
行

方

も

し

ら

ぬ

松

隈

義

勇

ニ
へ

三
年
前

の
文
芸
学

会

で
、
歌
人
清
水
房
雄

こ

と
渡
辺
先
生
と
、
詩

の
伊
藤
康
圓
先
生
、
そ
れ

に
私

て
い
だ
ん

が
加
わ

っ
て
の
鼎
談

で
文
芸
雑
談
を
し
た

こ
と
が
あ

っ
た
。
そ

の
時
私

は
、

し
ぎ

心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
鴫
た
つ

沢
の
秋
の
夕
暮し

も

の
歌

に
つ
い
て
、
下

の
句
だ
け
あ
れ
ぽ

、
言

い
た

い

こ
と
は
言

い
つ
く
し
て
あ
り
、
そ
れ

で
十
分

で
あ
る
。

か
み上

め
句

は
要
す

る
に
解

説
み
た

い
な
も

の
で
あ

っ
て

不
要

で
は
な

い
か
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
後

に
な

っ

て
考
え

て
み
る
と
、
上

の
旬

の

「
心
な
き
身
」
は
世

を
捨

て
て
日
常

の
喜

怒
哀
楽

の
情
を
持
た
な

い
身

と

い
う

こ
と

で
、
そ
う

い
う
人

の
感
ず
る

「
あ
は
れ
」

の
美
は
既

に
限
定
さ
れ
、

予
想
さ
れ

て
い
る
。
む
し

ろ
上

の
句
が
下

の
句
を
含
ん

で
い
る
よ
う
に
さ
え
思

わ
れ
る
。
下

の
句
は
、
も

の
さ
び
た
哀
れ
な
自
然

の

情
趣
を
情
感

的

に
表
し
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、

「
心

な
き
身
」

に
知
ら
れ
る

「
あ
は
れ
」

の
美

そ

の
も

の

で
あ
る
。
そ

の
美

の
把
握
が
、
や
や
理
づ
め

の
上

の

句

に
支
え
ら
れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
し

っ
か
り
と
立

っ
て
く
る
。

こ
の
歌
に

つ
い
て
、
小
林
秀

雄
は
、

こ

の
歌

の
お

の
ず
か
ら
鼓
動
し

て
い
る
よ
う
な
心
臓

の

あ
り

か
は
、

上

の
句

に
あ
る
と

い
う
風

に
い

っ
て

い

る
。
小
林
は
上

の
句
か
ら
読

み
、
私

は
下

の
旬
か
ら

読

ん
だ
と

い
う
わ
け

で
あ
ろ
う
。

大
体
西
行

に
は
論
理
酌
な
理
づ

め
の
所
が
あ
る
。

世
を
す

つ
る
人
は
ま

こ
と

に
す

つ
る
か
は
す

て

ぬ
人

こ
そ
す

つ
る
な
り
け
れ

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
弁
証
法
的
な
思
考
法
と
逆
説

的
な
表
現
は
、
歌

に
は
類
が
少
な

い
も

の
で
あ
る
。

世

の
中
を
思

へ
ば
な
べ

て
散
る
花

の
わ
が
身
を

さ

て
も

い
つ
ち
か
も
せ
む

上

の
句

は
世

の
無
常
を
詠

ん
で
い
る

の

で

あ

る

が
、
そ

の
無
常
は
冷
た

い
認
識

で
な
く

て
、
自
分

の

身

の
上

の
避

け
ら
れ
ぬ
必
然

と
な

っ
て
い
る
。

こ
の

無
常

の
身

を
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
よ

い
も
の
か
と
、

い
た
た
ま
れ
ぬ
思

い
で
い
る

の
で
あ
る
。

「
地
獄
絵

を
見

て
」
と

い
う
題

の
歌

に
、

見
る
も
憂
し

い
か
に
か
す
べ
き
我
が

心
か

二
る

報

い
の
罪
や
あ
り
け
る

こ
ん
な
物

凄

い
報

い
を
う
け
る

の
か
と
心

の
苦
し
く

な
る
よ
う
な
ひ
ど

い
罪
を
、

我
れ
自
ら

の
心

の
問
題

と
う
け
と

っ
て
、
わ
が
心
を
責

め
く
る

し

め

て

い

る
。

つ
ま
り
、
西
行
は
無
常
な
る
我
が
身
を
ど
う
す

る
か
、
罪
深
き
我
が
心
を
ど
う
す
る
か
と

い
う
、
内

面
的
な
問
題

に
自
分

の
全
存
在
を
か
け

て
ぶ

つ
か

っ

た

の
で
あ
る
。

「
世
を
す

つ
る
」

の
歌

の

「
ま

こ
と

に
す

つ
る
」
と
は
そ
う

い
う
捨

て
方

で
あ

っ
た

の
で

あ

る
。

西
行

は
晩
年

に
近
く
、

風

に
な

び
く
富
士

の
煙

の
空

に
き
え

て
行
方
も
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知
ら

ぬ
我
が
思
ひ
か
な

の
絶
唱
を
詠
ん

で
い
る
。
理
づ

め
の
所
が
な
く
、
姿

も
調
べ
も
悠

揚
と
し
て
い
る
。
歌

の
上

の
句

は
空

に

す
が
た

見
え
る
無
常

の
相

で
あ

る
。

「
我
が
思

ひ
」

は

「
我

が
身
を
さ
て
も

い
つ

ち
か
も

せ
む
」

・

「
い
か
に
か

す
べ
き
我
が

心
」

と

い
う
よ
う
な
想

い

で

あ

る
。

「
思
ひ
」
に
は

「煙
」

の
縁

で

「
火
」
が
掛
け

て
あ

る
か
ら
、
熱

い
想

い
と
考

え
て
よ
い
。
そ
う
し

た
想

い
が

つ
き
と
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
、
空

の
彼
方

に
ゆ
く

冖え
も
知

ら
ず
消

え
て
、
虚

し
く
な

っ
て
ゆ
く
。
西
行

晩
年

の
心
の
姿

で
あ

ろ
う

か
。

冖

願

は
く

は
花

の
下

に
て
春
死
な
む
そ

の
き
さ
ら

ぎ

の
望

月
の
こ
ろ

ぽ

、
辞
世

に
あ

た
る
歌

と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

「
我

が
身
を
さ

て
も

い
つ

ち
か
も

せ
む
」

・

「
い
か
に
か

す

べ
き
我
が

心
」

の
想

い
が
虚

し
く
消
え
た
後

に
、

た
だ
静

か
に
死

ぬ
こ
と
だ
け
を
願

っ
て
い
る
。
死

ぬ

る
以
上

は
、

一
生
を
通

じ
て
あ

こ
が
れ
た
花
と
月

に

包

ま
れ

て
死
ね
ば
、
そ
れ

で
よ
い
と
考
え
た

の
で
あ

ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
望

み
通
り

に
命
終
し

て
、
世
人

の
感
動
を
誘

っ
た

と
い
う
。
し

か
し
、

こ
の
歌
そ

の

も

の
は
ち
ん
ま
り

と
出
来
上
り
す
ぎ

て
い
る
。
我
が

身
、
我
が
心
を

い
か
に
す

べ
き

か
と
、
あ
れ

ほ
ど
熱

}く
物
狂

お
し
く
悩

み
求

め
、
そ

し
て
花

に

つ

い

て

ギ

・

ぐ

も
ろ
と
も
に
わ
れ
を
も
具

し
て
散

り
ね
花
浮
世

を

い
と
ふ
心
あ

る
身
ぞ

と
ま
で
思

い
を
た
か
ぶ
ら
せ
た
、
激

し
い
魂
が
、
最

期

に
臨

ん
で
こ
の
よ
う
に
お
さ

ま
り

か
え

っ
た
あ
り

方

で

一
生

の
決
着
を

つ
け

る
と

い
う

こ
と

に
、
私

は

何

か
あ
き
足

り
な

い
も

の
を
感
ず

る
。
生
涯

の
総
決

算

を

こ
こ
に
示

そ
う

と
い
う
意
図
が
動

い
た
の
で
は

な

い
か
と
い
う
疑

い
が
念
頭
を
去
ら
な

い
。
川
端
康

成
が

『
末
期

の
眼
』

で
い

っ
て
い
る
よ
う
な
、
西
行

の

「
末
期

の
眼
」

に
映

っ
た
も

の
が
何

で
あ

っ
た

か

を

こ
そ
知

り
た
い
と
私

は
思
う
。

そ
れ

に

つ
い
て
想

い
出
さ
れ

る
こ
と
が
あ

る
。
芭

蕉

の
最
後

の
句
、

や
ん

旅

に
病

で
夢

は
枯
野
を

か
け
廻

る

は
、
わ

び

・
さ

び
の
漂
泊
詩
人
芭
蕉

の
イ
メ
ー
ジ
そ

の
も
の
を
総
括

し
て
表
示

し
た
よ
う
な
内
容

の
旬

で

あ

る
。

こ
う

い
う
点

か
ら
多
く

の
評
家

の
絶
讃
を
得

て
い
る
の
で
あ

る
が
、
詩

と
い
う
も

の
は
言
葉

の
意

味
が
指

し
示
す
内
容

だ
け

の
も

の
で
は
な
く
、
言
葉

そ
の
も

の
の
姿

や
調

べ
と
い
う
、
心
情

に
密
着
し

た

も
の
に
よ

っ
て
成

り
立

つ
も
の
で
あ

る
。

「
旅

に
病

で
」

の
句
は
姿

や
調

べ
か
ら

い
う
と
、
切

れ
字
が
な

く
て
、

上
か
ら
下

へ
と
暗

い
気
分

と
力

が
限

り
も

な

く
流
れ

て
い
る
だ
け

の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
内
容
が
指
し
示
す
、
わ
び

・
さ
び

の
漂

泊
詩

人

の
イ
メ
ー
ジ

と
は

お
よ
そ

一
致
し
な

い

も

の

で

あ

る
。
芭
蕉
は
生
涯

の
総
決
算

と
し
て
自
分

の
イ

メ
ー

ジ
を
墓
碑
銘
的

に
示
し
残
そ
う
と
し
な
が
ら
、

ふ
と

自
分

の
本
音
を
調
べ
に
漏

ら
し

て
し
ま

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
彼

は

こ
の
句
を
門

弟

に
示
し
た
時

に
、
臨
終

も
う
し
ゆ
う

を
間
近

に
し
て

「妄

執
」
を
捨

て
た

い
が
離

れ
ら
れ

ぬ
と
悔
や
ん
だ
と

い
う
。

こ
の
旬
、

つ
ま
り
は
妄

執

の
表
白

で
あ
る
。
小
林
秀
雄
は
西
行

論

の
中

で
、

「
彼

の
風
雅

は
芭
蕉

の
風
雅
と
同
じ
く
、
決

し
て
清

淡
と

い
う
様

な
も

の
で
は
な
く
、
根

は
頑
丈

で
執
拗

な
も

の
で
あ

っ
た
。」

と

い

っ
て

い
る
が
、

西
行

に

し

て
も
、
芭
蕉

に
し

て
も
、
そ

の
通
り
と
思

う
。

西
行

の

「
風

に
な
び
く
」

の
歌
に
あ
た
る
芭
蕉

の

句
を
挙
げ
よ
と

い
う
な
ら
ば

、

こ
の
秋
は
何

で
年
よ
る
雲

に
鳥

で
あ
ろ
う
。
漂
泊
者

の
心

に
忍

び

よ

る

老
愁
を
詠

む
。
雲

の
果

て
に
う
す
れ
ゆ
く
鳥

影
が
表

す

の
は
、
r

命

か
。
人
生

の
証
し
と
し
て

の
希
望

や
夢
、

生
命
感

の
消
失
す
る
虚
し
さ
と

で
も

い

う

べ

き

か
。
芭
蕉

は
、
旅
と
も

い
わ
ず

、
孤
独
と
も

い
わ
ず
、

ま
た
自

L

然

の
寂

し
さ
も

い
わ

ぬ
ま
ま

に
、
し
か
も
そ
れ
ら
す

べ

て
を
象
徴
的

に
示
し

て
い
る
。
芭
蕉
が

「
末
期

α

眼
」

に
見

た
も

の
は
こ
れ

で
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
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