
新

・
氷
華
集
鑑
賞

尾

池

和

夫

秋

繭

の
荷

出

し

を

明

日

に
眠

り

こ
け

氷
壺
集

宮
下
　
明
子

秋
、
繭

の
出
荷

の
時

で
す
。
繭

の
中

の
さ
な
ぎ
は
呼
吸
し

て
い
る
の

で
、
繭
を
積
み
重
ね
て
お
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
短
期
間
に
集
中
し
て

行
う
作
業
ば
か
り
で
す
。
出
荷
ま

で
の
状
況
を

「
眠
り
こ
け
」
と
詠
み
、

良
質

の
繭
を
送
り
出
す
喜
び
に
伴
う
労
働

の
厳
し
さ
を
秘
め

て
表
現
し
ま

し
た
。大

夕

焼

か

つ

て

煙

を

噴

き

じ

山
　
　
余
米
　
重
則

過
去

一
万
年
以
内
に
活
動
し
た
火
山
を
気
象
庁
は
活
火
山
と
定
義
し
て

い
ま
す
。
昔
あ

っ
た
休
火
山
と
い
う
言
葉
は
今
は
使
い
ま
せ
ん
。
活
火
山

の
ほ
と
ん
ど
は
休
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
噴
煙
を
上
げ
た
火
山
も
緑
豊
か

な
山
容
を
見
せ
て
い
ま
す
。
見
事
な
夕
焼
が
包
み
込
ん
で
い
る
光
景
に
、

こ
の
山
は
噴
火
す
る
山
だ
と
認
識
を
あ
ら
た
に
眺
め
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

納

一保

や

幽

霊

役

の
　
肝
　
つ
　
玉
　
　
中
嶋
　
文
子

町
内
の
納
涼
大
会

で
の
出
し
物
に
幽
霊
役
が
登
場
し
て
、
幽
霊
役
は

肝

っ
玉
が
す
わ

っ
て
な
い
と
務
ま
ら
な
い
な
あ
と
見
た
感
嘆
の
声
で
す
。

八
月
の
初
め
頃
、
旧
暦
の
七
月
七
日
に
行
わ
れ
る
沖
縄
の
七
夕
は
、
先

祖
の
供
養
の
行
事
で
す
。
お
盆
前
の
墓
参
り
で
、
墓
掃
除
を
し
、
線
香
や

茶
を
供
え
、
七
夕
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
盆
の
案
内
を
す
る
行
事
で
す
。

そ
の
よ
う
な
地
域
の
風
習
を
詠
ん
で
伝
え
る

一
句
だ
と
思
い
ま
し
た
。

す

べ

て
子

の
手

の
内

に
あ

る
墓

参

り

　

梅
谷

和
声

子
ど
も
の
幼
い
頃
か
ら
墓
参
り
に
伴
い
、
自
分
で
仕
切

っ
て
き
た
墓
参

を
子
の
世
代
が
執
り
行

っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
年
月
の
経
過
で
す
。

揃

ひ

た

る

稲

の

穂

並

の
方

里

か

な
　
　
山
田
　
良

一

一
辺
が

一
里
の
正
方
形
の
面
積
が
方
里
で
す
。　
一
里
四
方
に
稲
が
台
風

の
影
響
も
受
け
ず
に
穂
並
が
揃
う
状
況
を
詠
み
止
め
ま
し
た
。

帰

り
行

く
小

さ

な

リ

ュ
ッ
ク
夏

終

る

　

鴻
坂

佳
子

幼
い
肯
に
小
さ
な
リ

ュ
ッ
ク
を
背
負

っ
て
帰

っ
て
行
け
ば
夏
が
終
わ
り

■
＝
‘
寂
ｔ
さ
を
小
さ
な
リ

ュ
ッ
ク
に
集
約
さ
せ
て
情
を
抑
え
ま
し
た
。

ｌｌｌｌｌ

仙

化

山

似

て
弾

け

て
み

た

き

と

も

　

稲
葉

良
雄

鳳
仙
化
［
摯
――
た
■
け
触
る
と
弾
け
ま
す
。　
一
瞬
の
勢
い
が
面
白
く
て

片

っ
端
か
ら
触

っ
て
み
ま
す
。
そ
の
感
触
に
、
ふ
と
日
頃
の
我
が
身
も
真

似
て
弾
け
て
み
た
と
少
し
思
わ
せ
ぶ
り
で
す
が
共
感
し
ま
す
。

秋

蛍

こ

い

こ

い

と

呼

ぉか
鬼

貫

己
心　
　
原
田
松
二
郎

上
島
鬼
貫
は
八
歳
の
時
に

「
こ
ひ
こ
ひ
と
い
へ
ど
蛍
が
飛
ん
で
い
く
」

と
詠
ん
だ
と
言
わ
れ
る
伊
丹
出
身
の
俳
人
で
す
。
そ
の
鬼
貫
に
因
ん
だ

「
鬼
貫
青
春
俳
句
大
賞
」
は
、　
一
五
歳
か
ら
三
〇
歳
未
満
を
対
象
に
公
益

財
団
法
人
柿
衛
文
庫
の
主
催
で
、
新
作
三
〇
句
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
そ

の
鬼
貫
の
忌
日
を
う
ま
く
詠
み
込
み
ま
し
た
。

初

秋

や

桂

姿
　
に

紅

引

か
　
れ
　
　
鈴
木
　
春
菜

社
は

「
う
ち
き
」
と
読
み
ま
す
。
公
家
装
束
を
構
成
す
る
着
物
の

一
つ

で
女
性
の
衣
で
す
。
そ
の
装
束
を
身
に
つ
け
て
、
日
頃
の
素
顔
に
紅
を
引

か
れ
た
と
い
う

一
点
で
、
作
者
自
身
の
実
感
を
言
い
止
め
ま
し
た
。

線

色

の

袂

菫
豆
か

に

う

す

も

ムリ
ぢ
　
　
福
田
　
将
矢

社
に
対
し
て
直
衣

（
の
う
し
）
が
公
家
の
男
性
の
装
束
で
、
光
源
氏
の

姿
で
す
。
そ
の
直
衣
の
色
が
標
色
だ
と
い
う
句
で
す
。
古
来
の
藍
染
め
の

色
の
名
で
、
藍
よ
り
も
薄
く
、
浅
葱
よ
り
も
濃
い
色
合
い
を
言
い
ま
す
。

そ
の
袂
が
ふ

っ
く
ら
と
し
て
い
る
男
性
の
装
束
の
優
雅
さ
に
薄
紅
葉
を
合

わ
せ
て
詠
み
ま
し
た
。

帆

船

の
帆

を

張

り

て
よ

り
秋

立

ち

ぬ

　

宮
澤

淑
子

大
き
な
帆
船
が

一
斉
に
帆
を
広
げ
る
の
が
総
帆
展
帆
で
す
。
海
王
丸
だ

と
二
九
枚
の
帆
が
あ
り
、
年
間

一
〇
回
ほ
ど
こ
の
総
帆
展
帆
が
見
ら
れ
ま

す
。
立
秋
に
出
会

っ
た
総
帆
展
帆

へ
の
挨
拶
の

一
句
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

宿

題

を

机

の

端

へ

梨

を

剥

く

　

大
口

彰
子

宿
題
を
す
る
子
の

一
体
み
の
景
が
ほ
の
ぼ
の
と
伝
わ
り
ま
す
。
や
り
か

け
の
本
や
ノ
ー
ト
を
机
の
端
に
寄
せ
て
、
美
味
し
そ
う
な
香
り
の
梨
を
剥

き
ま
し
た
。
秋
の
午
後
の
ひ
と
と
き
で
す
。

氷
室
集

踊

り

潰

す

郡

上

踊

（り
下

駄

（り
数
　
　
中
島
　
冬
子

郡
上
踊
は
、
郡
上
市
八
幡
町
で
開
催
さ
れ
る
盆
踊
で
す
。
日
本
三
大
盆

踊
の

一
つ
で
、
見
る
踊
で
は
な
く
踊
る
踊
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
浴
衣
で

下
駄
を
鳴
ら
し
な
が
ら
参
加
し
ま
す
。
踊
り
下
駄
を
履
い
て
参
加
し
、
独

特
の
音
が

一
体
感
を
醸
し
出
し
、
徹
夜
で
踊
り
ま
す
。
踏
み
な
ら
し
て
潰

れ
た
下
駄
の
数
に
注
目
し
て
、
郡
上
踊
の
特
徴
を
明
確
に
表
現
し
て
い
ま
す
。

七

夕

を

旧

暦

と

な

し

墓

手

入
　
　
屋
嘉
比
順
子


