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江
北
の
四
季

令和３年

4月18日

第50号イタヤカエデ ドウダンツツジ キバナアリッサム シバザクラシバザクラ(芝桜)

○
穀
雨(

こ
く
う)

春
季
最
後
の
節
気
。
四
月
二
十
日
～
五
月
四
日
。

こ
の
時
期
に
降
る
雨
は
、
百
穀
を
潤
し
芽
を
出
さ
せ

る
春
雨
と
し
て

｢

百
穀
春
雨(

ひ
ゃ
っ
こ
く
は
る
さ

は
る
さ
め

め)

」
と
い
わ
れ
、
田
畑
は
種
ま
き
の
時
期
を
迎
え

ま
す
。
春
に
降
る
雨
の
呼
び
方
は
、
穀
雨
の
他
に
も

あ
り
ま
す
。

催
花
雨(

さ
い
か
う)

早
く
咲
け
よ
と
促
す
雨

甘
雨(

か
ん
う)

草
木
を
う
る
お
す
雨

瑞
雨(

ず
い
う)

穀
物
を
育
む
雨

菜
種
梅
雨(

な
た
ね
づ
ゆ)

菜
の
花
が
咲
く
こ
ろ
に
降
る
雨

迎
え
梅
雨(

む
か
え
づ
ゆ)

ま
る
で
梅
雨
の
よ
う
に
思
え
る
梅
雨
入
り

前
の
雨
。

モッコウバラ

○
七
十
二
候

第
十
六
候
、
穀
雨
初
候
、
葭
始
生(

あ
し
は
じ
め

て
し
ょ
う
ず)

。
四
月
二
十
日
～
二
十
四
日
。
葭
は
、
葦あ
し

の
こ
と
。
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
よ
る
と
、
日
本
は

「
豊
葦
原
瑞
穂
国(

と
よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ
の
く

に)

」
と
い
わ
れ
、
葦
が
生
い
茂
り
、
稲
が
豊
か
に

実
る
国
で
す
。
「
あ
し
」
は
、
悪
し
を
連
想
さ
せ
る

あ

た
め
、｢

よ
し(

良
し)｣

と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
で
す
。

よ

第
十
七
候
、
穀
雨
次
候
、
霜
止
出
苗(

し
も
や
ん

で
な
え
い
づ
る)

。
四
月
二
十
五
日
～
二
十
九
日
。

暖
か
く
な
り
、
霜
も
降
り
な
く
な
り
、
苗
が
す
く
す

お

く
と
育
ち
ま
す
。
田
植
え
の
準
備
で
、
農
家
が
忙
し

く
な
る
頃
で
す
。

第
十
八
候
、
穀
雨
末
候
、
牡
丹
華(

ぼ
た
ん
は
な

さ
く)

。
四
月
三
十
日
～
五
月
四
日
。
百
花
の
王
で

あ
る
牡
丹
が
開
花
し
始
め
る
頃
で
す
が
、
我
が
家
の

牡
丹
は
四
月
十
五
日
に
咲
き
出
し
ま
し
た
。
桜
と
同

様
に
例
年
よ
り
十
日
あ
ま
り
早
い
で
す
。

ボタン(牡丹)

シャクヤク(芍薬)

牡丹は「花王」芍

薬は花の宰相「花

相」と呼ばれます。
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○
八
十
八
夜

立
春
か
ら
数
え
て
八
十
八
日
目
、
五
月
一
日
は
雑

節
の
八
十
八
夜
。
二
十
四
節
気
や
七
十
二
候
は
古
代

中
国
で
つ
く
ら
れ
、
日
本
の
暦
に
も
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
日
本
の
気
候
を
表
す
に
は
少
し
足
り

な
い
た
め
、
い
く
つ
か
の
雑
節
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
「
八
十
八
夜
の
別
れ
霜
」
と
言
い
、
こ
れ
以
降

に
霜
は
降
り
な
く
な
っ
て
、
気
候
が
暖
か
く
穏
や
か

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
「
八
十
八
」
を
組
み
合
わ
せ

る
と
「
米
」
と
い
う
字
に
な
る
こ
と
や
、「
八
十
八
」

は
末
広
が
り
で
縁
起
が
よ
い
た
め
、
稲
の
種
ま
き
や

茶
摘
み
な
ど
の
農
作
業
を
始
め
る
目
安
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
ビ
ニ
ー
ル
ハ

ウ
ス
の
お
陰
で
種
ま
き
も
ず
い
ぶ
ん
早
く
な
っ
て
い

ま
す
。

フクロナデシコ(袋撫子)

ワスレナグサ

勿忘草

英名は forget-me-not

○
ヤ
マ
ブ
キ(

山
吹)

一
重
の
ヤ
マ
ブ
キ
は
四
月
初
め
に
咲
き
も
う
散
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
八
重
の
ヤ
マ
ブ
キ
は
こ
れ
か

ら
で
す
。
ヤ
マ
ブ
キ
に
は
、
室
町
時
代
後
期
に
活
躍

し
江
戸
城
を
築
い
た
、
武
将
太
田
道
灌
の
エ
ピ
ソ

お
お

た

ど
う
か
ん

ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
。

あ
る
日
、
城
外
に
出
て
い
た
道
灌
は
、
急
な
雨
に

見
舞
わ
れ
、
一
軒
の
農
家
で
蓑(

雨
具)

を
借
り
よ
う

み
の

と
し
た
と
こ
ろ
、
中
か
ら
若
い
娘
が
出
て
き
て
、
黙

っ
て
山
吹
の
花
の
一
枝
を
道
灌
に
差
し
出
し
ま
し

た
。
道
灌
は
花
を
求
め
た
の
で
は
な
い
の
に
と
、
怒

っ
て
城
に
立
ち
帰
り
、
こ
の
話
を
家
臣
に
し
ま
し
た
。

家
臣
は
、｢

そ
れ
は
『
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど
も

山
吹
の
実
の
一
つ
だ
に
な
き
ぞ
か
な
し
き
』
と
い
う

古
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
娘
は
貧
乏
で
道
灌
様
に

お
貸
し
す
る
蓑
一
つ
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と

を
、
山
吹
に
託
し
て
告
げ
た
の
で
す
。｣
と
答
え
ま

し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
道
灌
は
自
ら
の
無
学
を
恥
じ
、

そ
れ
以
来
和
歌
に
精
進
し
ま
し
た
。

八重のヤマブキ(山吹)

※
ち
な
み
に
こ
の
歌
は
後
拾
遺
和
歌
集(

ご
し
ゅ
う
い
わ

か
し
ゅ
う)

に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
「
山
吹
の
花
は
美
し
く
咲

く
け
れ
ど
も
実
を
全
く
つ
け
な
い
と
い
う
の
は
不
思
議
な
こ

と
だ
」
と
い
う
意
。

☆
こ
こ
か
ら
は
蛇
足

ヤ
マ
ブ
キ
に
は
、
一
重
と
八
重
、
そ
し
て
シ
ロ
ヤ

マ
ブ
キ(

ヤ
マ
ブ
キ
と
は
属
が
異
な
り
ま
す)

が
あ

り
、
一
重
の
ヤ
マ
ブ
キ
と
シ
ロ
ヤ
マ
ブ
キ
に
は
実
が

な
り
ま
す
が
、
八
重
の
ヤ
マ
ブ
キ
は
雄
し
べ
が
花
び

ら
に
変
化
し
て
い
る
の
で
実
が
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
出
て
く
る
ヤ
マ
ブ
キ
は
歌
の
と
お
り

八
重
咲
き
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
般
に
八
重
咲
き
の
花
は
雄
し
べ
や
雌
し
べ
が
花

お

め

び
ら
に
変
化
し
て
い
る
の
で
、
実
が
な
り
ま
せ
ん
。

よ
っ
て
、
八
重
咲
き
の
も
の
は
種
で
は
な
く
挿
し
木

や
株
分
け
で
増
や
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

シロヤマブキ(白山吹)
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☆
オ
ト
コ
ヨ
ウ
ゾ
メ(

オ
ト
コ
ヨ
ウ
ズ
ミ
で
は
あ
り
ま
せ
ん)

ガ
マ
ズ
ミ
の
仲
間
。
名
前
が
面
白
い
の
で
、
柳
生
博
の
八

ヶ
岳
倶
楽
部
で
一
昨
年
買
っ
た
も
の
。
ガ
マ
ズ
ミ
の
別
名
が

ヨ
ウ
ゾ
メ
で
、
そ
の
実
は
甘
酸
っ
ぱ
く
生
食
で
き
る
の
に
対

し
て
、
苦
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
オ
ト
コ
が
つ
い
た
と
か
。

春
の
日
の
雨
し
き
降
れ
ば
ガ
ラ
ス
戸
の

曇
り
て
見
え
ぬ
山
吹
の
花

ガ
ラ
ス
戸
の
く
も
り
拭
へ
ば
あ
き
ら
か
に

ぬ
ぐ

寝
な
が
ら
見
ゆ
る
山
吹
の
花

正
岡
子
規

子
規
は
病
室
の
ガ
ラ
ス
戸
か
ら
ど
の
よ
う
な
思

い
で
庭
の
ヤ
マ
ブ
キ
を
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ほ
ろ
ほ
ろ
と
山
吹
散
る
か
滝
の
音松

尾
芭
蕉

や
っ
ぱ
り
芭
蕉
は
う
ま
い
。

オトコヨウゾメ

○
葉
山
椒(

は
ざ
ん
し
ょ
う)

そ
の
昔
、
筆
者
が
勤
め
始
め
た
頃
の
話
で
す
。
勤

務
地
は
南
の
方
で
、
北
陸
線
を
利
用
し
て
北
か
ら
通

っ
て
い
る
者
が
十
名
ほ
ど
お
り
、
「
北
陸
線
会
」
と

名
付
け
て
、
懇
親
会
や
泊
ま
り
の
旅
行
を
時
々
楽
し

ん
で
い
ま
し
た
。
四
月
の
人
事
異
動
が
済
む
と
、
旧

虎
姫
の
某
料
理
屋
で
の
歓
送
迎
会
が
恒
例
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。
木
の
芽
田
楽
が
メ
イ
ン
料
理
で
す
。
コ

ロ
ナ
禍
で
外
食
は
難
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
過
日
、

蕗
の
煮
物
に
添
え
ら
れ
て
い
た
葉
山
椒
の
匂
い
が
、

ふ
きそ

の
時
の
メ
ン
バ
ー
や
未
熟
な
が
ら
も
一
生
懸
命
仕

事
を
し
て
い
た
頃
の
記
憶
を
呼
び
戻
し
て
く
れ
ま
し

た
。蕗

の
薹
に
始
ま
っ
た
「
春
は
苦
み
」
も
、
タ
ラ

と
う

の
芽
や
ゼ
ン
マ
イ
・
ワ
ラ
ビ
な
ど
を
経
て
、
山
椒
の

実
や
タ
ケ
ノ
コ
で
終
盤
と
な
っ
て
き
ま
す
。
暑
い
夏

が
来
る
前
に
、
春
の
苦
み
で
し
っ
か
り
と
体
づ
く
り

を
し
た
い
も
の
で
す
。

上 ナルコユリ

(鳴子百合)

下 スパラキシス

(水仙アヤメ)

☆
ヘ
ビ
イ
チ
ゴ

い
か
に
も
蛇
が
潜
ん
で
い
そ
う
な
、
田
圃
の
土
手
や
藪

へ
び

ひ
そ

た
ん

ぼ

や
ぶ

陰
に
生
育
し
て
い
ま
す
。
蛇
と
つ
い
て
い
る
だ
け
で
、
「
触

か
げる

と
危
険
、
そ
の
実
に
は
毒
が
あ
る
」
と
思
い
が
ち
で
す
が
、

普
通
に
生
食
で
き
ま
す
。
イ
チ
ゴ
ほ
ど
お
い
し
く
な
い
だ
け

で
す
。
名
前
を
忘
れ
れ
ば
、
非
常
に
可
愛
い
草
花
で
す
。
我

が
家
の
園
路
に
は
イ
チ
ゴ
と
と
も
に
あ
ち
こ
ち
に
生
え
て
い

ま
す
。
ま
っ
た
く
、
つ
い
て
い
る
名
前
が
気
の
毒
で
す
。

☆
ア
リ
ウ
ム
・
コ
ワ
ニ
ー

ア
リ
ウ
ム
に
は
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
ニ
ン
ニ
ク
や
ネ

ギ
も
同
じ
仲
間
で
す
。
葉
の
な
い
長
い
花
茎
を
持
ち
、
そ
の

頂
部
に
球
状
ま
た
は
傘
形
の
花
が
つ
き
ま
す
。
球
状
の
ギ
ガ

ン
ジ
ウ
ム
は
存
在
感
抜
群
で
す
が
、
こ
の
写
真
の
よ
う
な
傘

形
の
花
も
愛
ら
し
く
て
い
い
も
の
で
す
。

ヘビイチゴアリウム・コワニー
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○
カ
タ
バ
ミ

(

片
喰

酢
漿
草)

片
喰
の
名
前
は
ハ
ー

ト
型
の
葉
が
一
片
食
べ

ら
れ
て
欠
け
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
。

根
に
シ
ュ
ウ
酸
を
含
み
、

食
べ
る
と
酸
っ
ぱ
い
こ

と
か
ら
酢
の
漿
と
な
り
、
漢
字
で
は
酢
漿
草
と
も

す

し
る

表
し
ま
す
。
日
頃
は
、
繁
殖
力
が
強
く
駆
除
に
困
る

雑
草
と
し
て
し
か
見
ま
せ
ん
が
、
よ
く
見
る
と
、
ハ

ー
ト
型
の
葉
を
三
枚
つ
け
、
黄
色
く
か
わ
い
ら
し
い

花
を
咲
か
せ
ま
す
。
武
家
の
間
で
は
強
い
繁
殖
力
の

あ
る
カ
タ
バ
ミ
の
よ
う
に
、
家
が
い
つ
ま
で
も
絶
え

ず
続
い
て
い
く
と
い
う
願
い
を
込
め
て
家
紋
に
よ
く

使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
日
本
の
五
大
家
紋(

桐
・
藤

・
木
瓜
・
酢
漿
草
・
鷹
の
羽)

の
一
つ
と
な
っ
て
い

ま
す
。

☆
ア
ジ
ュ
ガ

耐
陰
性
の
あ
る

常
緑
多
年
草
な
の

で
、
日
陰
の
グ
ラ

ン
ド
カ
バ
ー
に
も

っ
て
こ
い
で
す
。

花
の
色
や
葉
の
色

に
は
様
々
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。

☆
ゲ
ラ
ニ
ウ
ム

和
名
は
フ
ウ
ロ

ソ
ウ(

風
露
草)

。
た

く
さ
ん
の
種
類
が

あ
る
よ
う
で
す
。

赤
紫
や
白
い
小
花

が
咲
く
ゲ
ン
ノ
シ

ョ
ウ
コ(

現
の
証
拠)

は
日
本
産
の
原
種
で
す
。

○
花「

桃
花
笑
春
風(

桃
花
、
春
風
に
笑
む)

」
と
い
う

と

う

か

え

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
茶
席
の
掛
け
物
と

し
て
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
「
美
し
く
咲
い
て
い
る
桃

の
花
が
、
春
風
に
揺
ら
れ
て
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

ほ

ほ

え アジュガ

ゲラニウム

人
の
姿
は
昨
年
と
変
わ
っ
て
も
、
花
の
姿
は
か
わ
ら

な
い
な
あ
。
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
か
。

一
年
前
に
は
非
常
事
態
宣
言
が
出
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

禍
の
中
、
多
く
の
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
幸

い
今
年
も
多
く
の
花
々
に
再
び
会
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

ま
た
、
「
百
花
春
至
為
誰
開(

百
花
、
春
至
っ
て
誰

い
た

た

が
為
に
か
開
く)

」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。「
冬
、

た
め

何
も
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
春
風
が
吹
け
ば
、
次
々

と
芽
を
出
し
、
百
花
繚
乱
の
景
色
と
な
る
。
花
は
い

っ
た
い
誰
の
た
め
に
咲
い
て
い
る
の
か
。
」
の
意
で

し
ょ
う
か
。
花
は
誰
の
た
め
で
も
な
く
、
た
だ
そ
の

花
の
命
を
全
う
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
で
す
が
、
そ

れ
を
見
て
い
る
私
た
ち
を
楽
し
ま
せ
、
人
生
を
豊
か

に
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
花
々
と
の
出
会
い
を
、
一

瓶
の
内
に
い
け
る
時
間
を
持
て
る
こ
と
は
、
な
ん
と

嬉
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
一
瓶
に

花
の
命
を
表
現
で
き
れ
ば
何
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

一
木
一
草
に
心
躍
る
毎
日
で
あ
り
た
い
も
の
で

い
ち
ぼ
く
い
つ
そ
う

お
ど

す
。

よ
く
見
れ
ば

薺

花
咲
く
垣
根
か
な

な
ず
な

芭
蕉

☆
今
号
を
も
っ
て
休
刊
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
愛
読
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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