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　荒川区を横断する都電荒川線の車　荒川区を横断する都電荒川線の車
体に、「俳句のまちあらかわ」をPR体に、「俳句のまちあらかわ」をPR
するデザインをラッピングし、運行するデザインをラッピングし、運行
しています。９月以降は、車内に区しています。９月以降は、車内に区
の投句事業の入選作品を展示します。の投句事業の入選作品を展示します。

ラッピング都電

南千住・日暮里図書館俳句特設コーナー
　南千住・日暮里地域にゆかりのある俳人の特設コーナ
ーを設置しています。

南千住図書館
☎（３８０７）９２２１

会場・問合せ

日暮里図書館
☎（３８０３）１６４５

会場・問合せ

▼松尾芭蕉奥の細道関連コーナー

▼正岡子規コーナー

松
山
市
観
光

 

俳
句
ポ
ス
ト

　

正
岡
子
規
や
夏
目
漱
石
の
作
中
に
登

場
す
る
日
暮
里
の
羽
二
重
団
子
に
、
子

規
や
漱
石
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
、
愛
媛

県
松
山
市
の
観
光
俳
句
ポ
ス
ト
を
設
置

し
て
い
ま
す
。
ポ
ス
ト
に
投
句
さ
れ
た

俳
句
は
、
定
期
的
に
松
山
市
に
送
ら

れ
、
選
句
さ
れ
て
い
ま
す
。

※ 

本
店
の
改
装
工
事
に
伴
い
、
日
暮
里
駅
前

店
に
移
設
し
設
置
し
て
い
ま
す

松
尾
芭
蕉
像

　

平
成
27
年
３
月
、「
奥
の
細
道
千
住
あ
ら

か
わ
サ
ミ
ッ
ト
」
の
開
催
を
記
念
し
、「
矢

立
初
め
の
地
あ
ら
か
わ
」
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
、
南
千
住
西
口
駅
前
に
建
立
し
ま
し
た
。

ブ
ロ
ン
ズ
製
の
松
尾
芭
蕉
像
は
、
荒
川
区
指

定
無
形
文
化
財
（
鋳
金
）・
菓
子
満
氏
の
企

画
・
協
力
で
、
彫
刻
家
・
平
野
千
里
氏
（
荒

川
区
顧
問
）
が
制
作
し
ま
し
た
。

１

　

芋
坂
は
、
台
東
区
谷
中
か
ら
東
日
暮
里

に
抜
け
る
坂
の
名
称
で
す
。
東
日
暮
里
側

に
羽
二
重
団
子
本
店
が
あ
り
、
台
東
区
根

岸
に
住
ん
で
い
た
子
規
が
好
ん
だ
、
羽
二

重
団
子
を
詠
ん
だ
句
で
す
。
十
五
夜
の
月

を
芋
名
月
と
い
う
こ
と
か
ら
、
名
月
と
芋

坂
、
そ
し
て
丸
い
団
子
を
か
け
て
「
月
の

ゆ
か
り
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。

※ 

本
店
の
改
装
工
事
に
伴
い
、
現
在
は
観
覧
で

き
ま
せ
ん

芋い

も

さ

か坂
も

　
　

 

団だ

ん

子ご

も
月つ

き

の

　
　
　
　

    

ゆ
か
り
か
な

場　所　羽二重団子本店（東日暮里５-54-３）
建　立　不詳

い

も

さ

か

い

も

さ

か

い

も

さ

か

い

も

さ

か

正ま

さ

岡お

か

子し

規き

句
碑

５

　

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
一
節

と
芭
蕉
像
が
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
句
は
、
旅
の
初
め
に

詠
ん
だ
矢
立
初
め
の
句
で
す
。

過
ぎ
行
く
春
、
見
送
る
人
々
と

の
別
れ
を
惜
し
む
心
を
表
し
た

句
で
、
江
戸
時
代
、
千
住
に
集

う
文
人
た
ち
に
よ
り
建
立
さ
れ

ま
し
た
。

行ゆ

く

は
る
や

　

 

鳥と

り

啼な

き

魚う

お

の

　
　

   

目め

ハ
な
み
た

ゆ

くく 松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

句
碑

場　所　素
す さ の お

盞雄神社（南千住６-60-１）
建　立　文政３年（1820年）

２

　

山
頭
火
の
よ
き
理
解
者
で
あ
る
俳

人
・
大
山
澄
太
氏
が
、
小
林
一
茶
の

句
碑
を
揮
ご
う
し
た
際
に
、
山
頭
火

の
句
碑
建
立
を
提
案
し
ま
し
た
。
山

頭
火
が
月
を
詠
ん
だ
こ
の
句
は
、

「
東
京
で
あ
れ
ば
、
月
見
寺
と
は
本

行
寺
に
違
い
な
い
」
と
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。

ほ
つ
と

　
 

月つ

き

が
あ
る

　
　

 

東と

う

京き
ょ
う

に
来
て
ゐい

る

種た
ね

田だ

山さ
ん

頭と
う

火か

句
碑

場　所　本行寺（西日暮里３-１-３）
建　立　昭和61年（1986年）

６

　

現
代
俳
句
協
会
名
誉
会
長
・

金
子
兜
太
氏
が
、
平
成
27
年
の

荒
川
区
長
と
の
対
談
の
場
で
詠

ん
だ
句
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

「
俳
句
の
ま
ち
あ
ら
か
わ
」
の

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
平
成
29
年

３
月
に
建
立
し
ま
し
た
。

荒あ

ら

川か

わ

千せ

ん

住じ

ゅ

　

  

芭ば

蕉し
ょ
う

主し

ゅ

従じ
ゅ
う

に

　
　
　

 　

  

花は

な

の
春は

る

あ

ら

あ

ら

あああ

ら

か

わ

か

わ

か

わ

か

わわ

せ

ん

せ

ん

せ

ん

せ

んんんん

じ

ゅ

じ

ゅ

じ

ゅ

じ

金か

ね

子こ

兜と

う

太た

句
碑

場　所　荒川ふるさと文化館（南千住６-63-１）
建　立　平成29年（2017年）

３

　現代俳句協会からの寄贈本を始め、外国の俳句資料や、
80を超える俳誌をそろえています。

現代俳句センター （ゆいの森あらかわ３階）４

　

談
林
派
二
世
井
原
西
鶴
の
百
回
忌

に
あ
た
り
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
宗
因

は
談
林
派
初
世
で
、
建
立
以
来
養
福

寺
は
、
談
林
派
の
記
念
句
会
の
舞
台

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
建
て
ら
れ

た
談
林
派
の
句
碑
が
、
ほ
か
に
も
多

数
残
っ
て
い
ま
す
。

江え

戸ど

を
も
つ
て

　

 　

鑑か
が
み

と
す
也な

り

　
　
　
　

 　

花は

な

に
樽た

る

場　所　養福寺（西日暮里３-３-８）
建　立　寛政４年（1792年）

西に

し

山や

ま

宗そ

う

因い

ん

句
碑

８

投
句
箱

　

各
図
書
館
・
図
書
サ
ー
ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ゆ
い
の
森
あ

ら
か
わ
、
区
役
所
３
階
文
化
交
流
推
進
課
、
町
屋
文
化
セ
ン
タ

ー
に
、
俳
句
ポ
ス
ト
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
年
に
４
回
開
催
す

る
、
あ
ら
か
わ
俳
壇
（
８
面
参
照
）
や
、
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
祭
り

投
句
会
等
へ
の
投
句
の
際
に
、
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

文
化
交
流
推
進
課

問
合
せ　

文
化
交
流
推
進
課

☎
内
線
２
５
２
２

☎
内
線
２
５
２
２

あ
ら
か
わ

あ
ら
か
わ

  

俳
句
マ
ッ
プ

俳
句
マ
ッ
プ

　

本
行
寺
の
住
職
で
あ
る
一い

っ
ぴ
ょ
う瓢
と
い
う
俳
号

を
も
つ
日に

っ

桓か
ん

上し
ょ
う

人に
ん

が
一
茶
を
大
変
ひ
い
き
に

し
て
お
り
、
一
茶
は
た
び
た
び
本
行
寺
を
訪

れ
て
い
ま
し
た
。
本
行
寺
に
は
、
江
戸
城
を

築
城
し
た
こ
と
等
で
知
ら
れ
る
戦
国
武
将
・

太
田
道
灌
が
、
高
台
と
い
う
立
地
を
利
用
し

て
斥
候
台
を
築
い
た
と
い
う
伝
承
の
あ
る
、

物
見
塚
が
あ
り
ま
し
た
。

場　所　本行寺（西日暮里３-１-３）
建　立　昭和61年（1986年）

小こ

林ば
や
し

一い

っ

茶さ

句
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７
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げ

か

げ
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ど
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物物も

の

も

の

見見みみ
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▲ 日暮里駅前に設置さ▲ 日暮里駅前に設置さ
れている太田道灌像れている太田道灌像 ※ここに紹介した俳句は、碑文どおりに表記しています
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