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江
北
の
四
季○

大
寒(

だ
い
か
ん)

一
月
二
十
日
か

ら
立
春
の
前
日
の

節
分
ま
で
が
大
寒

で
す
。
ち
な
み
に

節
分
と
は
立
春
・

立
夏
・
立
秋
・
立

冬
の
前
日
を
指
し
、

四
季
を
分
け
る
日

の
こ
と
で
す
。
大

寒
は
二
十
四
節
気

の
最
後
の
節
気
で

す
。
こ
の
時
季
の

水
を
「
寒
の
水
」

と
い
い
、
気
温
や

湿
度
が
低
く
雑
菌

が
少
な
い
の
で
、

以
前
は
我
が
家
で

も
大
寒
の
日
を
め

ど
に
一
年
分
の
味

噌
の
仕
込
み
を
し

て
い
ま
し
た
。
現

在
で
は
以
前
ほ
ど

味
噌
を
消
費
し
な

令和３年

1月18日
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寒
さ
で
波
し
ぶ
き
を
浴
び

た
湖
岸
の
枯
れ
草
が
氷
結
し

ま
し
た
。

い
こ
と
と
、
減
塩
が
盛
ん
に
言
わ
れ
る
の
で
、
市
販

品
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
餅
つ
き

だ
け
は
、
蒸
す
・
つ
く
と
い
う
便
利
な
機
械
を
使
っ

て
か
ろ
う
じ
て
し
て
い
ま
す
が
、
一
月
の
味
噌
つ
き

は
し
な
く
な
り
、
寂
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
え
ば
、
冬
の
お
や
つ
で
あ
る
か
き
餅
を
火
鉢
で
焼

か
な
く
な
っ
て
、
も
う
何
十
年
も
経
っ
て
し
ま
い
ま

た

し
た
。
今
年
の
よ
う
に
雪
が
降
っ
て
家
に
閉
じ
込
め

ら
れ
る
と
、
醤
油
に
つ
け
て
は
火
鉢
の
五
徳
で
焼
い

て
い
た
子
供
の
頃
が
無
性
に
懐
か
し
く
な
り
ま
す
。

歳
の
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

土手の草をかき分けると蕗の薹が出てきました。

大
寒
は
寒
さ
が
極
ま
る
時
季
で
す
が
、
同
時
に
、

春
が
じ
わ
じ
わ
と
近
づ
い
て
く
る
時
季
で
も
あ
り
ま

す
。
寒
い
日
の
合
間
に
暖
か
い
日
が
あ
る
と
、
つ
い

「
三
寒
四
温
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
三
日

寒
く
て
四
日
温
か
い
日
が
続
く
こ
と
で
す
。
実
際
に

そ
う
な
る
の
は
、
二
月
末
頃
か
ら
三
月
頃
で
す
が
、

こ
の
時
季
に
、
期
待
を
込
め
て
使
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

歳
時
記
を
見
る
と
、
初
春
で
は
な
く
冬
の
季
語
に
入

っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
人
は
こ
の
時
季
に
こ
そ
使

い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

○
第
七
十
候
、
大
寒
の
初
候
は
、
款
冬
華(

ふ
き
の

は
な
さ
く

ふ
き
の
と
う
か
お
を
だ
す)

で
す
。

款
冬
は

蕗

の
こ
と
だ
そ
う
で
す
か
ら
、
「

蕗

華

ふ
き

ふ
き
は
な

咲
く
」
な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
い
く
ら
何
で
も
こ
の

時
季
に
花
は
咲
き
ま
せ
ん
。
川
の
土
手
を
探
す
と
、

草
の
下
に
蕗
の

薹

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
蕗

と
う

の
薹
は
一
月
末
か
ら
二
月
頃
に
中
の
花
芽
が
顔
を
出

し
、
二
月
末
か
ら
三
月
頃
に
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
七

十
二
候
の
作
者
は
、
き
っ
と
も
う
す
ぐ
春
が
来
る
事

へ
の
期
待
と
希
望
を
込
め
て
、
蕗
の
薹
が
顔
を
出
す

こ
と
を
「
華
」
と
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

な
お
、
フ
キ
の
名
の
由
来
は
、
冬
に
黄
色
い
花
を

つ
け
る
の
で
「
冬
黄(

ふ
ゆ
き)

」
が
縮
ま
っ
た
か
ら

と
か
。

紫木蓮の芽
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○
春
の
皿
に
は
苦
味
を
盛
れ

蕗
の
薹
は
春
を
感
じ
る
一
番
の
ご
馳
走
で
す
。
こ

れ
を
根
元
か
ら
切
り
取
り
、
水
を
入
れ
た
茶
飲
み
茶

碗
に
入
れ
て
、
食
卓
に
置
い
て
お
き
ま
す
。
朝
食
の

と
き
、
外
側
の
葉
を
少
し
手
で
ち
ぎ
り
取
り
、
味
噌

汁
に
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
独
特
の
香
り

と
ほ
ろ
苦
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
、
そ
こ
ま
で
来
て
い

る
春
の
訪
れ
を
楽
し
み
に
待
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
天
ぷ
ら
や
蕗
味
噌
に
し
て
も
い
い
の
で

す
が
、
こ
の
方
法
が
一
番
手
軽
に
毎
日
「
春
の
使
者
」

を
味
わ
え
ま
す
。

春
野
菜
特
有
の
苦
み
は
、
植
物
性
ア
ル
カ
ロ
イ
ド

と
い
う
成
分
で
、
冬
ご
も
り
用
と
な
っ
た
代
謝
機
能

の
低
下
を
改
善
し
、
春
用
の
活
動
的
な
体
に
再
生
し

て
く
れ
ま
す
。
冒
頭
の
こ
と
わ
ざ
は
そ
ん
な
と
こ
ろ

か
ら
来
て
い
る
よ
う
で
す
。
明
治
時
代
の
医
師
で
食

育
の
重
要
性
を
説
い
た
石
塚
左
玄
も
「
春
苦
味
、
夏

は
酢
の
物
、
秋
辛
味
、
冬
は
油
と
合
点
し
て
食
え
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
我
が
家
の
春
へ
の
準
備
運
動
は

菜

花(

菜
の
花)

の
お
浸
し
と
蕗
の
薹
の
味
噌
汁
で

な

ば
な

す
。

☆
蛇
足

フ
キ
の
名
の
由
来
に
は
も
う
一
つ
の
説
が
あ
り
、

大
昔
は
柔
ら
か
い
フ
キ
の
葉
っ
ぱ
を
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ

ー
パ
ー
の
代
わ
り
に
使
っ
て
い
た
か
ら
と
か
。
つ
ま

り
、
蕗
の
薹
は
「
拭
き
の
と
う
」
な
の
で
す
。
は

ふ

は
っ
…
…
…
、
こ
れ
は
知
ら
な
い
方
が
よ
か
っ
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

○
冬
萌(

ふ
ゆ
も
え)

冬
の
季
語
で
、
暖
か
い
日
に
木
の
芽
や
草
の
芽
が

出
て
く
る
こ
と
、
あ
る
い
は
日
だ
ま
り
に
い
ち
早
く

芽
を
出
し
て
い
る
様
子
を
言
い
ま
す
。
冬
芽(

ふ
ゆ

め)

と
言
う
と
き
も
あ
り
ま
す
。
実
際
に
は
、
春
に

萌
え
出
す
芽
は
秋
の
内
に
で
き
て
い
ま
す
が
、
落
葉

樹
の
葉
が
落
ち
尽
く
し
た
枝
に
あ
る
芽
は
、
晩
冬
に

な
る
と
春
へ
の
期
待
と
共
に
目
立
っ
て
き
ま
す
。

サンシュユ(山茱萸)

レ
ン
ギ
ョ
ウ(

連
翹)

ウ
メ(
梅)

コ
ブ
シ(

辛
夷)

○
探
梅(

た
ん
ば
い)

梅
探
る(

う
め
さ
ぐ
る)

私
は
俳
句
は
だ
め
で
す
が
、
季
語
を
知
る
と
、
季

節
の
変
化
の
な
さ
そ
う
な
と
き
で
も
、
と
き
の
移
ろ

い
に
気
づ
き
生
活
を
彩
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
探
梅

と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
こ
そ
庭
の
梅
の
木

を
三
日
に
一
度
は
見
上
げ
て
、
花
は
い
つ
咲
く
か
な

と
楽
し
み
に
待
つ
の
は
心
う
き
う
き
す
る
も
の
で

す
。花

屋
さ
ん
が
届
け
て
く
れ
る
花
材
に
は
、
早
く
も

花
の
咲
い
た
梅
や
桜
が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
生

け
る
の
も
楽
し
い
ひ
と
と
き
で
す
が
、
や
っ
と
ほ
こ

ろ
び
始
め
た
梅
の
一
枝
を
手
に
取
っ
て
い
け
る
と
き

の
気
持
ち
は
か
け
が
え
が
あ
り
ま
せ
ん
。

昨
年
、
知
り
合
い
の
お
寺
さ
ん
か
ら
立
ち
枯
れ
た

梅
の
苔
木
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
先
日
待
ち
に
待
っ

た
梅
と
取
り
合
わ
せ
て
み
ま
し
た
。
や
っ
と
苔
木
を

生
か
す
こ
と
が
で
き
嬉
し
さ
ひ
と
し
お
で
す
。(

花

は
二
月
の
Ｈ
Ｐ
に
載
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。)

ボ
ケ(

木
瓜)

、
菜
の
花
、
谷
渡
り

楽
々
教
室
で
の
初
生
け
で
す
。

生花正風体(三種生)
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