
時
評幸

せ
な
短
歌
ラ
イ
フ
の
た
め
に
小
林
賢
太

　

砂
子
屋
書
房
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
連
載
の
「
月
の
コ
ラ
ム
」、
今
年
の
担

当
は
髙
良
真
実
氏
で
あ
る
。
ど
れ
も
面
白
い
が
、
二
月
の
「
短
歌
の
神
様
は

ど
こ
に
い
る
の
か
」
を
特
に
興
味
深
く
読
ん
だ
。
例
え
ば
、
読
ん
で
お
く
べ

き
秀
歌
リ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
（
や
や
大
仰
に
言
え
ば
「
正カ
ノ
ン典
」）
が
歌
壇

で
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
短
歌
の
共
同
体
は
成
立
し
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
共
同
体
の
中
で
誰
か
が
自
分
の
歌
を
読
ん
で
く
れ
る
と
い

う
信
頼
が
あ
る
と
、
賞
へ
の
焦
燥
や
他
者
へ
の
嫉
妬
な
ど
短
歌
の
毒
か
ら
距

離
を
置
け
る
こ
と
な
ど
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
指
摘
が
多
か
っ
た
。
短
歌
雑
誌

の
特
集
等
で
結
社
の
意
義
や
役
割
が
話
題
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
髙
良
氏

の
先
の
指
摘
は
そ
れ
に
対
す
る
的
を
射
た
答
え
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
氏
は
共

同
体
を
無
批
判
に
賞
賛
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
負
の
側
面
に
も
言
及
し

て
い
る
。
こ
の
十
年
で
短
歌
を
始
め
る
人
は
増
え
た
が
、
短
歌
の
共
同
体
か

ら
疎
外
さ
れ
た
人
も
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
は
鋭
い
。

　

短
歌
は
一
人
で
も
作
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
一
人
で
は
続
か
な
い
。
誰
か
の

歌
を
読
み
、
誰
か
に
自
分
の
歌
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
、
作
り
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
そ
う
し
た
相
互
関
係
を
生
み
出
す
場
と
し
て
、

結
社
や
そ
れ
に
類
す
る
集
団
が
提
供
す
る
歌
会
や
歌
誌
は
存
在
し
て
き
た

し
、
近
年
で
は
イ
ン
タ
ネ
ー
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
新
た
な
場
と
し
て
機
能
し
て

い
る
。
歌
人
が
他
者
を
求
め
る
の
は
、
現
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　

漂
泊
の
歌
人
と
し
て
名
高
い
西
行
は
、
公
的
な
歌
合
に
は
参
加
せ
ず
、

中
央
歌
壇
と
は
一
定
の
距
離
を
取
り
な
が
ら
己
の
歌
の
道
を
邁
進
し
て
い
っ

た
。
し
か
し
晩
年
、
勅
撰
和
歌
集
へ
の
入
集
を
望
ん
で
藤
原
俊
成
に
詠
草
を

送
っ
た
り
（
山
家
集
・
一
二
三
九
番
）、
俊
成
・
定
家
親
子
に
自
詠
の
批
評

を
求
め
た
り
し
て
い
る
（
御
裳
濯
河
歌
合
、
宮
河
歌
合
）。
そ
の
心
境
を
西

行
研
究
者
の
寺
澤
行
忠
氏
は
、「
生
涯
か
け
て
精
進
を
続
け
て
き
た
詩
的
達

成
に
つ
い
て
、
歌
壇
に
対
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
確
認
を
求
め
た
行
為
だ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推
測
し
て
い
る
（『
西
行　

歌
と
旅
と
人
生
』
新

潮
社
、
二
〇
二
四
年
）。
西
行
ほ
ど
の
歌
人
で
さ
え
、
共
同
体
と
無
関
係
で

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

他
方
、
共
同
体
と
は
一
種
の
幻
想
で
も
あ
る
。
吉
本
隆
明
『
共
同
幻
想

論
』
や
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想
像
の
共
同
体
』
な
ど
が
そ
れ

を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
歌
壇
や
文
壇
と
い
っ
た
共
同
体
は
、
国
家
に
お
け

る
国
土
の
よ
う
な
物
理
的
実
体
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
構
成
す
る

人
々
、
共
有
す
る
概
念
、
そ
こ
に
抱
く
信
頼
が
拠
り
所
で
あ
る
。
何
と
も
頼

り
な
い
よ
う
だ
が
、
短
歌
の
共
同
体
が
未
だ
滅
び
て
い
な
い
の
は
、
色
々
あ

り
な
が
ら
も
人
々
が
繋
が
り
を
求
め
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
次
の
一
首
は
、

勅
撰
集
入
集
を
望
ん
だ
西
行
が
、詠
草
に
添
え
て
俊
成
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。

・
花
な
ら
ぬ
言
の
葉
な
れ
ど
お
の
づ
か
ら
色
も
や
あ
る
と
君
拾
は
な
む

 （
つ
ま
ら
な
い
歌
ば
か
り
で
す
が
、
も
し
か
す
る
と
良
い
歌
も
あ
る
か
も

　

し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
な
ら
、
あ
な
た
に
拾
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。）

　

結
句
に
わ
ざ
わ
ざ
置
か
れ
た
「
君
」
と
い
う
一
語
は
、
俊
成
へ
の
信
頼
だ

け
で
な
く
、他
者
を
求
め
る
心
の
表
出
か
も
し
れ
な
い
。
誰
か
の
歌
を
読
む
、

そ
し
て
誰
か
が
自
分
の
歌
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
と
思
え
る
こ
と
は
、
き
っ

と
短
歌
ラ
イ
フ
を
幸
せ
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
。
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