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半夏生 
（はんげしょう） 

花というより葉を楽しむ

植物です。 名前のい

われは半夏（烏柄杓）

という薬草が生える頃

とか、 

 

   

台
風
が
接
近
し
て
い
る
梅
雨
の

晴
れ
間
の
７
月
１５
日
、
京
都
大

山
崎
町
の
「
聴
竹
居
」
を
Ｖ
Ｇ
槻

輪
の
会
の
「
わ
が
ま
ち
紹
介
」
で

訪
れ
ま
し
た
。
JR
山
崎
駅
か
ら

徒
歩
８
分
。
だ
ら
だ
ら
登
り
の
山

道
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。 

 

藤
井
厚
二
さ
ん
と
い
う
、
建
築

家
が
自
宅
と
し
て
建
て
た
和
洋

折
衷
の
平
屋
建
て
の
木
造
建
築

で
す
。
外
観
は
洋
風
で
周
囲
の
深

い
緑
に
囲
ま
れ
て
埋
ま
る
よ
う
に

建
っ
て
い
ま
し
た
。
予
約
し
て
い
た

「
聴
竹
居
」
に
は
年
配
の
男
性
が

説
明
役
と
し
て
待
っ
て
居
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
建
築
家
藤
井
氏
は

自
ら
理
論
化
し
た
環
境
工
学
の

知
見
を
設
計
に
盛
り
込
み
様
々

な
工
夫
を
住
居
に
生
か
し
て
お

ら
れ
ま
す
。 

 

ま
ず
中
に
入
っ
て
す
ぐ
気
づ
く

の
は
窓
が
大
き
く
、
広
く
作
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
畳
の

部
屋
が
約
４０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

位
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

和
洋
折
衷
で
直
ぐ
そ
ば
に
洋
間

の
椅
子
が
あ
り
畳
に
座
っ
た
と
き

目
の
高
さ
が
椅
子
に
座
っ
た
人
と

同
じ
よ
う
に
す
る
た
め
な
の
で
す
。

ま
た
少
し
離
れ
た
住
居
の
下
の
ほ

う
か
ら
床
下
に
土
管
を
通
し
て

下
の
冷
た
い
空
気
が
屋
内
に
入

り
、
そ
れ
が
台
所
の
上
の
天
井
か

ら
抜
け
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
室

内
の
換
気
と
共
に
台
所
の
臭
気

を
逃
が
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

現
在
の
エ
コ
に
も
通
ず
る
工
夫
で

す
。
ま
た
大
き
い
ガ
ラ
ス
窓
を
支

え
る
た
め
、
柱
を
床
下
か
ら
天

井
ま
で
通
し
、
窓
の
部
分
以
外
は

壁
の
中
に
隠
し
た
り
、
窓
の
柱
と

障
子
の
合
わ
さ
る
と
こ
ろ
は
柱
に

凸
の
出
っ
張
り
を
作
り
、
障
子
側

に
は
凹
の
溝
を
刻
ん
で
隙
間
を

な
く
す
な
ど
説
明
し
て
貰
わ
な

け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
工
夫
が
諸

所
に
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

夏
は
涼
し
く
冬
暖
か
い
と
い
う

サ
ン
ル
ー
ム
で
は
椅
子
を
２
客
置 

い
て
座
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
、

私
が
遠
慮
な
く
掛
け
る
と
周
囲

の
説
明
を
し
た
後
で
、
そ
こ
に
天

皇
陛
下
と
皇
后
陛
下
が
座
ら
れ

ま
し
た
。
と
言
わ
れ
び
っ
く
り
し

て
思
わ
ず
お
尻
が
浮
き
ま
し
た
。

サ
ン
ル
ー
ム
か
ら
以
前
は
淀
川
な

ど
三
川
合
流
の
景
色
が
み
え
た

そ
う
で
す
が
、
今
は
樹
木
が
生
い

茂
り
見
晴
ら
し
は
よ
く
あ
り
ま

せ
ん
。
窓
の
外
の
庇
が
見
え
な
い

よ
う
に
窓
ガ
ラ
ス
の
上
部
を
す
り

ガ
ラ
ス
に
す
る
と
か
、
外
は
楓
の

木
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、

冬
は
葉
が
落
ち
て
暖
か
い
日
光
が

入
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の

ほ
か
い
ろ
い
ろ
の
感
心
す
る
よ
う

な
設
備
の
素
晴
ら
し
さ
に
言
葉

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

一
つ
に
は
説
明
さ
れ
る
方
の
深

い
洞
察
や,

な
に
よ
り
こ
の
建
物

に
た
い
す
る
強
い
愛
情
を
感
じ
ま

し
た
。
そ
し
て
私
た
ち
に
伝
え
よ

う
と
さ
れ
る
熱
意
が
ひ
し
ひ
し

と
伝
わ
っ
て
き
て
と
て
も
素
敵
な

一
日
で
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

記
：牧
戸
富
美
子 

 

会
員
だ
よ
り 

熊
野
参
詣
道 

中
辺
路
第
５
回 

〝
古
来
日
本
人
は
温
泉
が
好
き
〟 

 

今
年
は
典
型
的
な
梅
雨
模
様
。

７
月
８
日
出
発
時
、
晴
れ
て
き
そ

う
な
様
子
で
シ
メ
シ
メ
と
思
い
き

や
、
田
辺
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
ま

さ
に
暗
雲
垂
れ
こ
め
て
来
て
、
ほ

ぼ
中
辺
路
コ
ー
ス
の
中
央
辺
り
の

ス
タ
ー
ト
地
点
で
全
く
雨
に
な
る
。

前
回
ゴ
ー
ル
し
た
発
心
門
（
ほ
っ

し
ん
も
ん
）
王
子
、
猪
鼻
（
い
の

は
な
）
王
子
、
船
玉
大
社
を
再
度

お
参
り
し
、
赤
木
越
え
起
点
ま
で

約
４０
分
遡
り
、
三
越
峠
で
準
備
体

操
の
後
み
ん
な
雨
の
中
、
意
欲

満
々
で
歩
き
だ
す
。
今
日
の
コ
ー

ス
は
〝
水
転
び
の
道
〟
と
呼
ば
れ

る
ら

し
く
、

こ
の

三
越

峠
を

越
え

て
、

湯
峯

温
泉

ま
で

水
場

と
離

れ
、
リ
タ
イ
ア
す
る
所
が
な
い
か

ら
と
注
意
を
受
け
る
。
最
初
の
遡

り
コ
ー
ス
が
前
回
下
り
で
楽
々
だ

っ
た
の
に
、
今
回
反
対
で
、
足
取

り
の
重
く
な
っ
た
メ
ン
バ
ー
が
い

た
。
若
い
女
性
の
語
り
部
の
リ
ー

ド
と
機
転
の
き
い
た
会
話
で
、
７

ｋ
の
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
激
し
い
コ

ー
ス
を
全
員
安
全
に
ク
リ
ア
し
、

日
本
最
古
と
い
う
湯
峰
温
泉
に
着

い
た
時
は
つ
ぼ
湯
や
足
湯
の
看
板

に
つ
ら
れ
、
遂
、
足
を
踏
み
入
れ

た
く
な
っ
た
。
古
人
の
熊
野
詣
で

の
時
、
本
道
か
ら
分
か
れ
た
赤
木

越
え
が
好
ま
れ
た
の
は
解
る
気
が

し
た
。
多
分
貴
族
・
皇
族
な
ど
身

分
の
高
い
参
詣
者
は
禊
と
称
し
て
、

温
泉
で
疲
れ
た
体
を
癒
し
て
、
熊

野
本
宮
に
向
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
残
念
だ
っ
た
の
は
早
く

つ
け
ば
、
川
原
で
温
泉
玉
子

を
自
分
で
作
っ
て
下
さ
い
と

言
わ
れ
て
い
た
が
予
定
よ
り

遅
く
な
り
、
温
泉
玉
子
の
思

い
出
は
出
来
な
か
っ
た
。
今

回
雨
の
中
ゆ
え
見
る
事
が
出

来
た
霧
中
の
幻
想
的
な
杉
檜

林
、
一
遍
上
人
に
ま
つ
わ
る

鍋
割
地
蔵
や
献
上
茶
屋
跡
、

昭
和
５０
年
代
ま
で
住
ん
で

い
た
柿
原
茶
屋
跡
、
最
後
の

胸
突
き
八
丁
の
坂
道
を
登
り
、

今
日
の
無
事
を
感
謝
し
た
湯

峯
王
子
社
の
各
ス
ポ
ッ
ト
を

良
い
思
い
出
に
し
よ
う
。 

記
：
上
村
サ
ト
子 

      

 

左の写真は縁側にて 

2015年6月天皇皇后両

殿下が視察の時座られた

椅子にて外の景色をパノ

ラマで楽しむ。 

記：牧戸富美子 

ソテツの花が咲いています 

富田公民館の前の東側のソ

テツに花が咲いています。 

ソテツは、いつも新葉がでま

すが、手入れが良いと１０年に

一度位花を咲かせるくらいだ

そうです。富田公民館の前に 2

個棒状の花ですから雄花のよ

うです。 

花言葉の通り“雄々しい” 

ハンゲショウ（カタシロ草）が名の通り半分白くなって化粧

しているよう、ともいわれる。旧暦七十二候で半夏生を夏

至から数えて１１日目の７月２日としている。農家で田植え

を終え、一息つく頃、この日から５日間は休みとする地方

もあったらしい。稲がしっかり根付くよう願掛けたと云う事

から、“蛸の日”になったか。私はスーパーのちらしで知っ

た。蛸には夏バテ予防の成分が多いらしい。香川県では

“うどんの日” 日本各地にいろんなしきたりの伝わる暦の

上で大切な日に半夏生の植物を思い出して下さい。 

    記：上村サト子 

 


