
（11）広報とべ 2021.11

む
か
し
の
遊
び

俳
句
砥
　
部
　
句
　
会

川
柳
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柳 

と 

べ 

吟 

社

お
は
じ
き

問
社
会
教
育
課
文
化
ス
ポ
ー
ツ
係
☎（
９
６
２
）
５
９
５
２

砥
部
む
か
し
の
く
ら
し
館
所
蔵
の
お
は
じ
き

受
付
時
間　
８
時
30
分
～
17
時
15
分

問
相
談
窓
口（
商
工
観
光
課
内
）
☎（
９
６
２
）２
３
６
７

　
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
１
８
８

劇
場
型
「
還
付
金
詐
欺
」
に
ご
注
意

消
費
者
力
ア
ッ
プ
通
信

　
役
場
職
員
を
名
乗
る
男
か
ら
電
話
が
あ

り
、「
払
い
す
ぎ
た
保
険
料
の
払
い
戻
し
が

あ
る
」
と
言
わ
れ
た
。

　

取
扱
金
融
機
関
を
聞
か
れ
、
そ
の
後
、

金
融
機
関
の
職
員
を
名
乗
る
男
か
ら
「
払

い
戻
し
手
続
き
の
た
め
、
今
す
ぐ
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
も
っ
て
金
融
機
関
に
行
く

よ
う
に
」
と
電
話
が
あ
っ
た
。
携
帯
電
話

で
指
示
ど
お
り
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
を
操
作
す
る
よ

う
に
言
わ
れ
、
２
０
０
万
円
を
振
り
込
ん

で
し
ま
っ
た
。

相談事例

◆
役
場
か
ら
、
還
付
手
続
き
に
つ
い
て
、

電
話
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
を
操
作
す
る
よ
う
に
言
わ
れ

た
ら
詐
欺
で
す
。

◆
す
ぐ
に
警
察
か
消
費
生
活
相
談
窓
口
に

相
談
し
ま
し
ょ
う
。

◆
怪
し
い
電
話
が
か
か
っ
た
ら
応
対
せ
ず
、

留
守
番
電
話
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

アドバイス

地
動
説
ま
ざ
ま
ざ
覚お
ぼ

ゆ
良
夜
か
な�

渡
部
　
洋
三

中
天
に
お
出
ま
し
に
け
り
今
日
の
月�

大
西
　
一
教

コ
ス
モ
ス
を
生
け
る
釣つ
る
べ瓶

の
水
を
汲く

み�

篠
崎
　
伶
子

授
か
り
し
身
を
い
と
ひ
を
る
星
月
夜�

　
　
　
　
　

丸
木
橋
渡
り
山
栗
拾
ひ
け
り�

中
岡
セ
ツ
コ

さ
わ
さ
わ
と
黍き
び
の
畑
も
一
呼
吸�

長
戸
ふ
じ
子

風
匂
ふ
ほ
ん
の
り
匂
ふ
稲
の
花�

野
村
タ
カ
子

野
に
還
る
休
耕
田
や
秋
の
風�
葊
末
　
榮
子

敬
老
日
磨
き
込
み
た
る
車
椅
子�
福
岡
い
つ
子

柿
熟
れ
て
走
る
瓜う
り
ぼ
う坊
ま
り
の
ご
と�

福
岡
　
繁
平

名
月
の
闇
を
破
り
て
い
よ
よ
か
な�

松
林
　
静
子

敬
老
日
手
に
馴
染
み
た
る
飯
茶
碗�

宮
田
　
弘
道

墓
参
り
思
ひ
出
手た

ぐ繰
り
合
ふ
友
と�

向
井
　
章
子

聞
き
な
れ
し
瀬
音
に
ま
じ
る
虫
の
声�

向
井
　
初
子

吊
り
橋
を
渡
る
風
音
秋
の
声�

森
　
　
安
子

長
曽
我
部
弓
子

墓
参
り
母
の
返
事
を
聞
き
た
く
て�

松
﨑
奈
津
栄

物
忘
れ
互
い
に
笑
い
合
う
傘さ
ん
じ
ゅ寿�

松
﨑
　
春
子

野
ば
ら
買
う
少
し
野
生
が
恋
し
く
て�

石
井
ひ
ろ
み

す
れ
違
う
気
ま
ま
な
風
に
乗
っ
て
み
る�

田
中
　
貞
美

気
遣
い
に
ス
ト
レ
ス
溜た

め
て
い
る
疲
れ�

石
手
　
孝
子

秋
に
咲
く
桜
は
と
て
も
強
か
だ��

斉
藤
美
恵
子

オ
ン
ラ
イ
ン
の
顔
が
コ
ロ
ナ
を
輪
切
り
す
る�

高
畑
　
俊
正

　

直
径
12
㍉
ほ
ど
の
平
た
い
ガ
ラ
ス
製
の
お
も

ち
ゃ
で
、
見
た
目
の
美
し
さ
も
楽
し
め
ま
す
（
写

真
１
）。

　

奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
、

古
く
は
小
石
や
貝
が
ら
、
木
の
実
が
使
わ
れ
ま
し

た
。
江
戸
時
代
以
降
に
女
の
子
が
家
の
中
で
遊
ぶ

お
も
ち
ゃ
と
し
て
広
ま
り
ま
し
た
。
現
在
の
平
ら

な
ガ
ラ
ス
製
の
お
は
じ
き
が
普
及
し
た
の
は
、
明

治
時
代
の
終
わ
り
頃
で
す
。

　
基
本
的
な
遊
び
方
は
、
各
自
５
個
く
ら
い
ず
つ

お
は
じ
き
を
出
し
合
い
机
の
上
な
ど
に
ば
ら
ま
き
、

お
は
じ
き
を
一
つ
選
ん
で
指
先
で
は
じ
き
、
ほ
か

の
お
は
じ
き
に
当
て
る
と
い
っ
た
も
の
で
す
（
写

真
２
）。
当
た
っ
た
お
は
じ
き
は
手
に
入
れ
る
こ
と

が
で
き
、
最
終
的
に
多
く
取
っ
た
者
の
勝
ち
と
な

り
ま
す
。

　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
お
は
じ
き
も
あ
り
、
子
ど

も
の
学
習
用
な
ど
に
も
使
わ
れ
ま
す
。
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