
時
評

自
然
と
人
と
身
体
感
覚
小
林
賢
太

　

歌
と
自
然
は
関
係
が
深
い
。
万
葉
の
昔
か
ら
自
然
は
詠
歌
の
対
象
で
あ
っ

た
し
、『
古
今
集
』
仮
名
序
の
冒
頭
「
や
ま
と
う
た
は
人
の
心
を
種
と
し
て
、

万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」
は
、歌
の
本
質
を
植
物
に
例
え
て
評
す
る
。

　

和
歌
の
修
辞
技
法
の
一
つ
で
あ
る
序
詞
に
は
、
人
の
心
情
を
自
然
の
景
に

託
す
例
が
多
い
。
平
安
後
期
の
歌
人
・
源
俊
頼
の
歌
を
例
に
見
て
み
よ
う
。

・
風
吹
け
ば
空
に
た
な
び
く
浮
雲
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

・
秋
の
野
の
も
と
あ
ら
の
萩
に
置
く
露
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
散
木
奇
歌
集
・
一
二
三
三
・
一
二
三
七
）

　

両
首
と
も
上
の
句
が
序
詞
、
下
の
句
で
行
方
の
分
か
ら
な
い
恋
心
を
詠

う
。
同
じ
恋
心
を
詠
ん
で
い
て
も
、
序
詞
が
表
す
景
（
雄
大
な
空
に
た
ゆ
た

う
浮
雲
／
ま
ば
ら
な
萩
の
上
の
小
さ
な
露
）
に
よ
っ
て
印
象
が
異
な
る
。
自

然
の
景
は
人
の
心
の
細
や
か
な
違
い
を
絶
妙
に
表
現
し
得
る
だ
ろ
う
。
恋
心

を
自
然
に
例
え
る
歌
は
、
現
代
短
歌
に
も
見
出
せ
る
。
例
え
ば
次
の
一
首
。

・
萩
ほ
ろ
ほ
ろ
薄
う
す
く
れ
な
ゐ
紅
の
ち
り
わ
か
れ
恋
は
畢ひ
つ
き
や
う竟
は
が
れ
ゆ
く
箔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
平
盟
子
『
シ
ュ
ガ
ー
』）

　

上
の
句
は
ま
る
で
序
詞
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
結
句
で
再
び
箔
と
い
う
喩

に
戻
る
複
雑
さ
は
、
現
代
短
歌
な
ら
で
は
だ
ろ
う
。
ま
た
既
に
多
く
の
指
摘

が
あ
る
が
、景
と
情
と
を
巧
み
に
取
り
合
わ
せ
る
歌
人
に
吉
川
宏
志
が
い
る
。

・
風
を
浴
び
き
り
き
り
舞
い
の
曼
珠
沙
華　

抱
き
た
さ
は
と
き
に
逢
い
た
さ

　

を
越
ゆ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
『
青
蟬
』
）

・
つ
ら
い
ん
じ
ゃ
な
く
眠
い
だ
け
遠
山
は
炬
燵
の
色
に
夕
べ
染
ま
り
つ

・
隠
す
の
は
秘
め
る
こ
と
よ
り
苦
い
か
な
銀
杏
の
樹
皮
を
ぬ
ら
し
ゆ
く
雨

　

そ
ん
な
吉
川
の
自
然
と
人
に
関
す
る
論
考
が
、
角
川
「
短
歌
」
二
〇
二
三

年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。「
シ
リ
ー
ズ
特
集　

対
比
に
見
る
短
歌
の
構
造

学
」
の
テ
ー
マ
は
「
自
然
 vs.
人
」
だ
っ
た
。
吉
川
の
総
論
「
観
察
か
ら
比
喩

へ
」
は
、
長
塚
節
か
ら
現
代
短
歌
ま
で
を
縦
横
に
論
じ
る
。
吉
川
は
、
客
観

的
な
観
察
の
み
で
は
自
然
と
自
己
が
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
逆
に
自
然

と
自
己
の
一
体
化
が
過
ぎ
る
と
個
を
失
う
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
こ

で
現
代
短
歌
が
探
求
し
て
き
た
の
は
、「
身
体
感
覚
に
よ
っ
て
自
己
と
自
然

を
繋
ぐ
表
現
」
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
例
と
し
て
引
か
れ
た
一
首
。

・
夕
暮
れ
に
雲
が
葡
萄
の
よ
う
だ
っ
た
握
り
つ
ぶ
せ
ば
台
風
が
く
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
村
穂
隆
『
湖
と
フ
ァ
ル
セ
ッ
ト
』）

　

観
察
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
握
り
つ
ぶ
す
と
い
う
身
体
感
覚
を
用
い
て
自

然
を
詠
う
。
た
し
か
に
、
肉
体
的
感
覚
を
も
っ
て
自
然
を
詠
む
例
は
、
古
典

に
は
珍
し
い
か
も
し
れ
な
い
。当
て
は
ま
り
そ
う
な
の
は
次
の
歌
だ
ろ
う
か
。

・
須
磨
の
海あ

ま人
の
袖
に
吹
き
こ
す
潮
風
の
な
る
と
は
す
れ
ど
手
に
も
た
ま
ら

　

ず　
　
　
　
　
　

（
新
古
今
和
歌
集
・
恋
二
・
一
一
一
七
・
藤
原
定
家
）

　
「
海か
い
へ
ん
の
こ
い

辺
恋
」
と
い
う
題
の
恋
歌
で
あ
る
。
袖
を
吹
き
抜
け
る
潮
風
は
手
中

に
留
め
て
お
け
な
い
。
同
様
に
、
恋
し
い
あ
の
人
も
自
分
の
も
の
に
は
な
ら

な
い
の
だ
な
ぁ
と
詠
う
。「
手
に
も
た
ま
ら
ず
」
と
い
う
身
体
感
覚
的
表
現

は
、「
握
り
つ
ぶ
せ
ば
」
と
詠
う
田
村
の
歌
に
も
通
底
し
そ
う
だ
。

　

現
在
、Ａ
Ｉ
や
Ｖ
Ｒ
技
術
の
進
歩
は
著
し
い
。
そ
う
し
た
現
代
に
お
い
て
、

肉
体
的
・
身
体
的
な
感
覚
に
基
づ
く
豊
穣
な
言
語
表
現
は
、
現
実
世
界
を
生

き
る
生
身
の
人
間
な
ら
で
は
の
強
み
か
も
し
れ
な
い
。
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