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１

太
陽
を
利
用
す
る
藍
藻
類
が
他
の
生
物
が
生
き
ら
れ
る
環

５

境
を
生
み
、
他
の
生
物
と
も
共
生
し
て
き
た
し
、
海
は
強

す
ぎ
る
紫
外
線
を
防
い
で
生
物
を
助
け
た
と
い
う
こ
と
。

（
同
意
可
）

２

角

野

先

生

も

、

ひ

す

い

の

こ

と

を

優

等

２

生

だ

と

思

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

。

（
同
意
可
）

理
幹
が
先
生
を
怒
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
も
理
解

８

で
き
な
い
が
、
き
ち
ん
と
答
え
ず
に
損
得
を
持
ち
出
し
て

ね
じ
伏
せ
よ
う
と
す
る
先
生
に
も
納
得
で
き
ず
に
い
る
。

（
同
意
可
）
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希
学
園

第

回

公
開
テ
ス
ト

小
６

国
語

２
０
２
２
年
５
月
８
日
実
施

【
解
説
】

360

１

ａ
「

」
は
同
音
異
義
語
と
の
書
き
分
け
は
も
ち
ろ
ん
、
「

」
・
「

」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
字
形
に
も
注
意
し
て
書
く
。
ｂ
「

」
は
「

」

１

通
過

通

過

器
官

気

い

ぎ

ご

「

」
と
そ
れ
ぞ
れ
混
同
を
避
け
て
ほ
し
い
。
同
音
字
と
の
書
き
分
け
の
定
番
で
あ
る
。
ｃ
「

」
は
「
広
が
り
、
散
ら
ば
り
。
ま
た
、
そ
う
し
て
あ
る
こ

管

分
布

と
。
」
で
あ
り
、
生
物
学
や
統
計
学
な
ど
、
主
要
な
現
代
的
学
問
の
中
心
概
念
で
あ
る
の
で
、
確
実
に
書
け
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
。

が
い
ね
ん

具
体
的
な
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
。
不
安
が
あ
れ
ば
段
落

も
利
用
し
て
確
認
す
る
と
確
実
で
あ
る
。

２

<2>

空
所
の
前
後
か
ら
内
容
を
確
認
す
る
。
二
つ
目
は
「
鳥
た
ち
は
」
に
注
目
し
て
、
コ
ウ
モ
リ
と
対
比
的
な
関
係
に
あ
る
と
読
み
取
ろ
う
。

３

Ⅰ
と
Ⅱ
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
の
で
は
な
く
、
傍
線
部
の
直
後
に
「
そ
の
中
で
も
私
た
ち
が
一
番
強
い
影
響
を
受
け
る
の
が
日
周
期
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
の
で
、

４

ぼ
う
せ
ん

ぶ

「
日
」
が
Ⅰ
で
あ
る
。
自
転
・
公
転
は
理
科
の
知
識
で
も
解
け
る
だ
ろ
う
が
、
段
落

に
も
書
か
れ
て
い
た
。

<1>

段
落

～

を
要
約
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
「
太
陽
」
と
「
海
」
に
つ
い
て
の
内
容
を
揃
え
て
い
く
と
い
う
目
算
を
立
て
な
が
ら
書
こ
う
。
太
陽
に
つ

５

そ
ろ

<3>

<4>

い
て
は
生
物
進
化
の
流
れ
と
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
、
海
に
つ
い
て
は
紫
外
線
遮
断
の
こ
と
を
ま
と
め
て
い
く
。

直
前
に
あ
る
と
お
り
、
「
光
と
温
度
の
両
方
に
反
応
す
る
」
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
条
件
表
現
に
も
対
応
し
て
ほ
し
い
。

６

実
験
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
問
う
て
い
る
。
国
語
は
も
ち
ろ
ん
、
今
後
学
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
は
根
拠
・

証

拠
に
基
づ
い
て
ど

７

こ
ん
き
ょ

し
ょ
う

こ

も
と

の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
の
か
と
い
う
論
理
の
流
れ
が
非
常
に
重
要
と
な
る
。
具
体
的
な
実
験
や
デ
ー
タ
か
ら
ど
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
を

抽

出

す
る
の
か
、

け
つ
ろ
ん

ち
ゅ
う
し
ゅ
つ

ど
う
い
う
こ
と
を
述
べ
る
た
め
に
条
件
を
揃
え
て
実
験
す
る
の
か
と
い
っ
た
考
え
方
・
見
方
を
身
に
つ
け
て
い
こ
う
。

直
後
を
読
む
と
、
こ
の
周
期
性
を
保
つ
仕
組
み
は
「
光
刺
激
で
は
な
く
、
マ
ウ
ス
の
か
ら
だ
の
中
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
あ
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
後
続

８
部
で
は
「
サ
ー
カ
デ
ィ
ア
ン
リ
ズ
ム
（
を
刻
む
時
計
が
、
各
生
物
の
体
内
に
あ
る
）
」
と
述
べ
て
い
た
。

指
示
語
や
総
括
表
現
、
時
間
の
順
序
な
ど
に
も
注
意
し
て
並
べ
か
え
る
。

９

そ
う
か
つ

サ
ー
カ
デ
ィ
ア
ン
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
本
文
を
参
照
し
て
事
実
確
認
を
取
る
。
そ
の
上
で
、
「
天
体
の
運
行
の
周
期
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
こ
の

10
箇
所
の
直
前
か
ら
引
き
継
ぐ
文
脈
に
合
わ
せ
て
「
日
周
期
と
の
同
調
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
。

か

し
ょ内

容
の
重
複
が
少
な
く
、
ま
た
事
項
も
多
く
羅
列
さ
れ
て
い
た
の
で
、
「
要
す
る
に
何
の
話
な
の
か
」
と
い
う
の
が
感
じ
取
り
に
く
い
文
章
で
あ
っ
た
か
も

じ

こ
う

ら

れ
つ

11
し
れ
な
い
。
実
は

線
部
①
と
②
が
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
ま
と
め
の
箇
所
に
な
っ
て
お
り
、
一
つ
目
は
「
天
体
の
周
期
的
な
運
行
と
生
物
の
リ
ズ
ム
」
、
二

つ
目
が
「
地
球
単
位
で
の
太
陽
と
生
物
の
関
わ
り
」
（
天
体
と
し
て
の
地
球
と
生
物
の
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
で
大
き
く
見
る
と
一
つ
目
と
ま
と
ま
っ
て
い
く
）
、

三
つ
目
が
「
生
物
の
体
内
時
計
（
と
天
体
の
運
行
の
周
期
）
」
で
あ
る
。

２

ａ
「

」
は
上
下
の
い
ず
れ
の
字
も
、
「

」
の
右
側
、
「

」
の
左
側
が
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
音
に
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
形
声
文
字
で
あ
る
。
ｂ

１

評
判

評

判

「

」
は
話
し
言
葉
な
ど
で
も
よ
く
使
う
言
葉
か
も
し
れ
な
い
が
、
書
け
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
。
ｃ
「

」
は
字
形
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
漢
字
の
音

断
然

属

読
み
に
「
～
す
る
」
を
付
け
て
で
き
て
い
る
動
詞
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
注
目
し
て
お
く
と
よ
い
。

直
前
の
「
わ
た
し
は
松
田
先
生
に
は
優
等
生
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
み
た
い
」
を
受
け
て
「
そ
の
印
象
」
と
言
っ
て
い
る
。
松
田
先
生
は
一
年
の
と
き
の
担
任

２
だ
っ
た
が
、
二
年
の
担
任
は
角
野
先
生
。
そ
の
角
野
先
生
が
直
後
に
あ
る
よ
う
に
「
わ
た
し
に
だ
け
」
積
極
的
に
読
書
を
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
す
る
声

を
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。

す
ぐ
れ
た
特

徴

の
あ
る
賀
川
さ
ん
と
倉
本
さ
ん
は
「
ク
ラ
ス
全
体
の
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
く
」
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た

３

と
く
ち
ょ
う

の
は
こ
の
箇
所
の
他
に
、
読
書
記
録
カ
ー
ド
の
提
出
の
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
こ
を
見
る
と
、
「
い
つ
も
ク
ラ
ス
で
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
る
」
と
あ
る
。

続
く
発
言
を
確
認
す
る
と
「
な
に
を
ど
れ
だ
け
読
ん
で
い
る
の
か
、
張
り
出
さ
れ
た
く
な
い
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
」
と
あ
る
の
で
、
「
張
り
出
し
」
に
反

４
対
し
て
い
る
の
だ
と
判
断
で
き
る
。
あ
と
は
何
の
張
り
出
し
か
を
確
認
す
れ
ば
よ
い
。

Ⅱ
「
し
か
ず
」
は
「
及
ば
な
い
」
の
意
味
。
Ⅳ
「
貧
者
の
一
灯
」
は
「
ま
ご
こ
ろ
の

尊

い
こ
と
」
の
た
と
え
。

５

と
う
と

Ⅰ

最
後
の
場
面
で
も
「
わ
ざ
と
ら
し
い
ほ
ど
困
っ
て
い
る
顔
（
や
れ
や
れ
）
を
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
偶
然
」
で
は
な
く
、
「
意
図
的
に
」
見
な
か

６

ぐ
う
ぜ
ん

っ
た
、
つ
ま
り
「
あ
え
て
取
り
合
わ
な
か
っ
た
」
と
み
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
本
文
中
に
は
「
先
生
が
自
分
の
出
し
た
意
見
を
な
ん
と
も
思
っ
て
な
い
っ

て
わ
か
っ
た
」
と
あ
る
。

Ⅱ

理
幹
の
主
張
を
聞
い
た
と
き
、
「
そ
う
い
う
考
え
も
あ
り
ま
す
ね
」
と
言
っ
て
「
一
瞬
表
情
を
硬
く
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先
生
自
身
の
意
図
に
反

し
た
反
応
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
直
後
に
「
だ
け
ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ふ
だ
ん
「
褒
め
て
伸
ば
す
教
育
方
針
」
を
掲
げ
て
い
る
の
だ
と
書
か
れ
て

か
か

い
る
。
こ
の
逆
接
を
捉
え
て
「
対
照
的
」
と
問
う
て
い
る
の
だ
と
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

と
ら

文
字
や
並
び
の
外
形
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
出
来
事
の
流
れ
と
直
接
的
に
関
わ
ら
な
い
細
部
の
表
現
も
含
め
て
、
小
説
の
表
現
は
意
図
的
・
作
為
的

７

ふ
く

さ
く

い

て
き

な
も
の
だ
（
と
見
な
す
）
と
い
う
の
が
「
受
験
国
語
の
お
約
束
」
で
あ
る
。

「
も
や
も
や
」
で
あ
る
か
ら
、
「
納
得
で
き
な
い
」
「
腑
に
落
ち
な
い
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
ろ
う
。
努
め
て
教
師
か
ら
の
評
価
を
良
く
し
よ
う
と
す
る

８

ふ

「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、
あ
え
て
反
抗
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
理
幹
の
態
度
は
理
解
で
き
な
い
の
だ
が
、
「
自
分
が
い
わ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
の
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
理
幹
の
筋
の
通
っ
た
主
張
に
対
す
る
先
生
の
言
い
草
に
「
納
得
で
き
な
さ
」
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
と
読
み
取

す
じ

れ
る
。
問

も
参
考
に
し
て
み
る
と
、
先
生
の
態
度
が
表
面
的
に
は
「
褒
め
て
伸
ば
す
教
育
方
針
」
の
よ
う
な
聞
こ
え
の
い
い
言
葉
や
正
論
を
掲
げ
る
も
の
で

６

あ
り
な
が
ら
も
、
事
実
上
は
気
に
入
ら
な
い
態
度
の
生
徒
を
排
除
す
る
よ
う
な
「
同
調
圧
力
」
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
優
等
生
」
と
い

は
い
じ
ょ

う
評
価
と
、
「
読
む
の
が
苦
手
」
と
い
う
自
己
認
識
の
分
裂
に
よ
っ
て
、
よ
り
そ
の
矛

盾

に
敏
感
に
な
っ
て
い
る
「
わ
た
し
」
の
心
情
を
汲
も
う
。

ぶ
ん
れ
つ

む

じ
ゅ
ん

び
ん
か
ん

く

問

で
先
生
に
つ
い
て
ま
と
め
た
が
、
一
方
で
「
わ
た
し
」
と
、
さ
ら
に
対
照
的
に
み
え
る
「
理
幹
」
の
人
物
像
を
問
う
て
い
る
。
人
物
像
の
設
問
は
本
文

９

６

全
体
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
言
動
を
集
め
、
性
格
の
表
現
に
抽
象
化
す
る
も
の
と
言
え
、
主
題
を
問
う
設
問
同
様
、
全
体
像
の
把
握
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

は

あ
く

以

上


