
 
大
石
田
の
芒
種
の
こ
ろ 

花
も
木
も
伸
び
放
題
に
乱
れ
た
る
無
人
と
な
り
て
久
し
き
旧
家 (

Ｒ) 
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地
区
の
回
覧
板
で
さ
な
ぶ
り
の
お
知
ら
せ
が
流
れ
ま
し
た
。
さ
な
ぶ
り
は
田
植

え
が
終
わ
っ
た
農
家
の
お
祭
り
で
す
。
田
植
え
に
手
伝
い
に
き
て
く
れ
た
人
に
餅
料

理
を
振
る
舞
い
ま
す
。
昔
は
賑
や
か
に
餅
の
食
べ
比
べ
を
し
た
り
力
自
慢
を
し
た
り

お
酒
を
の
ん
だ
り
し
て
、
と
て
も
楽
し
み
な
行
事
で
し
た
。
町
内
の
小
学
校
の
相
撲

大
会
は
毎
年
こ
の
時
期
。
相
撲
は
古
来
豊
作
を
祈
願
す
る
国
技
で
す
。
こ
の
時
期
の

餅
料
理
は
、
あ
ん
こ
餅
、
納
豆
餅
、
ク
ル
ミ
餅
、
そ
し
て
雑
煮
で
す
。
雑
煮
に
は
、

千
切
り
し
た
ゴ
ボ
ウ
や
ニ
ン
ジ
ン
、
椎
茸
、
鶏
肉
、
糸
蒟
蒻
、
竹
輪(
見
通
し
が
よ
い

よ
う
に)

と
笹
筍
も
入
れ
ま
す
。
子
ど
も
達
に
は
、
朴
の
葉
で
煎
り
豆
や
餅
あ
ら
れ
を

包
ん
だ
「
よ
で
豆
」
が
配
ら
れ
ま
す
。
今
、
町
で
は
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
時
期
で
す
。 

さ
な
ぶ
り
が
終
わ
る
と
今
度
は
田
の
草
取
り(

今
は
除
草
剤
を
使
う
こ
と
が
多
い)

が
始
ま
り
ま
す
。
一
番
田
の
草
取
り
、
二
番
田
の
草
取
り
を
し
た
後
は
、
虫
送
り
の

行
事
も
賑
や
か
で
し
た
。
そ
の
日
の
午
後
、
餅
を
食
べ
、
風
呂
に
入
っ
た
子
ど
も
た

ち
は
、
夕
方
か
ら
藁
や
萱
を
持
ち
、
ガ
ン
ガ
ラ(

一
斗
缶
な
ど)

を
叩
い
て
「
稲
虫
ガ

ン
ガ
ラ
ガ
ン
」
と
田
を
練
り
歩
き
、
た
い
ま
つ
を
持
っ
た
り
、
カ
ン
カ
ラ(

缶
詰
カ
ン)

を
叩
い
た
り
し
て
、
川
原
や
村
は
ず
れ
で
火
を
焚
い
て
集
め
た
虫
を
送
り
ま
し
た
。

う
ち
に
帰
る
と
ま
た
餅
を
食
べ
ま
す
。
東
町
や
四
日
町
の
よ
う
に
、
大
き
な
柳
の
木

を
山
車
の
よ
う
に
引
き
、
提
灯
を
下
げ
、
練
り
歩
く
所
も
あ
り
ま
し
た
。
農
家
の
休

み
は
少
な
か
っ
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に
も
楽
し
み
な
行
事
で
し
た
。 
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2015.6.6 今宿より最上川をのぞむ 

 

 

読
書
会
だ
よ
り
㉑ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
石
田
町
立
図
書
館 

大
石
田
の
芒
種
の
こ
ろ 

 

七
十
二
候
よ
り 

 
川
原
や
土
手
に
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
白
つ
め
草
・
赤
つ
め
草
な
ど
の
野
の
花
が
一
面
に
咲

い
て
い
ま
す
。
白
つ
め
草
は
そ
の
香
り
も
懐
か
し
く
、
遠
い
昔
の
子
ど
も
時
代
を
思
い
起
こ

さ
せ
て
く
れ
る
花
。
草
っ
原
に
し
ゃ
が
み
込
み
、
花
を
摘
み
摘
み
時
計
だ
の
首
飾
り
、
王
冠

な
ど
友
だ
ち
に
飾
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
飾
っ
て
あ
げ
た
り
。
長
―
く
編
ん
で
縄
と
び
に
し
て

み
た
ら
、
す
ぐ
に
切
れ
て
し
ま
い
、
み
ん
な
で
大
笑
い
し
た
っ
け
…
。
閑
か
な
カ
ッ
コ
ウ
の

鳴
く
声
を
聞
き
な
が
ら
、
心
も
ほ
っ
こ
り
と
、
最
上
川
の
ほ
と
り
の
散
歩
を
楽
し
ん
で
い
ま

す
。
雑
草
の
中
に
隠
れ
る
よ
う
に
咲
く
露
草
を
見
つ
け
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 

（
れ
） 

蟷螂生ず(かまきりしょうず)
  ６月５日～６月９日頃 
 マタギの里、阿仁町(秋田県北部)での
採話である。「熊は冬眠中に子を産み、
1年半だけ一緒に暮らす。つまり次の年
の夏までだ。子熊が野苺を夢中になって
食っている時に母熊はソーッと姿を消
す。自然界では餌が少ない為だ。子熊も
辛いが母熊も辛い。俺達はそれを『いち
ご別れ』と呼んでいる。」（海藤忠男） 

腐草蛍と為る(ふそうほたるとなる)  
６月１０日～６月1４日頃 

 田んぼの苗は緑濃い季節になり、野の花
の美しい姿が目に入ります。今年も山を
歩き草もちの材料になるごぼっ葉を採り
に行きました。親戚で食べた味が忘れら
れず数年前から作っています。昔はすぐ
手に入った葉が今はなかなか見つけるこ
とができません。葉を干し保存し、春の
農作業のおやつにしたそうです。 (き） 
  

梅子黄なり(うめのみきなり)
  ６月１５日～６月１９日頃 
 今年は表年なのかたくさん梅がなり
ました。まだ熟していない青梅は梅酒
に。ほんのり熟したのは砂糖を入れてジ
ャムに。梅は有効に使います。梅ぼしは
真夏のジリジリ暑い三日間平らなザル
に真赤な梅を広げ土用干しをします。昔
と違い今は減塩の梅ぼしが好まれます
がおにぎりの具として定番です。(み) 


