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時
評

ハ
レ
の
歌
と
短
歌
結
社
小
林
賢
太

　『
歌
壇
』
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
三
枝
昂
之
・
坂
井
修
一
の
対
談
で
は
、

佐
佐
木
信
綱
へ
の
言
及
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
話
は
ハ
レ
の
歌
へ
と
広
が
る
。

ケ
の
歌
が
中
心
と
な
っ
た
近
代
短
歌
の
世
界
で
、
信
綱
は
ハ
レ
の
歌
に
も
き

ち
ん
と
眼
を
向
け
て
お
り
、
だ
か
ら
彼
は
興
味
深
い
の
だ
と
三
枝
は
言
う
。

で
は
、
ハ
レ
の
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
歌
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
式
典
の
歌
で

も
、
個
の
内
面
を
見
つ
め
る
タ
イ
プ
の
歌
は
少
し
違
う
よ
う
に
思
う
。
例
え

ば
、
園
遊
会
と
い
う
正
真
正
銘
の
ハ
レ
の
場
で
詠
ま
れ
た
一
首
。

・
両
陛
下
を
か
こ
む
人ひ

と
む
ら群
あ
め
煙
る
池
の
か
な
た
に
し
ば
し
見
て
立
つ

（
岡
井
隆
『
大
洪
水
の
前
の
晴
天
』）

　
客
観
的
な
観
察
者
と
し
て
の
眼
差
し
、
ま
た
人
群
と
の
距
離
も
あ
る
た
め

か
、
ハ
レ
の
歌
と
い
う
よ
り
優
れ
た
写
生
歌
に
見
え
る
。
一
方
、
次
の
二
首

は
ハ
レ
の
歌
と
感
じ
ら
れ
る
。
一
首
目
は
ご
子
息
の
結
婚
式
の
歌
、
二
首
目

は
竹
山
広
氏
の
斎
藤
茂
吉
短
歌
文
学
賞
受
賞
に
際
し
て
の
歌
。

・
と
り
ど
り
の
花
を
あ
つ
め
て
春
光
る
御
園
に
響
く
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
・
ベ
ル

・
山
桜
い
ま
だ
散
ら
ず
に
待
ち
く
れ
し
師
の
受
賞
式
五
月
十
二
日

（
三
輪
良
子
『
木
綿
の
時
間
』）

　
先
の
岡
井
詠
と
の
違
い
は
何
だ
ろ
う
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
共
有
と
肯
定
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
右
の
二
首
は
祝
意
を
そ
の
場
の
皆
と
、
あ
る
い
は
花
々
と

分
か
ち
合
っ
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
か
つ
て
の
ハ
レ
の
歌
は
、
歌
合
の
よ
う

な
公
の
席
で
そ
の
場
の
人
々
と
共
有
す
る
歌
を
指
し
た
が
、
そ
う
し
た
場
が

失
わ
れ
た
現
代
で
は
、
場
や
時
を
誰
か
（
時
に
そ
れ
は
人
間
以
外
の
存
在
）

と
共
有
・
肯
定
す
る
歌
を
、
ハ
レ
の
歌
と
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る
と
、
式
典
ほ
ど
大
き
な
節
目
で
な
く
て
も
ハ
レ
の
歌
は
詠
め

る
。
同
じ
く
『
木
綿
の
時
間
』
よ
り
、母
の
日
に
詠
ま
れ
た
歌
を
引
用
す
る
。

・
栴
檀
の
花
の
間

あ
は
ひ
に
広
が
れ
る
真
青
な
る
そ
ら
母
と
あ
ふ
げ
り

　
直
前
に
は
「
あ
と
何
度
こ
ん
な
時
間
が
来
る
の
だ
ら
う
靴
を
履
か
せ
て
杖

を
持
た
せ
て
」
の
一
首
が
あ
る
。
そ
の
時
、
そ
の
場
を
ご
母
堂
と
共
有
・
肯

定
す
る
姿
勢
は
、
私
に
は
ハ
レ
の
歌
に
思
え
る
。
ま
た
、
共
有
す
る
相
手
が

他
者
で
な
く
、
過
去
や
未
来
の
自
分
で
も
ハ
レ
の
歌
に
な
り
得
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
同
書
よ
り
、
誕
生
月
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
一
首
。

・
子
を
三み

た
り人
生
み
て
育
て
し
歳
月
は
た
と
へ
ば
木
綿
の
や
う
な
る
時
間

　
こ
れ
ま
で
の
過
去
を
「
木
綿
の
時
間
」
と
し
て
肯
定
し
、
そ
の
時
そ
の
時

の
自
分
た
ち
と
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
作
者
の
顔
を
知
っ

て
い
る
な
ら
読
者
も
そ
の
感
慨
を
共
有
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
共
有

と
肯
定
を
感
じ
さ
せ
る
歌
は
、
日
常
の
中
の
ハ
レ
の
歌
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
現
代
の
ハ
レ
の
歌
と
は
、
流
れ
ゆ
く
日
常
の
中
で
立
ち
止
ま

り
、
過
去
や
現
在
に
意
味
を
与
え
、
そ
の
時
や
場
を
誰
か
と
分
か
ち
合
う
言

葉
の
よ
う
に
思
え
る
。
近
現
代
短
歌
は
ケ
の
歌
中
心
と
言
わ
れ
る
が
、
短
歌

表
現
の
幅
広
さ
を
考
え
る
と
き
、
ハ
レ
の
歌
の
存
在
は
欠
か
せ
ま
い
。

　
こ
う
し
た
歌
は
、
若
い
世
代
よ
り
ベ
テ
ラ
ン
世
代
の
方
が
自
然
に
詠
め
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
異
な
る
世
代
の
歌
人
同
士
が
自
然
に
繋

が
る
の
が
、
結
社
と
い
う
集
団
・
場
の
よ
う
に
思
う
。
互
い
の
顔
が
見
え
る

公
的
な
歌
の
場
が
少
な
く
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
短
歌
の
多
様
な
表
現
を

肌
で
感
じ
ら
れ
る
の
が
結
社
の
良
さ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。


