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江
北
の
四
季
令和２年

11月15日

第33号

○
第
五
十
六
候
、
立
冬
、
次
候
、
地
始
凍(

ち
は
じ

め
て
こ
お
る)

。

大
地
が
初
め
て
凍
る
時
期
で
す
。
霜
は
空
気
中
の

水
分
が
０
℃
以
下
に
冷
え
た
地
表
や
植
物
の
表
面
で

凍
っ
た
も
の
で
す
が
、
霜
柱
は
地
中
の
水
分
が
凍
っ

て
で
き
た
氷
の
柱
で
す
。
ま
ず
水
分
を
含
ん
だ
表
面

の
土
が
冷
気
で
冷
や
さ
れ
て
凍
り
、
次
に
地
中
の
水

分
が
毛
細
管
現
象
に
よ
っ
て
地
表
に
吸
い
上
げ
ら

れ
、
徐
々
に
凍
結
し
て
柱
状
に
成
長
し
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
霜
柱
は
下
の
方
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
よ
う

に
伸
び
て
い
き
ま
す
。

霜
柱
が
で
き
る
に
は
ま
だ
早
い
時
期
で
す
が
、
も

み
じ
が
散
っ
て
さ
ら
に
朝
方
の
冷
え
込
み
が
厳
し
く

な
っ
て
く
る
と
、
冬
到
来
、
霜
柱
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

紅

葉

も
例
年
よ
り
二
週
間
ほ
ど
早

こ
う
よ
う

く
、
今
が
見
頃
で
、
来
週
に
は
も
み
じ
の
じ
ゅ
う
た

ん
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
小
春
日
和
の
日
は
ガ

ー
デ
ニ
ン
グ
に
は
も
っ
て
こ
い
の
日
で
は
あ
り
ま
す

が
、
と
き
に
は
手
を
休
め
て
、
晩
秋
を
堪
能
し
た
い

も
の
で
す
。
見
渡
せ
ば
花
も
も
み
じ
も
な
か
り
け
り
、

と
な
る
前
に
。

形
見
と
て

何
か
の
こ
さ
む

春
は
花

山
ほ
と
と
ぎ
す

秋
は
も
み
ぢ
葉

裏
を
見
せ

表
を
見
せ
て

散
る
も
み
じ

ど
ち
ら
も

良

寛

さ
ん
の
言
葉
で
す
。
な
ん
と

り
よ
う
か
ん

素
直
な
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん

な
域
に
、
た
と
い
一
時
で
も
い
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま

す
が
…
…
…
。

下垂した小菊 向こうには水仙の葉
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○
秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ

1
6
9
4
.9
.2
9

秋
は

寂

寥

を
感
じ
る
季
節
で
す
。
誰
も
居
な

せ
き
り
よ
う

い
暗
い
我
が
家
に
帰
っ
て
き
た
と
き
に
、
隣
家
の
明

か
り
が
つ
い
て
い
る
と
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
温
か
み
を

感
じ
ま
す
。｢

隣
は
何
を
す
る
人
ぞ｣

に
は
、
そ
ん
な

ぬ
く
も
り
を
感
じ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
芭
蕉
は
、

こ
の
句
を
つ
く
る
一
週
間
程
前
に
は

こ
の
道
や
行
く
人
な
し
に
秋
の
暮

1
6
9
4
.9
.2
3

を
詠
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の｢

隣
は
何
を
す

よ

る
人
ぞ｣

の
句
を
詠
ん
だ
翌
日
よ
り
寝
込
み
、

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る

1
6
9
4
.1
0
.9

と
い
う
句
を
残
し
て
、1

0
.1
2

に
亡
く
な
っ
て
い
ま

す
。
芭
蕉
は
ど
う
い
う
思
い
で
、
隣
は
何
を
す
る
人

ぞ
、
と
詠
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

芭
蕉
の
紀
行
文
『
お
く
の
細
道
』
の
冒
頭
に
は
「
月

日
は

百

代

の
過

客

(

終
わ
る
こ
と
の
な
い
旅
を
す
る
旅
人
の
よ

は
く
た
い

か

か
く

う
な
も
の)

に
し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人(

の
よ
う
な

も
の
で
あ
る)

な
り
、
舟
の
上
に
生
涯
を
浮
か
べ
馬
の
口

と
ら
え
て
老
を
む
か
ふ
る
者
は
、
日
日
旅
に
し
て
旅

を

栖

か
と
す
。
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
」

す
み

で
始
ま
る
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
旅
に
死
す
覚

悟
で
徘
徊
の
道
を
歩
ん
だ
芭
蕉
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
隣

は
何
を
す
る
人
ぞ
、
に
は
温
か
い
も
の
が
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

芭
蕉
ほ
ど
の
覚
悟
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
花
の
道
も

同
じ
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
道
を
進
む
の

は
な
か
な
か
で
上
達
も
一
向
に
せ
ず
、
も
う
や
め
よ

う
か
と
思
う
と
き
も
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
花

展
で
皆
さ
ん
の
花
を
見
て
い
る
と
、
隣
は
何
を
す
る

人
ぞ
、
と
、
嬉
し
く
楽
し
い
気
持
ち
に
な
り
、
ま
た

励
ま
さ
れ
も
し
て
、
前
を
向
い
て
歩
け
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

池坊近江湖陽会花展 令和2.11.7～8

芭
蕉
は
俳
句
だ
け
で
な
く
い
い
言
葉
も
残
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。
花
を
す
る
者
に
と
っ
て
も
意
味
深
い

言
葉
で
す
。

時
々
気
を
転
じ
、
日
々
に
情
を
あ
ら
た
む

『

笈

の
小

文

』(

紀
行
文)

お
い

こ
ぶ
み

古
人
の
跡
を
も
と
め
ず
、

古
人
の
求
め
た
る
所

を
も
と
め
よ

『
許

六
離

別

の

詞

』(

惜
別
の
書)

き
よ
り
く
り
べ
つ

こ
と
ば

不
易
流
行

不
易
を
知
ら
ざ
れ
ば
基
立
ち
が
た
く
、
流
行
を
知
ら
ざ
れ
ば

風
新
た
な
ら
ず

(

不
変
の
真
理
を
知
ら
な
け
れ
ば
基
礎
が
確
立
せ
ず
、
変
化
を
知
ら

な
け
れ
ば
新
た
な
進
展
が
な
い)

蕉
風
俳
諧
の
理
念

ツワブキが満開
また一種生けに
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○
七
五
三

十
一
月
十
五
日
は
七
五
三
で
す
。
数
え
の
歳
で
、

男
の
子
は
三
歳
五
歳
、
女
の
子
は
三
歳
七
歳
の
時
に
、

各
地
の
神
社
へ
お
参
り
に
い
き
ま
す
。
子
供
の
た
め
、

か
わ
い
い
孫
の
た
め
と
、
親
や
爺
さ
ん
・
婆
さ
ん
は

財
布
の
ひ
も
が
緩
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
も
バ
レ

ン
タ
イ
ン
デ
ー
や
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
と
同
じ
よ
う
に
、

商
業
主
義
の
結
果
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
経
済

が
廻
る
た
め
に
は
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今

日
で
は
、
三
歳
「
髪
置
き
の
儀
」
、
五
歳

こ
ん
に
ち

か
み
お

「

袴

着
の
儀
」
、
七
歳
「
帯

解
の
儀
」
に
は
意

は
か
ま

ぎ

お
び
と
き

味
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
三
歳
で
言
葉
を
理
解
し
、

五
歳
で
知
恵
が
つ
き
、
七
歳
で
乳
歯
が
生
え
変
わ
る
」

と
い
う
成
長
の
節
目
の
歳
だ
か
ら
、
「
健
や
か
な
成

長
を
祈
願
す
る
」
と
言
わ
れ
る
と
、
な
ん
と
な
く
納

得
し
て
し
ま
い
ま
す
。

花
の
場
合
と
同
じ
く
、
七
五
三
は
す
べ
て
奇
数
で

陽
の
数
、
つ
ま
り
縁
起
の
い
い
数
字
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
七
五
三
を
す
べ
て
足
す
と7

＋5

＋3

＝1
5

に ヤブラン(藪蘭)の実

な
る
か
ら
十
五
日
だ
と
か
、1

1

月1
5

日
を
す
べ
て

足
す
と1

＋1

＋1

＋5

＝8
(

八)

で
、
末
広
が
り
の
吉

日
で
あ
る
と
か
、
人
は
上
手
に
意
味
づ
け
を
し
て
い

き
ま
す
。

ち
な
み
に
、
千

歳

飴

の
細
長
い
形
状
に
は
「
飴

ち

と
せ
あ
め

の
よ
う
に
細
く
、
長
く
、
粘
り
強
く
、
千
歳(

千
年
）

も
の
長
い
年
月
を
健
や
か
に
生
き
て
ほ
し
い
」
と
い

う
長
寿
の
願
い
が
込
め
ら
れ
い
る
と
か
。
飴
屋
さ
ん

は
宣
伝
が
上
手
で
す
ね
。

二週間前の山芋両側を60cm程掘ります

○
季
の
食

寒
く
な
る
と
夕
食
に
鍋
が
出
て
き
ま
す
。
我
が
家

は
ガ
ー
デ
ナ
ー
が
庭
の
世
話
で
疲

労

困

憊

し
た

ひ

ろ
う
こ
ん
ぱ
い

と
き
も
鍋
と
な
り
ま
す
の
で
、
畑
に
は
春
菊
、
白
菜

が
毎
日
鍋
に
な
っ
て
も
い
い
く
ら
い
育
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
私
の
好
き
な
山
芋
で
す
。
長
芋
系
と

イ
チ
ョ
ウ
型
の
も
の
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
折
れ

な
い
よ
う
に
掘
り
出
す
の
は
な
か
な
か
の
苦
労
で

す
。3

0
c
m

下
は
固
い
粘
り
の
あ
る
土
で
す
の
で
、

掘
る
の
は
大
変
で
す
が
、
買
っ
た
山
芋
と
は
比
較
に

な
ら
な
い
粘
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
昨
晩
は
早
速
と

ろ
ろ
に
し
て
、
鮒
寿
司
と
共
に
熱
燗
の
あ
て(

肴
さ
か
な

つ
ま
み)

に
し
ま
し
た
。
疲
れ
た
体
に
し
み
込
み

ま
す
。
極
楽
、
極
楽
。

イショクゴテと手で
柏 葉 紫陽花の紅葉
かしわばあじさい
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③ひもを付けてぶら下げます

①ヘタの掃除

②専用の道具で皮むき

○
季
の
食
、
そ
の
二

つ
り
ん
ぼ
で
す
。
干
し
柿
や
吊
る
し
柿
の
こ
と
を

つ

意
味
す
る
湖
北
地
方
の
方
言
で
す
。
子
供
の
頃
は
富

有
柿
と
共
に
渋
柿
も
庭
や
畑
の
隅
に
植
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
多
い
と
き
は
て
ご(

稲
わ
ら
で
編
ん
だ
大

き
な
入
れ
物)

に
一
杯
く
ら
い
あ
り
、
軒
下
に
吊
り

下
げ
た
風
景
は
壮
観
で
し
た
。
残
念
な
が
ら
近
辺
で

は
宅
地
開
発
が
進
み
、
我
が
家
の
柿
の
木
も
な
く
な

り
ま
し
た
。
嬉
し
い
こ
と
に
知
人
か
ら
渋
柿
の
お
裾

分
け
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
早

速
玄
関
先
に
ぶ
ら

さ
つ
そ
く

下
げ
ま
し
た
。
昔
は
、
シ
ュ
ロ
の
木
の
葉
を
裂
い
て

紐

代
わ
り
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
は
ビ
ニ
ー
ル

ひ
も

の
ひ
も
で
仕
上
げ
ま
し
た
。
数
日
後
、
褐
色
が
濃
く

な
り
柔
ら
か
く
な
っ
て
来
る
と
揉
み
頃
と
な
り
ま

す
。
二
日
に
一
回
ほ
ど
手
で
揉
む
と
、
中
身
が
柔
ら

か
く
な
り
甘
み
も
増
し
ま
す
。
十
日
ほ
ど
す
る
と
高

級
お
茶
の
供
に
な
り
ま
す
。
～
♪

と
も

ヤブコウジ

(藪柑子) 左も

(別名十両)

○
今
年
は
紅
葉
が
早
い
で
す
が
、
正
月
用
の
実
物
も

南
天
を
始
め
す
で
に
赤
く
色
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
に
は
正
月
の
縁
起
物
に
ふ
さ
わ
し
い
名
前
が
つ
い

て
い
ま
す
。
写
真
以
外
に
も
百
両(

唐

橘)

や
一

カ
ラ
タ
チ
バ
ナ

両(

蟻

通)

も
あ
り
ま
す
。
我
が
家
の
庭
に
ア
リ

ア
リ
ド
ウ
シ

ド
ウ
シ
が
あ
れ
ば
「
千
両
、
万
両
、
有
り
通
し
」
に

な
る
の
で
す
が
。

センリョウ(千両)マンリョウ(万両)

センリョウには

鳥よけに網をかけ

てしまいました
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