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今
か
ら
３
３
４
年
前
、
芭
蕉
は
門
人
の
河
合
曽
良
を
伴
い
、『
お
く
の
ほ

そ
道
』
の
旅
に
出
立
し
、
須
賀
川
で
は
か
ね
て
か
ら
の
親
交
の
あ
っ
た
相
楽

等
躬
と
の
句
作
の
時
間
を
共
に
、
八
日
間
滞
在
し
て
い
ま
す
。 

本
展
は
、
芭
蕉
ゆ
か
り
の
資
料
と
等
躬
の
系
譜
を
受
け
継
ぎ
、
後
世
に
発

展
さ
せ
た
俳
人
た
ち
に
関
す
る
資
料
を
Ⅲ
期
に
わ
た
り
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

須
賀
川
の
三
太
郎 

７
／ 

 

― 

８
／ 

２０ 

１５ 

年
目
の
桔
槹
吟
社 

８
／ 

 

―  

／
２ 

１０ 

２３ 

一
八
三
四
―
一
九
〇
〇 

須
賀
川
町
生
ま
れ
。通
称
は
三
次
郎
。父
、

茂
八 

母
、
の
い
の
三
男
。
兄
、
茂
三
が

早
く
に
亡
く
な
っ
た
の
で
、家
督
を
継
い

で
商
業
に
従
事
し
、
家
業
の
か
た
わ
ら

種
々
の
名
誉
職
な
ど
を
務
め
た
町
の
有

力
者
で
し
た
。幼
い
こ
ろ
か
ら
習
字
や
漢

籍
な
ど
を
学
び
、の
ち
俳
句
の
道
に
入
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

明
治
期
の
俳
諧
の
祖 

 
 

道
山

み
ち
や
ま 

壮
山

そ
う
ざ
ん 

名
は
全
国
に 

知
れ
渡
る
。 

壮
山
は
東
北
地
方
に 

杖
を
曳
く
俳
人
た
ち
が
そ
の

門
を
叩
か
な
い
こ
と
は
な
い

と
い
わ
れ
た
ほ
ど
の
俳
人
だ

っ
た
。 

ま
だ
無
名
で
若
輩
の 

正
岡

ま
さ
お
か

子
規

し
き

を
み
て
、 

軽
く
あ
し
ら
っ
た 

と
あ
る
。 

亀
の
絵
や
句
を
多
く
残
し
た
。 

万
年
生
き
る
と
い
う
［
亀
］
は
長
寿
の 

 

象
徴
で
あ
り
、
縁
起
の
よ
い 

も
の
と
し
て
大
切
に 

さ
れ
て
き
た
。 

俳
号
「
栗
の
本
壮
山
」
は 

京
都
二
条
家
よ
り
賜
っ
た 

栄
誉
の
あ
る
称
号
で
あ
る
。 

本
宅
の 

近
く
に 

〝
可
伸

か
し
ん

庵 あ
ん

〟 

を
設
け
、 

多
く
の 

風
流
人
を 

も
て
な
し
た
。 

第Ⅰ期 明治の須賀川俳諧の祖 道山壮山 開催しました。 

海
棠
の
眠
り
を
さ
ま
す
桜
か
な 

壮
山 

Ⅱ期 
 

Ⅲ期 
 

壮
山 

101 

桔
槹(

は
ね
つ
る
べ) 

長
い
横
木
の
一
端
に
重
石
を

と
り
つ
け
て
、
そ
の
重
み
で
釣

瓶(

つ
る
べ)

を
は
ね
あ
げ
て

水
を
く
み
上
げ
る
道
具
。 はねつるべが新しい水を 

汲みあげるように、 
俳句はいつも新しくありたい。 

新
庄
牛
歩
人 

作 

桔
槹 

 

き
っ
こ
う 



  
   
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 

 
 
 
  
 
  
   

夏 な
つ

時
雨

し
ぐ
れ 

「
時
雨
」
は
冬
の
季
語
で

す
。
夏
に
静
か
に
降
っ
た
り

止
ん
だ
り
時
雨
の
よ
う
な
降

り
方
を
す
る
雨
の
こ
と
。 

風
流
の
は
じ
め
館
か
わ
ら
版 

第
１
７
号 

 
 

 

編
集
・
発
行
／
須
賀
川
市
風
流
の
は
じ
め
館  

〒
９
６
２
―
０
８
３
２ 

福
島
県
須
賀
川
市
本
町
８
１
番
地
４ 

電
話
０
２
４
８(

７
２)

１
２
１
２ 

こ
ど
も
和
文
化
塾 

翠
ヶ
丘
公
園
の 

万
葉
歌
碑 
第
二
回
「
す
か
が
わ
大
人
塾
」
開
催
し
ま
し
た
。 

翠ヶ丘公園には 
野の草や花木が詠まれ
た 60 首の万葉歌碑が
あります。万葉集に詠
みこまれた植物を紹介  

しています。 

橘 

諸
兄 

柿
本
人
麿

紫
陽
花
が
八
重
に
咲
く
よ 

う
に
、
あ
な
た
さ
ま
も
末 

永
く
お
元
気
で
あ
ら
れ
る 

よ
う
に
こ
の
花
を
見
な
が 

ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

山
ぢ
さ(

エ
ゴ
ノ
キ)

が
露
に
濡

れ
て
重
た
く
垂
れ
さ
が
っ
て

い
る
よ
。
し
ょ
ん
ぼ
り
、
う
ち

し
お
れ
て
、
わ
た
し
は
た
だ
ひ

た
す
ら
恋
続
け
て
い
ま
す
。 

は
じ
め
て
の
俳
句
教
室 

福島市在住のフリーライター菅
野俊之さんを講師に服部躬治の
生涯をたどるギャラリートーク
を開催し、約 30 人が参加しま
した。 

「
夏
休
み
こ
ど
も
俳
句
教
室
」 

 
 

 

 

俳
句
ポ
ス
ト 

募
集
期
間 

通
年 

選 

句 

会 

年
２
回 

 
 

 

第 1 回締切 
8/27(日) 

 
8/2(水) 

3(木) 

俳
句
募
集 

投句 
募集 

文化振興課 
公式 Instagram 
開設しました! 

7/13(木) 
7/20(木) 

 

来
月
の
教
室 

 

言
の
葉 

朝 あ
さ

茶 ち
ゃ 

朝
茶
は
福
が
増
す 

 

朝
い
た
だ
く
お
茶
は
、

そ
の
日
一
日
の
さ
ま

ざ
ま
な
災
い
か
ら
守

っ
て
く
れ
、
福
も
増
す

と
言
わ
れ
ま
す
。 

暑
い
夏
の
早
朝
に
催

さ
れ
る
茶
事
。 

捩 ね
じ

花 ば
な 

緑
の
棒
に
ピ
ン
ク
の
ひ
も
が

巻
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
。 

左
巻
き
、
右
巻
き
と
両
方
あ

り
ま
す
。
夏
の
季
語
で
す
。 

５/27(土) 
 

俳句の約束ごと、季語などを
学んだあと、外庭で「夏空・梅
雨の空」を句材に作句。  

今
年
も
開
催
し
た
「
俳
句
教
室
」。
今
回
も
定
員
を

超
え
る
１
６
名
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。 

空
を
な
が
め
、
風
を
感
じ
、
草
木
を
愛
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
１
７
文
字
の
言
葉
で
表
現
し
ま
し
た
。 

 

テ
ー
マ
展
「
和
歌
も
短
歌
も
あ
る
」 

 
 

 
 

 
 

 

終
了
し
ま
し
た
。 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク 

 
 

４
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
、 

き
う
り
天
王
祭 

  

大
賑
わ
い
で
し
た
。 

待
ち
わ
び
し
子
に
来
る
き
ゆ
う
り
天
王
祭 

森
川
光
郎 

ず
ぶ
濡
れ
の
お
仮
殿
き
う
り
天
王
祭 

 
 

齋
藤
耕
心 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
須
賀
川
桔
槹
季
語
紀
行
よ
り
） 

7/14(金) 
 

きゅうりを 2 本奉納し、
お護符がわりに１本を
持ち帰り食べると１年
間の病気にかからない
と伝えられています。 


