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わ
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―

夜
　
久
　
正
　
雄

標
題
の
「
日
本
人

の
自
然
観
」

と
い
う
テ

ー
マ
を
、
漠

然
と
考
え
て
も
し

か
た

が
な
い

の
で

、「
和

歌
に
現
わ
れ
た
自
然
観
」

と
い
う

テ

ー
マ
に

変
え

て
み

た
。
こ

の
場

合
の
「

自
然
」

と
は
、
「
天
地

、

海
山
、

山
川

草
木
」
の

意
味
で

あ
る
。

こ

の
意
味
で
の
「
自
然
」
に
対
す
る
人
間
の
態
度
に
は
、
哲
学
的
、
宗
教

的
、
科
学
的
、
功
利
的
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
態
度

が
あ
り
う
る
と
考
え
ら

れ
る

の
で
、
「
自
然
観
」

と
い
う
こ
と
も
、

さ
ま

ざ
ま
で
あ
り
う

る
と

思

う
。

そ

の
中
で
、
「
和
歌

に
現
わ
れ
た
自
然

観
」

と
い
う
こ

と
に
問

題
を
し
ぼ

る

わ

け
で
あ

る
か
ら

、
こ
の
「

自
然
観
」

は
、
一
面
的
で
あ

る
と
み

て
よ
い
。

し
か
し

、
和

歌
は
、
有
史
以

来
、
日

本
人
に
親

し
ま
れ
て
き

た
詩
形

で
あ

っ
て
、
今

日
で

も
わ
れ
わ
れ
は
、
千
数
百

年
前

の
、
例
え

ば
柿
本
人
麿
の
和

歌

を
読
ん
で

感
動

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ

に
一
貫

す
る
も
の

が
あ
る
こ

と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
和
歌
に
現
わ
れ
た
人
麿
の
自
然
観
は
、

今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
心

に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
て

、
そ
れ
は
、
和
歌
と
い

う
詩
形

が
一
貫
し
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
人

の
心
に
一
貫
す

る
も
の

を
持
っ
て
い
る
、
と
い

う
こ

と
に
な
る
。
も
っ
と
平

た
く
言
え

ば
、
わ
れ
わ

れ
は
、
人
麿
の
自
然
観

の
影
響

の
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。

自
然

を
和
歌

に
詠
み
こ
む

、
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で

、
自
然
に
対

す

る
ひ
と
つ

の
態
度
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
的
自
然
観

と

で
も

い
う

べ
き

態
度
と
言
え

よ
う
。
そ
の
、
和
歌
で
自
然
を
詠
む
こ
と
が
、

有
史
以

来
連
綿
と
し
て
今
日
ま
で
伝
え
ら

れ
て
い

る
、

と
い
う
こ
と
は
、
和

歌
的
自
然
観

が
有
史
以
来
生
き
て
き
た
、
と
い

う
こ

と
で
あ

る
。
そ
の
内
容

を
説
明
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
と
も
か
く

そ
れ

が
今
日
ま
で
生
き
て
き

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
態
度
が
、
日
本
人
の
心
に
、
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
と
し
て
生
き
て
き
た
、
と
考
え
て
よ

い
の
で

は
な
い
か
。
こ
れ
を
変

革
し
よ
う
と
す
る
か

ど
う
か
は
各
人
の
意
志
で
あ

る
が
、
そ
れ

は
そ
れ
と
し



て
、
生
き
て
い
る
現
実
と
し
て
認

め
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
と
思

う
。
そ
こ
で

「
和
歌
的
自
然
観
」

と
は
ど
う
い
う
も

の
か
、
と
い
う
こ
と

に

な

る

が
。

「
和
歌
」
は
「
詩
」

で
あ
る
し

、「

詩
」

は
「
文

学
」

で
あ
る
し
、
「
文
学
」

は
「
芸
術
」

で
あ
る
か
ら
、
言

い
換
え

て
、「
詩

的
・
文

学
的
・
芸
術

的

自

然
観
」

と
言
っ
て
も
よ
い
。

だ
か
ら

と
言

っ
て

、
反

哲
学
的
、
反
宗
教
的
、

反
科
学
的
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
ま
あ
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
え
ば
、

「
鑑
賞
的
」

な
態
度
と
は
言
え

る
が
、
果
し

て
こ
の
言
葉
が
、
和
歌

の
す

べ

て
を
包
括
し
う
る
の
か
ど
う
か
、
私

は
知
ら

な
い
。

た
だ

昔
か
ら
、
「
ま
こ

と
」

と
か
「
も
の
の
あ
は
れ
」

と
か
「
み
や

び
」

と
か
等
々
の
言
葉

が
、
和

歌

の
本
質

と
し
て
述

べ
ら

れ
て
き
た
こ

と
を
記

し
て
お
く
。
こ

れ
を
説
こ
う

と
し

て
千
万
一日
が
費

や
さ
れ
て
き
て
い

る
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
和
歌
に
現
わ
れ
た
自
然
観
」
と
言
え
ば
、
当
然
、
”
自
然
を

詠

ん
だ
和
歌
″
と
い

う
こ

と
に

な
り
、

抒
情
詩

に
対

す
る
叙
景
詩

と
い

う
こ

と
に
な
る
が
、
叙
景
詩

の
中
に
も
、
歴

史
的

な
変
化

も
あ
り

、
個
性
的

な
差

も
あ

っ
て
、
一
概
に
は
述
べ
ら

れ
な
い
。
た

だ
、
今

度
、
こ

の
テ

ー
マ
の
も

と
に
、
『
古

事
記
』

か
ら
明
治
時
代
の
子
規

と
明

治
天

皇
の
和
歌
ま
で

を

通

観
し
て
み

た
の
で
、

い
く
つ
か
の
例

を
あ
げ
て
説
明

し
て
み

た
い
。
「
叙
景
」

と
言

っ
て
も
、
和
歌
に
詠
む
以

上
は
、
そ
こ
に
己
れ

の
影
を
認

め
て
の
叙
景

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
―
―
対
象
と
し
て
の
自
然
と
一
体
に
な
る

と
い
う
性
質
は
一
貫
す
る
が
、
そ
の
一
体
感
に
ま
た
あ
る
色
合
い
の
差
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

（
一
）
　
『
古
事
記
』
の
中
に
叙
景
的
な
和
歌
が
あ
る
。
『
古
事
記
』
は
七
一
二

年

成
立
で

あ
る
が
、
中

の
歌
謡

は
そ

れ
よ
り
以
前
の
も
の
と
み
ら
れ

る
の
で
、

製

作
年
代
と
し
て

は
、
最

も
古
い
も

の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
中
に

既

に
、
次
の
二

首
の
よ
う
な
、
極

め
て
叙
景
的

な
和
歌

が
あ
る
。

○
狭
井
河
よ
雲

立
ち
渡
り
畝
火
山
木

の
葉

さ
や
ぎ
ぬ
風
吹
か
む

と
す

（
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ
メ
）

○
な

づ
き
の
田

の
稲
幹
に
稲
幹

に
は
ひ
も
と
ほ
ろ
ふ
と
こ
ろ
づ
ら

（
倭

建
命
の
御
陵
を
作
る
時
の
歌
）

こ
れ
を
『
古
事
記
』
で

は
、
前

の
和
歌

に
つ
い
て
は
、
国
の
危
急

を
御
子

さ
ま
が
た
に
伝
え

る
た
め
の
母
妃
イ
ス

ケ
ヨ
ジ
ヒ
メ
の
歌
と
し
、
後

の
歌

は
、

御

陵
の
「
な

づ
き
田
に

這
ひ
も
と
ほ
り
て

、

哭
き
ま
し
て

歌
ひ

た
ま
ひ
し

く
」

と
説
明

し
て

い
る
。
と
も
に
、
強
烈
な
情
意
を
示

す
も
の
と
し
て
物
語

の
中

に
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
作
者

の
情
緒

が
自
然
を
渾
融
し
て
、
自

然
は
情

緒
の
表
現
の
材
料
と
し
て
示

さ
れ
て
い

る
。

い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
叙
景
で

は

な
い
。
自
然
の
中
に
自
己
が
入
っ
て
ゆ
く
と
い
う
よ
り
も
、
自
然
を
自
己
の

方
に
ひ
き
つ
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で

の
一
体
感
で
あ
る
。
言

っ
て
み

れ
ば
、
主
観
的
叙
景
と
で
も
い
う

べ
き
で

あ
ろ
う
。

（
二
）
　
『
万
葉
集
』
か
ら
、
ま
ず
、
次
の
例
を
あ
げ
る
。

中

大
兄
三
山
の
歌

○
香
具
山
は
　

畝
火

を
惜
し

と
　
耳
梨

と
　
相
あ
ら
そ
ひ
き
　

神
代
よ

り
　

か
く

に
あ
る
ら
し
　

古
へ
も
　

し
か
な
れ
こ

そ
　

う
つ
せ
み
も

嬬

を
　

あ
ら
そ
ふ
ら
し
き

反

歌



○

香
具
山
と
耳
梨
山

と
あ
ひ
し
時
立
ち
て
見
に
来
し
印
南
国
原

○
わ
た
つ
み

の
豊

旗
雲
に
入
日
見
し
今
宵
の
月
夜

さ
や
に
照
り
こ

そ

柿
本
人
麿
二
首

○
東

の
野

に
炎
の
立
つ
見
え
て

か
へ
り
み
す

れ
ば
月

傾
き
ぬ

○

も
の
の
ふ
の
八
十
氏
川

の
網
代
木

に
い
さ
よ
ふ
波
の
ゆ
く
へ
知
ら
ず

も

中
大

兄
（
天

智
天
皇
）
の

コ
ニ
山
の
歌
」

の
「
香
具
山

は
　
畝
火
を
惜
し

と
　
耳

梨
と
　

相
あ
ら
そ
ひ
き
」
と
い
う
三
山

の
叙
事
は
、
神
話
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
う
つ
せ
み
も
嬬
を
あ
ら
そ
ふ
」
と
い
う
人
生
の
事
実

の
表
現
で
あ

る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
一
）
の
『
古
事
記
』
の
歌
と
共
通
な
面
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
自
然
を
神
話
と
し
て
語
る
の
は
、
人
生
事
実
の
痛
感
に
よ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
自
然
神
話

と
は
、
自
然
に
対
す
る
情
緒
の
投
影
で

あ
る
。
こ

れ
を

「
三
山
の
歌
」
は
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
（
一
）
の
主
観
的
叙
景
詩
の

前
に
、
神

話
的
叙
景

の

あ
っ
た
こ

と
が
、

推
察

さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
三
山

の
歌
」

の
反
歌
の
「
わ
た
つ
み

の
豊
旗
雲
に
」

の
歌

や
、
柿

本
人
麿

の
歌
も
、

『
古

事
記
』
の
二
例
と
同
じ
よ
う
に
、
主
観

的
の
叙
景
歌
と
み
ら
れ
る
。
人

生
に
つ
い
て
の
感
動

が
優
勢
で
、
そ
れ
が
生
（
な
ま
）
の
ま
ま
、
叙
景
の
中

に
こ

め
ら
れ
て
い
る

と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
川
出
麻
須
美
と
い
う

詩
人
は
、
人
麿

の
歌

に
、
「
中
今
」
の
歴
史
観
を

見
て
い

る
。
単
純
な

叙
景

で
は
な
い
。

『
万
葉
集
』

の
和
歌
は
、
相
聞

と
挽
歌
と

が
中
心
テ

ー
マ
で

あ
る
と
言
わ

れ

る
ほ
ど
で

、
ほ
と
ん
ど
全
篇

が
、
抒
情
歌
で
あ
っ
て
、
客
観

的
叙
景

の
歌

を
見

つ
け
出
す

の
は
、
大
変
む
ず

か
し
か
っ
た
。
次
の
山
部
赤
人
の
歌
な
ど

が
、
そ
の
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
よ

う
。

山

部
赤

人

○
田

児
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て

見
れ
ば
真
白
に

ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降

り

け
る

○
み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
こ
こ

だ
も
さ
わ
ぐ
鳥
の
声
か
も

作
者
未

詳

○
落
ち
激
ち
流
る
る
水
の
磐
に
触
れ
淀
め
る
淀
に
月

の
影
見
ゆ

具
象
的
に
鑑
賞
的
に
自
然
を
詠
じ
て

い
て

、
自

然
の
中

に
啓
示
を
得
る
と

い
う
よ
う
な
気
味
合
い
が
薄
い
。
つ
ま
り

、
今
日

の
我

々
の
自
然
観
に
近
い

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
言
っ
て

も
、
今
日

の
我

々
に
、
こ

れ
だ
け
の
和
歌

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当

時
既
に
、
和
歌
に
よ
る
自
然
観

は
、
最
高

の
水
準
に
達
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
の
意
味
で
日
本
人
の

自
然
観

は
、
『
万
葉
集
』

の
時
代

に
既
に
、
あ
る
意
味
で
は

最

高
の

レ

ベ
ル

に
達

し
て
し

ま
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
自

然
と
の
一

体
感
を
感
じ
と
ら
せ
る
と
い
う
感
受
性
の
源
流
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

（
三
）
　
『
古
今
集
』
で
は
、
四
季
の
移
ろ
い
を
詠
じ
た
歌
が
多
い
。
自
然
は

四

季
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

○
袖
ひ

ぢ
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら

む
（
紀
貫
之
「
春
た
ち
け
る
日
よ
め
る
」
）

○
あ
き
き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え

ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か



れ
ぬ
る
（
藤
原
敏
行
「
秋
立
つ
日
よ
め
る
」）

（
四
）
『
新
古
今
集
』
の
象
徴
詩
的
な
詠
み
ぶ
り
は
、
自
然
の
一
部
分
に
人

生
を
象
徴
す
る
。
そ
し
て
、
「
神
祇
」
「
釈
教
」
の
歌
は
、
自
然
を
神
意
仏
道

の
啓
示

と
す

る
の
で
あ
る
。
自
然
を
象
徴
と
し
て
捉
え
る
。

○

は
る
の
夜
の
ゆ
め
の
う
き
橋
と
だ
え
し
て
峯
に
わ
か
る
る
横
雲
の
そ

ら
（
藤
原
定
家
）

○

い
つ
し

か
と
荻
の
葉
む
け
の
片
よ
り
に
そ
そ
や
秋
と
ぞ
風
も
き
こ
ゆ

る
（
崇
徳
院
御
歌
）

○

ゆ
ふ
し
で
の
風
に
み
だ
る
る
音

さ
え
て
庭
し
ろ
た
へ
に
雪
ぞ
つ
も
れ

る
（
「
社
頭
雪
と
い
ふ
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」
按
察
使
公
通
「
神
祇
」
）

○
闇

は
れ
て
こ
こ
ろ
の
そ
ら
に
す
む
月

は
西
の
山
辺
や
ち
か
く
な
る
ら

む
（
「
観
心
を
よ
み
侍
り
け
る
」
西
行
法
師
「
釈
教
」）

（
五
）
　
『
金
椀
和
歌
集
』
は
不
思
議
な
歌
集
で
あ
る
。
神
儒
仏
三
道
を
す
べ

て
自
己

の
人
生
体
験
の
表
現

に
と
か
し
こ

ん
だ
た
め
で
あ
ろ
う
、
歌
を
詠
む

こ
と
が
思
想

の
中
心

と
な
り
思
想
の
表

現
と
な
る
、
そ

う
い
う
道
を
開
い
た

の
で
あ
る
。
自

然
表
現

が
作
者

の
思
想

表
現

と
な
っ
た
す

ば
ら
し
い
思
想
詩

が
誕
生
し
た
の
で
あ

る
。

○
大
海
の
磯
も
と
ど
ろ

に
よ

る
波
の
わ
れ
て
砕
け
て
さ
け
て
散
る

か
も

（
六
）
　
近
代
に
至
っ
て
、
正
岡
子
規
は
、
い
わ
ゆ
る
「
写
生
」
の
歌
を
作
り
、

連

作
短
歌
を
開

い
て
、
和
歌

の
中

に
自
然
描
写

の
道

を
開
い
た
。
そ
の
写
実

的
叙
景
は
、

科
学
的
自
然
観

察
の
尊
ば
れ
た
近
代
化

の
思
潮
に
投
じ
て
成
功

し
た
が
、
彼

の
和
歌
は
、
私

は
俳
句
も
そ
う
だ
と
思
う
が
、
む
し
ろ
抒
情
詩

と
し
て
成
功
し
た
と
思
う
。

○
松
の
葉
の
細
き
葉
毎
に
置
く
露
の
千

露
も

ゆ
ら
に
玉
も
こ
ぼ
れ
ず

（
「
雨
中
庭
前
の
松
を
見
て
作
る
」
連
作
十
首
の
第
一
首
）

○
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
に
首
あ
げ
ガ
ラ

ス
戸
の
外
面
を
見
れ
ば
よ
き
月

夜

な
り
（「
病
床
即
事
」
連
作
十
首
の
第
一
首
）

○
佐
保
神
の
別
れ
か
な
し
も
来
ん
春

に
ふ
た
た
び
会
は
ん
わ
れ
な
ら

な

く
に
（「
し
ひ
て
筆
を
と
り
て
」
連
作
十
首
の
第
一
首
）

末
期
の
目
に
映
じ
た
自
然
は
、
限
り

な
い
愛
惜
の
対
象
で
、
宗
教
的
な
憧

憬
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
子
規
に
と
っ
て
、
自
然

は
帰
依
の
対
象

と
な
っ
た

か
と
さ
え

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
明

治
天

皇
の
御

製
の
中

に
は
、
自
然
の
中
に
人
生
法
則

を
読
み

と

ら
れ
た
思
想
的
抒
景
詩
の
数
々
の
傑

作
を
拝
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

○
あ

さ
み
ど
り

澄
み
わ
た
り

た
る
大

空
の
広
き
を
お
の
が
心
と
も
が
な

（「
天
」）

○
久
方
の
あ
ま
つ
空
に
も
浮
雲
の
ま
よ
は
ぬ
日
こ
そ
す
く
な
か
り

け
れ

（「
天
」）

こ
う
い

う
歌
を
民
衆

が

愛
唱
す
る
と
こ
ろ
に
、「
日
本
人
の

自
然
観
」

の

基

礎
が
あ

る
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
や
く
・
ま
さ
お
、
国
文
学
、
亜
細
亜

大
学
教
授
）
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