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地
球
環
境
の
破
壊
や
汚
染
と
い
う
現
在
の
危
機
に
直
面
し
た
と
き
、

美
学
に
は
何
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
失
わ
れ
た
自
然
を
取
り
戻
す

た
め
に
、
自
然
に
つ
い
て
の
美
的
な
認
識
が
い
ま
や
新
た
な
意
味
を

も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
に
Ｇ
・

ベ
ー
メ
は
、
拡
張
さ
れ
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
問
題
か
ら
美
的
な
も
の
の

領
域
へ
と
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学

（
二
．
一
・
四
ｍ
＆
の
Ｚ
目
』
『
房
ご
＠
芹
）
」
を
構
想
し
て
い
る
（
１
）
。
そ
の
構
想

の
特
徴
は
、
美
学
が
自
然
哲
学
の
も
と
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
か
か
わ
る

点
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
は
、
「
自
然
に
対

す
る
人
間
の
関
係
」
の
観
点
か
ら
自
然
を
問
い
直
す
、
新
し
い
自
然

道
徳
的
人
間
の
表
現
と
し
て
の
カ
ン
ト
自
然
美
学

は
じ
め
に

１
１
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
批
判
に
答
え
て
１
１

哲
学
の
一
部
分
で
あ
り
、
こ
の
自
然
に
対
す
る
人
間
の
関
係
を
根
本

的
に
修
正
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
美
学

が
自
然
に
対
す
る
人
間
の
関
係
の
修
正
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
近
代
の
自
然
科
学
や
技
術
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
「
外
的
自
然

に
対
す
る
破
壊
的
な
関
係
」
が
、
人
間
の
身
体
と
い
う
固
有
の
自
然

に
対
す
る
関
係
へ
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
人
間
の
身
体
と
い
う
自
然
に
対
す
る
関
係
が
、
美
的
か
つ

感
性
的
な
自
然
認
識
の
対
象
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
エ
コ

ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
は
、
身
体
を
備
え
た
感
性
的
な
存
在
者
で
あ
る

人
間
に
、
彼
が
環
境
世
界
の
う
ち
に
現
存
す
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
、

「
人
間
自
身
が
自
然
で
あ
り
、
自
然
の
う
ち
に
、
そ
し
て
自
然
と
と

も
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
事
実
を
自
己
意
識
の
う
ち

へ
統
合
す
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
環
境
世
界
に
お
け

相

原
博
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る
人
間
の
情
態
（
盟
○
言
＆
己
の
ロ
ロ
の
叩
室
①
ロ
ｍ
ｏ
ｓ
ｇ
自
己
自
三
の
言
ロ
）
」

こ
そ
が
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
根
本
的
な
主
題
と
な
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ベ
ー
メ
に
よ
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
構
想
を

ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
が
こ
の
自
然
美
学
の

構
想
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ
が
古
典
的
な
自
然
美
学
に
対
し
て
根

本
的
な
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ベ
ー
メ

に
よ
れ
ば
、
古
典
的
な
自
然
美
学
に
よ
る
自
然
の
扱
い
方
は
、
近
代

の
自
然
科
学
や
技
術
に
よ
る
自
然
関
係
を
特
徴
づ
け
て
い
る
「
自
然

か
ら
の
疎
外
」
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ベ
ー
メ
は
、
エ
コ

ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
構
想
を
展
開
す
る
た
め
に
、
古
典
的
な
自
然

美
学
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
批
判
と
は
す
な
わ
ち
、

カ
ン
ト
自
然
美
学
（
２
）
を
代
表
と
す
る
古
典
的
な
自
然
美
学
が
、
教

養
を
も
ち
文
明
化
さ
れ
た
都
市
の
人
間
に
よ
る
自
然
美
の
判
定
の
み

を
問
題
に
し
て
き
た
、
言
い
換
え
れ
ば
「
市
民
の
美
学
（
言
椙
の
塁
ｓ
ｏ

シ
呂
冨
二
）
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
は
た
し

て
古
典
的
な
自
然
美
学
は
、
こ
の
批
判
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
ベ
ー
メ
に
よ
る
批
判
の
い
く
つ
か
は
決
定

的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

的
自
然
美
学
を
構
想
す
る
意
義
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

批
判
に
よ
っ
て
逆
に
見
え
な
く
な
り
、
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も

の
も
ま
た
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ベ
ー
メ
の

理
解
す
る
よ
う
な
、
教
養
を
も
ち
文
明
化
さ
れ
た
都
市
の
人
間
自
身

さ
て
、
本
節
は
ま
ず
ベ
ー
メ
に
よ
る
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の

構
想
を
示
す
。
で
は
、
こ
の
自
然
美
学
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
第

一
に
そ
れ
は
「
一
般
的
知
覚
理
論
（
二
ｍ
①
目
①
言
雪
昌
日
＆
曰
目
、
、
‐

弓
①
三
の
）
」
を
意
味
す
る
（
３
）
。
す
な
わ
ち
こ
の
自
然
美
学
は
、
「
感

性
的
認
識
の
一
般
的
理
論
」
と
い
う
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
お
よ
び
マ
イ

ヤ
ー
に
よ
る
根
源
的
な
計
画
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
的

が
、
自
然
と
自
由
と
の
間
で
「
引
き
裂
か
れ
て
い
た
」
と
い
う
事
態

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
態
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
き
、
古
典
的
な

自
然
美
学
は
、
ベ
ー
メ
が
理
解
し
た
意
味
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
ベ
ー
メ
に
よ
る
古
典
的
な
自
然
美
学
、
と
り
わ

け
カ
ン
ト
自
然
美
学
へ
の
批
判
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
自

然
美
学
の
新
た
な
意
味
を
考
え
直
し
て
み
た
い
。
本
稿
の
論
述
の
順

序
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
ベ
ー
メ
に
よ
る

エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
構
想
、
お
よ
び
こ
の
自
然
美
学
が
投
げ

か
け
て
い
る
カ
ン
ト
自
然
美
学
に
対
す
る
批
判
を
示
す
。
そ
し
て
第

二
に
、
こ
の
批
判
に
対
し
て
カ
ン
ト
自
然
美
学
が
ど
の
よ
う
に
応
答

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、
こ
の
応
答

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
事
態
か
ら
見
る
と
き
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
が
ど

の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

市
民
の
美
学
と
し
て
の
自
然
美
学
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な
関
与
（
＆
の
①
目
・
言
目
一
①
シ
ョ
①
一
一
の
）
を
、
つ
ま
り
知
覚
さ
れ
た
も
の

へ
の
情
動
的
な
関
わ
り
合
い
（
＆
：
幕
宣
く
ｏ
三
一
已
昌
目
・
）
を
、
知
覚

概
念
の
う
ち
へ
再
び
統
合
す
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
知
覚
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
ベ

ー
メ
に
よ
れ
ば
、
も
し
知
覚
が
諸
々
の
環
境
に
お
け
る
感
性
的
な
情

態
（
凶
・
弓
の
言
。
ｇ
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
知
覚
者
は
い
わ
ば
「
世
界
外

の
立
場
」
か
ら
、
自
分
の
環
境
の
う
ち
で
起
こ
る
こ
と
を
確
定
す

る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
自
分
の
環
境
の
状
態
に
よ
っ
て

「
情
動
的
に
襲
わ
れ
（
四
幕
宣
く
房
言
寄
口
）
」
、
自
分
固
有
の
情
態
性

の
う
ち
で
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
ま
さ
に
人
間
が
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
環
境
の
う
ち
に
あ
る
の
か

（
巴
＆
す
の
言
量
）
を
、
自
分
の
身
体
で
感
じ
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
は
拡
張
さ
れ
た
受
容
美
学
で
は

な
い
。
む
し
ろ
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
は
、
人
間
が
諸
々
の
「
環

境
」
や
「
対
象
」
に
よ
っ
て
情
動
的
に
襲
わ
れ
て
い
る
自
分
を
感
じ

る
こ
と
（
ｍ
三
画
夢
宣
く
ご
弩
・
夢
邑
三
宮
）
、
つ
ま
り
人
間
が
諸
々

の
環
境
や
特
定
の
対
象
の
現
前
（
吉
三
①
⑫
①
弓
皇
）
の
う
ち
に
特
徴
的

な
仕
方
で
あ
る
こ
と
（
田
＆
ケ
島
三
目
）
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
は
、
最
終
的
に
次
の
よ
う
に

特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
４
）
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
こ
の
自
然

美
学
は
、
自
然
美
の
趣
味
に
よ
る
判
定
や
自
然
性
の
道
徳
的
価
値
づ

け
、
そ
し
て
距
離
を
保
ち
な
が
ら
知
識
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と

（
昌
冨
風
の
弓
、
旨
？
【
①
目
言
宮
＆
目
ｇ
）
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
こ
の
自
然
美
学
は
、
「
美
的
な
自
然
経
験
」
、
つ
ま
り
特

定
の
自
然
の
部
分
に
あ
っ
て
（
旨
の
言
ヨ
ワ
婁
自
三
目
Ｚ
目
』
『
篝
・
穴

＆
＆
す
昌
己
の
（
）
、
住
み
、
労
働
し
、
振
舞
う
人
間
が
な
す
「
身
体
的

‐
感
性
的
な
経
験
」
を
主
要
な
問
題
に
す
る
。
そ
し
て
第
二
に
エ
コ

ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
は
、
自
然
を
文
化
や
技
術
に
対
立
す
る
も
の
と

し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
自
然
美
学
は
、
自
然
を

拡
張
さ
れ
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
主
題
と
な
る
「
社
会
的
に
構
成
さ
れ
た

自
然
」
と
し
て
理
解
す
る
（
５
）
。
そ
の
た
め
都
市
空
間
で
さ
え
も
が

最
終
的
に
は
自
然
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
自
然
美
学
と
一
般
的
な
美

学
と
の
境
界
は
流
動
的
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
自
然
美
学
と

一
般
的
な
美
学
の
境
界
の
流
動
化
に
よ
っ
て
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然

美
学
は
、
そ
の
実
践
の
場
を
「
人
間
的
な
環
境
世
界
（
盲
目
目
の

ロ
ョ
ミ
ニ
）
」
の
形
成
の
う
ち
に
見
出
す
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で

拡
張
さ
れ
た
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
一
部
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
構
想
を
ど
の
よ
う

に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
次
の
点
は
、
積
極
的
な

評
価
に
値
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
こ
の

自
然
美
学
は
、
環
境
の
う
ち
に
生
き
る
人
間
の
「
身
体
性
」
を
考
察

す
る
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
は
自
分
が
ど

の
よ
う
な
環
境
の
う
ち
に
あ
る
の
か
を
、
自
分
の
身
体
で
感
じ
と
る
、

つ
ま
り
人
間
は
自
分
の
環
境
に
よ
っ
て
感
性
的
か
つ
情
動
的
に
襲
わ

れ
る
、
と
い
う
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
人
間
理
解
か
ら
明
ら
か
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で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
こ
の
自
然
美
学
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
身

体
的
１
感
性
的
な
経
験
を
「
そ
の
全
射
程
に
わ
た
っ
て
」
考
察
す
る

枠
組
み
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美

学
が
自
然
美
の
趣
味
に
よ
る
判
定
や
自
然
性
の
道
徳
的
価
値
づ
け
、

そ
し
て
距
離
を
保
ち
な
が
ら
知
識
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
問
題

に
す
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
自
然
の
部
分
に
あ
っ
て
、
住
み
、
労

働
し
、
振
舞
う
人
間
の
経
験
を
問
題
に
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
簡
潔
に
言
う
な
ら
ば
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学

は
、
環
境
に
生
き
る
人
間
の
「
身
体
性
」
と
自
然
に
つ
い
て
の
「
経

験
全
体
」
を
考
察
す
る
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
る
点
で
、
積
極
的
な

評
価
に
値
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

古
典
的
な
自
然
美
学
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

本
稿
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
構
想
に
注
目
す
る
の
は
、
ま
さ

に
そ
れ
が
古
典
的
な
自
然
美
学
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
を
投
げ
か

け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
批
判
を
、
つ
ま
り
カ
ン
ト

自
然
美
学
を
代
表
と
す
る
古
典
的
な
自
然
美
学
に
対
す
る
批
判
を
、

ベ
ー
メ
は
次
の
よ
う
に
展
開
す
る
（
６
）
。
す
な
わ
ち
古
典
的
な
自
然

美
学
に
お
い
て
は
、
都
市
に
生
き
る
人
間
の
「
教
養
」
が
、
自
ら
を

自
然
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
「
前
提
」
で
あ
る
と
同
時

に
、
こ
れ
を
「
制
限
」
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
教
養
と
は
、
感
性
と

情
動
と
を
制
限
す
る
規
律
と
制
御
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
意
味
で
の
教
養
は
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
の
う
ち
に
も
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
は
趣
味
の
批
判

と
し
て
成
立
し
て
お
り
、
自
然
美
の
経
験
よ
り
も
む
し
ろ
自
然
美
の

判
定
を
主
題
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
自
然
美
の
判
定
は
ま
さ
に
、
教

養
を
前
提
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
も
の
に
「
関
心
を
も
た
な

い
満
足
」
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
を
可
能
に
す
る
「
距
離
を

置
い
た
態
度
」
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
第
一
に
、
カ
ン

ト
自
然
美
学
で
は
自
然
が
、
人
間
全
体
へ
の
適
合
性
と
い
う
点
で
は

な
く
、
「
人
間
の
認
識
能
力
へ
の
適
合
性
」
と
い
う
点
で
判
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
は
、
主
観
が
そ
の
認
識
能
力
と

と
も
に
対
象
と
戯
れ
る
と
き
の
快
の
感
情
を
、
美
の
感
情
と
み
な
す

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
こ
の
自
然
美
学
で
は
自
然
が
、
そ

の
「
自
然
性
（
Ｚ
三
『
言
冥
①
】
（
）
」
と
い
う
点
で
道
徳
的
に
評
価
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
自
然
は
、
人
間
が
社
会
的
な
共
同
生
活

の
う
ち
で
苦
労
し
て
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
、
お
の

ず
か
ら
生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
念
を
呼
び
覚
ま
す
ゆ
え
に
、

自
然
美
に
対
し
て
人
間
は
、
自
然
に
お
け
る
秩
序
や
調
和
へ
と
向
け

ら
れ
た
道
徳
的
な
関
心
を
抱
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
自

然
美
学
に
お
け
る
教
養
の
二
つ
の
含
意
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
自
然
に
つ
い
て
の
感
性
的
な
経

験
が
、
自
然
の
認
識
能
力
に
対
す
る
適
合
性
だ
け
を
評
価
す
る
「
距

離
を
置
い
た
知
覚
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
教
養

を
も
つ
都
市
の
人
間
が
自
然
に
触
れ
る
の
は
、
自
然
が
そ
の
「
自
然

性
」
と
い
う
点
で
「
社
会
性
に
対
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
対
立

2８ 

Hosei University Repository



す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
構
想
は
、

カ
ン
ト
自
然
美
学
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

つ
ま
り
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
は
自
然
か
ら
隔
絶
し
た
都
市
に
生
き
る

市
民
の
美
学
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
は

た
し
て
カ
ン
ト
自
然
美
学
は
こ
の
批
判
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
こ
の
批
判
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
感
性
的
な

経
験
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
点
で
、
そ
し
て
自
然
が

社
会
的
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
対
立
す
る
、
い
わ
ば
「
手
付
か

ず
の
自
然
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
点
で
、
決

定
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
エ
コ
ロ
ジ

ー
的
自
然
美
学
を
構
想
す
る
意
義
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
批
判
に
よ
っ
て
逆
に
見
え
な
く
な
り
、
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た

像
（
ロ
Ｓ
富
＆
①
ｍ
ｏ
ｏ
ｍ
①
弓
苣
）
」
を
示
す
か
ぎ
り
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
二
つ
の
含
意
に
よ
り
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
は
次
の

よ
う
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
自
然
美
学
は
、

教
養
を
も
ち
文
明
化
さ
れ
た
都
市
の
人
間
に
よ
る
自
然
美
の
判
定
の

み
を
主
題
に
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
か
ら
隔
絶
し
た
都
市
に

生
き
る
「
市
民
の
美
学
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、

は
た
し
て
カ
ン
ト
自
然
美
学
は
こ
の
批
判
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。

二
自
然
と
自
由
と
の
裂
け
目
で

も
の
も
ま
た
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ベ
ー
メ

の
理
解
す
る
よ
う
な
、
教
養
を
も
ち
文
明
化
さ
れ
た
都
市
の
人
間
自

身
が
、
自
然
と
自
由
と
の
間
で
「
引
き
裂
か
れ
て
い
た
」
と
い
う
事

態
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
当
時
の
都
市
が
自
然
の
な
か
に
孤
島

の
よ
う
に
存
在
し
、
絶
え
ず
自
ら
と
は
異
質
な
自
然
に
曝
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
こ
の
都
市
に
生
き
る
人
間
も
、
か
ろ
う
じ
て
自
ら
の
自

由
を
成
立
さ
せ
な
が
ら
も
、
絶
え
ず
異
質
な
自
然
に
曝
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
都
市
に
対
す

る
自
然
と
自
由
に
対
す
る
自
然
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
ベ
ー

メ
は
自
然
を
、
都
市
に
生
き
る
人
間
が
あ
こ
が
れ
る
「
非
社
会
的
か

つ
前
社
会
的
な
場
」
（
７
）
と
し
て
理
解
し
、
カ
ン
ト
は
自
然
を
、
「
事

物
一
般
の
現
存
在
の
規
定
の
合
法
則
性
」
（
く
、
一
・
口
］
ａ
・
閂
異
口
玉
閉
・

］
］
函
）
と
し
て
、
つ
ま
り
「
目
的
を
も
た
な
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
（
后
一
・
戸

二
面
・
巴
。
．
←
ご
）
と
し
て
理
解
す
る
（
８
）
。
そ
の
意
味
で
は
、
両
者
の

自
然
理
解
は
か
み
合
わ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ー
メ
の
よ

う
に
自
然
を
人
間
の
社
会
的
な
現
存
に
対
立
さ
せ
て
理
解
す
る
か
ぎ

り
、
こ
の
人
間
自
身
が
自
然
と
自
由
と
の
あ
る
緊
張
関
係
の
う
ち
に

生
き
て
い
た
こ
と
は
決
し
て
理
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本

節
は
、
都
市
に
生
き
る
人
間
自
身
が
自
然
と
自
由
と
の
間
で
引
き
裂

か
れ
て
お
り
、
こ
の
引
き
裂
か
れ
た
事
態
を
ど
う
調
和
さ
せ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
こ
そ
が
カ
ン
ト
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
、
ベ
ー
メ
の
批
判
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
と
し
た
い
。

さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
う
ち
で
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理
性
の
理
論
的
使
用
を
批
判
し
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
う
ち
で
理

性
の
実
践
的
使
用
を
批
判
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
、
カ
ン
ト

の
理
性
批
判
の
終
着
地
で
は
な
い
。
『
判
断
力
批
判
』
と
い
う
さ
ら

な
る
理
性
批
判
へ
と
カ
ン
ト
を
駆
り
立
て
た
の
は
、
人
間
が
自
然
と

自
由
と
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
（
９
）
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
自
然
と
自
由
と
の
間
に
あ
る
「
裂

け
目
（
【
旨
津
）
」
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
思
想
で
あ
る
（
后
一
・
点
】
三
角

］
浅
【
）
。
す
な
わ
ち
、
悟
性
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
立
法
的
で
あ
る
こ
と

が
で
き
る
自
然
概
念
の
領
域
と
、
理
性
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
立
法
的
で

あ
る
こ
と
が
で
き
る
自
由
概
念
の
領
域
と
の
間
に
存
在
す
る
「
裂
け

目
」
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
裂
け

目
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
二
つ
の
領
域
が
「
立
法

の
結
果
」
と
い
う
点
で
相
互
に
制
限
し
合
い
、
決
し
て
一
つ
の
領
域

を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
態
を
意
味
す
る
（
１
０
）
。
す
な
わ
ち
、

悟
性
は
、
感
官
の
客
体
と
し
て
の
自
然
に
対
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
法

則
を
あ
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
的
経
験
に
お
け
る
自
然
の
理

論
的
認
識
を
可
能
に
す
る
。
他
方
で
理
性
は
、
主
観
の
う
ち
の
超
感

性
的
な
も
の
と
し
て
の
自
由
に
対
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
法
則
を
あ
た

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
条
件
的
な
実
践
的
認
識
を
可
能
に
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
理
性
の
立
法
の
も
と
に
あ
る
自
由
概
念
は
、
自
然

の
理
論
的
認
識
に
関
し
て
何
も
規
定
せ
ず
、
悟
性
の
立
法
の
も
と
に

あ
る
自
然
概
念
も
、
自
由
の
実
践
的
法
則
に
関
し
て
何
も
規
定
し
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
一
の
存
在
者
が
二
つ
の
相
異
な
る
世
界
に
引
き

裂
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
裂
け
目
を
裂
け
目
と
し
て
意
識
す
る
の
は
、
道

徳
的
な
行
為
者
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
法
則
が
命
じ
る
目
的

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
実
践
的
な
関
心
」
を
も
つ
人
間
だ
け
で
あ

る
く
１
１
）
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
次
の
カ
ン
ト
の
言
葉

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
概
念
の
領
域
は
自
然
概
念
の
領
域
に
対

し
て
「
あ
る
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
で
あ
る
（
の
百
８
国
二
二
８
二
）
」
。

言
い
換
え
れ
ば
、
「
自
由
概
念
は
そ
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ

た
目
的
を
感
性
界
の
う
ち
に
実
現
す
べ
き
で
あ
る
（
三
島
一
冨

曰
四
ｓ
８
８
］
］
）
」
（
黒
。
①
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
概
念
の
領
域
と
自
然

概
念
の
領
域
は
「
架
橋
（
国
己
具
①
言
二
ヶ
：
＆
一
緒
の
ロ
）
」
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
裂
け
目
を
意
識
す
る

の
は
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
目
的
を
感
性
界
の
う
ち
に

実
現
し
よ
う
と
す
る
行
為
者
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
概
念

の
領
域
と
自
由
概
念
の
領
域
と
の
間
の
裂
け
目
に
よ
っ
て
、
道
徳
法

則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
目
的
の
実
現
が
「
不
可
能
」
で
あ
る
と
さ

れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
法
則
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
人
間
の
生
そ
の
も

の
が
混
乱
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
裂
け
目
が
存
在

す
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
一
方
で
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
目
的
を
実
現
す

る
よ
う
拘
束
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
方
で
自
然
に
よ
っ
て
こ
の
目
的
の

実
現
可
能
性
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
態

こ
そ
が
、
人
間
が
自
然
と
自
由
と
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
事
態

を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
人
間
が
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
課
さ
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れ
た
目
的
と
こ
の
目
的
を
顧
慮
し
な
い
自
然
と
の
間
で
引
き
裂
か
れ

て
い
る
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
引
き
裂
か
れ
た
事
態
を
ど
う
調
和
さ
せ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
こ
そ
が
カ
ン
ト
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
に
な
る
。
も
っ

と
も
自
然
概
念
の
領
域
と
自
由
概
念
の
領
域
と
の
間
の
裂
け
目
を
架

橋
す
る
試
み
は
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
目
的
に
対
す
る
自

然
の
「
道
徳
的
合
目
的
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
こ

の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
自
然
か
ら
「
偶
然
的
な
援
助
」
を
期
待

す
る
こ
と
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
自
然
概
念
を
不
当
に
拡

張
す
る
「
独
断
的
な
主
張
」
を
意
味
し
、
後
者
は
最
終
的
に
道
徳
法

則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
目
的
の
「
放
棄
」
へ
と
至
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
よ
る
架
橋
の
試
み
は
、
反
省
的
判
断
力
に
訴
え
る
も
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
判
断
力
に
よ
っ
て
、
「
自
然
の
形
式
の
合
法

則
性
が
、
少
な
く
と
も
自
然
の
う
ち
で
自
由
の
諸
法
則
に
し
た
が
っ

て
実
現
さ
れ
る
べ
き
諸
目
的
の
可
能
性
と
合
致
（
目
、
目
目
８
‐

昌
曰
日
呂
）
し
う
る
と
い
う
よ
う
に
」
（
宣
已
・
）
、
自
然
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
く
１
２
）
。
そ
し
て
こ
の
架
橋
の

試
み
に
と
っ
て
、
反
省
的
判
断
力
の
対
象
で
あ
る
「
自
然
美
」
は
重

要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
自
然
美
は
、
そ
れ
が
道
徳
法

則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
目
的
と
自
然
と
の
合
致
の
可
能
性
を
「
暗

示
す
る
」
ゆ
え
に
、
道
徳
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。

カ
ン
ト
自
然
美
学
は
、
自
然
か
ら
隔
絶
し
た
都
市
に
生
き
る
「
市

民
の
美
学
」
に
す
ぎ
な
い
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
が
投
げ
か
け

る
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
は
こ
の
批
判
の
盲
点
を

突
く
こ
と
に
よ
っ
て
応
答
し
た
。
そ
の
盲
点
と
は
、
こ
の
批
判
に
よ

っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
、
都
市
に
生
き
る
人
間
の
緊
張
関
係
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
に
生
き
る
人
間
自
身
が
、
道
徳
法
則
に
よ

っ
て
課
さ
れ
た
目
的
と
こ
の
目
的
を
顧
慮
し
な
い
自
然
と
の
間
で
引

き
裂
か
れ
て
い
る
事
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
態
に
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
き
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
は
、
ベ
ー
メ
が
理
解
し
た
意
味
と
は

異
な
る
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
自
然
美
の
現
存
は
、

そ
れ
が
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
目
的
と
自
然
と
の
合
致
の

可
能
性
を
暗
示
す
る
ゆ
え
に
、
道
徳
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
節
は
、
自
然
美
に
対
す
る
関
心
に
つ
い

て
の
議
論
を
手
が
か
り
に
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
が
「
道
徳
的
人
間
の

表
現
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

さ
て
、
自
然
と
自
由
と
の
間
に
あ
る
裂
け
目
の
架
橋
に
寄
与
す
る

一
つ
の
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
美
に
対
す
る
関
心
が
「
善
い

道
徳
的
性
格
」
を
示
す
こ
と
で
あ
る
（
后
一
・
気
曰
冨
寓
）
（
１
３
）
。
も
っ

と
も
、
あ
ら
ゆ
る
関
心
が
こ
の
架
橋
に
寄
与
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い

こ
と
は
、
経
験
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
こ
の

三
道
徳
的
人
間
の
表
現
と
し
て
の
自
然
美
学
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関
心
を
「
直
接
的
で
知
性
的
な
関
心
」
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
然
美
に
対
す
る
関
心
と
実
践
的
関
心
と
の
あ
る
種
の
結
合
可
能
性

を
確
保
し
よ
う
と
す
る
（
１
４
）
。
す
な
わ
ち
、
自
然
美
に
対
す
る
関

心
は
三
つ
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
虚
栄
の
た
め
に

自
然
美
を
使
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
関
心
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人

間
は
自
分
を
飾
る
た
め
に
花
を
探
し
、
こ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
関
心
は
、
満
足
が
自
然
美
を
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
使

用
す
る
意
図
と
結
び
つ
い
て
い
る
意
味
で
「
間
接
的
」
で
あ
り
、
ま

た
満
足
が
社
会
へ
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
自
然
美
に
付
随
す
る
意
味
で

「
経
験
的
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
美
の
判
定
は
傾
向
性
の
も

と
に
あ
り
、
こ
の
関
心
は
「
社
会
の
う
ち
で
最
大
の
多
様
性
と
最
高

の
段
階
に
達
す
る
あ
ら
ゆ
る
傾
向
性
や
激
情
と
融
合
さ
せ
ら
れ
や
す

い
」
（
宍
ご
巴
ゆ
え
に
、
自
然
美
に
対
す
る
間
接
的
で
経
験
的
な
関

心
は
、
善
い
道
徳
的
心
術
へ
と
向
か
う
素
質
を
証
明
す
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
そ
し
て
第
二
に
、
美
し
い
自
然
の
魅
力
に
対
す
る
関
心

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
は
美
し
い
自
然
の
色
彩
や
音
調
に
満
足

す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
関
心
は
、
満
足
が
自
然
美
を
何

ら
か
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
意
図
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
意
味

で
「
直
接
的
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
満
足
が
自
然
の
魅
力
と
結
合
さ

れ
る
と
想
定
さ
れ
る
傾
向
性
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
意
味

で
や
は
り
「
経
験
的
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
美
の
判
定
は
依

然
と
し
て
傾
向
性
の
も
と
に
あ
る
ゆ
え
に
、
自
然
美
に
対
す
る
直
接

的
で
経
験
的
な
関
心
も
、
善
い
道
徳
的
心
術
へ
と
向
か
う
素
質
を
証

明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
に
、
自
然
の
美

し
い
形
式
に
対
す
る
関
心
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
は
「
た
だ
ひ

と
り
で
（
し
か
も
自
分
が
観
察
し
た
こ
と
を
他
の
ひ
と
ぴ
と
に
伝
達

し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
た
ず
）
野
生
の
花
、
鳥
、
昆
虫
な
ど
の
美

し
い
形
態
を
観
察
し
て
、
こ
れ
ら
を
讃
嘆
し
、
愛
好
し
、
た
と
え
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
ひ
と
が
多
少
の
損
害
を
受
け
、
ま
し
て
こ
の

こ
と
か
ら
彼
に
利
益
が
生
じ
な
い
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
美
し
い
形

態
が
自
然
一
般
の
う
ち
で
失
わ
れ
る
こ
と
を
厭
う
」
（
黒
ご
ｃ
）
こ
と

が
あ
る
。
こ
の
関
心
は
、
満
足
が
自
然
美
を
何
ら
か
の
目
的
の
た
め

に
使
用
す
る
意
図
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
意
味
で
「
直
接
的
」
で
あ

り
、
ま
た
満
足
に
自
然
の
魅
力
が
関
わ
ら
な
い
意
味
で
「
知
性
的
」

で
あ
る
（
１
５
）
。
こ
う
し
て
自
然
美
に
対
す
る
直
接
的
で
知
性
的
な

関
心
だ
け
が
、
善
い
道
徳
的
心
術
へ
と
向
か
う
素
質
を
証
明
す
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
直
接
的
で
知
性
的
な
関
心
だ
け
が
、
善
い
道
徳
的
心
術
と
結

び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
傾
向
性
と
結
び
つ
か
な
い
純
粋
な
趣

味
判
断
と
道
徳
的
判
断
と
の
「
類
比
」
が
、
「
道
徳
的
判
断
の
対
象

に
対
す
る
の
と
同
様
に
、
趣
味
判
断
の
対
象
に
対
し
て
も
直
接
的
関

心
へ
と
導
く
」
（
［
ぢ
ご
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
、
概
念

を
も
た
ず
に
形
式
に
つ
い
て
判
断
し
、
こ
の
形
式
の
判
定
に
際
し
て

満
足
を
見
出
す
美
感
的
判
断
力
と
い
う
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の

満
足
を
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
に
対
し
て
規
則
と
す
る
。
他
方
で
人

間
は
、
実
践
的
格
率
の
形
式
に
対
し
て
、
あ
る
満
足
を
ア
プ
リ
オ
リ
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に
規
定
す
る
知
性
的
判
断
力
と
い
う
能
力
も
も
っ
て
お
り
、
こ
の
満

足
を
人
間
は
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
に
対
し
て
法
則
と
す
る
。
も
っ
と
も
、

前
者
の
判
断
が
関
心
に
基
づ
く
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
関
心
を
生
み
出

す
こ
と
も
な
い
の
に
対
し
、
後
者
の
判
断
は
関
心
に
基
づ
く
こ
と
は

な
い
が
、
そ
れ
で
も
関
心
を
生
み
出
す
。
し
か
し
、
趣
味
判
断
と
道

徳
的
判
断
と
の
類
比
が
、
趣
味
判
断
の
対
象
に
対
す
る
直
接
的
関
心

へ
と
導
く
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
理
念
が
客
観
的
実
在
性
を
も
つ
こ
と
は

理
性
の
関
心
を
引
き
起
こ
す
ゆ
え
に
、
理
性
は
こ
の
理
念
を
「
暗
示

す
る
（
、
宮
『
国
四
，
＠
口
）
」
自
然
美
に
対
し
て
、
関
心
を
も
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
の
諸
産
物
が
、
あ
ら

ゆ
る
関
心
に
依
存
し
な
い
満
足
と
合
法
則
的
に
合
致
す
る
と
想
定
す

べ
き
、
な
ん
ら
か
の
「
根
拠
」
を
自
然
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
ん

で
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
自
然
が
暗
示
し
示
唆

す
る
（
室
昊
ｍ
３
ｏ
ｐ
）
こ
と
は
、
理
性
の
関
心
を
引
き
起
こ
す
。
そ

れ
ゆ
え
理
性
は
、
自
然
の
諸
産
物
と
満
足
と
の
合
致
に
類
似
し
た
合

致
を
示
す
「
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
現
れ
（
シ
＆
臼
目
、
）
に
対
し
て
関
心

を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
戸
〕
三
）
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
、

自
分
が
関
心
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
自
然
の
美
に
つ
い
て
思
索

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
自
然

美
に
対
す
る
直
接
的
で
知
性
的
な
関
心
の
根
底
に
は
、
理
性
の
実
践

的
な
関
心
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
法
則
が
命

じ
る
目
的
に
対
す
る
実
践
的
な
関
心
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
人

間
は
道
徳
的
な
行
為
者
と
し
て
、
道
徳
法
則
が
命
じ
る
目
的
に
対
し

て
直
接
的
な
関
心
を
も
つ
。
そ
し
て
こ
の
目
的
の
実
現
を
可
能
に
す

る
条
件
を
あ
た
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
関
心
は
こ
の
目

的
と
の
調
和
に
つ
い
て
自
然
が
示
す
「
暗
示
」
や
「
示
唆
」
に
対
し

て
も
伴
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
カ
ン
ト
は
、
自
然
美
が
現
実
に

こ
の
調
和
を
暗
示
し
示
唆
す
る
と
、
直
接
的
に
主
張
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
反
省
的
判
断
力
の
射
程

を
超
え
出
る
独
断
的
な
主
張
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

自
然
美
に
対
す
る
関
心
は
、
類
縁
性
に
関
し
て
言
え
ば
、
道
徳
的
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
自
然
美
と
道
徳
性
と
の
関
係
は
、
「
自
然
の
美

が
直
接
に
関
心
を
ひ
く
よ
う
な
ひ
と
に
は
、
少
な
く
と
も
善
い
道
徳

的
心
術
へ
と
向
か
う
素
質
を
推
測
す
べ
き
理
由
が
あ
る
」
（
宍
〕
三
ｍ
）

と
い
う
最
小
限
の
主
張
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
最
小

限
の
主
張
の
う
ち
で
、
自
然
美
に
対
す
る
関
心
と
実
践
的
関
心
と
の

結
合
可
能
性
が
た
し
か
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
が
道
徳
的
人
間
の
表
現
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ー
メ
は
カ
ン
ト

自
然
美
学
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
教
養
を
も

つ
都
市
の
人
間
が
自
然
に
触
れ
る
の
は
、
自
然
が
そ
の
自
然
性
と
い

う
点
で
社
会
性
に
対
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
対
立
像
を
示
す
か

ぎ
り
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
カ
ン
ト
自
然
美
学
は
、

自
然
自
体
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
自
然
を
外
部
に
、

自
分
自
身
の
社
会
的
現
存
に
対
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
像
と
し
て
求
め
る

人
間
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
理
解
す
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こ
う
し
て
本
稿
は
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ベ
ー
メ
に
よ
る

エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
の
構
想
は
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
に
対
し
て

根
本
的
な
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
そ
の
批
判
と
は
、
カ
ン
ト
自

然
美
学
が
自
然
か
ら
隔
絶
し
た
都
市
に
生
き
る
「
市
民
の
美
学
」
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
批
判
に
対
し
て
本

稿
は
、
次
の
こ
と
を
示
し
て
応
答
し
た
。
そ
れ
は
第
一
に
、
カ
ン
ト

の
理
解
す
る
人
間
が
自
然
と
自
由
と
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
第
二
に
、
こ
の
引
き
裂
か
れ
た
状
態
を
調
和
さ
せ
よ
う

と
す
る
実
践
的
な
関
心
を
も
つ
ゆ
え
に
、
こ
の
調
和
を
暗
示
す
る
自

然
の
美
に
対
し
て
関
心
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
応

答
は
ベ
ー
メ
の
批
判
全
体
に
対
す
る
応
答
で
は
な
い
。
な
お
応
答
す

べ
き
論
点
が
残
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
応
答
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
カ
ン
ト
自
然
美
学
が
自
然
か
ら
隔

絶
し
た
都
市
に
生
き
る
「
市
民
の
美
学
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然

の
う
ち
に
道
徳
的
な
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
道
徳
的
人
間
の

る
人
間
は
、
自
然
と
自
由
と
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
存
在
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
引
き
裂
か
れ
た
状
態
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
実

践
的
な
関
心
を
も
つ
ゆ
え
に
、
こ
の
調
和
を
暗
示
す
る
自
然
の
美
に

対
し
て
関
心
を
も
つ
存
在
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト
自
然
美

学
は
「
道
徳
的
な
人
間
の
表
現
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

美
学
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
を
観
照
す
る
人
間

だ
け
が
自
然
美
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
に
行
為
す
る
人

間
も
ま
た
、
自
然
美
に
満
足
す
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト

全
集
よ
り
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
本

文
中
に
示
す
。
な
お
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参

照
に
つ
い
て
は
慣
例
に
し
た
が
い
、
第
一
版
を
Ａ
、
第
二
版
を
Ｂ
と

し
て
本
文
中
に
頁
数
を
示
す
。
そ
の
他
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
、
そ

の
都
度
出
典
を
註
に
お
い
て
示
す
。

（
１
）
ご
ｍ
一
・
ｏ
・
国
二
日
の
．
、
号
皇
の
・
さ
』
。
、
言
言
二
言
＆
画
暮
国
鳥

田
『
目
【
昏
耳
Ｐ
三
・
］
場
Ｐ
、
．
『
魚
な
お
紙
幅
に
制
限
が
あ
る
た
め
、

エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美
学
に
つ
い
て
の
本
稿
の
考
察
は
、
あ
く
ま

で
も
限
定
さ
れ
た
考
察
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
２
）
周
知
の
よ
う
に
、
美
学
が
学
問
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
十

八
世
紀
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
美
学
〈
シ
吾
の
二
）
」
と
い
う
言
葉

を
学
問
の
名
称
と
し
て
使
用
し
て
お
ら
ず
（
ぐ
、
一
・
シ
昌
一
巴
麓
）
、

ま
た
「
美
し
い
学
（
の
Ｃ
雷
口
・
三
宮
＠
局
呂
昌
）
」
の
存
在
も
認
め
て

い
な
い
（
ご
ｍ
］
・
宍
岩
堯
）
。
そ
の
意
味
で
、
「
美
感
的
判
断
力
の
批

註
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判
」
を
自
然
美
学
（
ｚ
自
昌
房
忌
の
二
）
の
書
物
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
自
体
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
稿
は
、
さ
し
あ
た

り
「
自
然
美
の
経
験
な
い
し
判
定
に
関
す
る
体
系
的
な
知
識
」
の

意
味
で
、
こ
の
「
自
然
美
学
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。

（
３
）
ご
ｍ
一
・
雲
ラ
ヨ
の
．
Ｐ
Ｐ
Ｐ
、
」
罠
な
お
一
般
的
知
覚
理
論
と
し

て
の
美
学
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
①
国
三
目
①
．
』
冴
暮
巴
弄

寺
号
冒
信
畠
忌
ご
奇
書
鼻
昌
ロ
侍
§
⑮
言
壽
嵜
冒
の
言
筥
信
圏
‐

雲
忌
・
二
言
＆
の
口
筥
三
・
（
『
感
覚
学
と
し
て
の
美
学
』
井
村
彰
ほ

か
訳
、
勁
草
書
房
）

（
４
）
ぐ
、
一
・
国
二
日
の
．
Ｐ
ロ
・
Ｐ
ｍ
・
己
．
な
お
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
自
然
美

学
に
関
す
る
以
上
の
説
明
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ｚ
三
』
昏
昏
①
芹
を

自
然
「
美
学
」
と
訳
す
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ベ
ー
メ
は
シ
望
言
癸
と
い
う
言

葉
で
、
対
象
の
「
認
識
に
か
か
わ
る
意
味
」
と
主
観
の
「
感
情
に

か
か
わ
る
意
味
」
と
を
と
も
に
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本

稿
は
さ
し
あ
た
り
慣
例
に
し
た
が
い
、
Ｚ
四
言
『
房
島
の
芦
を
「
自
然

美
学
」
と
訳
し
て
お
く
。
し
か
し
ベ
ー
メ
自
身
が
、
エ
コ
ロ
ジ
ー

的
自
然
美
学
を
二
股
的
知
覚
理
論
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
点

は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
５
）
く
、
一
・
○
・
口
◎
言
。
・
団
・
切
・
宮
菖
昌
缶
『
緒
・
）
轡
き
い
冒
狩
二
言
ご
言
§
‐

皇
員
尋
聰
豊
、
言
司
醇
言
言
菖
亮
量
◎
ざ
高
鼠
司
『
自
害
三
・

二
』
＠
忠
．

（
６
）
く
、
一
・
国
◎
豈
皀
ｐ
ｐ
・
ロ
・
Ｃ
ｊ
ｍ
・
台
閉

（
７
）
国
◎
百
〕
の
．
Ｑ
・
ロ
・
○
・
・
四
・
台
。

（
８
）
批
判
期
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
自
然
概
念
は
、
少
な
く
と
も
三

つ
の
意
味
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
理

論
哲
学
に
お
け
る
自
然
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
理
論
的
認
識

の
客
体
と
し
て
の
自
然
を
意
味
し
、
形
式
的
な
意
味
で
の
自
然
と

質
料
的
な
意
味
で
の
自
然
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
第
二
に
、
実
践
哲
学
に
お
け
る
自
然
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念

は
理
性
的
存
在
者
の
自
然
を
意
味
し
、
感
性
的
自
然
と
超
感
性
的

自
然
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
第
三
に
、
目
的
論

に
お
け
る
自
然
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
合
目
的
的
な
自
然
を

意
味
し
、
感
情
に
か
か
わ
る
主
観
の
合
目
的
的
な
自
然
と
、
有
機

的
自
然
お
よ
び
体
系
と
し
て
の
自
然
全
体
に
か
か
わ
る
客
観
の
合

目
的
的
な
自
然
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
９
）
『
判
断
力
批
判
』
の
成
立
根
拠
と
そ
の
批
判
哲
学
に
お
け
る
位

置
づ
け
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
後
述
す
る
「
裂
け
目
」
に
つ
い

て
の
思
想
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
点
に
つ
い

て
、
解
釈
は
一
致
し
て
い
な
い
。
Ｋ
・
デ
ュ
ー
ジ
ン
グ
は
、
自
然

概
念
の
領
域
か
ら
自
由
概
念
の
領
域
へ
の
移
行
の
問
題
を
『
純
粋

理
性
批
判
』
の
う
ち
に
指
摘
し
、
こ
の
問
題
へ
の
実
際
の
取
り
組

み
が
合
目
的
性
と
い
う
超
越
論
的
原
理
の
発
見
と
と
も
に
、
『
判

断
力
批
判
』
の
う
ち
で
生
じ
た
と
考
え
る
。
Ｐ
・
ガ
イ
ヤ
ー
は
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』
に
基
づ
く
か
ぎ
り
、

裂
け
目
の
問
題
は
存
在
し
な
い
と
み
な
し
、
『
判
断
力
批
判
』
の

3５ 

Hosei University Repository



成
立
を
道
徳
的
な
実
践
に
お
け
る
感
情
の
役
割
と
重
要
性
に
つ
い

て
の
カ
ン
ト
の
思
想
発
展
に
基
づ
か
せ
て
い
る
。
Ｂ
・
ラ
イ
マ
ー

ケ
ル
ス
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
実
践
理
性
批
判
』
の
結
論

が
自
然
と
自
由
と
の
関
係
と
い
う
新
し
い
問
題
を
引
き
起
こ
し
た

と
み
な
し
、
こ
の
自
然
と
自
由
と
の
不
可
避
の
二
元
論
を
克
服
す

る
試
み
と
し
て
『
判
断
力
批
判
』
を
理
解
す
る
。
本
稿
は
こ
う
し

た
解
釈
状
況
に
対
す
る
解
決
策
を
提
出
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

さ
し
あ
た
り
ラ
イ
マ
ー
ヶ
ル
ス
の
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
。
ご
但
・

【
・
ロ
房
冨
・
ロ
、
三
⑩
。
ｓ
四
ｍ
冒
言
菖
壽
へ
＆
這
貫
国
・
目
］
①
良

切
・
］
ｓ
魚
勺
．
。
こ
の
伊
毎
ミ
ロ
ミ
言
向
矧
三
§
ロ
の
ａ
、
胃
⑩
号
員

の
目
三
二
ｍ
。
］
Ｄ
Ｃ
〕
・
弓
・
弓
－
二
国
・
【
ご
目
異
・
屋
二
二
目
宮
司
ｇ
ｏ
ｏ

・
弓
『
。
＆
・
ヨ
ョ
ニ
の
シ
弓
言
呂
〕
昌
：
三
ｏ
ｎ
ミ
這
偽
＆
昏
愚
§
の
員

冒
四
・
勺
臼
忌
（
（
田
『
橘
・
）
・
毒
冒
冒
曽
暮
の
三
・
毒
菖
塚
邑
巴
暮
皇
２
．

ト
官
憲
島
罵
烏
再
員
国
・
１
冒
璽
ｚ
・
葛
ざ
『
【
・
］
Ｃ
二
ｍ
・
重
‐
胃
・

（
、
）
自
然
概
念
の
領
域
と
自
由
概
念
の
領
域
が
一
つ
の
領
域
を
形

成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
は
、
人
間
の
意
志
と
認
識
の
「
有

限
性
」
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
然
に
対
す
る
ア
プ
リ
オ

リ
な
立
法
に
よ
っ
て
物
自
体
を
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、

自
由
に
対
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
立
法
に
よ
っ
て
物
自
体
を
知
的
に

直
観
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
人
間
理
性
の
有
限
性
に
あ

る
（
く
、
一
・
戸
。
ｕ
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
□
房
冒
炉

口
・
ロ
．
○
・
・
四
・
二
『
．

、
）
こ
の
「
裂
け
目
」
に
つ
い
て
の
思
想
を
、
道
徳
的
な
行
為
者

が
直
面
す
る
「
実
践
的
な
問
題
」
と
し
て
理
解
す
る
解
釈
に
つ
い

て
は
、
以
下
を
参
照
。
二
言
、
．
。
・
Ｐ
○
・
・
ｍ
』
◎
⑦
駒
・
］
・
四
・
Ｎ
目
二
戸

尋
、
Ｑ
§
の
喜
旦
言
冨
喜
三
富
⑯
旦
旨
骨
閃
ミ
の
言
Ｃ
三
・
僧
・
皀
己
・

壱
・
四
ｓ
‐
凹
皇
・
困
昌
曰
周
【
の
『
Ｐ
ロ
・
ロ
．
○
・
・
四
・
口
シ
三
８
Ｐ
毒
蔓
啄
望
：
ご

具
国
鳥
．
Ｏ
目
］
す
三
ｍ
の
巴
三
・
壱
・
］
温
‐
］
歯
・

己
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
自
然
概
念
の
独
断
的
な
拡
張
を
意

味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
反
省
的
判
断
力
は
、
自
然
概
念
の
領
域

に
も
自
由
概
念
の
領
域
に
も
属
さ
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
判
断
力
は
、

そ
の
「
固
有
の
原
理
」
に
よ
っ
て
（
く
四
・
宍
］
き
）
、
自
然
概
念
に
し

た
が
う
考
え
方
か
ら
自
由
概
念
に
し
た
が
う
考
え
方
へ
の
「
移
行
」

を
可
能
に
す
る
に
と
ど
ま
る
。

（
四
）
こ
の
裂
け
目
の
架
橋
と
自
然
美
に
対
す
る
関
心
を
関
連
づ
け

る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
な
お
ア
リ
ソ
ン
の
解
釈
か

ら
は
有
益
な
示
唆
を
受
け
た
。
シ
三
Ｂ
Ｐ
Ｓ
頁
・
弓
・
］
＠
‐
田
山
．
シ
・
二
・

国
塁
察
二
毛
国
昌
邑
⑫
唇
三
目
＄
・
酉
蔓
・
目
【
員
、
三
畳
鳥

貝
昏
骨
§
の
ミ
露
Ｐ
。
ご
：
角
ｚ
昌
亘
国
。
皀
旦
厨
画
室
臭
・
宙
三
．
邑

の
盲
胃
頁
冒
享
の
ｓ
賃
ヨ
ミ
ミ
』
図
言
言
匂
ロ
ミ
邑
昌
Ｃ
三
・
薑
・

再
》
一
・
ｓ
・
呂
忌
・
弓
・
圏
‐
念
・

（
巫
）
『
判
断
力
批
判
』
第
四
二
節
の
主
旨
は
、
自
然
美
だ
け
が
直
接

的
関
心
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
、
芸
術
美
に
対
す
る
自
然
美
の
優

位
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
美
に
対
す
る
関
心
と
道
徳

的
な
関
心
と
の
「
類
縁
性
（
呑
昌
目
号
＆
島
）
」
を
確
保
す
る
点

に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
は
自
然
美
学
を
主
題
と
す
る
ゆ
え
に
、
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缶
）
し
た
が
っ
て
自
然
美
に
対
す
る
直
接
的
で
知
性
的
な
関
心
は
、

自
然
美
が
満
足
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
傾
向
性
か
ら
独
立
に
、
自

然
美
の
形
式
そ
の
も
の
に
満
足
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
然
美
を
そ

れ
自
身
の
た
め
に
評
価
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
っ
と
も
こ
の

論
点
に
対
し
て
は
、
い
わ
ば
「
手
付
か
ず
の
自
然
」
が
現
代
で
は

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
美
を
そ
れ
自
身
の
た
め
に

評
価
す
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
反
論
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
美
し
い
も
の
に
対
し

て
美
し
い
も
の
と
し
て
直
接
的
関
心
を
も
ち
う
る
た
め
に
は
、
そ

れ
は
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
に
よ

っ
て
自
然
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
戸
ぢ
じ
と
い
う

言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
自
然
と
技
術
な
い
し
芸
術
と
を

必
ず
し
も
実
体
的
に
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
、
両
者
の
境
界
を
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
の
手
の
加
え
ら
れ
た
自
然
、
そ
し
て
技

術
な
い
し
芸
術
を
批
判
的
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
視
点
を

あ
た
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
節
の
議
論
を
自
然
美
に
関
す
る
議
論
と
し
て
ま
と
め
直
し
て

い
》
◎
。
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