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江
北
の
四
季

○
冬
至
。
第
六
十
六
候
、
末
候
、
雪
下
出
麦(

ゆ
き

わ
た
り
て
む
ぎ
の
び
る

せ
っ
か
む
ぎ
を
い
だ
す)

。

令和２年

12月23日

第39号

一
面
、
麦
を
覆
っ
て
い
た
雪
が
融
け
出
し
ま
し
た
。

秋
に
蒔
か
れ
た
麦
の
種
は
雪
が
降
る
前
に
芽
を
出

し
、
霜
や
雪
に
耐
え
て
年
を
越
し
、
６
月
頃
、
麦
の

秋
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
時
期
の
農
作
業
と
し
て
、
麦

踏
み
が
あ
り
ま
す
。
春
ま
で
に
三
～
四
回
す
る
よ
う

で
す
が
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
①
霜
柱
に
よ
る

根
の
浮
き
上
が
り
を
防
ぐ
、
②
伸
び
す
ぎ
を
押
さ
え

倒
伏
を
防
ぐ
、
③
分
け
つ
を
促
進
し
穂
数
を
増
や
す
、

な
ど
の
効
果
が
あ
る
よ
う
で
す
。
麦
踏
み
は
初
春
の

季
語
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
人
が
カ
ニ
の
横
ば
い
の

よ
う
に
踏
み
つ
け
る
農
作
業
は
、
今
日
で
は
ト
ラ
ク

タ
ー(

ロ
ー
ラ
ー)

が
機
械
的
に
踏
み
つ
け
て
行
く
だ

け
で
す
。
踏
ま
れ
れ
ば
踏
ま
れ
る
ほ
ど
立
派
に
育
つ

麦
は
、
よ
く
人
生
に
例
え
ら
れ
ま
す
。

○
ロ
ウ
バ
イ(

蝋
梅

臘
梅)

ロ
ウ
バ
イ
は
漢
字
で
は
蝋
梅
あ
る
い
は
臘
梅
と
書

き
、
ウ
メ
と
同
じ
よ
う
に
他
の
花
に
先
駆
け
て
甘
い

香
り
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
花
の
形
も
ウ
メ
に
似
て

い
ま
す
が
、
ウ
メ
が
バ
ラ
目
バ
ラ
科
に
対
し
て
ロ
ウ

バ
イ
は
ク
ス
ノ
キ
目
ロ
ウ
バ
イ
科
で
す
。
蝋
の
字
は

ロウバイ

花
の
色
や
光
沢
が
蜜

蝋
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
、
臘

み
つ
ろ
う

の
字
は
、
臘
月(

陰
暦
の
十
二
月)

に
花
が
咲
く
か
ら
。

雪
中
四
友(

せ
っ
ち
ゅ
う
の
し
ゆ
う)

と
呼
ば
れ
る
花

の
ひ
と
つ
で
す
。
雪
中
四
友
と
は
、
文
人
画
に
好
ま

れ
た
画
題
で
、
蝋
梅
、
梅
、
山

茶

花
、
水
仙
を
指

さ

ざ
ん

か

し
ま
す
。
な
お
、
正
月
な
ど
の
祝
い
の
席
に
生
け
る
、

松
、
竹
、
梅
は
歳
寒
三
友(

さ
い
か
ん
の
さ
ん
ゆ
う)

と
呼
び
ま
す
。
梅
は
人
気
者
で
す
。

ロ
ウ
バ
イ
は
生
け
花
や
茶
花
と
し
て
使
い
ま
す

が
、
そ
の
枝
は
直
線
的
で
寂
し
い
印
象
が
あ
り
ま
す
。

芥
川
龍
之
介
が
次
の
よ
う
な
俳
句
を
残
し
て
い
ま

す
。

臘
梅
や

雪
う
ち
透
す

枝
の
た
け

臘
梅
や

枝
ま
ば
ら
な
る

時
雨
ぞ
ら

スイセン(水仙)

サザンカ(山茶花)
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☆
冬
薔
薇
は
冬
の
季
語
。
四
季
咲
き
の
薔
薇
は
色
が

深
ま
り
、
冬
に
な
っ
て
北
風
に
吹
か
れ
て
も
、
け
な

げ
に
咲
い
て
い
ま
す
。
俳
句
で
は
冬
薔
薇
を
フ
ユ
ソ

ウ
ビ
と
も
よ
び
ま
す
。

○
大
み
そ
か

定
め
な
き
世
の

定
め
か
な

井
原
西
鶴

い
よ
い
よ
今
年
も
あ
と
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
時
期
に
な
る
と
必
ず
こ
の
句
が
思
い
浮
か
び
ま

す
。
西
鶴
は
、
江
戸
は
元
禄
時
代
の
人
で
浮
世
草
子

と
よ
ば
れ
る
小
説
を
書
き
、
庶
民
の
生
活
を
生
き
生

き
と
描
い
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
買
い
物
は
現
金

払
い
で
な
く
ツ
ケ
払
い
で
す
か
ら
、
定
め
な
き
世
と

は
い
え
借
金
取
り
だ
け
は
、
特
に
大
晦
日
は
世
の
定

め
と
し
て
必
ず
や
っ
て
き
ま
し
た
。
貧
乏
長
屋
の
は

っ
つ
ぁ
ん
、
熊
さ
ん
は
大
変
で
す
。
こ
の
句
は
そ
ん

な
世
情
を
詠
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
ま
ま
、

よ

冬薔薇(フユバラ フユソウビ)

大
晦
日
は
定
め
な
き
世
の
一
年
の
区
切
り
、
と
受
け

取
る
ほ
う
が
自
然
で
す
。

地
軸
が
公
転
面
に
対
し
て
傾
い
て
い
る
お
陰
で
、

太
陽
の
周
り
を
一
回
公
転
し
て
い
る
間
に
日
照
時
間

の
変
化
が
あ
り
四
季
が
生
じ
ま
す
。
そ
の
四
季
の
変

化
か
ら
一
年
を
感
じ
、
そ
の
区
切
り
が
大
晦
日
で
す
。

無
常
の
世
の
と
き
の
移
ろ
い
を
大
晦
日
で
い
っ
た
ん

区
切
り
、
西
暦
○
年
と
か
令
和
○
年
と
年
を
積
み
重

ね
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
は
大
晦
日
に
こ
の
一
年

を
振
り
返
り
、
来
年
こ
そ
は
と
思
い
新
年
を
迎
え
ま

す
。

浮
世
の
月
見
過
ご
し
に
け
り
末
二
年

す
え

井
原
西
鶴

辞
世
の
句

人
の
寿
命
は
五
十
年
と
い
う
の
に
、(

あ
ま
り
に
も
楽
し

く)
余
分
に
二
年
も
生
き
て
、
こ
の
世
を
み
て
き
た
な
あ
。

現
代
で
は
数
え
五
十
二
歳
で
は
と
て
も
こ
の
境
地

に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
年
越
し
そ
ば
で
、
今
年
一
年
の

災
厄
を
断
ち
切
り
、
来
年
の
無
病
息
災
、
長
寿
を
願

い
た
い
。

クチナシ(梔)の実

黄色の植物染料として

使われます。

お
正
月

東
く
め
作
詞

滝
廉
太
郎
作
曲

♪
も
う
い
く
つ
ね
る
と

お
正
月

お
正
月
に
は

凧
あ
げ
て

た
こ

こ
ま
を
ま
わ
し
て

遊
び
ま
し
ょ
う

は
や
く
来
い
来
い

お
正
月
♪

♪
も
う
い
く
つ
ね
る
と

お
正
月

お
正
月
に
は

ま
り
つ
い
て

お
い
ば
ね
つ
い
て

遊
び
ま
し
ょ
う

は
や
く
来
い
来
い

お
正
月
♪

○
除
夜
の
鐘

鐘
の
数
は1

0
8

。
こ
れ
は
仏
教
で
は
煩
悩
の
数
と

い
い
、
俗
説
で
は
四
苦
八
苦
で

4
×
9

＋8
×
9

＝

1
0
8

と
い
い
ま
す
が
、
こ
の
欄
で
は
、
一
年1

2

ヶ
月

と
、2

4

節
気
、
そ
し
て7

2

候
の
合
計
の
説
を
と
り

た
い
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
あ
り
ま
す
が
、
四
季
の

移
ろ
い
を
味
わ
い
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
来
年
も
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
皆
様
、
い
い
年
を
お
迎

え
く
だ
さ
い
。

チーゼル 別名はラシ

ャカキソウ(羅紗掻き

草)。織物をこの 刺 で
とげ

毛羽立たせたそうです。
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