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自
然
の
美
的
鑑
賞 

 

 

西 

村 

清 

和 

 

一 

「
自
然
」
概
念
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー 

 

 

ヘ
ー
ゲ
ル
以
来
、
近
代
美
学
は
自
然
美
を
無
視
し
て
き
た
と
は
よ
く
い
わ
れ
る
。
だ
が
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
英
米
圏
の
哲
学
・
美
学
に
お
い
て

は
に
わ
か
に
自
然
美
な
い
し
自
然
環
境
の
美
的
鑑
賞
の
問
題
が
ホ
ッ
ト
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
環
境
倫

理
や
環
境
保
護
の
よ
う
な
、
危
機
に
瀕
し
た
自
然
環
境
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
、
現
代
の
よ
り
広
範
な
潮
流
の
一
分
枝
と
み
な

さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
環
境
倫
理
の
ば
あ
い
と
お
な
じ
よ
う
に
、
環
境
美
学
に
お
け
る
議
論
に
は
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
問
題
は
、
そ
も
そ
も
鑑

賞
の
対
象
と
な
る
「
自
然
」
と
は
な
に
を
い
う
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
「
美
的
」
に
鑑
賞
す
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
経
験
な
の
か
で
あ
る
。 

従
来
の
自
然
美
論
は
し
ば
し
ば
、
一
個
の
自
然
物
を
そ
れ
だ
け
単
独
に
美
的
対
象
と
し
て
、
そ
の
色
や
か
た
ち
や
肌
理
や
模
様
と
い
っ
た
感
覚
的

な
質
や
形
式
を
鑑
賞
す
る
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
自
然
の
風
景
全
体
を
一
枚
の
風
景
画
と
し
て
み
る
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
自
然
」
を
芸
術
作
品

と
お
な
じ
よ
う
な
意
味
で
の
美
的
対
象
と
考
え
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
七
〇
年
代
以
降
の
環
境
美
学
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
自
然
鑑
賞
の
芸
術
モ

デ
ル
理
論
に
対
す
る
批
判
的
な
立
場
か
ら
出
発
す
る
。
た
と
え
ば
ア
ラ
ン
・
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、
個
々
の
自
然
物
は
そ
れ
が
お
か
れ
た
環
境
の
内
部
で

作
用
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
環
境
を
構
成
す
る
諸
要
素
か
ら
展
開
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
物
を
そ
れ
が
も
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つ
ま
わ
り
の
環
境
と
の
有
機
的
な
統
一
か
ら
ひ
き
は
な
し
て
単
独
で
鑑
賞
す
る
こ
と
は
ほ
ん
ら
い
の
自
然
鑑
賞
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い

う
。
自
然
と
は
ま
ず
は
自
然
環
境
で
あ
り
、
し
か
も
山
岳
や
渓
谷
や
湿
地
と
い
っ
た
自
然
の
そ
の
つ
ど
こ
と
な
っ
た
環
境
を
美
的
に
鑑
賞
す
る
た
め

に
は
、
ち
ょ
う
ど
芸
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
の
に
一
定
の
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
や
様
式
な
ど
に
つ
い
て
の
知
識
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
自
然
環

境
の
こ
と
な
り
や
、
そ
の
内
部
に
働
く
シ
ス
テ
ム
や
諸
要
素
に
つ
い
て
の
知
識
を
必
要
と
す
る
。
こ
う
し
て
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、
自
然
を
ほ
か
な
ら
ぬ

自
然
と
し
て
美
的
に
鑑
賞
す
る
た
め
に
関
与
的
で
必
要
な
知
識
を
、
自
然
に
つ
い
て
の
「
常
識
的
・
科
学
的
知
識(the com

m
on sense/scientific 

know
ledge)

」（
１
）

と
呼
ぶ
。 

 

カ
ー
ル
ソ
ン
の
環
境
モ
デ
ル
理
論
は
そ
れ
な
り
に
説
得
的
で
あ
る
が
、
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
自
然
物
を
そ
れ
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
を

ゆ
る
さ
な
い
が
、
こ
れ
は
都
会
の
街
路
樹
や
自
宅
の
庭
に
咲
く
花
を
鑑
賞
す
る
わ
れ
わ
れ
の
ご
く
ふ
つ
う
の
経
験
に
反
す
る
。
し
か
し
い
っ
そ
う
重

要
な
の
は
、
か
れ
が
自
然
物
で
は
な
く
環
境
を
「
自
然
」
と
等
置
す
る
と
き
、
こ
の
科
学
的
知
識
に
も
と
づ
く
「
自
然
」
の
概
念
そ
の
も
の
の
内
実

で
あ
る
。
科
学
は
山
岳
や
渓
谷
や
湿
地
と
い
っ
た
特
定
の
自
然
環
境
か
ら
、
そ
れ
が
む
か
う
べ
き
総
体
と
し
て
の
「
自
然
」
の
秩
序
と
統
一
性
の
把

握
へ
と
む
か
う
が
、
そ
の
と
き
こ
の
「
自
然
」
概
念
は
容
易
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
を
も
包
括
し
つ
つ
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
経
験
を
こ
え
た
ひ
と
つ

の
超
越
的
全
体
性
と
い
う
理
念
を
想
定
す
る
。
こ
う
し
て
す
で
に
カ
ン
ト
が
指
摘
し
た
、「
自
然
の
事
物
」
の
全
体
と
い
う
「
宇
宙
論
的
理
念
」
つ

ま
り
「
超
越
的
自
然
概
念(transzendente N

aturbegriffe)

」（
２
）

を
め
ぐ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
顕
在
化
す
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
お
な
じ
く
環
境
を
自
然
の
美
的
鑑
賞
の
主
題
と
す
る
ア
ー
ノ
ル
ド
・
バ
ー
リ
ア
ン
ト
の
ば
あ
い
に
も
見
ら
れ
る
。
バ
ー
リ
ア
ン
ト

は
カ
ン
ト
以
来
の
「
無
関
心
性
の
美
学
」
に
対
し
て
「
関
与
の
美
学(aesthetics of engagem

ent)

」
を
提
唱
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
環
境
に
み
ず
か
ら

の
身
体
に
よ
っ
て
歩
み
入
り
、
そ
の
ひ
ろ
が
り
や
厚
み
や
奥
行
き
を
た
ん
に
視
覚
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
動
き
と
活
動
の
た
だ
な
か
に
あ
る
わ
れ
わ

れ
の
身
体
に
お
い
て
経
験
す
る
。
し
か
も
「
文
化
的
動
物(cultural anim

als)

」
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
環
境
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
、
記
憶
や

信
念
や
連
想
と
い
っ
た
「
わ
れ
わ
れ
の
文
化
が
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
諸
様
態
」
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
然
環
境
と
は
、「
多
様
な
歴
史

的
、
社
会
的
パ
タ
ー
ン
を
見
せ
る
人
間
生
活
の
織
物
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
活
動
と
反
応
に
人
々
が
関
与
す
る(engage in)

自
然
的
─
文
化
的
領
域



 136 

(physical-cultural realm
)

」（
３
）

と
い
う
「
複
雑
な
観
念
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
正
し
い
認
識
で
あ
る
。
だ
が
バ
ー
リ
ア
ン
ト
は
こ
こ
か
ら

さ
ら
に
、「
人
間
的
な
も
の
と
自
然
的
な
も
の
を
区
別
せ
ず
、
す
べ
て
を
単
一
の
連
続
的
な
全
体
の
部
分
と
解
釈
す
る
よ
う
な
自
然
に
つ
い
て
の
考

え
か
た
」
に
立
と
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
バ
ー
リ
ア
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
芸
術
の
よ
う
な
人
間
的
な
い
と
な
み
も
「
人
々
が
そ
れ
を

生
き
る
か
ぎ
り
で
の
自
然
過
程
」（
４
）

に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
れ
の
い
う
「
環
境
」
と
は
、
一
方
で
「
文
化
的
動
物
」
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
経

験
が
織
り
な
す
文
化
的
領
域
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
を
包
越
す
る
自
然
過
程
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
か
れ
が
環
境
を
「
自

然
的
─
文
化
的
領
域
」
と
い
う
「
複
雑
な
観
念
」
だ
と
い
う
と
き
、
そ
れ
自
体
が
あ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。 

 

「
自
然
」
概
念
を
め
ぐ
る
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
従
来
の
環
境
論
は
す
べ
て
あ
る
意
味
で
擬
人
論
な
い
し
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
と
し
て
、「
非

中
心
主
義
の(acentric)

」
環
境
論
と
自
然
美
論
を
主
張
す
る
ゴ
ド
ゥ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
立
場
に
お
い
て
は
、
い
っ
そ
う
先
鋭
化

す
る
。
ゴ
ド
ゥ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
自
然
美
論
は
お
お
む
ね
自
然
対
象
や
風
景
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
美
的
に
ど
の
よ
う
な
視
点

と
態
度
を
と
り
、
ど
う
反
応
す
る
か
を
議
論
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
結
局
は
自
然
を
人
間
の
感
覚
な
い
し
感
性
や
文
化
の
恣
意
性
に
ゆ
だ
ね
る
も
の

で
し
か
な
い
。
自
然
保
護
を
人
間
の
利
害
に
も
と
づ
い
て
主
張
す
る
功
利
主
義
や
、
あ
る
い
は
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
（
５
）

の
よ
う
に
、
人
間
の
利

害
と
の
類
比
に
お
い
て
動
物
の
利
害
と
そ
れ
に
と
も
な
う
「
擬
似
─
権
利
」
を
主
張
す
る
タ
イ
プ
の
環
境
論
に
し
て
も
、
特
定
の
人
間
的
関
心
と
遠

近
法
に
も
と
づ
く
点
で
「
自
然
に
つ
い
て
の
断
片
的
な
見
方
」
で
し
か
な
く
、
全
体
と
し
て
の
自
然
を
呈
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
人
間
中
心

の
生
態
学
」
に
反
対
す
る
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
が
、「
宇
宙
空
間
か
ら
の
地
球
の
眺
望
を
出
発
点
と
し
て
」
バ
ク
テ
リ
ア
と
人
間
と
を
同
サ
イ
ズ
の
も
の
と

見
れ
ば
、
人
間
の
「
技
術
圏
（
テ
ク
ノ
ス
フ
ィ
ア
）」
も
結
局
は
ガ
イ
ア
と
呼
ば
れ
る
「
原
生
自
然
」
の
「
制
御
プ
ロ
セ
ス
に
組
み
こ
ま
れ
て
し
ま

う
」（
６
）

と
主
張
す
る
と
き
、
か
れ
の
こ
の
「
ガ
イ
ア
仮
説
」
で
想
定
さ
れ
て
い
る
「
ひ
と
つ
の
自
己
維
持
す
る
全
体
的
な
シ
ス
テ
ム
」
は
、
や
は
り

「
擬
人
法
的
隠
喩
」（
７
）

に
も
と
づ
い
て
い
る
。
カ
ー
ル
ソ
ン
の
「
認
知
論
的
美
論(cognitivist aesthetic)

」
に
し
て
も
、
科
学
と
い
う
人
間
の
知
性

の
関
心
に
し
た
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
提
供
す
る
の
は
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
手
で
分
節
化
さ
れ
た
一
連
の
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
」（
８
）
。
こ
う
批
判

し
た
上
で
ゴ
ド
ゥ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
自
然
自
体
に
と
っ
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
存
在
は
な
ん
ら
の
意
味
も
も
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
と
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っ
て
「
超
然
（aloof)

と
し
、
疎
遠
で
、
知
ら
れ
ざ
る
、
他
者(the O

ther)

」（
９
）

で
あ
り
、
原
理
的
に
わ
れ
わ
れ
に
は
知
り
え
ず
語
り
え
な
い
も
の
、

そ
の
意
味
で
「
神
秘
」
に
と
ど
ま
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
あ
る
べ
き
自
然
鑑
賞
と
は
、
こ
の
自
然
に
ほ
ん
ら
い
の
「
美
的
な
超
然(aesthetic aloofness)

」

と
「
偉
大
な
る
無
情(the great Insensate)

」
の
経
験
、
わ
れ
わ
れ
の
「
外
に
あ
る
」
自
然
に
つ
い
て
の
「
あ
る
神
秘
感(a sense of m

ystery)

」
の
経

験
で
あ
る
。 

 

た
し
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
美
論
や
環
境
論
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
功
利
主
義
や
認
知
主
義
、
さ
ら
に
は
神
秘
主
義
さ
え
も
人
間
中
心
主
義
的

で
あ
る
と
い
う
ゴ
ド
ゥ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
主
張
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
ま
た
も
し
も
「
全
体
と
し
て
の
自
然
」
、
つ
ま
り
は
自
然
自
体
を
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
存
在
な
ど
顧
慮
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
の
外
に
あ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
理
解
や
科
学
や
感
情
を
こ
え

た
「
な
に
か
あ
る
も
の
」
だ
と
い
う
の
も
、
す
く
な
く
と
も
論
理
的
に
は
ま
ち
が
い
で
は
な
い
し
、
こ
れ
を
不
可
解
な
謎
や
神
秘
と
見
て
も
問
題
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
れ
を
「
自
然
」
と
呼
ぶ
こ
と
す
ら
人
間
主
義
的
な
誤
謬
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ

は
ほ
と
ん
ど
、「
超
越
的
自
然
概
念
」
を
め
ぐ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
根
幹
に
あ
っ
た
「
存
在
」
や
「
物
自
体
」
と
お
な
じ
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
か
ら

す
れ
ば
空
虚
な
概
念
な
い
し
理
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
宗
教
的
、
形
而
上
学
的
な
か
か
わ
り
方
は
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を

人
間
の
経
験
に
も
と
づ
く
認
識
論
的
な
概
念
で
あ
る
「
自
然
」
と
名
指
す
こ
と
も
、
さ
ら
に
は
こ
れ
を
美
的
に
「
鑑
賞
す
る
」
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ゴ
ド
ゥ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
こ
の
自
然
の
超
絶
性
を
鑑
賞
す
る
さ
い
の
「
神
秘
感
」
を
な
お
「
美
的
」
と
呼
ぶ
と
き
、
し
か
も

そ
れ
は
な
に
か
神
秘
的
な
も
の
を
前
に
し
て
感
銘
を
受
け
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
じ
る
畏
怖
や
崇
高
の
よ
う
な
「
感
じ(sentim

ents)

」
で

す
ら
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
人
間
に
特
有
の
「
感
覚
的
な(sensorial)

」
経
験
や
感
情
を
こ
え
た
「
自
然
に
つ
い
て
の
非
中
心
主

義
的
美
感
」
と
は
何
な
の
か
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ま
っ
た
く
知
り
え
な
い
。 
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二 

人
間
の
ビ
オ
ト
ー
プ 

  

美
的
鑑
賞
と
い
う
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
は
「
自
然
」
の
経
験
を
語
り
な
が
ら
、
一
方
で
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
経
験
を
こ
え
た
あ
る
種
の
宇

宙
論
的
理
念
を
ひ
び
か
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
い
う
よ
う
に
、
自
然
と
い
う
こ
と
ば
ほ
ど
「
あ
い
ま
い
で
両
義
的
な
こ
と
ば
は
な
い
」（

10
）

の
で
あ
り
、
ひ
と
が
自
然
概
念
を
め
ぐ
る
解
き
が
た
い
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
わ
れ
わ
れ
が
「
自
然
」
と
し

て
経
験
す
る
も
の
は
、
マ
ル
コ
ム
・
バ
ッ
ド
（
11
）

が
い
う
よ
う
に
、
水
や
鉄
、
山
や
川
、
あ
る
い
は
昆
虫
や
木
と
い
っ
た
種
か
、
こ
れ
ら
の
種
の
例

示
と
し
て
個
別
に
存
在
す
る
富
士
山
や
穂
高
、
地
球
や
月
、
個
々
の
犬
や
馬
と
い
っ
た
自
然
物
か
、
さ
ら
に
は
日
の
出
や
日
没
、
虹
や
風
や
雨
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
自
然
諸
力
が
も
た
ら
す
自
然
の
で
き
ご
と
や
現
象
の
い
ず
れ
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ふ
つ
う
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
「
自
然
」
の
種
や
個

物
や
現
象
を
、
人
間
精
神
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
「
人
工
物
」
に
対
置
す
る
。
こ
こ
か
ら
ひ
と
は
し
ば
し
ば
、
人
間
が
つ
く
り
そ
こ
に
住
み
こ
む
領

域
と
し
て
の
「
文
化
（
文
明
）
世
界
」
に
対
し
て
、
そ
の
外
に
あ
っ
て
人
間
が
関
与
し
な
い
自
立
的
な
領
域
な
い
し
過
程
と
し
て
、「
原
生(pristine)

の
自
然
」
な
い
し
「
自
然
自
体
」
を
想
定
す
る
。
だ
が
「
原
生
の
自
然
」
と
人
間
の
「
文
化
世
界
」
と
の
こ
う
し
た
二
項
対
立
は
、
も
ち
こ
た
え
ら

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
間
も
ま
た
自
然
か
ら
生
い
育
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
自
然
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
や
行

動
も
一
定
の
生
態
系
に
組
み
こ
ま
れ
、
一
定
の
自
然
法
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

事
実
と
し
て
、
地
球
上
の
個
々
の
自
然
対
象
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
人
間
の
介
入
し
な
い
自
然
領
域
な
ど
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。

原
始
時
代
以
来
野
生
動
物
は
家
畜
化
さ
れ
、
現
在
野
生
と
さ
れ
る
動
物
で
も
、
か
れ
ら
が
生
息
す
る
の
は
一
定
の
政
策
の
も
と
に
お
か
れ
る
保
護
区

に
お
い
て
で
あ
る
。
川
に
は
橋
や
ダ
ム
が
架
設
さ
れ
、
海
に
は
防
波
堤
が
築
か
れ
、
森
は
伐
採
さ
れ
て
空
き
地
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
郊
外
に
で
て
、

こ
こ
に
は
自
然
が
た
く
さ
ん
の
こ
っ
て
い
る
と
い
い
、
自
然
に
か
こ
ま
れ
て
生
活
す
る
の
は
す
ば
ら
し
い
と
い
う
。
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
る
よ
う

な
比
較
的
ひ
と
の
手
の
は
い
ら
な
い
原
生
の
自
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
領
域
に
し
て
も
、
空
気
汚
染
や
温
暖
化
の
影
響
か
ら
の
が
れ
る
こ
と
は
で
き

ず
、
野
生
動
物
と
お
な
じ
よ
う
に
、
保
護
政
策
の
も
と
に
お
か
れ
た
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
「
自
然
」
と
呼
び
「
環
境
」
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と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
も
の
は
、
じ
っ
さ
い
に
は
自
然
と
人
工
と
の
混
合
体
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
人
間
に
対

置
さ
れ
る
「
自
然
」
な
る
も
の
、
人
間
が
地
上
に
出
現
す
る
以
前
か
ら
あ
っ
た
は
ず
の
種
や
個
物
や
で
き
ご
と
か
ら
な
る
「
原
生
自
然
」
な
る
も
の

を
、
空
虚
な
理
念
と
し
て
想
定
す
る
以
外
に
そ
れ
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
自
然
と
人
間
、
自
然
と
文
化
と
い
う
二
項
対
立
は
原

理
的
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
哲
学
は
こ
の
人
間
と
自
然
の
二
項
対
立
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
の
よ
う
に
、
自
然
を
人
間
精
神

が
そ
こ
か
ら
生
い
そ
だ
っ
て
自
立
す
る
に
い
た
っ
た
超
越
論
的
過
去
と
見
る
一
方
で
、そ
の
根
底
に
自
然
と
精
神
の
絶
対
的
同
一
性
を
前
提
し
た
り
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
人
間
の
技
術(Poiesis)

の
根
拠
に
大
文
字
の
ピ
ュ
シ
ス(Physis)

を
お
く
こ
と
で
、
こ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

バ
ー
リ
ア
ン
ト
が
結
局
は
「
自
然
的
─
文
化
的
領
域
」
と
し
て
の
環
境
を
、
人
間
的
な
も
の
と
自
然
的
な
も
の
を
区
別
し
な
い
単
一
の
連
続
的
な
「
プ

ロ
セ
ス
全
体
」
に
帰
す
る
の
も
、
お
な
じ
構
図
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
概
念
も
、
や
は
り
疑
わ
し
い
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
そ
れ
自
体
空
虚
な
「
原

生
自
然
」
と
い
う
概
念
で
は
な
く
、
人
間
を
も
包
摂
す
る
「
自
然
過
程
」
や
「Physis

」
で
も
な
く
、
日
々
の
経
験
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
が
「
自
然
」

と
呼
び
な
ら
わ
し
て
い
る
も
の
は
な
に
か
で
あ
る
。 

 

Ｈ
・
ヘ
デ
ィ
ガ
ー
（
12
）

に
よ
れ
ば
、
動
物
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
生
息
に
適
し
た
一
定
の
条
件
を
そ
な
え
た
環
境
、
つ
ま
り
そ
の
種
に
固
有
の
「
生

活
場
所(

ビ
オ
ト
ー
プ)

」
に
棲
ん
で
い
る
。
一
定
の
土
地
の
内
部
に
は
、
か
ず
多
く
の
種
が
織
り
な
す
ビ
オ
ト
ー
プ
の
編
み
目
が
相
互
に
か
さ
な
り

あ
い
複
雑
に
交
叉
し
て
い
る
。
ビ
オ
ト
ー
プ
が
複
雑
に
か
ら
ま
り
あ
う
異
種
の
動
物
は
、
お
た
が
い
に
無
関
心
で
あ
っ
た
り
共
生
関
係
や
競
合
関
係

に
あ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ラ
イ
オ
ン
は
自
分
の
な
わ
ば
り
で
ハ
イ
エ
ナ
を
発
見
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
気
に
と
め
る
こ
と
は
な
い
が
、
未
知

の
ラ
イ
オ
ン
の
侵
入
に
対
し
て
は
寛
容
で
は
な
い
。
と
く
に
重
要
な
の
は
「
捕
食
者
＝
被
食
者
」
の
関
係
で
あ
る
。
草
食
動
物
に
と
っ
て
肉
食
動
物

は
捕
食
者
で
あ
り
、
敵
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
ヒ
ト
は
、
か
れ
ら
が
集
団
で
狩
り
を
す
る
技
術
を
身
に
つ
け
て
以
来
優
位
に
あ
る
肉
食
動
物
と
し

て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
野
生
動
物
に
と
っ
て
も
っ
と
も
危
険
な
共
通
の
敵
で
あ
る
。 

 

ヒ
ト
も
ま
た
自
然
の
動
物
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
特
有
の
ビ
オ
ト
ー
プ
に
生
息
す
る
。
だ
が
ヒ
ト
は
、
外
部
の
環
境
に
ぴ
っ
た
り
と
適
合
す
る
特

殊
化
を
知
ら
な
い
「
欠
陥
生
物
」
と
し
て
、
本
能
に
よ
る
「
自
然
の
計
画
」
を
逸
脱
す
る
刺
激
の
過
剰
と
見
と
お
し
の
つ
か
ぬ
不
意
打
ち
に
さ
ら
さ
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れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
人
間
は
こ
れ
を
み
ず
か
ら
の
企
て
に
よ
っ
て
克
服
し
未
来
を
切
り
ひ
ら
く
ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、
人
間
と
い
う
自
然
種
に

固
有
の
そ
の
よ
う
な
ビ
オ
ト
ー
プ
を
わ
れ
わ
れ
は
と
く
に
「
世
界
」
と
呼
ぶ
。
人
間
が
文
化
に
よ
っ
て
自
然
を
超
出
し
た
と
き
、
そ
こ
に
見
い
だ
し

た
の
は
み
ず
か
ら
切
り
ひ
ら
く
べ
き
環
境
と
し
て
の
「
世
界
」
で
あ
り
、
人
間
と
は
世
界
に
あ
っ
て
未
来
の
可
能
性
を
企
て
る
ま
な
ざ
し
の
「
主
体
」

で
あ
る
。
だ
が
動
物
に
と
っ
て
視
覚
は
、「
自
然
の
計
画
」
に
よ
っ
て
そ
の
環
境
に
は
め
こ
ま
れ
適
合
さ
せ
ら
れ
た
知
覚
器
官
以
上
で
は
な
く
、
そ
れ

ゆ
え
動
物
の
目
は
ま
な
ざ
し
で
は
な
い
。
動
物
の
目
は
ま
な
ざ
し
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
か
れ
ら
動
物
と
、
厳
密
な
意
味
で

視
線
を
交
わ
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
れ
ら
が
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
ビ
オ
ト
ー
プ
と
重
な
り
合
い
接
す
る
と
し
て
も
、

動
物
に
と
っ
て
人
間
は
ま
ず
は
自
分
の
ビ
オ
ト
ー
プ
の
な
か
で
目
に
と
ら
え
た
異
種
の
個
体
と
し
て
、
こ
れ
を
攻
撃
す
る
か
逃
走
す
る
か
、
あ
る
い

は
無
視
す
る
か
、
い
ず
れ
せ
よ
本
能
的
な
反
応
を
ひ
き
だ
す
「
視
覚
標
識
」
に
す
ぎ
な
い
。
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
わ
れ
て
い
る
イ
ヌ
や
猫
に
し
て
も
、

実
状
は
ど
う
や
ら
、
動
物
た
ち
に
と
っ
て
飼
い
主
は
疑
似
親
か
群
れ
の
仲
間
と
し
て
、
か
れ
ら
の
群
れ
の
社
会
順
位
に
組
み
こ
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
ど
れ
ほ
ど
こ
ま
や
か
な
愛
情
の
交
流
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
人
間
ど
う
し
の
視
線
の
交
流
と
は
異
質
で
あ
る
。
動
物
と
人
間
の

関
係
は
、
相
互
に
重
な
り
つ
つ
も
け
っ
し
て
ひ
と
つ
に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
ビ
オ
ト
ー
プ
の
あ
い
だ
に
横
た
わ
る
深
淵
に
よ
っ
て
隔
て

ら
れ
て
い
る
。 

 

要
す
る
に
、
人
間
と
い
う
自
然
種
が
棲
み
こ
む
ビ
オ
ト
ー
プ
は
他
の
動
物
種
の
ビ
オ
ト
ー
プ
や
植
生
と
重
層
的
に
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
ひ
と
つ

の
生
態
系
を
形
成
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
が
「
環
境(U

m
w

elt)

」
と
呼
ん
で
い
る
他
の
種
の
ビ
オ
ト
ー
プ
と
は
こ
と
な
っ
て
、「
世
界
」

で
あ
り
「
文
明
」
で
あ
り
「
文
化
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
環
境
論
や
環
境
倫
理
学
が
、
し
ば
し
ば
自
然
と
人
間
と
の

関
係
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
敵
対
関
係
と
と
ら
え
て
、
全
体
と
し
て
の
自
然
や
生
態
系
を
破
壊
す
る
文
明
や
文
化
を
批
判
す
る
の
に
対
し
て
、
ジ
ョ
ン
・

パ
ス
モ
ア
は
「
人
類
が
世
界
に
現
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
世
界
に
何
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
唯

一
の
可
能
な
答
え
と
し
て
、
そ
れ
は
文
明
で
あ
る
」（

13
）

と
い
い
、
そ
し
て
「
植
物
に
対
し
て
で
あ
れ
、
動
物
に
対
し
て
で
あ
れ
、
人
間
は
略
奪
者
と

し
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
異
議
を
唱
え
る
。
こ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
「
人
間
は
自
然
の
支
配
者
で
あ
る
」
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と
主
張
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。 

「
生
態
学
的
に
見
れ
ば
、
た
し
か
に
人
間
は
植
物
・
動
物
・
土
地
と
一
緒
に
一
つ
の
共
同
体
を
形
成
し
て
い
る
。・
・
・
け
れ
ど
も
、
も
し
そ
の
構

成
員
た
ち
が
共
通
の
利
害
を
持
ち
合
わ
せ
、
し
か
も
相
互
の
責
務
を
認
め
あ
う
こ
と
が
一
つ
の
共
同
体
に
不
可
欠
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
・
植
物
・

動
物
・
土
地
の
四
者
は
一
つ
の
共
同
体
を
形
成
し
て
は
い
な
い

、
、
、
。
た
と
え
ば
バ
ク
テ
リ
ア
と
人
間
と
は
相
互
の
責
務
を
認
め
あ
っ
て
も
い
な
け
れ

ば
、
ま
た
共
通
の
利
害
を
持
ち
合
わ
せ
て
も
い
な
い
」。（

14
） 

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
と
同
じ
意
味
で
、
自
然
に
「
対
し
て(to)

」
責
任
を
負
う
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
「
自
然
に
関
す
る

、
、
、
責
任(responsibility for nature)

」（
15
）

を
負
う
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
野
生
を
超
出
す
る
こ
と
で
孤
立
し
た
種
と
な
っ

た
人
間
は
、
そ
の
孤
独
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
ビ
オ
ト
ー
プ
で
あ
る
「
世
界
」
の
内
部
に
見
い
だ
さ
れ
経
験
さ
れ
る
自
然
、
つ
ま
り
自
然
種

と
自
然
物
と
自
然
現
象
に
か
ん
し
て

、
、
、
、
、
人
間
ら
し
い
や
り
方
で
そ
の
意
味
や
美
を
問
い
、
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
同
胞
や
次
世
代
に
対
し
て

、
、
、
責
務
を
負

う
べ
く
呪
縛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。 

 

三 

「
自
然
─
世
界(nature-world)

」  

  

わ
れ
わ
れ
の
文
化
が
そ
こ
か
ら
生
い
そ
だ
っ
た
、
深
層
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
と
地
続
き
の
自
然
、
し
か
も
い
ま
で
は
わ
れ
わ
れ
の
視
界
の
周
縁
へ

と
追
い
や
ら
れ
た
自
然
を
想
定
し
て
こ
れ
を
「
自
然
自
体
」、「
全
体
と
し
て
の
自
然
」
さ
ら
に
は
「
原
生
の
、
野
生
の
自
然
」
と
呼
ぼ
う
と
も
、
そ

れ
は
人
間
が
出
現
し
た
時
点
で
失
わ
れ
た
楽
園
の
物
語
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
勝
手
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
し
か
な
い
。
日
々
生
活
す
る
経
験
に
そ
く

し
て
い
う
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
「
ビ
オ
ト
ー
プ
（
生
活
場
所
）」
は
天
と
地
に
区
切
ら
れ
た
世
界
と
、
そ
の
様
態
と
し
て
の
文
化
・
文
明
で
し

か
あ
り
え
な
い
。
こ
の
人
間
の
ビ
オ
ト
ー
プ
、
つ
ま
り
世
界
の
総
体
を
「
大
自
然
」
と
呼
ぶ
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
の
空
虚
な
宇
宙
論
的
理
念
に
迷

い
こ
む
。
わ
れ
わ
れ
が
経
験
概
念
と
し
て
「
自
然
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
み
ず
か
ら
の
ビ
オ
ト
ー
プ
で
あ
る
こ
の
世
界
や
文
化
の
内
部
で
、
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人
間
の
所
産
で
は
な
い
も
の
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
経
験
さ
れ
る
種
や
個
体
や
で
き
ご
と
と
し
て
の
自
然
所
産
以
外
に
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
を
天

と
名
指
し
地
と
名
指
す
の
も
、
水
や
火
を
使
う
の
も
、
や
は
り
世
界
に
生
き
る
人
間
の
文
化
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
な

の
は
自
然
と
人
間
、
自
然
と
精
神
の
二
項
対
立
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
世
界
内
部
に
あ
っ
て
こ
の
世
界
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
概
念
領
域
と

し
て
の
自
然
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
ク
ワ
イ
ン
が
い
う
よ
う
に
、科
学
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
世
界
に
つ
い
て
の
信
念
体
系
で
あ
る
以
上
、

科
学
も
ま
た
文
化
の
一
領
域
で
あ
り
、
科
学
が
記
述
し
わ
れ
わ
れ
に
お
し
え
る
「
自
然
」
も
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
構
成
す
る
ひ
と
つ
の
文

化
的
概
念
領
域
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
従
来
人
間
や
精
神
や
文
化
に
対
置
さ
れ
「
自
然
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て

き
た
あ
い
ま
い
な
概
念
に
代
え
て
、
こ
れ
を
「
自
然
─
世
界(nature-w

orld)

」
と
呼
ぼ
う
と
思
う
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
文
化
概
念

で
し
か
あ
り
え
な
い
「
自
然
」
を
名
指
す
概
念
と
し
て
、
バ
ー
リ
ア
ン
ト
の
「
自
然
的
─
文
化
的
領
域
」
と
し
て
の
「
環
境
」
と
も
、
こ
れ
と
き
わ

め
て
よ
く
似
た
和
辻
の
現
象
学
的
「
風
土
」
や
こ
れ
に
影
響
を
受
け
た
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
の
「
風
土
（
エ
ク
メ
ー
ネ(écoum

ène)

な
い
し
ミ

リ
ュ
ー(m

ilieux)

）」
と
も
こ
と
な
っ
て
い
る
。 

和
辻
の
「
風
土
性
」
と
は
、
人
間
の
現
存
在
の
「
現(D

a)

」
に
お
け
る
空
間
性
を
問
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
「
間
柄
」
と
し
て
の
「
わ

れ
わ
れ
」
の
共
同
体
の
実
存
の
志
向
的
構
造
と
し
て
「
一
つ
の
民
族
の
永
い
間
の
風
土
的
自
己
了
解
を
表
現
す
る
」（

16
）

も
の
で
あ
る
。
寒
風
に
せ
よ

春
風
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
外
の
気
象
だ
が
、
し
か
し
こ
の
気
象
を
経
験
す
る
こ
と
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
「
ま
ず
我
々
自
身
を
了
解
す

る
」
の
で
あ
り
、
寒
さ
を
し
の
ぐ
衣
服
や
炭
と
い
っ
た
道
具
を
つ
く
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
か
か
る
手
段
の
発
見
」
も
ま
た
「
風
土
に
お
け
る
自
己
了

解
」（

17
）

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
か
ぎ
り
で
、
こ
こ
に
は
人
間
の
共
同
体
の
自
己
了
解
と
し
て
の
「
風
土
の
現
象
」
以
外
に
「
自
然
」
と
呼
ば
れ
る
よ

う
な
も
の
は
存
在
せ
ず
、
自
然
と
人
工
と
は
風
土
に
お
い
て
ひ
と
つ
に
な
る
。
ベ
ル
ク
は
正
し
く
も
、
人
間
が
介
在
し
な
い
「
原
生
的
な
自
然
な
ど

と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
」
と
い
い
、「
自
然
」
と
は
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
が
表
象
す
る
も
の
以
外
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
自
然
は
つ
ね
に
媒

介
さ
れ
、
社
会
化
さ
れ
、
文
化
的
な
も
の
と
な
る
」（

18
）

と
い
う
。
だ
が
こ
こ
で
も
自
然
は
、
そ
の
著
作
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
文
化
を
ふ
た
た
び
自
然
に
、

自
然
を
ふ
た
た
び
文
化
に
」
に
し
た
が
っ
て
、
結
局
は
「
風
土
」
と
い
う
文
化
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
ベ
ル
ク
の
風
土
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
葡
萄
酒
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の
壺
や
ギ
リ
シ
ャ
神
殿
に
と
り
あ
つ
め
ら
れ
る
天
・
地
・
神
・
人
か
ら
な
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
後
期
の
「
四
域(G

eviert)

」
で
あ
る
。
惑
星
に
ま
で
広

が
る
「
風
土
（
エ
ク
メ
ー
ネ
）
の
展
開
」
は
、「
物
の
自
然
」
で
あ
る
「
大
地
」
と
「
世
界
」
と
の
「
争
い(Streit)

」
を
つ
う
じ
て
大
地
そ
れ
自
身
を

あ
る
ひ
と
つ
の
世
界
の
〈
拓
け
〉
の
う
ち
に
保
持
す
る
「
人
間
の
作
品
」（

19
）

で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
技
術
と
象
徴
の
力
の
所
産
と
し
て
の
風
土
と

い
う
作
品
に
あ
っ
て
、
人
間
は
自
然
の
う
ち
に
超
自
然
的
な
も
の
を
感
じ
と
り
、「〈
全
体
〉
と
の
神
秘
的
な
結
び
つ
き
を
表
現
す
る
」（

20
）

と
い
う
の

で
あ
る
。 

だ
が
わ
れ
わ
れ
の
い
う
「
自
然
─
世
界
」、
ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド
は
、
な
る
ほ
ど
人
間
の
ビ
オ
ト
ー
プ
が
世
界
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
ひ
と
つ
の
文

化
概
念
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
然
そ
れ
自
身
が
文
化
所
産
と
し
て
人
工
と
ひ
と
続
き
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ

の
ミ
リ
ュ
ー
、
わ
れ
わ
れ
の
ビ
オ
ト
ー
プ
を
「
世
界
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
「
世
界
」
の
内
部
で
は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
の
ミ
リ
ュ
ー
、
ビ
オ
ト

ー
プ
が
複
雑
に
交
差
し
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
自
然
を
み
ず
か
ら
の
「
超
越
論
的
過
去
」
と
見
る
シ
ェ
リ
ン
グ
的
精
神
の

一
元
論
、
あ
る
い
は
大
地
と
そ
こ
を
這
う
コ
オ
ロ
ギ
や
そ
こ
に
吹
く
風
を
「
四
域
」
の
コ
ス
モ
ス
へ
と
と
り
あ
つ
め
る
根
源
的
な
「
ポ
イ
エ
ー
シ
ス

＝
ピ
ュ
シ
ス
」
の
一
元
論
で
は
な
く
、
相
互
に
交
錯
し
重
層
し
あ
う
多
様
な
ビ
オ
ト
ー
プ
の
多
元
主
義
と
共
生
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
世
界
内
部
で

鳴
く
コ
オ
ロ
ギ
や
畑
を
荒
ら
す
熊
を
見
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
「
自
然
」
と
名
指
す
と
き
、
そ
れ
は
文
化
概
念
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
コ

オ
ロ
ギ
や
熊
の
ビ
オ
ト
ー
プ
そ
れ
自
体
が
「
世
界
」
に
と
り
あ
つ
め
ら
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
風
土
や
文
化
の
所
産
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は

わ
れ
わ
れ
の
ビ
オ
ト
ー
プ
と
交
差
し
、
と
き
に
わ
れ
わ
れ
の
風
土
や
文
化
に
と
っ
て
排
除
さ
る
べ
き
障
害
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ

を
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
内
部
の
「
自
然
」
と
名
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
自
然
を
美
的
に
鑑
賞
す
る
の
は
ひ
と
つ
の
文
化
だ
と
し
て
も
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
自
然
美
と
芸
術
美
が
ひ
と
つ
に
な
る
（
21
）

わ
け
で
も
な
い
。「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
カ
ー
ル
ソ
ン
の
い
う

「
常
識
的
・
科
学
的
知
識
」
に
も
と
づ
い
て
人
工
物
か
ら
区
別
し
て
い
る
種
や
個
体
や
で
き
ご
と
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
わ
れ
わ
れ

が
生
き
経
験
す
る
世
界
内
部
の
ひ
と
つ
の
概
念
領
域
で
あ
り
、「
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
」
も
ま
た
、
こ
れ
と
は
こ
と
な
っ
た
ひ
と
つ
の
概
念
領
域
な
の
で

あ
る
。 
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そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
が
美
的
に
経
験
す
る
自
然
と
は
、
よ
り
限
定
的
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
ビ
オ
ト
ー
プ
で
あ
る
世
界
内
部
に
あ
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
が
と
く
に
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド
」
と
呼
ぶ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
、
つ
ま
り
た
と
え
品
種
改
良
や
保
護
や
景
観
設
計
等
で
人
間
の
手

が
加
わ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
存
在
自
体
は
人
工
に
は
よ
ら
な
い
種
や
個
体
や
で
き
ご
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
道
ば
た
に
咲
く
一
輪
の
花
を

見
、
そ
の
香
り
を
か
い
で
楽
し
む
。
都
会
の
高
層
ビ
ル
の
上
に
架
か
る
虹
や
、
そ
の
む
こ
う
に
つ
ら
な
る
山
陰
に
陽
が
雲
を
赤
く
染
め
な
が
ら
落
ち

て
い
く
風
景
に
息
を
の
む
。
こ
れ
ら
は
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
に
お
い
て
美
的
に
経
験
す
る
自
然
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
自
然
の
美
的
経
験
と

は
、
ま
ず
は
当
の
自
然
対
象
が
ま
さ
に
人
工
で
は
な
い
自
然
と
し
て
、
つ
ま
り
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド
」
に
あ
る
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
こ
と

を
い
う
。 

 

四 

自
然
の
美
的
鑑
賞
の
「
正
し
さ
」 

 

「
自
然
」
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
語
れ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
自
然
の
「
美
的
」
鑑
賞
と
は
ど
の
よ
う
な
経
験

な
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
自
然
鑑
賞
の
「
芸
術
モ
デ
ル
」
を
批
判
す
る
カ
ー
ル
ソ
ン
に
と
っ
て
問
題
は
、
自
然
を
ま
さ
に
自
然
と
し
て
鑑
賞
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
ま
ず
は
作
品
で
も
風
景
画
で
も
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
自
然
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
自
然
環
境
の
す
べ
て
が
か
な
ら
ず
し
も
美
的
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
環
境
の
な
か
の
美
的

に
有
意
味
な
部
分
な
い
し
位
相
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
を
も
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
特
定
の
位
相

に
焦
点
を
あ
て
て
見
る
作
用
を
ポ
ー
ル
・
ジ
フ
に
な
ら
っ
て
「
位
相
化
（aspection

）」（
22
）

と
呼
ぶ
。
ジ
フ
に
よ
れ
ば
、
作
品
を
鑑
賞
し
評
価
す
る

た
め
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
、
歴
史
的
な
情
報
や
他
の
作
品
と
の
比
較
な
ど
は
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
海
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
が
海
の
風
景
画
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
手
に
な
る
こ
と
、
か
れ
に
独
特
の
筆
づ
か
い
や
様
式
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
や
知
識

は
、
当
の
作
品
を
一
定
の
方
向
で
味
わ
い
評
価
す
る
よ
う
に
鑑
賞
者
を
導
く
（
23
）
。
そ
れ
と
お
な
じ
よ
う
に
自
然
に
つ
い
て
の
知
識
も
、
山
岳
や
渓
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谷
や
湿
地
と
い
っ
た
自
然
の
そ
の
つ
ど
こ
と
な
っ
た
環
境
の
「
な
に
」
に
焦
点
を
あ
て
る
べ
き
か
と
い
う
位
相
化
に
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 
さ
ら
に
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、
ジ
フ
の
議
論
を
よ
り
精
緻
に
理
論
化
し
た
ケ
ン
ド
ー
ル
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
に
言
及
し
て
、
そ
の
つ
ど
の
自
然
対
象
に
対
す

る
美
的
鑑
賞
の
「
正
し
さ
」
を
問
題
に
す
る
。
ウ
ォ
ル
ト
ン
は
ジ
フ
が
作
品
の
美
的
鑑
賞
に
必
要
と
し
た
一
定
の
知
識
を
よ
り
限
定
し
て
「
芸
術
カ

テ
ゴ
リ
ー
」
と
よ
ぶ
が
、
こ
れ
に
は
絵
画
や
彫
刻
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
の
ち
が
い
、
ジ
ャ
ン
ル
や
様
式
、
形
式
な
ど
が
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
あ

る
独
得
の
色
づ
か
い
や
画
面
構
成
と
い
っ
た
や
り
か
た
で
、
作
品
そ
の
も
の
の
な
か
に
「
知
覚
に
お
い
て
弁
別
」
で
き
「
発
見
」
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
ウ
ォ
ル
ト
ン
は
、
ひ
と
は
作
品
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
諸
要
素
に
か
ん
し
て
「
正
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
で
知
覚
す
る
こ
と
を
学

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（

24
）

と
い
い
、
そ
の
か
ぎ
り
で
作
品
の
美
的
鑑
賞
に
つ
い
て
、
そ
の
真
偽
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
ウ
ォ
ル

ト
ン
は
、
雲
や
山
や
夕
焼
け
な
ど
の
自
然
対
象
に
か
ん
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
に
特
定
の
美
的
特
質
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
に
し
て
も
、

そ
れ
は
「
芸
術
家
や
か
れ
ら
が
属
し
た
社
会
に
つ
い
て
の
歴
史
的
事
実
に
か
ん
す
る
考
察
を
ふ
く
ん
で
は
い
な
い
」（

25
）

た
め
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
も
の
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
自
然
の
美
的
鑑
賞
に
つ
い
て
は
真
偽
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。 

こ
れ
に
対
し
て
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、
か
れ
の
い
う
自
然
に
つ
い
て
の
「
常
識
的
・
科
学
的
知
識
」
を
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
「
芸
術
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
対
応

す
る
か
た
ち
で
さ
ら
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
自
然
の
美
的
鑑
賞
に
つ
い
て
も
真
偽
が
問
え
る
と
主
張
す
る
。
砂
と
泥
の
ま
ざ
っ
た
ぬ
か
る
み
に
足
を

踏
み
い
れ
る
と
き
、
ひ
と
は
こ
れ
を
ビ
ー
チ
と
し
て
、
潮
の
ひ
い
た
干
潟
と
し
て
、
あ
る
い
は
露
出
し
た
海
底
と
し
て
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
自
然
鑑
賞
は
こ
れ
を
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
知
覚
す
る
か
に
応
じ
て
変
化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
自
然

環
境
を
、
そ
れ
が
帰
属
す
る
べ
き
正
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
で
鑑
賞
す
る
必
要
が
あ
る
が
、「
自
然
に
か
ん
す
る
正
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
自
然
科

学
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
」（

26
）
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
る
と
、
科
学
者
に
よ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
づ
け
が
よ
り
正
確
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
自
然
鑑
賞
も
よ
り
正
し
く
適
切
な
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
じ
っ
さ
い
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、
ふ
つ
う
の
ひ
と
と
く
ら
べ
て
「
芸
術
批

評
家
や
芸
術
史
家
は
、
芸
術
を
美
的
に
鑑
賞
す
る
た
め
の
十
分
な
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
学
者
（naturalist

）
や
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト

は
、
自
然
を
美
的
に
鑑
賞
す
る
た
め
の
十
分
な
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
」（

27
）

だ
ろ
う
と
い
う
。 
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八
〇
年
代
以
降
カ
ー
ル
ソ
ン
は
さ
ら
に
大
胆
に
、
か
れ
が
「
科
学
的
知
識
に
も
と
づ
く
積
極
美
学(positive aesthetics)

」
と
名
づ
け
る
立
場
へ
と

踏
み
だ
す
。
そ
れ
は
、
自
然
環
境
は
、
そ
れ
が
人
間
の
手
が
加
わ
ら
な
い
「
原
生
自
然
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
「
そ
れ
に
と
っ
て
正
し
い
カ
テ

ゴ
リ
ー
、
つ
ま
り
自
然
科
学
に
よ
っ
て
情
報
と
し
て
提
供
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
」
か
ぎ
り
、「
お
お
む
ね
美
的
に
肯
定
的
な

質(positive aesthetic qualities)

を
も
っ
て
」
お
り
、「
美
的
に
善(good)

と
見
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
積
極
美
学
を
支
え
る
論
拠
と

し
て
か
れ
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
相
互
に
対
立
す
る
記
述
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
づ
け
や
理
論
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
に
か
ん
し
て
科
学
者
は
、「
美

的
な
良
さ
」
を
ひ
と
つ
の
基
準
と
し
て
採
用
す
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
よ
り
正
し
い
科
学
理
論
が
も
つ
べ
き
「
秩

序
、
規
則
性
、
調
和
、
バ
ラ
ン
ス
、
緊
張
、
そ
の
解
決
」
と
い
っ
た
質
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
う
し
た
質
は
「
わ
れ
わ
れ
が
芸
術
に
お
い
て
美
的
に
よ

い
と
み
な
す
質
」
と
お
な
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
科
学
は
自
然
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
部
分
的
に
は
美
的
な
良
さ
と
い
う
照
明
の
も
と
で
創
造

す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
の
世
界
を
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
美
的
に
よ
い
も
の
と
見
さ
せ
る(appear)

。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
創

ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
正
し
い
―
―
適
切
な
美
的
鑑
賞
を
ふ
く
み
、
当
の
鑑
賞
の
対
象
の
美
的
な
質
と
価
値
と
を
開
示
す
る
―
―
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ

る
」（

28
）
。
お
な
じ
よ
う
な
主
張
は
、
ロ
ル
ス
ト
ン
の
環
境
倫
理
に
も
見
ら
れ
る
。
ロ
ル
ス
ト
ン
も
、
自
然
は
そ
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
所
産
と
し
て
、

そ
の
内
部
に
「
よ
り
根
本
的
な(elem

ental)

美
的
特
質
を
客
観
的
に
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
」（

29
）

と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
か
た
ち
、
構

造
、
完
全
さ(integrity)

、
秩
序
・
・
・
多
様
性
、
統
一
性
な
ど
」
を
あ
げ
、
こ
の
「
拡
張
さ
れ
た
美
学
」
と
し
て
の
「
生
態
学
的
美
学(ecological aesthetics)

」

（
30
）

と
か
れ
の
主
張
す
る
「
大
い
な
る
地
球(a G

rand Earth)

」
に
お
け
る
「
エ
コ
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
倫
理
学
」
と
を
む
す
び
つ
け
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
カ
ー
ル
ソ
ン
や
ロ
ル
ス
ト
ン
は
、
自
然
を
神
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
創
造
さ
れ
る
も
の
と
考
え
、
こ
の
合
目
的
性
に
お
い
て
自
然
を

「
本
質
か
ら
し
て
美
的
に
善
で
あ
る
（good

）」（
31
）

と
す
る
古
典
的
な
積
極
美
学
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
か
れ
ら
の
積

極
美
学
に
お
い
て
は
、「
原
生
自
然
」
や
「
大
い
な
る
地
球
」
と
い
う
宇
宙
論
的
理
念
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
全
体
と
し

て
の
自
然
に
お
け
る
美
の
主
張
も
、
科
学
理
論
の
秩
序
や
規
則
性
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
知
的
で
論
理
的
な
質
を
、
対
象
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
経
験
さ
れ
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る
秩
序
や
規
則
性
と
い
っ
た
美
的
な
質
に
な
ぞ
ら
え
る
た
ん
な
る
類
比
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
た
だ
ち
に
こ
れ
を
認
め
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
科
学
者
が
緊
密
な
論
理
秩
序
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
理
論
に
つ
い
て
「
美
し
い
」
と
口
に
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や

は
り
た
ん
な
る
比
喩
に
す
ぎ
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
カ
ー
ル
ソ
ン
が
主
張
す
る
自
然
の
美
的
鑑
賞
に
か
ん
す
る
「
環
境
モ
デ
ル
」
も
、
わ
れ
わ
れ

が
芸
術
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
っ
て
作
品
内
部
に
発
見
す
る
形
式
や
様
式
に
か
か
わ
る
美
的
特
質
を
、
科
学
的
「
正
し
さ
」
に
対
応
す
る
秩
序
や
規

則
性
な
ど
の
論
理
的
特
質
に
適
用
す
る
と
い
う
点
で
、
か
れ
自
身
が
批
判
し
た
「
芸
術
モ
デ
ル
」
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。 

さ
き
に
見
た
芸
術
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
か
ん
す
る
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
議
論
に
は
、
あ
き
ら
か
に
循
環
が
あ
る
。
作
家
は
自
分
が
帰
属
す
る
ア
ー
ト
ワ
ー
ル

ド
に
お
い
て
美
的
に
意
味
を
も
つ
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
で
ひ
と
つ
の
作
品
を
意
図
し
制
作
す
る
が
、そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
鑑
賞
者
も
、

ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
も
と
で
作
品
を
適
正
に
鑑
賞
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
循
環
は
論
理
的
な
、
そ

れ
ゆ
え
無
意
味
な
循
環
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
は
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
構
造
で
あ
る
。
一
方
、
自
然
の
目
的
論
を
と
ら
な
い
か
ぎ
り
ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ

ー
ル
ド
に
は
作
者
や
意
図
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
す
、
そ
れ
ゆ
え
構
造
論
的
循
環
は
こ
こ
に
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、
科
学

者
が
自
然
の
プ
ロ
セ
ス
に
置
き
い
れ
た
理
論
的
で
知
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
た
ん
な
る
類
比
に
よ
っ
て
美
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
つ
な
げ
る
こ
と
で
、

ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド
に
も
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
と
類
比
的
な
構
造
論
的
循
環
を
想
定
す
る
。
ま
た
ロ
ル
ス
ト
ン
の
い
う
よ
う
に
、
か
り
に
自
然
内
部

に
そ
れ
自
体
と
し
て
秩
序
や
構
造
や
生
命
に
ま
つ
わ
る
あ
る
種
の
特
質
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
「
よ
り
根
本
的
な
美
的
、
、
特
質
」（
傍
点
引
用

者
）
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
論
点
先
取
の
虚
偽
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
論
理
的
で
無
意
味
な
循
環
で
あ
る
。 

自
然
を
「
自
然
と
し
て
」
美
的
に
鑑
賞
す
る
た
め
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
知
識
を
必
要
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
相
当
量
の
論
争
が
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
バ
ッ
ド
の
よ
う
に
、
美
的
対
象
が
最
低
限
「
自
然
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
と
き
に
科

学
的
知
識
が
美
的
鑑
賞
に
影
響
す
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
夕
日
や
花
を
美
的
に
観
賞
す
る
た
め
に
か
な
ら
ず
し
も
太
陽
と
そ
れ
が
地
球
に
対
し

て
と
る
関
係
や
花
が
生
殖
器
官
で
あ
る
こ
と
を
知
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
そ
の
花
が
毒
性
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
科
学
的
知
識
は
か

え
っ
て
そ
の
花
に
対
す
る
美
的
鑑
賞
を
さ
ま
た
げ
る
こ
と
も
あ
る
（
32
）

と
い
う
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
ま
た
自
然
の
事
象
が
生
じ
た
自
然
過
程
に
は
あ
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る
程
度
科
学
的
に
説
明
可
能
な
プ
ロ
セ
ス
が
関
与
し
て
い
る
に
も
せ
よ
、
そ
の
対
象
が
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
美
的
な
」
対
象
と
し
て
現
象

す
る
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
作
家
の
意
図
に
対
応
す
る
よ
う
な
も
の
を
仮
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
対
象
を

美
的
に
「
正
し
く
」
鑑
賞
す
る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
ど
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
は
バ
ッ
ド
が
い
う
よ
う
に
、
自
然
対

象
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
美
的
鑑
賞
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
、
刻
々
と
変
化
す
る
自
然
過
程
の
な
か
で
、
そ
れ
を
経
験
す
る
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
や

聴
覚
、
触
覚
と
い
っ
た
知
覚
の
様
態
や
、
ど
の
部
分
に
注
目
す
る
か
に
か
か
わ
る
位
相
化
、
ま
た
自
然
に
つ
い
て
の
知
識
の
ど
の
レ
ベ
ル
で
鑑
賞
す

る
か
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
応
じ
て
相
対
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
（
33
）
。 

 

五 

自
然
の
「
美
的
」
特
質 

 
 

 

カ
ー
ル
ソ
ン
や
ロ
ル
ス
ト
ン
が
論
理
的
循
環
に
お
ち
い
っ
た
の
は
、
そ
も
そ
も
近
代
美
学
に
お
け
る
「
美
的
」
と
い
う
語
の
使
用
の
あ
い
ま
い
さ

に
よ
っ
て
い
る
。
バ
ッ
ド
も
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
認
め
た
上
で
、
ま
た
カ
ン
ト
の
「
無
関
心
性
」
と
快
・
不
快
の
経
験
と
い
う
伝
統
的
な
枠
組
み
を

前
提
し
た
上
で
、
シ
ブ
リ
ー
や
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
い
う
対
象
の
「
美
的
特
質
」
と
「
非
美
的
特
質
」
と
の
区
別
に
言
及
し
て
い
る
。
シ
ブ
リ
ー
は
、
い

わ
ゆ
る
美
的
用
語(aesthetic term

)

な
い
し
美
的
概
念
―
―
優
美
、
繊
細
、
け
ば
け
ば
し
い
、
情
熱
的
、
崇
高
、
醜
悪
、
晴
朗
な
ど
―
―
が
指
示
す
る

あ
る
対
象
の
「
美
的
な
質(qualities)

」
と
、
そ
の
対
象
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
五
感
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
知
覚
し
た
り
物
理
的
に
記
述
し
た
り
で

き
る
「
非
美
的
特
徴 (non-aesthetic features)

」
―
―
な
め
ら
か
、
細
か
い
、
赤
い
、
巨
大
、
ね
ば
ね
ば
す
る
、
明
る
い
な
ど
―
―
と
を
区
別
す
る
。

そ
の
上
で
シ
ブ
リ
ー
は
一
方
で
、
こ
の
優
美
さ
は
そ
の
な
め
ら
か
な
か
た
ち
に
「
よ
っ
て
い
る(due to, responsible for)

」
と
か
、
そ
の
ね
ば
ね
ば

し
た
感
触
が
こ
れ
を
醜
悪
に
「
し
て
い
る(result from

, m
ake it)

」
と
い
う
よ
う
に
、
美
的
概
念
な
い
し
美
的
質
は
非
美
的
特
徴
に
あ
る
し
か
た
で
「
依

存
し(depend 

upon)

」
あ
る
い
は
「
寄
生
的(parasitic)

」（
34
）

で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
な
め
ら
か
な
も
の
は
肌
を
傷
め
な
い
」
と
い
う
ば

あ
い
の
よ
う
に
、
特
定
の
原
理
や
ル
ー
ル
や
因
果
性
と
い
っ
た
論
理
的
に
十
分
な
や
り
方
で
「
条
件
づ
け
ら
れ
て(condition-governed)

」
い
る
わ
け
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で
は
な
い
と
い
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
対
象
の
非
美
的
特
徴
を
知
覚
す
る
経
験
と
、
こ
れ
を
美
的
質
と
し
て
味
わ
う(taste)

経
験
と
を

つ
な
ぐ
の
は
、
シ
ブ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
非
美
的
特
徴
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
側
の
「
あ
る
種
自
然
な
反
応(response)

で
あ
り
、
対
応(reaction)

で
あ
り
、
能
力(ability)

」（
35
）

で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
自
然
な
」
反
応
は
、
一
方
で
は
社
会
的
な
学
習
の
結
果
で
も
あ
る
。
子
ど
も
は
も
の

を
見
た
り
聞
い
た
り
触
っ
た
り
す
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
ま
ず
は
両
親
や
先
生
な
ど
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
、
と
く
に
か
れ
ら
の
注
意
や
関
心
を

引
く
か
た
ち
や
色
や
感
触
な
ど
の
非
美
的
特
徴
に
対
し
て
美
的
と
い
う
点
で
ど
の
よ
う
に
反
応
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
こ
う
し
て
感
じ
と
ら
れ
た
美

的
質
を
ど
の
よ
う
な
用
語
で
名
指
す
べ
き
か
を
学
び
、
学
習
と
訓
練
を
つ
う
じ
て
こ
れ
を
洗
練
さ
せ
て
い
く
。
こ
う
し
た
美
的
用
語
の
習
得
も
、
他

の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
習
得
と
と
も
に
発
達
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
美
的
用
語
の
使
用
は
な
ん
ら
特
別
な
も
の
で
は
な
く
、
日
常
会
話
に

お
け
る
通
常
の
使
用
で
あ
る
。 

 

シ
ブ
リ
ー
の
こ
の
議
論
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
美
的
経
験
は
、
他
の
経
験
と
く
ら
べ
て
特
別
な
能
力
や
感
受
性
を
必

要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ご
く
日
常
的
な
経
験
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
が
美
的
用
語
を
適
用
す
る
対
象
も
、「
詩
や
音
楽
と
な
ら
ん

で
、
ひ
と
や
建
物
、
花
や
庭
、
花
瓶
や
家
具
」
な
ど
多
岐
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
美
的
経
験
と
い
わ
れ
る
も
の
が
対
象
の
非
美
的

特
徴
に
対
す
る
ご
く
日
常
的
な
注
目
や
関
心
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
特
定
の
「
関
心
、
お
ど
ろ
き
、
賞
賛
、
よ
ろ
こ
び(delight)

あ
る
い
は
嫌
悪

(distaste)

」
と
い
っ
た
反
応
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
「
美
的
な
関
心
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
心
に
依
存
し
て
い
る
」（

36
）

と
い
う
事
実
の
認
識
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
好
み
や
選
択
や
尊
敬
と
い
っ
た
そ
れ
自
体
非
美
的
な
関
心
に
は
、「
美
し
い
、
優
雅
、
す
て
き
な
、
繊
細
」
な
と
い
っ
た
美
的
用
語
が
か
か

わ
る
だ
ろ
う
し
、
恐
怖
や
反
感
に
は
「
醜
い
」
と
い
う
美
的
用
語
が
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
正
確
さ
や
精
巧
さ
、
妙
技
に
対
す
る
関
心
に
は
「
繊
細
、

と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
」
と
い
っ
た
美
的
用
語
が
、
そ
し
て
機
能
や
適
合
性
に
対
す
る
関
心
に
は
「
み
ご
と
な(handsom

e)

」
と
い
っ
た
美
的
用
語
が
か

か
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
美
的
経
験
に
お
い
て
問
題
な
の
は
対
象
に
対
す
る
「
無
関
心
性
」
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
関
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象

の
非
美
的
特
徴
が
も
ち
う
る
実
践
や
実
用
に
か
か
わ
る
、
そ
し
て
特
定
の
原
理
や
ル
ー
ル
や
因
果
性
と
い
っ
た
論
理
的
に
十
分
な
や
り
方
で
「
条
件

づ
け
ら
れ
る
」
関
心
で
は
な
い
に
し
て
も
、
し
か
し
こ
う
し
た
関
心
に
依
存
し
寄
生
し
つ
つ
、
当
の
対
象
の
非
美
的
特
徴
に
対
し
て
、
特
定
の
美
的
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共
同
体
が
「
美
的
」
と
呼
び
な
ら
わ
す
、
お
お
む
ね
感
性
や
感
受
性
、
趣
味
に
か
か
わ
る
反
応
と
し
て
生
じ
る
あ
る
種
の
関
心
で
あ
る
（
37
）
。
こ
の

美
的
関
心
に
し
て
も
、
日
常
的
に
経
験
さ
れ
る
ご
く
ふ
つ
う
の
対
象
に
か
か
わ
る
以
上
多
様
で
、
け
っ
し
て
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
」
の
領
域
に
還
元
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
マ
ゴ
ー
リ
ス
が
い
う
よ
う
に
、
一
般
に
「
美
的
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
な
い
し
経
験
を

寄
せ
集
め
て
、
そ
こ
に
特
定
の
共
通
項
を
も
と
め
る
こ
と
で
こ
の
語
の
厳
密
な
定
義
を
こ
こ
ろ
み
て
も
、
そ
れ
は
見
こ
み
の
な
い
企
て
だ
ろ
う
（
38
）
。

そ
れ
で
も
こ
の
語
を
用
い
る
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
対
象
の
非
美
的
特
徴
に
か
ん
し
て
論
理
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
関
心
と
は
こ
と
な
っ
た
反
応

や
関
心
の
大
ま
か
な
領
域
を
囲
い
、
こ
れ
を
名
指
す
た
め
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
こ
の
語
は
、
多
様
な
美
的
関
心
に
も
と
づ
く
多
様
な
経
験
を
そ

れ
ぞ
れ
に
独
自
の
や
り
か
た
で
記
述
す
る
た
め
の
発
見
的
な
概
念
と
し
て
役
立
つ
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
美
的
」
と
い
う
語
の
こ
う
し
た
使
用
に
も

循
環
は
あ
る
。
だ
が
こ
れ
も
ま
た
、
美
的
共
同
体
に
お
け
る
構
造
論
的
循
環
で
あ
る
。 

 

シ
ブ
リ
ー
の
議
論
か
ら
引
き
だ
せ
る
こ
の
き
わ
め
て
重
要
な
結
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ブ
リ
ー
自
身
が
、
多
様
な
美
的
関
心
と
そ
れ
に
も
と
づ

く
多
様
な
美
的
経
験
の
記
述
に
成
功
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が

人
間
の
手
に
な
る
作
品
に
対
し
て
も
つ
特
定
の
美
的
な
関
心
や
反
応
と
、
自
然
対
象
に
対
し
て
も
つ
特
定
の
美
的
な
関
心
や
反
応
の
ち
が
い
に
つ
い

て
、
シ
ブ
リ
ー
が
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
や
芸
術
に
か
ぎ
ら
ず
、「
ス
ポ
ー
ツ
、
曲
芸
、

サ
ー
カ
ス
芸
、
家
具
、
衣
服
、
ワ
イ
ン
、
自
動
車
、
機
械
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
道
具
」（

39
）

な
ど
に
つ
い
て
も
美
的
鑑
賞
を
認
め
る
バ
ッ
ド
に
つ
い
て

も
い
え
る
。
バ
ッ
ド
は
た
と
え
ば
、
美
的
に
経
験
さ
れ
る
自
然
の
非
美
的
特
性
と
し
て
「
生
命
が
と
る
形
式
」
を
あ
げ
て
、
花
を
美
的
に
鑑
賞
す
る

も
の
は
た
ん
に
そ
の
「
視
覚
的
な
見
か
け(appearance)

を
よ
ろ
こ
ぶ
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
開
花
を
春
が
め
ぐ
っ
て
「
生
命
が
再
生
し
た
こ
と
を
宣

言
し
、
ま
た
そ
の
美
し
い
表
現
と
し
て
」
経
験
す
る
と
い
う
。
だ
が
こ
の
経
験
が
、
春
の
花
を
描
い
た
絵
に
対
す
る
も
の
と
ど
う
ち
が
う
の
か
は
、

不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ト
ン
に
し
て
も
、
美
的
特
質
を
記
述
す
る
レ
ベ
ル
で
、
作
品
と
自
然
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
の
か

は
あ
き
ら
か
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ウ
ォ
ル
ト
ン
は
、
シ
ブ
リ
ー
に
は
な
か
っ
た
「
再
現
性
」
な
い
し
「
類
似
性
」
を
も
美
的
特
質
に
数
え
、
肖
像

画
に
お
け
る
色
や
か
た
ち
と
い
っ
た
非
美
的
特
質
は
、
そ
れ
が
モ
デ
ル
に
「
類
似
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
の
絵
画
作
品
の
美
的
特
質
に
関
与
し
て
い
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る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
事
実
は
、
現
実
の
人
間
と
絵
画
の
あ
い
だ
に
は
そ
の
非
美
的
特
質
に
お
い
て
、
一
方
で
生
身
の
有
機
体
と
、
他
方
で
絵
の
具

と
い
う
無
機
物
の
集
積
と
い
う
、
き
わ
め
て
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
非
美
的
特
質
は
、
こ
の
絵
が
色
や
か
た
ち
に
お
い
て
実
物
に
類

似
し
て
い
る
と
い
う
美
的
特
質
に
関
与
的
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
は
無
視
さ
れ
る
（
40
）
。
そ
れ
ゆ
え
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
主
張
に
し
た
が
え
ば
、

事
実
上
の
非
美
的
な
特
質
に
は
大
き
な
差
異
が
存
在
す
る
に
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
美
的
特
質
、
し
た
が
っ
て
美
的
経
験
に
か
ん
し
て
は
、
現
実

の
人
間
と
そ
の
肖
像
画
の
あ
い
だ
に
差
異
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
お
か
し
い
。
絵
画
平
面
上
の
色
合
い
や
か
た
ち
は
あ
く
ま

で
肌
色
の
絵
の
具
や
線
の
集
積
と
し
て
の
「
視
覚
的
デ
ザ
イ
ン(visual design)

」（
41
）

の
質
と
し
て
、
厳
密
に
い
っ
て
、
実
物
の
も
つ
肌
の
色
合
い
や

か
た
ち
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
こ
う
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
自
然
の
美
的
鑑
賞
に
か
ん
す
る
こ
れ
ら
の
諸
理
論
は
、
近
代
美
学
の
な
か
で
特
権

的
な
美
的
対
象
と
さ
れ
た
「
芸
術
作
品
」
に
対
す
る
美
的
反
応
を
記
述
す
る
美
的
用
語
を
用
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
こ
れ
ら
も
ま
た
「
芸
術
モ
デ
ル
」

に
帰
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

 

自
然
に
特
有
の
美
的
特
質
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
や
り
か
た
で
記
述
し
よ
う
と
し
て
も
、
近
代
美
学
の
な
か
で
そ
だ
っ
た
も
の
と
し
て
、
結
局
は

芸
術
作
品
を
記
述
す
る
美
的
用
語
を
も
ち
い
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
さ
け
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
っ
そ
ロ
ナ
ル
ド
・

ム
ー
ア
に
な
ら
っ
て
、「
自
然
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
賞
賛
す
る
も
の
の
多
く
は
名
前
が
な
い(nam

eless)

」（
42
）

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
名

指
す
べ
き
美
的
用
語
が
な
い
と
い
う
の
は
、
自
然
に
お
い
て
は
「
見
か
け
や
音
、
に
お
い
、
輝
き
、
色
合
い(hues)

」
な
ど
は
い
ず
れ
も
、
自
然
過
程

の
た
だ
な
か
に
あ
っ
て
刻
々
と
変
化
す
る
た
め
に
一
般
的
な
概
念
に
お
さ
ま
り
き
れ
ず
、
ま
た
自
然
対
象
は
こ
う
し
た
名
前
を
も
た
な
い
種
々
の
特

質
の
組
み
あ
わ
せ
か
ら
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
自
然
の
花
と
見
分
け
の
つ
か
な
い
ほ
ど
精
巧
に
で
き
た
造
花
の
ば
あ
い
は
ど
う
か
。
ム
ー

ア
は
、
色
合
い
や
触
感
な
ど
あ
ら
ゆ
る
点
で
ま
っ
た
く
自
然
の
花
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
い
わ
ば
完
全
な
造
花
の
ば
あ
い
に
は
、
ち
ょ
う
ど
完
全
な

ク
ロ
ー
ン
が
見
分
け
が
つ
か
な
い
の
と
同
様
に
、
お
た
が
い
が
「
物
理
的
に
」
完
全
に
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
美
的
に
双
子
」（

43
）

だ
と
認
め
る
。

し
か
も
ム
ー
ア
は
、
目
で
は
見
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
実
物
と
作
品
の
あ
い
だ
を
区
別
す
る
ダ
ン
ト
ー
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
議
論
を
念
頭
に
お

き
つ
つ
、
花
を
人
工
の
造
花
で
は
な
く
「
自
然
の
所
産
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
「
知
覚
す
る
や
り
方
を
変
え
る
」
の
だ
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と
い
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
れ
を
自
然
と
い
う
「
成
長
や
発
達
に
か
ん
す
る
固
有
の
モ
ー
ド
を
も
ち
、
そ
れ
に
固
有
の
歴
史
、
固
有
の
相
関
関
係

を
も
つ
存
在
秩
序
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
造
花
で
は
な
く
自
然
現
象
を
構
成
し
て

い
る
「
名
前
を
も
た
な
い
諸
要
素(ingredients)

」（
44
）

に
注
目
す
る
の
だ
と
い
う
。 

 

だ
が
、
一
方
で
自
然
の
花
は
造
花
と
「
物
理
的
」
に
も
「
美
的
」
に
も
共
通
な
質
を
も
ち
な
が
ら
、
な
お
そ
の
上
に
造
花
に
は
な
い
独
自
の
特
質

を
も
つ
と
い
う
と
き
、
は
た
し
て
こ
の
「
名
前
の
な
い
」
特
質
が
な
ん
な
の
か
は
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
造
花
や
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
物

ま
ね
に
対
し
て
、
ひ
と
が
欺
か
れ
た
こ
と
を
知
り
、
そ
の
美
が
人
工
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
悟
る
や
い
な
や
、
こ
の
自
然
美
に
対
す
る
「
直
接
の
、
し

か
も
知
性
的
な
関
心
」
つ
ま
り
「
自
然
が
か
の
美
を
産
出
し
た
」
と
い
う
認
識
が
消
え
失
せ
、
そ
の
結
果
「
趣
味
も
そ
の
も
の
に
も
は
や
・
・
・
な

ん
ら
の
美
を
も
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」（

45
）

と
い
う
と
き
、
こ
こ
で
も
欺
か
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
前
と
あ
と
で
、
そ
の
「
美
」
が
ど
う
変
質
す

る
の
か
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
。 

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
よ
く
で
き
て
い
て
一
瞬
本
物
と
見
ま
ち
が
え
る
よ
う
な
、
そ
の
か
ぎ
り
で
「
完
全
な
」
造

花
の
ば
あ
い
で
も
、
そ
れ
が
造
花
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
つ
ぶ
さ
に
そ
れ
を
見
る
と
き
、
そ
も
そ
も
美
的
特
質
を
支
え
る
非
美
的
特
質
、
ム
ー
ア

の
い
う
「
物
理
的
」
な
特
質
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
す
で
に
自
然
の
花
に
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
と
い
う
単
純
な
事
実
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
自
然
の

花
を
「
生
き
生
き
し
て
い
る
（
生
気
が
あ
る
）」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
字
義
通
り
に
非
美
的
特
質
を
記
述
し
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
だ
が
、
造
花
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
は
比
喩
的
に
（「
ま
る
で
生
気
が
あ
る
よ
う
だ
」）
美
的
特
質
を
記
述
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
絵
に
描
か
れ

た
葉
の
色
を
「
緑
」
と
名
指
し
、
庭
の
木
の
葉
の
色
も
「
緑
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
絵
が
ど
れ
ほ
ど
実
物
の
忠
実
な
再
現
と
見
な
さ
れ
る
ば
あ
い
で
も
、

木
の
葉
の
非
美
的
特
質
は
、
自
然
の
複
雑
な
有
機
的
プ
ロ
セ
ス
の
内
部
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
所
産
で
あ
る
そ
の
色
合
い
や
し
っ
と
り
と
し
た
触
感
や

そ
こ
に
漂
う
生
気
と
い
う
点
で
、「
緑
」
の
絵
具
で
描
か
れ
た
木
の
葉
の
非
美
的
特
質
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
し
、
山
の
地
肌
の
非
美
的
特
質
は
、

や
は
り
セ
ザ
ン
ヌ
が
絵
具
で
描
く
山
肌
と
は
こ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
絵
具
を
「
緑
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
葉
の
色
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
こ
と

な
っ
た
用
語
で
名
指
す
ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、
葉
の
色
の
微
妙
な
味
わ
い
を
正
確
に
い
い
あ
て
る
名
前
を
わ
れ
わ
れ
は
も
た
な
い
。
も
っ
と
も
語
源
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的
に
は
、
日
本
語
の
「
緑
」
は
色
の
名
前
で
あ
る
「
青
」
と
は
こ
と
な
っ
て
、「
み
ど
り
子
」
と
い
う
こ
と
ば
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
と
は
「
新

芽
・
若
枝
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
（
46
）
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
絵
の
具
の
「
緑
」
の
ほ
う
を
別
の
名
前
で
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
は
と
も
あ
れ
、
自
然
の
特
質
が
「
名
前
を
も
た
な
い
」
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
わ
れ
わ
れ
が
色
や
か
た
ち
を
記
述
す
る
と
き
用
い
る
の
は
、
わ
れ

わ
れ
に
な
じ
み
の
用
語
、
つ
ま
り
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
に
お
い
て
た
と
え
ば
絵
の
具
の
色
や
か
た
ち
を
分
節
化
す
る
た
め
に
作
っ
た
用
語
で
あ
り
、
し

か
し
こ
れ
で
は
自
然
対
象
の
特
質
を
記
述
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
ム
ー
ア
に
あ
っ
て
も
、
花
と
造
花
の
物
理
的
、
感
覚
的
同
一
性
を
認
め
る

か
ぎ
り
、
自
然
の
美
的
特
質
の
記
述
に
か
か
わ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
ひ
と
つ
に
は
近
代
美
学
に
お
け
る
仮
象
論
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
そ
の
根
を
も
っ
て
い
る
。
絵
は
実
物
の
「
再
現
」

で
あ
り
「
代
理
」
と
し
て
、
一
方
で
実
物
と
等
価
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
じ
っ
さ
い
に
は
本
物
で
は
な
く
「
た
ん
な
る
仮
象
」
だ
と
い
う
の
が
、

美
的
仮
象
論
で
あ
る
。
だ
が
絵
が
あ
る
点
で
ど
れ
ほ
ど
実
物
に
「
似
て
い
る
」
と
見
え
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
絵
は
実
物
と
等
価
で
は
な
く
、
そ

れ
は
実
物
と
は
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
た
独
自
の
「
視
覚
的
デ
ザ
イ
ン
」
で
あ
る
。
単
純
な
こ
と
だ
が
、「
絵
を
見
る
」
こ
と
は
そ
の
絵
に
描
か
れ
た
「
実

物
を
見
る
」
こ
と
と
は
ま
る
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
反
応
と
し
て
名
指
さ
れ
る
美
的
特
質
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ま

る
で
異
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
れ
ら
は
、
あ
る
点
で
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
る
点
で
似
て
い
る
も
の
を
ひ
と
つ
の
呼
び
名
「
緑
」
で
名
指
す

の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
の
経
済
で
あ
る
。
要
は
、
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で
名
指
さ
れ
た
も
の
を
、
そ
れ
ゆ
え
に
ひ
と
つ
の
質
と
あ
や
ま
っ
て
と
ら
え

て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

た
し
か
に
、
お
な
じ
ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド
に
属
す
る
完
全
な
ク
ロ
ー
ン
の
あ
い
だ
に
は
、
い
か
な
る
点
で
も
区
別
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
ク
ロ
ー
ン
と
の
類
比
で
た
と
え
ば
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
「
泉
」
と
便
器
を
考
え
て
み
る
と
き
、
両
者
と
も
に
人
工
物
で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
こ
れ
ら

も
「
非
美
的
」
に
は
双
子
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が
デ
ィ
ッ
キ
ー
が
、「
泉
」
と
便
器
と
は
そ
の
曲
線
や
つ
や
や
色
合
い
と
い
っ
た
点
で
「
美
的
」
に
も

お
な
じ
特
質
を
も
つ
（
47
）

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
ミ
ス
テ
イ
ク
を
犯
し
て
い
る
。
一
方
が
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
に
お
い
て
「
ア
ー
ト
」

と
い
う
身
分
を
授
与
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
も
は
や
便
器
と
は
こ
と
な
っ
た
「
美
的
」
な
特
質
を
帯
び
る
も
の
へ
と
「
変
容
」
す
る
。
ム
ー
ア
が
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ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド
に
属
す
る
自
然
の
花
と
そ
う
で
は
な
い
完
全
な
造
花
と
を
「
美
的
に
双
子
」
と
す
る
と
き
、
か
れ
も
ま
た
デ
ィ
ッ
キ
ー
と
お

な
じ
あ
や
ま
り
を
犯
し
て
い
る
。
バ
ッ
ド
が
「
美
的
」
と
い
う
語
の
あ
い
ま
い
さ
に
か
ん
し
て
、
伝
統
的
な
美
学
に
お
け
る
作
品
の
「
美
的
特
質
」

な
い
し
「
美
的
価
値
」
と
「
芸
術
的
特
質
」
な
い
し
「
芸
術
的
価
値
」
の
区
別
に
言
及
す
る
と
き
（
48
）
、
バ
ッ
ド
も
ま
た
お
な
じ
あ
や
ま
り
を
犯
し

て
い
る
。
そ
れ
が
芸
術
作
品
で
あ
る
と
か
自
然
物
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
と
は
べ
つ
に
、「
美
的
」
な
る
も
の
が
独
自
の
品
質
と
し
て
あ
る
と
考
え
る

と
き
、
デ
ュ
ー
イ
の
よ
う
に
生
活
の
す
べ
て
に
美
的
な
次
元
が
あ
る
と
い
う
主
張
に
導
か
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
く
な
く
と
も
美
的
な
次
元
に

お
い
て
は
自
然
も
人
工
も
、
芸
術
も
ス
ポ
ー
ツ
も
サ
ー
カ
ス
も
曲
芸
も
、
ま
っ
た
く
区
別
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
す
で
に
見
た
よ

う
に
、
芸
術
や
自
然
や
ス
ポ
ー
ツ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
「
美
的
」
特
質
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
や
自
然
や
ス
ポ
ー
ツ
を
定
義
し
区
別

す
る
の
も
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
ダ
ン
ト
ー
が
正
し
く
主
張
す
る
よ
う
に
、
作
品
の
美
的
特
質
を
同
定
す
る
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
そ
れ
が
作

品
で
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
（
49
）
。
同
様
に
自
然
物
の
美
的
特
質
を
経
験
す
る
た
め
に
も
、
わ
れ
わ

れ
は
ま
ず
そ
れ
が
ネ
イ
チ
ャ
ー
ワ
ー
ル
ド
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
わ
き
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
非
美
的
な
特
質
の
ち
が
い
を
見
分
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
お
そ
ら
く
自
然
の
花
は
完
全
な
造
花
に
は
欠
け
て
い
る
「
み
ず
み
ず
し
さ
」
を
美
的
質
と
し
て
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

バ
ッ
ド
の
い
う
よ
う
に
、
た
し
か
に
ア
ー
ト
も
ス
ポ
ー
ツ
も
サ
ー
カ
ス
も
「
美
的
」
で
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
美
的
で
あ
る
の
か
を
知

る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
ア
ー
ト
で
あ
り
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
り
サ
ー
カ
ス
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
上
で
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
ア
ー
ト
や
ス
ポ
ー
ツ
や
サ
ー
カ
ス
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
美
的
反
応
を
記
述
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
純
然
た
る
自
然
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
と
呼
ぶ
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
内
部
の
ひ
と
つ
の
領

域
と
し
て
の
「
自
然
─
世
界
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
道
ば
た
に
咲
く
一
輪
の
花
を
見
、
そ
の
香
り
を
か
い
で
楽
し
む
と
き
、
そ
れ
は
自
然
の
美
的

鑑
賞
と
い
っ
て
よ
い
。
カ
ン
ト
が
い
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
花
を
産
出
し
た
の
は
自
然
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
形
や
色
が
、
わ

れ
わ
れ
の
技
術
と
は
こ
と
な
っ
た
原
理
に
立
つ
自
然
過
程
の
結
果
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
非
美
的
特
質
も
人
工
の
造
花
と
は
異
な
っ
て
い
る

こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
渓
谷
の
岩
の
か
た
ち
や
表
層
の
肌
合
い
に
見
ら
れ
る
非
美
的
特
質
は
、
そ
れ
を
削
っ
た
途
方
も
な
い
長
さ
の
風
雨
や
浸
食
の
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痕
跡
を
見
せ
て
い
る
。
だ
が
岩
や
土
を
く
だ
き
加
工
し
て
つ
く
ら
れ
た
絵
の
具
や
草
や
花
の
汁
を
し
ぼ
っ
て
作
ら
れ
た
染
料
、
つ
や
や
か
に
み
が
か

れ
た
大
理
石
、
あ
る
い
は
玉
虫
厨
子
に
用
い
ら
れ
た
玉
虫
の
羽
な
ど
は
、
た
と
え
自
然
か
ら
と
ら
れ
た
素
材
だ
と
し
て
も
、
そ
の
非
美
的
特
質
は
す

で
に
自
然
の
ま
ま
の
と
き
と
変
化
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
こ
れ
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
作
品
が
見
せ
る
の
は
自
然
過
程
の
痕
跡
で
は
な
く
、
ア
ー
ト

ワ
ー
ル
ド
に
規
定
さ
れ
た
技
術
（
ア
ー
ト
）
の
痕
跡
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
に
つ
い
て
の
美
的
な
経
験
を
、
わ
れ
わ
れ
は
自
然
の
美
的
経
験
と
は

呼
ば
な
い
だ
ろ
う
。
床
の
間
に
飾
ら
れ
た
盆
栽
や
石
、
水
盤
に
生
け
ら
れ
た
花
、
日
本
式
の
庭
園
な
ど
は
、
な
る
ほ
ど
決
定
的
な
か
た
ち
で
人
間
の

手
が
加
わ
っ
て
お
り
、
華
道
や
庭
園
術
と
い
っ
た
人
間
に
よ
る
構
成
術
に
注
目
し
て
そ
の
美
的
特
質
を
鑑
賞
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
一
方
で
街
路

樹
を
自
然
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
お
な
じ
よ
う
に
、
人
間
の
ア
ー
ト
の
な
か
に
お
か
れ
た
自
然
過
程
の
所
産
と
見
る
ば
あ
い
に
は
、

こ
れ
を
自
然
鑑
賞
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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