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江
北
の
四
季

令和２年

9月5日

第23号

キアゲハ(左右とも)

羽の付け根が、アゲハは縞模様、

キアゲハは黒っぽい塗りつぶし。

○
第
四
十
二
候
、
処
暑
、
末
候
、
禾
乃
登(

こ
く
も

の
す
な
わ
ち
み
の
る)

。
「
禾(

の
ぎ)

」
は
稲
な
ど
の

穀
物
で
す
ね
。

穀
物
が
実
る
秋
と
な
り
ま
し
た
。
青
々
と
し
て

い
た
水
田
は
黄
金
色
に
染
ま
り
、
あ
ち
こ
ち
で
稲

刈
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
水
田
が
減
っ
た
と
言
っ

て
も
、
や
は
り
「
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国

(

と
よ
あ

し
は
ら
の
み
ず
ほ
の
く
に)

」
で
す
ね
。

豊
か
な
葦
原
の
よ
う
に
み
ず
み
ず
し
く
稲
穂
が
実
る
国
。

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

身
近
な
と
こ
ろ
の
自
然
は
減
り
、
秋
の
風
情
は

感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
稲
穂
の
先

が
重
く
な
っ
て
垂
れ
、
黄
金
色
に
色
づ
き
始
め
る

と
秋
だ
な
あ
と
思
い
ま
す
。
穀
物
と
言
え
ば
今
日

で
は
米
や
麦
で
す
が
、
古
代
で
は
粟
だ
っ
た
よ
う

で
す
。
パ
ン
や
ご
飯
が
普
通
に
食
べ
ら
れ
る
今
日

に
感
謝
で
す
。
な
お
、
粟
花
と
呼
ば
れ
る
花
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
粟
の
花
で
は
な
く
、
女
郎
花(

お

み
な
え
し)

の
別
名
で
す
。
ま
た
、
大
阪
名
物
の
粟

お
こ
し
も
江
戸
時
代
以
降
は
お
米
を
使
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。

「
実
る
ほ
ど
頭(

こ
う
べ)

を
垂
れ
る
稲
穂
か
な
」
。

実
が
熟
し
て
い
な
い
稲
は
ピ
ン
と
た
ち
、
中
身
が

熟
し
た
稲
ほ
ど
実
の
重
み
で
頭
が
下
が
る
様
子
か

ら
、
知
識
や
徳
を
積
ん
だ
人
ほ
ど
謙
虚
な
人
間
に

な
る
こ
と
を
例
え
た
こ
と
わ
ざ
で
す
。
昔
の
人
は

身
近
な
植
物
か
ら
上
手
に
人
の
道
を
教
え
て
く
れ

ま
す
ね
。

ツ
マ
グ
ロ
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
か
？

ラ
ン
デ
ブ
ー
で
す
ね
。

夏
も
終
わ
り
の
よ
う
な
。

赤とんぼが飛び回るようになり

ました。日没後、やっと止まった

ところをパチリ。
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藪
を
覆
っ
て
枯
ら
す
ほ
ど
旺
盛
に
生
育
し
ま
す
。
つ
る
性

植
物
は
自
身
で
立
つ
必
要
が
無
い
の
で
茎
を
丈
夫
に
し
な
く

て
も
よ
く
、
そ
の
分
早
く
成
長
し
て
光
を
独
占
し
て
し
ま
い

ま
す
。
家
屋
が
こ
の
植
物
に
絡
ま
れ
る
と
貧
相
に
見
え
る
の

で
、
別
名
ビ
ン
ボ
ウ
カ
ズ
ラ
（
貧
乏
葛
）
。
地
下
茎
で
増
え

る
の
で
蔓
を
と
っ
て
も
と
っ
て
も
す
ぐ
出
て
き
ま
す
。
ド
ク

ダ
ミ
、
ス
ギ
ナ
、
ヒ
ル
ガ
オ
、
そ
し
て
こ
の
ヤ
ブ
ガ
ラ
シ
は
、

ガ
ー
デ
ナ
ー
見
習
い
の
強
敵
で
す
。
根
を
く
ま
な
く
取
っ
た

つ
も
り
で
も
わ
ず
か
の
取
り
残
し
で
ま
た
出
て
き
ま
す
。
や

っ
か
い
な
雑
草
で
す
。
花
は
意
外
と
か
わ
い
ら
し
い
で
す
ね
。

蜜
が
多
い
ら
し
く
様
々
な
昆
虫
が
や
っ
て
き
ま
す
。
蝶
や
ア

リ
は
い
い
で
す
が
、
ス
ズ
メ
バ
チ
や
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
も
来
ま

す
。
こ
の
夏
は
花
を
採
る
際
す
で
に
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
に
刺
さ

れ
ま
し
た
。
用
心
、
用
心
。

ヤブガラシ(藪枯らし)とアシナガバチ

○
９
月
９
日
は
五
節
句
の
ひ
と
つ
「
重
陽(

ち
ょ
う

よ
う)

の
節
句
」
で
す
。
五
節
句
は
中
国
か
ら
伝
わ

っ
て
き
た
そ
う
で
す
が
、
古
来
中
国
で
は
、
奇
数

は
縁
起
が
良
い
「
陽
数
」
、
偶
数
は
縁
起
の
悪
い
「
陰

数
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
桁
の
奇

数
が
重
な
る
の
は
、
一
月
一
日
、
三
月
三
日
、
五

月
五
日
、
七
月
七
日
、
そ
し
て
九
月
九
日
で
す
。

一
月
一
日
は
元
旦
の
た
め
一
月
七
日
に
移
り
、
七

草
の
節
句
と
し
て
七
草
を
食
べ
て
無
病
息
災
を
願

い
ま
す
。
三
月
三
日
は
桃
の
節
句
、
雛
人
形
を
飾

り
女
の
子
の
成
長
を
願
い
ま
す
。
五
月
五
日
は
菖

蒲
の
節
句(

端
午
の
節
句)

、
五
月
人
形
や
鯉
の
ぼムラサキシキブ(紫式部)の実が色づき始めました。

り
を
飾
り
男
の
子
の
成
長
を
願
い
ま
す
。
七
月
七

日
は
笹
の
節
句(

七
夕
の
節
句)

、
短
冊
に
望
み
を

書
き
そ
の
成
就
を
願
い
ま
す
。
そ
し
て
九
月
九
日

は
菊
の
節
句(

重
陽
の
節
句)

、
菊
の
花
を
飾
り
健

康
を
願
い
ま
す
。
九
月
九
日
は
陽
数
の
最
大
値
で

あ
る
９
が
重
な
る
の
で
「
重
陽
」
と
名
付
け
ら
れ

た
の
で
す
ね
。
本
来
、
五
節
句
は
旧
暦
の
日
付
で

祝
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
の
改
暦
で
新
暦
に
移

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
一
ヶ
月
前
後
早
く
な
り
、

植
物
の
時
季
が
ず
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
年
の

旧
暦
九
月
九
日
は
新
暦
十
月
二
十
五
日
と
な
り
ま

す
の
で
、
本
来
な
ら
菊
が
咲
き
始
め
る
頃
で
す
ね
。

新
暦
で
も
九
月
九
日
が
今
日(

こ
ん
に
ち)

の
菊
の

節
句
で
す
。
菊
酒
を
飲
ん
で
コ
ロ
ナ
よ
飛
ん
で
い

け
と
無
病
息
災
を
願
い
た
い
も
の
で
す
。

蒲(

ガ
マ)

。

「
浦
」
は
水
辺
で
、
そ
こ
に
草
か
ん
む
り
で
す
か
ら
、
水
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辺
に
生
え
る
草
で
す
ね
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
よ
う
な
太
い

穂
の
部
分
は
雌
花
が
集
ま
っ
た
穂
で
、
そ
の
上
の
細
長
い
棒

の
よ
う
な
も
の
は
雄
花
の
集
ま
っ
た
穂
で
す
。
花
の
時
期
が

終
わ
る
と
雄
花
穂
は
枯
れ
落
ち
、
軸
だ
け
の
状
態
に
な
り
ま

す
。
こ
の
状
態
で
花
材
と
し
て
花
屋
さ
ん
に
来
ま
す
。
晩
秋

に
な
る
と
雌
花
穂(

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
部
分)

が
は
じ
け
て
、

綿
毛
が
ふ
わ
ふ
わ
と
飛
び
散
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
綿
毛
が

種
で
、
放
置
さ
れ
た
田
ん
ぼ
が
あ
る
と
ガ
マ
が
繁
殖
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

室
町
時
代
以
前
の
カ
マ
ボ
コ
は
細
い
竹
に
魚
の
す
り
身
を

付
け
て
焼
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の
焼
き
色
や
形
が
蒲
の

穂
に
そ
っ
く
り
で
、
さ
ら
に
そ
の
蒲
の
穂
が
鉾(

ほ
こ)
に
似

て
い
る
こ
と
か
ら
、
蒲
鉾(

カ
マ
ボ
コ)

と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

室
町
時
代
末
頃
か
ら
蒲
鉾
は
板
付
き
に
な
り
、
以
前
の
蒲
鉾

は
今
日
の
ち
く
わ(

竹
輪)

に
な
っ
て
い
ま
す
。

蒲
焼
き(

か
ば
や
き)

も
蒲
の
字
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

鰻(

う
な
ぎ)

は
現
在
で
は
開
い
て
焼
か
れ
ま
す
が
、
昔
は
筒

切
り
に
し
て
棒
に
刺
し
て
焼
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が

や
っ
ぱ
り
蒲
の
穂
に
似
て
い
る
の
で
蒲
焼
き
と
な
っ
た
そ
う

で
す
。

蒲
団(

ふ
と
ん)

に
も
蒲
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
蒲
の
葉
を

丸
く
編(

あ
ん)

ん
で
座
る
敷
物
を
つ
く
っ
た
か
ら
、
あ
る
い

は
蒲
の
穂
綿
を
綿
の
代
わ
り
に
使
っ
た
か
ら
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

な
お
、
『
古
事
記
』
の
「
因
幡(

い
ん
ば)

の
白
兎
」
の
話
に

蒲
が
出
て
き
ま
す
。
サ
メ
を
だ
ま
し
た
た
め
に
皮
を
剥
が
れ

た
白
兎
が
、
大
国
主
の
命(

オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト)

に
蒲

の
穂
を
敷
い
て
転
が
る
よ
う
い
わ
れ
て
助
か
っ
た
の
は
、
止

血
の
薬
効
の
あ
る
蒲
の
花
粉
「
蒲
黄
」
の
お
陰
だ
っ
た
そ
う

で
す
。

余
談
で
す
が
、
私
が
子
供
の
頃
、
ま
だ
外
灯
が
無
く
夜
は

暗
か
っ
た
で
す
が
、
乾
い
た
蒲
の
穂
を
宮
さ
ん
の
灯
明
の
菜

種
油
に
浸
け
て
火
を
着
け
、
た
い
ま
つ
代
わ
り
に
し
て
遊
ん

で
い
た
上
級
生
が
い
ま
し
た
ね
。

○
今
日
の
稽
古
で
は
井
口
寒
来
先
生
に
倣
っ
て
、

私
も
「
ス
ス
キ
の
う
た
」
を
歌
っ
て
み
ま
し
た
。

『
尾
花
の
詩
』
の
本
に
揮
毫
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
「
遊
戯
三
昧
」
と
は
と
て
も
い
か
ず
、
四
苦
八

苦
で
し
た
が
ス
ス
キ
で
秋
を
愉
し
む
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

立
華
新
風
体

ド
リ
チ
ョ
ス
ラ
ブ
ラ
ブ
ル
ビ
ー
ム
ー
ン
、
ノ
ケ
イ

ト
ウ(

野
鶏
頭)

、
ス
ス
キ(

薄)

、
ケ
イ
ト
ウ(
鶏
頭)

、

オ
ミ
ナ
エ
シ(

女
郎
花)

、
シ
ュ
ウ
カ
イ
ド
ウ(

秋
海
棠)
。

ス
ス
キ
、
ヨ
ウ
シ
ュ
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ(

洋
種
山
牛
蒡)

、

バ
ラ(

薔
薇)

。

ガ
マ(

蒲)

、
タ
カ
ノ
ハ
ス
ス
キ(

鷹
の
羽
薄)

、

オ
オ
ケ
タ
デ(

大
毛
蓼)

。

ス
ス
キ
、
コ
ス
モ
ス(

秋
桜)

、
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ(

雪
柳) 生花新風体生花新風体生花新風体
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