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江
北
の
四
季

畑
の
隅
で
三
者
の
競
演
。

ホ
ト
ケ
ノ
ザ
、
オ
オ
イ
ヌ
ノ
フ
グ
リ
、

ヒ
メ
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ

ヒ
メ
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ

令和３年

3月3日

第45号

☆
ヒ
メ
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ(

姫
踊
り
子
草)

十
年
ほ
ど
前
は
あ
ま
り
見
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
が
、
近
年
急
に
勢
力
を
拡
大
し
、
空
き
地
や

道

端
で
在
来
植
物
を
駆
逐
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

み
ち
ば
た

在
来
種
の
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ
は
、
葉
は
緑
色
で
花
も
背

丈
も
大
き
く
、
花
の
形
が
笠
を
か
ぶ
っ
た
踊
り
子
の

姿
を
思
わ
せ
る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ
に
よ
く
似
て
い
て
小
さ
い
の
で

ヒ
メ
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ
。
身
近
に
あ
る
の
は
ヒ
メ
オ
ド

リ
コ
ソ
ウ
ば
か
り
で
、
オ
ド
リ
コ
ソ
ウ
を
見
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
が
残
っ
て
い
る
山
の
近
く
ま

で
い
か
な
い
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。

○
啓
蟄
、
蟄
虫
啓
戸

三
月
五
日
は
二
十
四
節
気
の
啓
蟄(

け
い
ち
つ)

。

春
分
の
前
日
、
十
九
日
ま
で
の
時
期
も
さ
し
ま
す
。

七
十
二
候
も
七
候(

啓
蟄
、
初
候

三
月
五
日
～

九
日)

は
、
蟄
虫
啓
戸(

す
ご
も
り
の
む
し
と
を
ひ
ら

く)

で
す
。
「
蟄
」
は
蟄

居
の
蟄
で
訓
読
み
す
る
と

ち
つ

ち
つ
き
よ

蟄(

か
く)

れ
る
。「
啓
」
は
啓(

ひ
ら)

く
と
読
み
、
蟄かく

れ
て
い
た
虫
た
ち
が
戸
を

啓

い
て
出
て
く
る
季
節

ひ
ら

で
す
。
で
は
虫
た
ち
は
い
つ

蟄

れ
た
の
か
と
い
う

か
く

と
、
約
半
年
前
、
秋
分
の
少
し
後
で
す
。
第
四
十
七

候(

秋
分

次
候)

が
蟄
虫
坏
戸(
む
し
か
く
れ
て
と
を

ふ
さ
ぐ)

と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
場
合
の
「
虫
」
は
昆
虫
だ
け
で
な
く
、
蛇
、

へ
び

蛙

、
蜥
蜴
な
ど
を
含
み
ま
す
。
た
し
か
に
漢
字

か
え
る

と
か
げ

を
よ
く
見
る
と
す
べ
て
虫
偏
で
す
。
「
春
」
を
書
い

て
、
そ
の
下
に
「
虫
」
を
二
匹
書
く
と
、

蠢

く

う
ご
め

で
す
。
ま
さ
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

蠢

動

す
る

し
ゆ
ん
ど
う

季
節
の
到
来
で
す
。

こ
の
頃
に
鳴
る
雷
を
「
虫
出
し
の
雷
」
と
言
う
そ

う
で
す
。
い
つ
ま
で
も
蒲
団
の
中
で
惰
眠
を
む
さ
ぼ

っ
て
い
る
と
「
い
つ
ま
で
寝
て
い
る
の
！
」
と
い
う

甲

高
い
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
せ
ん
か
。
虫
た
ち
も

か
ん
だ
か

雷
様
に
起
こ
さ
れ
て
は
か
な
い
ま
せ
ん
。
俳
句
で
は

「
初

雷
」
「

春

雷

」
と
言
い
、
春
の
季
語
と
な

は
つ
ら
い

し
ゆ
ん
ら
い

っ
て
い
ま
す
。

○
菰

外
し

こ
も
は
ず

毎
年
こ
の
啓
蟄
の
日
に
は
彦
根
城
の
い
ろ
は
松
の

菰
外
し
が
行
わ
れ
ま
す
。
菰
は
、
幹
で
越
冬
す
る
害

虫
を

藁

に
集
め
て
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
立
冬
の

わ
ら

頃
に
幹
に
巻
か
れ
た
も
の
で
す
。
伝
統
的
な
駆
除
方

法
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
益
虫
も
死
ん
で
し
ま
う
こ

と
と
そ
の
手
間
も
大
変
で
、
今
日
で
は
菰
巻
き
を
見

る
こ
と
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
彦
根
城
で
は
、
冬

の
風
物
詩
と
し
て
観
光
客
用
に
し
て
お
ら
れ
る
よ
う

で
す
。

ヒマラヤユキノシタの花

常緑多年草。耐寒性が強

く育てやすい。大きな葉が

ほしいときに重宝します。
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☆
オ
キ
ナ
グ
サ(

翁
草)

の
別
名
は
ハ
ク
ト
ウ
ソ
ウ(

白

頭
草)

。
花
後
に
で
き
る
種
に
白
く
長
い
毛
が
あ
り
、

そ
の
種
が
密
集
し
て
風
に
そ
よ
ぐ
姿
を
、
老
人
の
白

髪
に
見
立
て
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
鉢
で
買
っ
た
西
洋

翁
草
。
自
生
の
も
の
の
栽
培
は
難
し
い
ら
し
い
。

☆
リ
ュ
ウ
キ
ン
カ
に
似
て
い
る
の
で
ヒ
メ
リ
ュ
ウ
キ

ン
カ
の
名
前
が
付
い
て
い
ま
す
が
、
種
類
は
異
な
り

ま
す
。
春
に
な
る
と
小
さ
な
黄
色
い
花
が
咲
き
、
夏

に
な
っ
た
ら
休
眠
し
ま
す
。
丈
夫
で
手
間
も
か
か
り

ま
せ
ん
が
、
増
え
す
ぎ
て
困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

セイヨウオキナグサ(西洋翁草)

○
第
八
候(

三
月
十
日
～
十
四
日)

は
、
桃
始
笑(

も
も

は
じ
め
て
わ
ら
う

も
も
は
じ
め
て
さ
く)

。

昔
は
「
笑
う
」
は
「
咲
く
」
と
同
じ
意
味
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
春
の
季
語
に
「
山
笑
う
」
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
里
山
の
木
々
が
芽
吹
き
、
梅
や
桃
も
咲

き
は
じ
め
、
明
る
く
生
気
に
み
ち
て
き
ま
す
。
そ
の

様
子
を
「
山
笑
う
」
と
言
う
と
、
山
が
呼
吸
を
し
て

い
て
、
私
た
ち
と
一
緒
に
春
を
喜
ん
で
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。

春
山
淡
冶
に
し
て
笑
う
が
如
く
、

夏
山
蒼
翠
に
し
て
滴
る
が
如
し
。

秋
山
明
浄
に
し
て
粧
う
が
如
く
、

冬
山
惨
淡
と
し
て
眠
る
が
如
し
。

郭
煕
「
臥

遊

録
」

が
ゆ
う
ろ
く

し
ゅ
ん
ざ
ん
た
ん
や
に
し
て
わ
ら
う
が
ご
と
く
、

か
ざ
ん
そ
う
す
い
に
し
て
し
た
た
る
が
ご
と
し
。

し
ゅ
う
ざ
ん
め
い
じ
ょ
う
に
し
て
よ
そ
お
う
が
ご
と
く
、

と
う
ざ
ん
さ
ん
た
ん
と
し
て
ね
む
る
が
ご
と
し
。

こ
こ
か
ら
「
山
滴
る
」
は
夏
の
季
語
、「
山
粧
う
」

は
秋
の
季
語
、
「
山
眠
る
」
は
冬
の
季
語
と
な
っ
て

い
ま
す
。

故

郷
や

ど
ち
ら
を
見
て
も

山
笑
ふ

ふ
る
さ
と

正
岡
子
規

☆
ユ
キ
ヤ
ナ
ギ(

雪
柳)

が
咲
き
出
し
ま
し
た
。
名
前

は
、
葉
が
ヤ
ナ
ギ
に
似
て
、
白
い
多
数
の
花
が
、
雪

を
か
ぶ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
か
ら
。
小
花
が
た
く
さ

ん
つ
い
た
姿
も
美
し
い
で
す
が
、
秋
の
紅
葉
も
風
情

満
点
で
す
。
し
だ
れ
た
枝
が
ほ
し
い
と
き
に
、
も
っ

て
こ
い
の
花
材
で
す
。

ユキヤナギ(雪柳)

ヒメリュウキンカ(姫立金花)
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☆
ナ
ズ
ナ

春
の
七
草
の
一
つ
で
、
ロ
ゼ
ッ
ト
状
の
若
苗(

地

面
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
葉)

を
七
草
粥
に
し
ま
す
。

名
の
由
来
は
、
「
撫
で
る
菜
」
か
ら
。
別
名
は
、
花

な

の
下
に
付
い
て
い
る
果
実
の
形
が
三
味
線
の

撥

に

ば
ち

よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ペ
ン
ペ
ン
グ
サ
、
あ
る

い
は
、
シ
ャ
ミ
セ
ン
グ
サ(

三
味
線
草
）
。
田
畑
や
道

端
な
ど
至
る
と
こ
ろ
に
生
え
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て

白
い
花
と
三
角
形
の
果
実
を
つ
け
ま
す
。
庭
や
畑
に

出
て
き
た
ナ
ズ
ナ
を
放
っ
て
お
く
と
す
ぐ
に
繁
茂
す

る
の
で
ビ
ン
ボ
ウ
グ
サ(

貧
乏
草)

の
別
名
も
あ
り
ま

す
。
家
が
落
ち
ぶ
れ
る
こ
と
の
表
現
に
「
屋
根
に
ペ

ン
ペ
ン
草
が
生
え
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
ナ
ズ
ナ
の

種
は
風
で
舞
い
上
が
っ
た
り
，
鳥
に
運
ば
れ
た
り
は

し
な
い
の
で
、
屋
根
に
生
え
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

よ
く

稔

っ
た
花
茎
を
取
り
、
果
実
を
そ
ー
と
下

み
の

向
き
に
引
っ
張
っ
て
、
茎
と
果
柄
を
少
し
剥
が
し
て

は

振
る
と
シ
ャ
ラ
シ
ャ
ラ
と
音
が
し
ま
す
。
昔
の
子
供

は
春
の
田
圃
で
よ
く
遊
ん
だ
も
の
で
す
。

た
ん

ぼ

ナズナ

☆
ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ

そ
の
名
の
と
お
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
頃
か
ら
バ
ラ

に
似
た
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
和
名
は
カ
ン
シ
ャ
ク
ヤ
ク(

寒
芍
薬)

や
ハ

ツ
ユ
キ
オ
コ
シ(

初
雪
起
こ
し)

。
日
陰
や
寒
さ
に

強
く
、
冬
の
花
が
少
な
い
時
期
に
花
を
咲
か
せ
、
種

類
も
多
い
の
で
、
ガ
ー
デ
ナ
ー
の
お
気
に
入
り
の
花

で
す
。
残
念
な
が
ら
花
は
下
を
向
い
て
い
る
の
で
、

生
け
花
に
は
使
い
に
く
い
で
す
。

○
待
ち
に
待
っ
た
地
の
サ
ン
シ
ュ
ユ
が
咲
き
出
し
ま

し
た
。
ひ
ね
た
枝
を
た
く
さ
ん
準
備
し
て
、
生
花
別

伝
の
稽
古
で
す
。
先
ず
は
上
段
流
し
。
ピ
シ
ッ
、
ピ

シ
ッ
、
ピ
シ
ッ
、
…
…
…
、
数
セ
ン
チ
刻
み
に
折
っ

て
、
ま
っ
す
ぐ
の
枝
を
流
し
ま
し
た
。

上段流し

次
に
、
中
段
流
し
。

副

に
な
り
そ
う
な
枝
つ
き

そ
え

を
探
し
、
理
想
の
形
を
追
い
求
め
て
、
ま
た
、
ピ
シ

ッ
、
ピ
シ
ッ
、
ピ
シ
ッ
、
…
…
…
。

三
瓶
目
は
、
叉
木
を
強
引
に
寸
胴(

竹
の
花
器)

に

入
れ
て
、
ピ
シ
ッ
、
花
器
が
縦
に
ひ
び
割
れ
！

最
後
は
下
段
流
し
。
さ
す
が
に
疲
れ
ま
し
た
。

中段流し前副下段流し
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