
飯
島
　
晴
子
と
い
ふ
俳
人
　
　
　
岡
井
　
隆

　
　
わ
た
く
し
に
烏
柄
杓
は
ま
か
せ
て
お
い
て
　
　
　
晴
　
子

　
こ
れ
は
遺
句
集
（
第
七
句
集
）
の
『
平
日
』
に
あ
る
句
で
あ
る
。

な
ぜ
カ
ラ
ス
ビ
シ
ャ
ク
は
、
飯
島
晴
子
に
よ
つ
て
「
ま
か
せ
て
お
い

て
」
と
さ
れ
る
の
だ
ら
う
か
。
ま
づ
は
カ
ラ
ス
ビ
シ
ャ
ク
を
知
ら
な

け
れ
ば
、
と
思
つ
て
『
新
日
本
大
歳
時
記
』
と
い
ふ
カ
ラ
ー
の
や
つ

を
開
く
と
、
そ
の
例
句
と
し
て
、

　
　
烏
柄
杓
千
本
束
に
し
て
老
い
む
　
　
晴
子

が
引
か
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
カ
ラ
ス
ビ
シ
ャ
ク
の
解

説
も
写
真
も
出
て
ゐ
る
。「
六
月
頃
、
一
〇
〜
一
五
セ
ン
チ
の
花
茎

を
出
し
、
上
端
に
緑
色
の
仏
焔
苞
に
包
ま
れ
た
肉
穂
花
序
を
立
て

る
」
と
あ
る
が
、
写
真
は
、
ど
う
も
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
。
こ
の

二
つ
の
句
の
比
較
で
は
、『
平
日
』
の
「
ま
か
せ
て
お
い
て
」
の
方

が
、
今
の
わ
た
し
の
好
み
に
は
合
ふ
。

　
飯
島
さ
ん
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
、
文
章
を
書
い
て
自
分
た
ち

の
雑
誌
「
未
来
」
に
の
せ
た
。
忘
れ
が
た
い
俳
人
で
あ
る
。
か
か
は

り
は
深
く
な
く
お
会
ひ
し
た
の
も
二
、
三
回
だ
ら
う
。「
鷹
」
の
、

信
頼
す
る
に
足
る
俳
人
と
思
つ
て
ゐ
た
。『
朱
田
』
か
ら
あ
と
毎
回
、

句
集
を
い
た
だ
い
て
、
幾
度
か
、
そ
の
句
の
よ
ろ
し
き
所
以
を
書
い

た
。

　
自
分
に
対
し
て
き
び
し
い
女
人
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
。
論
理
づ
く
め

と
い
ふ
の
と
は
違
ふ
が
〈
知
〉
の
匂
ひ
の
す
る
文
章
を
書
い
て
居
ら

れ
た
。
一
度
だ
け
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
パ
ネ
ラ
ー
と
し

て
同
席
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
の
発
言
に
も
、
さ
う
い
ふ
〈
知
〉

の
匂
ひ
、〈
知
〉
の
力
を
感
じ
た
。

　
　
百
合
鴎
少
年
を
さ
し
出
し
に
ゆ
く

　
　
鶯
に
蔵
を
つ
め
た
く
し
て
お
か
む

　
　
月
光
の
象
番
に
な
ら
ぬ
か
と
い
ふ

　
　
恋
と
も
ち
が
ふ
紅
葉
の
岸
を
と
も
に
し
て

　
　
男
ら
の
汚
れ
る
ま
へ
の
祭
足
袋

　
か
う
い
ふ
句
を
引
い
て
み
た
く
な
り
ま
す
よ
、
飯
島
さ
ん
。
そ
ん

　
な
風
に
語
り
か
け
て
み
た
く
な
る
や
う
な
人
で
あ
つ
た
。
百
合
鴎
に



　
対
し
て
、「
少
年
を
さ
し
出
し
に
ゆ
く
」
と
は
な
ん
だ
ら
う
。「
さ
し

出
し
に
ゆ
く
」
に
は
、
人
生
苛
酷
の
感
じ
が
あ
つ
て
、
わ
た
し
は
共

感
す
る
の
で
あ
る
。「
月
光
の
象
番
」
な
の
か
「
月
光
」
が
「
象
番

に
な
ら
ぬ
か
と
い
ふ
」
の
か
、
こ
れ
は
、
わ
た
し
は
勝
手
に
、「
月

光
」
と
い
ふ
存
在
が
や
っ
て
来
て
、「
お
て
ま
へ
は
、
象
番
に
お
な

り
な
さ
い
よ
」
と
勧
誘
し
て
ゐ
る
や
う
に
受
け
と
つ
て
お
も
し
ろ
が

つ
て
ゐ
た
。

　
な
に
に
し
て
も
、
飯
島
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
は
、

は
か
な
い
話
だ
が
、
そ
れ
で
も
歳
時
記
な
ど
ひ
き
な
が
ら
、
カ
ラ
ス

ビ
シ
ャ
ク
の
句
と
つ
き
合
つ
て
ゐ
る
と
、
た
の
し
く
慰
め
ら
れ
る
。

カ
ラ
ス
ビ
シ
ャ
ク
で
は
な
く
、「
烏
柄
杓
」
と
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
う
い
ふ
句
で
あ
る
。
こ
れ
は
植
物
の
名
で
あ
つ
て
、
し
か
も
そ
こ

に
、
烏
が
棲
ん
で
ゐ
る
。
烏
が
、
柄
杓
に
使
ひ
さ
う
な
肉
穂
花
の
、

そ
の
外
の
総
苞
で
あ
る
。
あ
れ
は
、
水
は
汲
め
ま
い
が
、
烏
な
ら
あ

れ
で
汲
み
さ
う
だ
。
ほ
ん
た
う
は
、
カ
ラ
ス
ビ
シ
ャ
ク
は
雑
草
と
し

て
庭
や
畑
に
生
え
て
来
る
の
で
、
こ
の
草
の
駆
除
は
、
わ
た
し
に
ま

か
せ
て
お
い
て
よ
、
と
い
つ
て
ゐ
る
み
た
い
で
も
あ
る
。
こ
の
柄
杓

で
水
を
汲
む
の
は
、
常
人
に
は
で
き
な
い
だ
ら
う
か
ら
、
こ
の
わ
た

し
め
に
お
ま
か
せ
下
さ
い
と
申
し
出
ら
れ
た
や
う
な
気
に
も
な
る
。

　『
平
日
』
を
、
ふ
た
た
び
読
ん
で
ゐ
て
、

　
　
柚
子
と
柚
子
息
を
こ
ろ
し
て
ゐ
る
の
か
も

と
い
ふ
句
に
目
を
と
め
た
。

　
　
正
月
や
＊
し
い
ら
の
男
方
女
方
置
く

と
い
ふ
句
も
あ
る
。
＊
し
い
ら
は
、
大
魚
の
や
う
で
あ
る
。
名
の
ひ
び
き
に

惹
か
れ
る
が
、
見
た
こ
と
の
な
い
魚
で
あ
る
。
飯
島
さ
ん
は
「
男
方

は
魚
を
割
い
て
背
骨
の
付
い
た
側
、
他
方
が
女
方
」
と
注
記
し
て
蒙

を
啓
い
て
く
れ
て
ゐ
る
。

　
柚
子
同
士
も
い
き
を
こ
ろ
し
て
相
対
し
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い

と
い
ふ
。
＊
し
い
ら
の
身
に
さ
へ
、
男
と
女
を
別
け
て
か
ん
が
へ
る
。

　
も
の
と
も
の
が
、
自
然
に
と
け
合
つ
て
調
和
す
る
姿
と
い
ふ
よ
り

も
、
も
の
と
も
の
、
人
と
人
と
が
、
鋭
い
対
立
を
つ
ね
に
は
ら
ん
で

ゐ
る
の
だ
、
と
い
ふ
認
識
が
、
と
り
わ
け
、
こ
の
人
が
男
を
と
り
あ

げ
た
句
に
感
じ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ
分
別
を
さ
れ
る
こ
と



が
、
わ
た
し
に
と
つ
て
は
不
快
な
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
納
得
が
い

く
こ
と
だ
つ
た
。

　
　
柿
の
棹
あ
れ
に
も
こ
つ
が
あ
る
の
か
も

　
　
ば
か
生
り
の
柿
の
下
に
て
亡
国
論

　「
柿
の
棹
」。
さ
う
い
ふ
道
具
が
あ
つ
た
な
あ
と
思
ひ
出
し
て
、
お

も
は
ず
う
れ
し
く
な
つ
た
。「
柿
の
棹
」
も
、
も
う
、
ほ
と
ん
ど
見

か
け
な
く
な
り
、「
亡
国
論
」
ば
か
り
は
や
る
世
の
中
に
な
つ
た
。

そ
し
て
、〈
そ
の
う
ち
に
隠
れ
住
み
た
き
鴛
鴦
の
沼
〉
と
言
ひ
な
が

ら
、
鴛
鴦
の
沼
な
ら
ぬ
彼
岸
へ
、
旅
立
つ
て
行
つ
て
し
ま
は
れ
た
。


