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江
北
の
四
季

令和２年

12月19日

第38号
12月17日 湖北の地も雪化粧(川道より伊吹山を望む)

枯れ尾花(ススキの穂)

○
冬
至

十
二
月
二
十
一
日
は
冬
至
で
す
。
二
十
四
節
気
で

は
小
寒
の
来
年
一
月
五
日
ま
で
を
指
し
ま
す
。

地
球
が
太
陽
の
周
り
を
回
る
公
転
面
に
対
し
て
、

地
球
の
自
転
軸(

地
軸)

は2
3
.4

度
傾
い
て
い
ま
す
。

こ
の
傾
き
が
太
陽
の
方
に
向
い
て
い
る
と
昼
が
長
く

暑
く
な
り
、
反
対
に
太
陽
の
方
と
は
逆
の
方
を
向
い

て
い
る
と
昼
が
短
く
寒
く
な
り
ま
す
。
冬
至
と
は
、

北
半
球
に
お
い
て
も
っ
と
も
昼
が
短
い
日
の
こ
と
で

す
。
実
際
に
一
番
寒
く
な
る
の
は
一
ヶ
月
ほ
ど
遅
れ

ま
す
。
月
の
動
き
を
元
に
し
た
太
陰
暦
は
季
節
と
ず

れ
や
す
い
た
め
、
太
陽
の
動
き(

夏
至
・
冬
至)

を
元

に
し
た
二
十
四
節
気
が
併
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

冬
至
の
別
名
は

一

陽

来

復

の
日
で
す
。
冬
至

い
ち
よ
う
ら
い
ふ
く

は
太
陽
の
力
が
一
番
弱
ま
っ
た
日
で
あ
り
、
こ
の
日

を
境
に
再
び
力
が
甦
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
太
陽
暦
で
は
冬
至
の
後
に
新
し
い

年
の
ス
タ
ー
ト
一
月
一
日
を
持
っ
て
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
が
十
二
月
二
十
五
日

に
な
っ
て
い
る
の
も
こ
の
冬
至
が
関
係
し
て
い
ま

す
。
キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
る
以
前
よ
り
、
北
欧
で
は
、

冬
至
が
過
ぎ
る
と
太
陽
が
再
び
力
を
取
り
戻
し
、
そ

の
後
次
第
に
生
命
あ
ふ
れ
る
春
へ
と
向
か
う
た
め
、

神
に
感
謝
し
盛
大
に
祭
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
キ

リ
ス
ト
の
誕
生
日
は
不
明
で
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教

が
広
ま
り
だ
し
た
四
世
紀
頃
に
、
太
陽
の
復
活
に
キ

リ
ス
ト
の
復
活
を
重
ね
て
、
こ
の
祭
り
の
頃
を
キ
リ

ス
ト
の
誕
生
日
に
定
め
た
よ
う
で
す
。
当
時
の
キ
リ

ス
ト
教
の
関
係
者
は
知
恵
者
で
す
ね
。
本
来
は
太
陽

の
復
活
祭
が
、
今
日
で
は
完
全
に
キ
リ
ス
ト
の
誕
生

祝
い
、
つ
ま
り
ク
リ
ス
マ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

私
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
冬
至

の
後
の
太
陽
の
復
活
を
喜
び
、
新
し
い
年
が
い
い
年

で
あ
る
よ
う
願
っ
て
、
お
い
し
い
料
理
と
ケ
ー
キ
を

食
べ
、
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
！

仏
壇
に

水
仙
活
け
し

冬
至
か
な

高
浜
虚
子

日
本
の

冬
至
も
梅
の

咲
き
に
け
り小

林
一
茶

枇
杷
の
木
に

枇
杷
の
花
咲
く

冬
至
な
る

北
原
白
秋

○
雪
が
畑
一
面
を
覆
う
な
り
、
ヒ
ヨ
ド
リ
が

甲

高

か
ん
だ
か

い
声
を
発
し
て
、
ミ
カ
ン
の
実
を
食
い
散
ら
し
ま
し

た
。
し
か
も
網
の
上
か
ら
。
彼
ら
も
生
き
る
の
に
必

死
で
す
。

蜜柑(蜜柑)
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○
冬
至
は
一
陽
来
復
の
日
で
、
こ
の
日
を
境
に
運
が

上
向
く
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
冬
至
に
は
「
ん
」

の
つ
く
物
を
食
べ
る
と
運
が
向
い
て
く
る
、
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
ら
を
冬
至
の
七

種
と
も
言
う
よ
う
で

な
な
く
さ

す
。な

ん
き
ん(

南
京

カ
ボ
チ
ャ
の
こ
と)

れ
ん
こ
ん(

蓮
根)

に
ん
じ
ん(

人
参)

ぎ
ん
な
ん(

銀
杏)

き
ん
か
ん(

金
柑)

か
ん
て
ん(

寒
天)

う
ん
ど
ん(

饂
飩

う
ど
ん
の
こ
と)

運
盛
り
で
す
。
ま
た
、
小
豆
の
赤
が
邪
気
を
払

あ
ず
き

う
と
い
う
こ
と
で
、
小
豆
を
入
れ
た
冬
至
粥
も
い
い

そ
う
で
す
。

そ
う
そ
う
、
食
べ
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
忘
れ

て
な
ら
な
い
の
が
、
柚
子
湯
で
す
。
江
戸
時
代
に
、

ゆ

ず

ゆ

「
冬
至
」
を
「
湯
治
」
に
か
け
、「
柚
子
」
を
「
融

通

ゆ
う
ず
う

が
利
く
」(

体
の
融
通
が
利
く
＝
健
康)

に
か
け
て
、

お
風
呂
屋
さ
ん
が
始
め
た
そ
う
で
す
。
柚
子
湯
に
は

寒さで一段と色濃くな

ったｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ(お多福南天)

血
行
を
促
進
し
た
り
、
体
を
温
め
て
風
邪
を
予
防
し

た
り
、
さ
ら
に
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
に
よ
る
美
肌
効
果
や

芳
香
に
よ
る
リ
ラ
ッ
ク
ス
効
果
も
あ
る
よ
う
で
す
。

ホ
ッ
カ
ホ
ッ
カ
の
カ
ボ
チ
ャ
で
運
を
つ
け
、
温
か

い
柚
子
湯
で
来
年
の
無
病
息
災
を
願
い
た
い
も
の
で

す
。蛇

足
で
す
が
、
冬
至
の
日(

そ
の
前
後
数
週
間)

は
、

伊
勢
神
宮
内
宮
前
の
宇
治
橋
の
大
鳥
居
中
央
か
ら
朝

日
の
昇
る
の
が
見
ら
れ
る
そ
う
で
す
。
残
念
で
す
が

コ
ロ
ナ
禍
が
席
巻
し
て
い
る
中
、
今
年
は
参
拝
も
難

し
い
で
す
ね
。

○
カ
ラ
ス
ウ
リ
の
種
を
取
り
出
し
て
み
ま
し
た
。
種

は
大
黒
さ
ん
の
顔
、
あ
る
い
は
打
ち
出
の
小
槌
に
似

て
い
ま
す
。
ま
た
、
取
り
出
し
た
と
き
は
黒
色
で
し

た
が
、
乾
い
て
き
た
ら
写
真
の
よ
う
な
色
と
な
り
ま

し
た
。
も
う
少
し
乾
燥
す
る
と
黄
褐
色(
金
色)

に
な

る
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
財
布
に
入
れ

て
お
く
と
お
金
が
貯
ま
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

早

速
、
財
布
の
隅
に
入
れ
て
…
…
、
大
黒
さ
ん
！

さ
つ
そ
く

カラスウリ(烏瓜)の実と種

○
忘

年
の
交
わ
り

ぼ
う
ね
ん

普
通
な
ら
忘
年
会
シ
ー
ズ
ン
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
今
年
の
状
況
で
は
と
て
も
無
理
で
す
。
忘
年
と
は
、

本
来
、
一
年
の
い
や
な
こ
と
を
忘
れ
る
と
い
う
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
齢
を
忘
れ
る
の
意
味
で
、
年

齢
の
差
に
関
係
な
く
、
老
若
が
交
際
す
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。
花
展
の
打
ち
上
げ
も
、
社
中
の
忘
年
会
も

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
寂
し
い
十
二

月
で
す
。

○
池
坊
の
立
華
に
は
十
九
の
伝
花
が
あ
り
、
一
種
の

花
材
で
生
け
る
も
の
に
、
松
、
桜
、
燕

子

花
、
蓮
、

か
き
つ
ば
た

は
す

菊
、
紅
葉
、
そ
し
て
水
仙
が
あ
り
ま
す
。
Ｈ
さ
ん

も
み
じ

か
ら
水
仙
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
今
回
は
水
仙
一
色

(

い
っ
し
き)

の
稽
古
で
す
。
や
は
り
伝
花
に
は
そ
の
深

み
が
あ
り
ま
す
。
生
け
終
え
た
と
き
の
満
足
感
が
違

い
ま
す
。
仏
具
の
お
磨
き
は
済
ん
で
い
ま
す
が
、
お

取
り
越
し(

報
恩
講)

が
未
だ
で
き
て
い
な
い
の
で
、

い
ま

早
速
、
仏
壇
横
の
床
に
置
い
て
、
準
備
完
了
で
す
。

昔
、
子
供
の
頃
は
お
取
り
越
し
は
年
末
の
大
き
な
家

の
行
事
で
、
自
前
の
田
楽
が
一
番
の
思
い
出
で
す
。

立華(水仙 著 莪 寒菊)
しやが
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