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江
北
の
四
季

残
暑
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す

つ
る
性
の
一
年
草
で
、
巻
き
ひ
げ
を
持
ち
、
周
囲
の
も
の

に
絡
み
つ
き
な
が
ら
、
伸
び
て
い
き
ま
す
。
白
色
の
小
さ
な

花
を
咲
か
せ
、
そ
の
後
、
可
愛
ら
し
い
紙
風
船
の
よ
う
に
ふ

く
ら
ん
だ
袋
状
の
実
を
つ
け
ま
す
。
実
が
茶
色
く
熟
す
と
、

黒
地
に
白
い
ハ
ー
ト
模
様
の
入
っ
た
丸
い
タ
ネ
が
得
ら
れ
ま

す
。
風
船
状
の
果
実
も
タ
ネ
の
表
情
も
、
愛
嬌
が
あ
り
ま
す
。

○
立
秋
、
第
三
十
七
候
、
初
候
、
涼
風
至(

す
ず
か

ぜ
い
た
る)

。

涼
し
い
風
が
吹
き
始
め
る
頃
。
ま
だ
暑
い
か
ら

令和２年

8月9日

第19号フウセンカズラ(風船葛)

こ
そ
、
ふ
と
し
た
瞬
間
に
感
じ
る
涼
風
が
嬉
し
い
。

秋
き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の

音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る

『
古
今
集
』

秋
が
来
た
と
、
は
っ
き
り
と
目
に
は
み
え
な
い
け

れ
ど
、
草
葉
を
そ
よ
が
せ
る
音
に
、
は
っ
と
気
づ

き
ま
し
た
。

藤
原
敏
行
が
秋
立
つ
日(

立
秋
の
日)

に
詠
ん
だ

歌
だ
そ
う
で
す
。

八
月
七
日
が
二
十
四
節
気
の
一
つ
、
立
秋
で
し

た
。
時
候
の
挨
拶
が
「
暑
中
お
見
舞
い
」
か
ら
「
残

暑
見
舞
い
」
に
変
わ
り
ま
す
。
二
十
四
節
気
は
一

年
で
最
も
昼
の
長
い
日
を
夏
至
、
一
年
で
最
も
昼

の
短
い
日
を
冬
至
、
昼
と
夜
の
長
さ
が
同
じ
日
を

春
分
、
秋
分
と
し
、
こ
の
四
つ
を
春
、
夏
、
秋
、

冬
の
中
心
と
し
て
決
め
た
暦
で
、
こ
の
四
つ
の
節

気
を
「
二
至
二
分(

に
し
に
ぶ
ん)

」
と
い
い
ま
す
。

立
秋
は
こ
の
夏
至
と
秋
分
の
ち
ょ
う
ど
中
間
の
日

で
、
暦
の
上
で
は
こ
の
日
か
ら
秋
が
始
ま
り
ま
す
。

立
秋
は
、
立
春
、
立
夏
、
立
冬
と
合
わ
せ
て
「
四

立(

し
り
ゅ
う)

」
と
い
い
、
二
至
二
分
と
四
立
を

合
わ
せ
て
「
八
節(

は
っ
せ
つ)

」
と
い
い
ま
す
。

な
お
、
立
秋
は
暦
の
上
で
は
一
日
だ
け
で
は
な
く
、

処
暑
の
前
日
ま
で
の
約
十
五
日
間
も
さ
し
ま
す
。

大
毛
蓼
に
続
き
、
犬
蓼(

赤
ま
ん
ま)

も
咲
き
出
し
ま
し
た
。

昔
か
ら
子
供
た
ち
の
ま
ま
ご
と
遊
び
に
欠
か
せ
な
い
花
で

す
。
赤
い
粒
の
よ
う
な
花
を
ば
ら
し
て
赤
飯
に
見
立
て
て
遊

び
ま
す
。
♪
ま
ま
ご
と
あ
そ
び
の

か
あ
さ
ん
た
ち
は

み

ー
ん
な

て
っ
ち
ゃ
ん

だ
い
す
き
よ
♪

か
ま
ぼ
こ
板
と

赤
ま
ん
ま
は
、
ま
ま
ご
と
遊
び
の
必
需
品
で
し
た
ね
。

植
物
名
に
お
け
る
「
イ
ヌ
」
は
「
本
物(

有
用
な
植
物)

に

比
べ
て
役
に
立
た
な
い
」
も
の
に
冠
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ヌ

ガ
ラ
シ
、
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
、
イ
ヌ
ツ
ゲ
、
イ
ヌ
ビ
ワ
な
ど
。

ヤ
ナ
ギ
タ
デ
の
仲
間
は
辛
味
が
あ
り
蓼
酢
な
ど
に
使
わ
れ
ま

す
が
、
イ
ヌ
タ
デ
に
は
辛
み
が
な
い
た
め
に
イ
ヌ
が
つ
け
ら

れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
イ
ヌ
タ
デ
の
方
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
の
で
、
本
当
の
方(

ヤ
ナ
ギ
タ
デ)

を
本
タ
デ
と
い
う
よ
う

で
す
。

イヌタデ(犬蓼 赤まんま)

ﾊﾂﾕｷｿｳ(初雪草)
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今
年
は
梅
雨
の
長
雨
で
、
気
が
つ
い
た
ら
茗
荷
が
た
く
さ

ん
咲
い
て
い
ま
し
た
。
慌
て
て
収
穫
し
、
冷
や
そ
う
め
ん
や

冷
や
奴
の
薬
味
と
な
り
、
唐
揚
げ
の
材
料
と
な
っ
て
、
夜
の

ビ
ー
ル
の
つ
ま
み
と
な
り
ま
し
た
。

ミョウガ(茗荷)

ネコノヒゲ

本当にひげのよう

○
八
月
八
日
か
ら
十
日
は
、
八
九
十(

は
く
と
う)

の
語
呂
合
わ
せ
か
ら
、
白
桃
の
日
だ
そ
う
で
す
。

桃
に
は
古
来
か
ら
不
老
長
寿
を
与
え
、
邪
気
を
払

う
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

桃
太
郎
は
桃
か
ら
生
ま
れ
て
鬼
退
治
を
し
ま
し

た
。
孫
悟
空
は
天
界
の
桃
園
で
、
九
千
年
に
一
度

実
を
つ
け
そ
れ
を
食
べ
る
と
天
地
が
あ
ら
ん
か
ぎ

り
生
き
長
ら
え
る
と
さ
れ
て
い
た
桃
を
食
べ
、
そ

の
後
三
蔵
法
師
の
お
供
を
し
て
天
竺
に
行
き
ま
し

た
。
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
黄
泉(

よ
み)

の
国
に

イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
会
い
に
行
き
ま
す
が
、
そ

の
ウ
ジ
の
わ
い
た
醜
い
姿
を
見
て
逃
げ
帰
ろ
う
と

し
て
雷
神
の
率
い
る
黄
泉
の
軍
隊
に
追
わ
れ
ま
す

が
、
近
く
に
あ
っ
た
桃
の
木
の
実
を
投
げ
つ
け
て

軍
隊
を
退
散
さ
せ
現
世
（
う
つ
し
よ
）
に
帰
り
着

き
ま
し
た
。

と
い
う
こ
と
で
、
暑
い
夏
に
は
桃
が
い
い
よ
う

な
の
で
、
大
奮
発
し
て
高
額
な
桃
を
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
も
の
と
は
ほ
ど
遠
い
も

の
で
し
た
。
桃
ほ
ど
当
た
り
外
れ
の
大
き
い
も
の

は
な
い
で
す
ね
。

ハナシキブ(花式部)

カ
ッ
コ
ウ
ア
ザ
ミ(

ア
ゲ
ラ
タ
ム)

は
、
耐
暑
性
が
高
く
、

丈
夫
で
育
て
や
す
く
、
挿
し
木
で
簡
単
に
増
え
ま
す
。
暑
い

夏
は
ど
の
花
も
長
持
ち
し
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
花
な
ら
ば

と
思
い
、
一
種
生
け
に
し
て
み
ま
し
た
。
丸
一
日
た
ち
ま
し

た
が
、
全
く
暑
さ
を
も
の
と
も
し
て
い
ま
せ
ん
。

カッコウアザミカッコウアザミ

クロホオズキ

毎年、こぼれ種に任せ

ておいたら、黒色が緑色

になってきました。
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ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
、
タ
カ
ノ
ハ
ス
ス
キ
、
カ
ッ
コ
ウ
ア
ザ
ミ

ア
マ
ク
リ
ナ
ム
、
シ
マ
ス
ス
キ
、
ド
リ
チ
ョ
ス
ラ
ブ
ラ
ブ

ル
ビ
ー
ム
ー
ン

生花新風体生花新風体 ドリチョス………

アゲハ

シオカラトンボ

オオマルハナバチ(ブンブンバチ) ３枚とも

暑くなり、庭に花は少なくなりましたが、昆虫たちの楽園です。
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シ
マ
ト
ネ
リ
コ
の
木
に
ア
ブ
ラ
ゼ
ミ
が
ぎ
っ
し
り
。
日
中

の
庭
は
蝉
時
雨
で
す
。
シ
マ
ト
ネ
リ
コ
は
島
に
育
つ
ト
ネ
リ

コ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
ら
し
い
。

○
「
閑(

し
ず
か)

さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉(

せ
み)
の

声
」
が
有
名
で
す
が
、
芭
蕉
は
「
や
が
て
死
ぬ
け

し
き
は
見
え
ず
蝉
の
声
」
と
い
う
俳
句
も
つ
く
っ

て
い
ま
す
。

後
者
は
芭
蕉
が
亡
く
な
る
一
ヶ
月
前
に
詠
ん
だ

句
で
、
数
日
後
に
は
辞
世
の
句
と
と
も
と
れ
る
「
こ

の
道
や
ゆ
く
人
な
し
に
秋
の
暮
れ
」
を
残
し
て
い

ま
す
。
芭
蕉
の
気
持
ち
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
蝉

は
間
も
な
く
死
ぬ
こ
と
も
知
ら
ず
、
た
だ
今
を
精

一
杯
元
気
に
謳
歌
し
て
鳴
い
て
い
る
、
と
解
釈
し

た
い
も
の
で
す
。

「
蝉
の
命
は
短
い
」
と
よ
く
言
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
成
虫
の
話
で
、
そ
れ
で
も
２
～
３
週
間
は
生

き
る
よ
う
で
す
。
蝉
の
種
類
に
も
よ
る
よ
う
で
す

アブラゼミ(油蝉)

が
、
幼
虫
は
土
の
中
で
七
年
ほ
ど
過
ご
す
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
多
く
の
昆
虫
は
寿
命
が
短
く
、
一

年
間
に
何
度
も
世
代
交
代
を
繰
り
返
し
ま
す
。
寿

命
の
長
い
も
の
で
も
春
に
生
ま
れ
て
秋
に
は
死
ん

で
い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
思
う
と
蝉
の
寿
命
は

長
く
、
小
学
一
年
生
が
捕
る
蝉
は
彼
と
生
ま
れ
た

年
が
同
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

歳
時
記
を
見
る
と
蝉
を
使
っ
た
夏
の
季
語
に
は
、

蝉
の
殻
、
空
蝉(

う
つ
せ
み

蝉
の
殻
の
こ
と)

、

蝉
時
雨(

せ
み
し
ぐ
れ)

、
蝉
の
穴
、
な
ど
が
あ
り

ま
す
。
落
蝉(

お
ち
せ
み)

と
い
う
秋
の
季
語
も
あ

る
よ
う
で
す
。
寿
命
が
来
て
木
に
と
ま
る
力
を
な

く
し
た
蝉
は
、
地
面
に
落
ち
て
ひ
っ
く
り
返
っ
て

い
ま
す
。
も
う
し
ば
ら
く
す
る
と
落
蝉
を
多
数
見

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
四
季
の
移
ろ
い
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
無
常
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

ヘ
ク
ソ
カ
ズ
ラ(
屁
糞
葛)

道
端
に
咲
い
て
い
る
蔓(

つ
る)

性
多
年
草
の
雑
草
。
傷
つ

け
る
と
悪
臭
を
放
つ
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
つ
き
ま
し
た
が
、

生花正風体(一種生け)

よ
く
見
る
と
、
中
心
部
が
赤
紅
色
の
白
い
小
花
を
咲
か
せ
て

お
り
、
愛
ら
し
い
花
で
す
。
花
を
水
に
浮
か
べ
た
姿
が
田
植

え
を
す
る
娘(

早
乙
女)

の
か
ぶ
る
笠
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、

サ
オ
ト
メ
バ
ナ(

早
乙
女
花)

と
か
サ
オ
ト
メ
カ
ズ
ラ(

早
乙
女

蔓)

と
も
よ
ば
れ
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
花
を
伏
せ
て
置
い
た

姿
が
灸(

き
ゅ
う

や
い
と)

に
見
え
る
こ
と
か
ら
ヤ
イ
ト
バ

ナ
と
い
う
名
も
持
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
道
端
に
た
く

さ
ん
見
つ
け
ま
し
た
の
で
、
朝
顔
の
よ
う
に
い
け
て
み
ま
し

た
。
適
当
な
花
器
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
二
重
切
り
の

上
の
重
に
い
け
ま
し
た
。
涼
し
げ
な
花
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
半
日
く
ら
い
し
か
も
ち
ま
せ
ん
で
し
た

ｾｲﾖｳﾌｳﾁｮｳｿｳ(西洋風蝶草)ホトトギス
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