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忘
れ
た
く
な
い
日
本
人
の
自
然
観

　

阪
神
淡
路
の
震
災
、
そ
し
て
東
日
本
大
震
災

と
い
う
大
き
な
地
震
災
害
を
通
じ
て
、
私
た
ち

は
二
つ
の
教
訓
を
得
ま
し
た
。
一
つ
は
、
私
た
ち

が
依
存
し
て
い
る
科
学
技
術
で
は
到
底
自
然
を

制
御
で
き
な
い
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
人
は
一
人

で
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
こ
と
で
す
。
言
わ
れ
て
み

れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
高
度
経
済
成

長
と
長
い
平
和
な
時
代
が
こ
の
当
た
り
前
な
こ
と

を
忘
れ
さ
せ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
災
害
の

記
憶
が
薄
れ
、
そ
の
教
訓
が
陳
腐
に
思
わ
れ
て

く
る
こ
ろ
、
再
び
大
き
な
災
害
が
起
こ
る
、
日

本
人
は
そ
の
経
験
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
き
た

民
族
で
す
。
大
き
な
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
世
代

は
、
そ
の
体
験
を
様
々
な
形
で
子
孫
に
語
り
継

ぐ
努
力
を
し
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
民
話
で
あ

り
、
地
名
で
あ
り
、
石
碑
で
あ
り
、
信
仰
で
し
た
。

　

か
つ
て
の
津
波
の
到
達
地
点
に
は
石
碑
が
建
て

ら
れ
、
大
き
な
被
害
が
発
生
し
た
場
所
に
は
地

蔵
さ
ん
が
祀
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
場
所
や

地
名
に
は
深
い
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

道
路
整
備
や
都
市
開
発
に
よ
り
他
の
場
所
に
移

さ
れ
、
歴
史
的
情
報
源
で
も
あ
る
古
い
地
名
は

度
々
の
合
併
政
策
に
よ
り
、
使
わ
れ
な
く
な
り

ま
し
た
。
当
面
は
合
理
的
で
好
都
合
な
の
で
す

が
、
先
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
に
く

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

　

信
仰
面
で
は
、
自
然
災
害
の
破
壊
力
を
神
の

怒
り
や
怨
霊
の
祟
り
と
受
け
取
り
、
そ
れ
を
鎮

め
る
た
め
の
装
置
と
し
て
神
社
が
作
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
大
概
の
場
合
、
背
後
に
山
や
海
を
拝
め

る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
々
は
、
こ
の

神
殿
に
ぬ
か
づ
き
、
供
え
物
を
し
て
、
神
（
自
然
）

を
畏
れ
て
き
た
の
で
す
。
一
年
間
何
事
も
な
け
れ

ば
、
有
難
い
こ
と
と
し
て
盛
大
に
祭
り
を
し
ま
し

た
。
本
来
祭
り
は
人
が
楽
し
む
た
め
で
は
な
く
、

神
や
霊
を
鎮
め
無
事
平
穏
に
感
謝
す
る
た
め
の

儀
式
で
し
た
。

　

も
と
も
と
、
山
や
海
は
神
や
魔
物
の
領
域
と

し
て
侵
し
て
は
な
ら
な
い
場
所
な
の
で
す
が
、
人

は
そ
こ
か
ら
糧
を
得
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
く
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
食
料
、
燃
料
、
水
等
あ
ら
ゆ

る
資
源
は
神
か
ら
い
た
だ
く
恵
み
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
里
に
近
い
山
に
手
を
加
え
、
海
に
漕

ぎ
出
し
、
道
具
や
技
術
の
工
夫
を
重
ね
、
自
然

資
源
を
高
度
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
自
然
資
源
の
利
用
に
は
、
作
法
（
ル
ー

ル
や
モ
ラ
ル
）
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
資
源

が
枯
渇
し
て
し
ま
え
ば
そ
こ
に
人
は
住
め
な
く
な

る
か
ら
で
す
。
欲
に
駆
ら
れ
て
そ
の
作
法
を
破
る

と
、
神
の
怒
り
に
ふ
れ
大
き
な
障
り
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
長
く
信
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ジ
ブ

リ
の
映
画
「
も
の
の
け
姫
」
で
も
扱
わ
れ
た
テ
ー

マ
で
す
。
誰
が
考
え
出
し
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、「
畏
れ
」
の
精
神
を
巧
み
に
織
り
込
ん
だ
知

恵
だ
と
思
い
ま
す
。
古
代
シ
ュ
メ
ー
ル
文
明
は
、

人
の
王
が
森
の
神
を
殺
し
て
レ
バ
ノ
ン
杉
の
森
を

伐
採
し
尽
く
し
た
結
果
、
環
境
が
破
壊
さ
れ
滅

亡
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
日
本
人
の
自

然
感
は
、
大
陸
の
文
明
と
は
か
な
り
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
日
本
で
は
鎌
倉
時
代
以
降
、
仏
教
の

教
え
が
混
ざ
り
合
っ
て
き
て
、
命
を
い
た
だ
く
行

為
に
対
す
る
倫
理
的
解
釈
や
、
我
欲
を
抑
え
他

者
を
慈
し
む
道
徳
心
が
説
か
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
か

く
し
て
、
神
（
自
然
）
を
畏
れ
な
が
ら
仏
（
人

の
善
意
）
に
救
わ
れ
る
と
い
う
日
本
人
の
基
本

的
観
念
が
完
成
し
浸
透
し
た
こ
と
で
、
地
域
社

会
の
持
続
性
を
担
保
す
る
、
強
い
公
共
モ
ラ
ル
や

自
己
に
厳
し
く
他
者
に
優
し
い
道
徳
心
が
、
今

も
自
然
依
存
度
の
高
い
生
活
を
し
て
い
る
農
山

村
の
人
々
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。

　

近
代
科
学
の
目
覚
し
い
発
達
と
経
済
資
本
主

義
の
追
求
に
よ
っ
て
戦
後
の
日
本
人
は
豊
か
に
な

り
ま
し
た
。
た
だ
一
方
で
は
、
無
事
平
穏
な
日

常
を
感
謝
す
る
謙
虚
さ
は
忘
れ
ら
れ
、
我
欲
の

追
求
に
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
今
さ
ら
昔
の
暮
ら
し
に
戻
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
が
、
現
代
社
会
が
地
球
規
模
で
も
地
域

規
模
で
も
、
持
続
困
難
な
構
造
で
あ
る
こ
と
は

事
実
で
あ
り
、
い
ず
れ
否
応
な
く
転
換
を
迫
ら

れ
る
時
が
来
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
、
日
本

人
が
立
ち
返
る
べ
き
、
厳
し
く
も
豊
か
な
自
然

環
境
と
そ
れ
に
育
ま
れ
た
精
神
文
化
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
ぬ
よ
う
、
次
世
代
に
伝
え
る
努

力
を
続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
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