the function of language is restricted, as language 
serves a practical purpose. But the art as language liberates 
us from the immediate purpose and shows us how we 
change ourselves in presenting us a new schema, in a new 
homogeneous space. We became there another ego. In this 
sense, art and art education are but one thing. And just as 
Kant pointed that the work of art is beautiful as if it looks 
like a product of nature, we can make our self without any 
predetermined norm, but also with a rational order, which 
results from the artistic activity. Art education is thus a self-
alienation but at the same time with conscious acquisition of 
norms that confirms our liberty.

Art, Language, Nature  
— On the self-alienation of corporeal schema and art education

UEMURA Hiroshi

05_上村博_本文01.indd   10 14.10.16   11:52:06 AM


