


　
正
月
十
三
日
に
蕎
麦
や
粟
、米
な

ど
を
杵
で
つ
き
、翌
十
四
日
に
団
子

を
作
り
、団
子
木
と
呼
ぶ
水
木
の
若

木
に
刺
し
て
飾
る
。
ま
た
大
福
張
、

鶴
亀
、干
支
な
ど
め
で
た
い
も
の
も

作
っ
て
刺
す
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
豊

作
の
祈
願
。二
十
日
に
こ
の
団
子
を

摘
ん
で
、野
菜
な
ど
と
煮
て
団
子
汁

に
し
て
食
す
。団
子
木
は
夏
ま
で
保

存
し
、雷
の
鳴
る
日
に
こ
の
木
を
焚

く
と
落
雷
除
け
に
な
る
と

言
わ
れ
る
。

　
五
穀
の
豊
穣
を
祈
る
一

月
十
五
日
の
小
正
月
の
行
事
。

町
村
や
地
域
に
よ
っ
て
多

少
の
差
異
は
あ
る
が
、子
供

達
が
鳥
追
の
言
葉「
雀（
ま
た
は
烏
）

の
頭
を
八
つ
に
割
っ
て
桟
俵
に
詰

め
込
ん
で
、佐
渡
が
島
、鬼
が
島
、ヤ

ー
ホ
イ
」
を
合
唱
し
な
が
ら
、
集
落

の
境
な
ど
で
追
い
払
う
。
ま
た
、
鳥

追
小
屋
を
作
っ
て
子
供
達
が
集
ま
り
、

隣
の
集
落
ま
で
悪
鳥
を
追
い
払
っ
て
、

隣
の
集
落
の
悪
口
を
ど
な
り
合
う

と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
冬
の
間
積
も
っ
た
雪
も
、春
先
の

暖
気
や
陽
光
、雨
な
ど
で
日
中
解
け

る
が
、
寒
気
の
襲
来
で
夜
に
凍
結
、

雪
面
が
堅
く
緊
ま
る
。
そ
ん
な
朝
、

そ
れ
ま
で
遠
回
り
し
て
い
た
子
供

達
は
、そ
の
雪
面
を
渡
っ
て
ど
こ
へ

で
も
行
け
る
解
放
感
を
味
わ
え
る
。

行
き
来
も
で
き
な
か
っ
た
小
川
や

池
の
上
な
ど
も
、こ
の
日
ば
か
り
は

自
由
自
在
に
往
来
で
き
る
。

　
奥
会
津
に
は
、
多
く
の
巻
物
が
残
っ

て
い
る
。そ
の
こ
と
は
、た
し
か
に
珍
し

い
け
れ
ど
も
、
全
国
的
に
注
目
を
集
め

て
い
る
理
由
と
は
い
え
な
い
。

む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
、奥
会
津
に
は
、

今
も「
現
役
」と
し
て
機
能
し
て
い
る
巻

物
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
た

と
え
ば
、番
匠
関
係
の
巻
物
だ
。

　
「
番
匠
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
大
工
職
の

こ
と
で
、
そ
の
名
称
は
古
代
に
交
代
で

朝
廷
の
営
繕
に
従
事
し
た
番
上
工
に
由

来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
彼
ら
は
、
中
世
初
期
に
は
特
定
の
寺

社
に
属
し
て
い
た
が
、
次
第
に
今
で
い

う
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
的
な
人
々
が
現
れ
た
。

そ
し
て
、
近
世
以
降
は
大
工
と
総
称
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　「
昔
の
大
工
は
、家
に
巻
物
を
伝
え
て

堅
く
守
り
し
が
」と
は
、江
戸
幕
府
の
八

代
将
軍
・
徳
川
吉
宗
に
仕
え
た
荻
生
徂

徠
と
い
う
人
物
の
言（『
政
談
』）で
あ
る
。

　
こ
の
、有
名
な
一
文
か
ら
は
、大
工
と

巻
物
が
古
く
か
ら
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。現
在
で
も
、上

棟
式
で
、
棟
梁
が
巻
物
を
読
み
あ
げ
る

姿
を
目
に
し
た
人
も
い
よ
う
。

　
只
見
町
史
の
成
果
に
よ
る
と
、
同
町

に
は
、
越
後
・
金
山
・
田
島
の
三
系
統
の

番
匠
が
存
在
す
る
と
い
う
。そ
し
て
、彼

ら
の
間
で
は
、
巻
物
を
所
有
す
る
こ
と

が
一
人
前
の
条
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。

　
そ
の
意
味
で
は
、奥
会
津
の
番
匠
に
は
、

江
戸
時
代
以
前
の「
昔
の
大
工
」の
面
影

が
、
今
も
色
濃
く
残
っ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

"

　
「
畑
仕
事
つ
か
っ
ち
ゃ
べ
ー
。
み
ん

な
で
お
茶
で
も
飲
ん
で
ゆ
っ
く
り
す

ん
べ
ー
。」　

　
旅
に
出
た
こ
と
を
実
感
す
る
の
は
、

い
つ
も
と
違
う
空
気
を
感
じ
る
時
、そ

れ
は
す
れ
違
う
人
や
車
内
で
飛
び
交

う
方
言
を
聞
い
た
時
だ
。方
言
が
心
地

良
い
風
の
よ
う
な
存
在
だ
。

　
奥
会
津
の
方
言
は
町
村
や
集
落
ご

と
に
様
々
で
、た
と
え
地
元
に
長
く
住

ん
で
い
て
も
知
ら
な
い
方
言
は
多
い
。

新
し
く
出
会
う
た
び
、つ
い
つ
い
そ
の

意
味
と
使
い
方
を
聞
い
て
し
ま
う
。

　
昔
か
ら
使
っ
て
い
る
方
言
の
一
つ

が
、
語
尾
に
付
け
る
「
べ
ー
」
だ
。
助
動

詞
と
し
て
古
典
の
「
べ
し
」
は
６
つ
ほ

ど
意
味
が
あ
る
が
、日
常
生
活
で
の
使

い
方
を
考
え
て
み
る
と
、推
量
、意
志
、

勧
誘
と
い
う
３
つ
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
天
気
の
話
で
は
「
明

日
は
晴
れ
だ
べ
。」と
言
う
し
、み
ん
な

を「
川
さ
行
く
べ
。」と
い
う
風
に
誘
う
。

少
し
気
に
す
る
と
辺
り
か
ら
べ
ー
べ

ー
聞
こ
え
て
く
る
。ま
さ
に
古
典
の
世

界
か
ら
続
く
言
葉
が
日
常
に
溢
れ
て

い
る
の
だ
。

　
以
前
、東
北
出
身
の
人
は
ど
の
出
身

地
よ
り
も
方
言
を
隠
し
た
が
る
と
い

う
話
を
聞
い
た
。方
言
は
限
ら
れ
た
地

域
に
使
わ
れ
る
単
な
る
訛
り
で
は
な

く
、言
葉
を
よ
り
豊
か
に
表
現
し
て
く

れ
る
言
葉
で
あ
る
の
に
と
、少
し
悲
し

く
情
け
な
い
気
が
し
た
。

　
奥
会
津
で
耳
を
澄
ま
せ
て
ほ
し
い
。

あ
な
た
の
知
ら
な
い
言
葉
こ
そ
、想
像

す
る
楽
し
み
が
詰
ま
っ
た
お
も
ち
ゃ

箱
で
あ
り
、過
去
か
ら
現
代
へ
の
思
い

が
込
め
ら
れ
た
贈
り
物
だ
と
思
う
か

ら
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
治
）

第10回となる「歳時記の郷 奥会津
俳句大賞」の作品を募集しています。

●締切：10月30日
●申込先
福島県大沼郡三島町宮下字中乙田979
奥会津書房内　
歳時記の郷奥会津俳句大賞事務局

歳時記の郷 奥会津俳句大賞
を募集します

歳時記の郷 奥会津俳句大賞
を募集します

　ふるさとの原風景ともいうべき自然・
風物・人情に満ちた奥会津を更に深く
感得していただくための手引きとして、
かねてより『奥会津歳時記』の発行が待
たれていましたが、今年度の俳句関連
事業の一環で現在編集作業が進められ
ています。
　黒田杏子先生、榎本好宏先生による
例句や季語解説も楽しみです。奥会津
の季語を通して、より深く奥会津を味
わっていただくきっかけになることで
しょう。

『奥会津歳時記』が
　　　　　発行されます

『奥会津歳時記』が
　　　　　発行されます

平成18年2月発刊予定

　秋の奥会津を吟行していただき、俳
人の榎本好宏先生の「奥会津食歳時記」
についての講座が開かれます。ぜひご
参加ください。

●日時：平成17年10月11日（火）
●集合：会津若松駅前
　　　（バスが待っています）
※詳細については上記の奥会津書房俳
句大賞事務局までお問合せください。

奥会津吟行の旅と
　　俳句特別講座の開催
奥会津吟行の旅と
　　俳句特別講座の開催
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雪上を渡るうさぎの足跡（写真：山浦芳明）

来
年
２
月
発
刊
予
定
の『
奥
会
津
歳
時
記
』で
は
、こ
の
よ
う
な
季
語
が
紹
介
さ
れ
る
予
定
で
す
。

季
語
解
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は
、榎
本
好
宏
先
生
で
す
。
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