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　ケーブルテレビ（デジタル 11ch、アナログ５ch）「こんにちは荒川区」の新春特別番組（１月１日〈祝〉～６日〈火〉
午前９時・正午・午後６時・午後９時からの一日４回放送）で、金子兜太さん、西川区長の対談を放送します。

▲荒川区の俳句文化や、俳句の魅力について大いに語り合いました（右は、司会のケーブルテレビ・櫻井アナウンサー）

　
司
会
　
本
日
は
、
３
月
14
日
に
開
催

さ
れ
る
「
奥
の
細
道
千
住
あ
ら
か
わ
サ

ミ
ッ
ト
」
に
焦
点
を
当
て
、
奥
の
細
道

矢
立
初
め
の
地
で
あ
る
荒
川
区
の
俳
句

文
化
に
つ
い
て
大
い
に
語
っ
て
頂
き
ま

す
。
初
め
に
、
荒
川
区
に
ど
の
よ
う
な

史
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
か
、
西
川
区
長

に
伺
い
ま
す
。

　
区
長
　
本
行
寺
と
い
う
お
寺
が
日
暮

里
に
あ
り
、
そ
の
寺
の
一
瓢
と
い
う
俳

号
を
持
つ
日
桓
上
人
が
、
小
林
一
茶
を

大
変
ひ
い
き
に
し
て
い
ま
し
て
、
こ
こ

へ
一
茶
を
慕
う
多
く
の
方
が
集
ま
っ
て

来
ま
し
た
。
時
代
は
ず
っ
と
下
り
ま
す

が
、
正
岡
子
規
が
高
浜
虚
子
と
根
岸
の

里
か
ら
荒
川
を
歩
い
て「
凩
に
三
河
島
菜

の
葉
張
り
か
な
」
と
い
う
句
を
詠
ん
で

い
ま
す
。
荒
川
区
は
夏
目
漱
石
、
田
山

花
袋
、
中
村
不
折
を
始
め
多
く
の
文
人

墨
客
と
縁
深
い
土
地
で
、
徳
川
家
康
が

江
戸
で
初
め
て
か
け
た
本
格
的
な
橋
で

あ
る
千
住
大
橋
な
ど
、
素
晴
ら
し
い
史

跡
が
数
多
く
あ
り
、
伝
統
工
芸
の
職
人

さ
ん
も
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
折
り

に
は
、
外
国
の
方
々
に
荒
川
区
で
、
思

う
存
分
楽
し
ん
で
頂
き
た
い
。
荒
川
区

は
ま
さ
に
そ
う
し
た
お
も
て
な
し
の
出

来
る
い
い
町
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
金
子
　
日
暮
里
に
一
茶
な
ど
多
く
の

文
人
が
集
ま
っ
た
理
由
に
は
一
瓢
の
人

徳
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
に
、
一

茶
の
パ
ト
ロ
ン
で
も
あ
る
夏
目
成
美
が

随
斎
会
と
い
う
句
会
を
主
催
し
て
い
て
、

大
勢
の
文
人
墨
客
が
来
ま
し
た
。

　
区
長
　
芭
蕉
が
荒
川
区
か
ら
出
発
し

た
、
と
い
う
こ
と
を
決
定
的
に
し
て
頂

い
た
の
が
金
子
兜
太
先
生
で
す
。
「
芭
蕉

は
、
間
違
い
な
く
『
行
く
春
や
』
の
句
を

詠
ん
で
千
住
大
橋
を
渡
っ
て
行
っ
た
」

と
。
そ
れ
で
、
「
芭
蕉
が
渡
っ
た
と
い
う

文
献
か
何
か
証
拠
に
な
る
よ
う
な
も
の
、

ご
ざ
い
ま
す
か
」
と
お
尋
ね
し
た
ら
、

先
生
は
ち
ょ
っ
と
お
考
え
に
な
っ
て
、

「
金
子
兜
太
が
見
た
と
言
い
な
さ
い
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
こ
が
先
生
の
愉

快
な
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
以
来
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
こ
れ
を
話
し
て
い
ま
す
が
、
み

ん
な
納
得
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
先
生

は
荒
川
区
を
「
俳
句
の
ま
ち
」
と
名
乗

る
根
拠
を
下
さ
っ
た
大
恩
人
で
す
。

　
金
子
　
芭
蕉
は
、
い
よ
い
よ
長
途
の

旅
に
出
る
と
い
う
こ
と
で
感
傷
的
に
も

な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、「
行

く
春
や
鳥
啼
魚
の
目
は
泪
」
と
詠
ん
だ
。

「
行
く
春
」
と
言
う
と
４
月
。
こ
れ
は
旧

暦
で
す
か
ら
現
在
の
５
月
で
す
。
だ
か

ら
、
青
葉
の
奥
の
細
道
を
歩
き
出
す
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
花
が
い
っ
ぱ

い
咲
い
て
い
る
、
と
い
う
セ
ン
チ
メ
ン

タ
ル
な
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
青
葉
が
繁

り
始
め
て
い
る
そ
こ
を
歩
い
て
行
こ

う
！ 

と
い
う
意
気
込
み
が
あ
り
ま
す
。

千
住
は
奥
の
細
道
へ
出
る
地
で
す
か
ら
、

千
住
を
選
ん
だ
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で

し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

荒
川
千
住
っ
て
の
は

い
い
ん
で
す
。

　
橋
を
渡
っ
て
行
っ

た
と
い
う
の
は
い
か

に
も
芭
蕉
ら
し
い
。

　
区
長
　
私
は
「
お

く
の
ほ
そ
道
」
を
何

回
も
読
み
ま
し
た
。

一
番
好
き
な
句
は
、

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い

「
荒
海
や
佐
渡
に
よ

こ
た
ふ
天
河
」
で
す
。

　
奥
の
細
道
の
行
程

に
、
黒
羽
藩
（
現

在
の
栃
木
県
大
田
原

市
）
が
あ
り
ま
す
。

黒
羽
藩
と
言
う
と
、

江
戸
後
期
の
藩
主
で

あ
る
大
関
増
業
と
い

う
学
者
肌
の
お
殿
様

が
有
名
で
す
が
、
黒

羽
藩
の
下
屋
敷
が
、

大
関
横
丁
の
辺
り
に

あ
り
ま
し
た
。
今
は
第
六
瑞
光
小
学
校
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
を
芭
蕉
が

訪
ね
て
い
た
と
言
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　
当
時
は
新
幹
線
も
自
動
車
も
無
く
、

い
つ
ど
こ
で
生
き
倒
れ
に
な
る
か
分
か

ら
な
い
命
懸
け
の
旅
。
だ
か
ら
こ
そ
、

出
立
ち
の
時
に
縁
故
の
方
々
と
お
別
れ

し
な
い
訳
が
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
も

踏
ま
え
て
千
住
大
橋
を
渡
っ
て
行
か
れ

た
、
荒
川
区
か
ら
旅
立
っ
た
と
解
釈
す

る
の
が
自
然
だ
と
思
い
ま
す
。

　
金
子
　
そ
の
解
釈
、
非
常
に
い
い
と

思
い
ま
す
。
や
は
り
芭
蕉
は
そ
れ
だ
け

の
詩
的
な
思
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
橋
も
渡
ら
ず
に
す
ぐ
に
奥
州
へ

の
道
へ
入
っ
て
行
く
と
い
う
味
気
な
さ
。

こ
れ
に
比
べ
て
、
千
住
大
橋
を
ゆ
っ
く

り
と
渡
っ
て
、
旅
情
を
味
わ
い
な
が
ら

行
く
出
立
ち
の
仕
方
は
、
芭
蕉
の
詩
心

を
良
く
示
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

あ
の
時
代
の
人
々
が
長
い
旅
に
出
る
時

の
思
い
、
そ
れ
を
「
鳥
啼
魚
の
目
は
泪
」

と
ま
で
言
わ
し
め
る
思
い
が
分
か
り
ま

す
ね
。

　
金
子
　
俳
句
は
五
七
調
の
、
世
界
で

一
番
短
い
詩
だ
と
い
う
こ
と
が
一
番
重

要
で
す
。
だ
か
ら
今
、
俳
句
を
世
界
の

無
形
文
化
遺
産
に
し
よ
う
と
い
う
動
き

す
ら
あ
る
ん
で
す
。
俳
句
は
世
界
に
冠

た
る
詩
型
で
す
。

　
区
長
　
た
っ
た
17
文
字
で
森
羅
万
象

を
詠
み
込
ん
で
し
ま
う
。

　
金
子
　
し
か
も
、
俳
句
に
は
い
ろ
い

ろ
な
含
蓄
が
あ
り
ま
す
。

　
区
長
　
句
を
作
る
の
も
苦
労
を
す
る

で
し
ょ
う
け
ど
、
鑑
賞
す
る
の
に
も
セ

ン
ス
が
な
い
と
駄
目
な
ん
で
す
ね
。

　
金
子
　
は
い
。
こ
の
音
数
律
っ
て
リ

ズ
ム
が
分
か
ら
な
い
と
ダ
メ
な
ん
で
す
。

　
区
長
　
先
生
が
ピ
ッ
チ
ャ
ー
な
ら
、

し
っ
か
り
し
た
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
が
い
な

い
と
。
私
は
ピ
ッ
チ
ャ
ー
に
な
れ
な
い

け
れ
ど
、
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
に
な
ろ
う
と

一
生
懸
命
で
す
。

　
区
長
　
奥
の
細
道
の
矢
立
初
め
の

地
・
荒
川
区
と
、
結
び
の
地
・
岐
阜
県

大
垣
市
と
が
交
流
都
市
に
な
っ
て
お

り
、
大
垣
市
が
「
子
ど
も
俳
句
相
撲
」

を
教
え
て
下
さ
っ
た
。
土
俵
に
は
行
司

が
い
て
、
呼
び
出
し
を
行
う
と
東
西
か

ら
小
学
生
が
２
人
一
組
で
上
り
、
子
ど

も
た
ち
は
自
分
た
ち
が
作
っ
た
作
品
を

見
合
っ
て
、
二
つ
の
句
を
競
い
合
い
ま

す
。
大
垣
市
は
と
て
も
俳
句
に
熱
心
な

町
で
、
そ
の
市
長
さ
ん
が
指
導
し
て
下

さ
っ
た
。
そ
れ
が
今
日
の
荒
川
の
子
ど

も
た
ち
の
俳
句
好
き
や
全
て
の
小
学
校

で
俳
句
を
詠
む
と
い
う
習
慣
に
な
っ
た

と
感
謝
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
遠
く

は
芭
蕉
翁
の
お
か
げ
で
す
、
本
当
に
。

　
金
子
　
五
七
五
と
い
う
の
が
非
常
に

大
事
な
詩
の
形
式
で
す
か
ら
、
子
ど
も

た
ち
に
こ
の
形
式
の
良
さ
を
分
か
っ
て

も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

　
金
子
　
大
人
が
俳
句
を
作
る
時
で
も

五
七
五
を
基
準
に
口
ず
さ
ん
で
い
る
と

出
来
て
く
る
、
っ
て
い
う
解
釈
で
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
だ
か
ら
、
お
の
ず

か
ら
よ
く
出
来
た
句
っ
て
い
う
の
は
五

七
五
に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
辺
の

感
触
で
良
く
て
、
無
理
に
五
七
五
に
し

な
き
ゃ
い
か
ん
、
と
か
、
そ
う
い
う
ふ

う
に
考
え
る
の
が
駄
目
で
す
ね
。
思
う

ま
ま
に
作
る
、
と
。
だ
か
ら
、
五
七
五

で
一
応
、
頭
の
中
で
整
理
し
な
が
ら
。

と
に
か
く
リ
ズ
ム
。
リ
ズ
ム
を
整
え
て

い
く
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
季
語
が
無
き
ゃ
な
ら
ん
」
と
言
う

人
も
い
ま
す
。
高
浜
虚
子
は
、
そ
う
言

っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
季
語
も
大
事
で

す
が
、
無
く
て
も
い
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
上
に
季
語
に
勝
る
詩
の
言

葉
「
詩
語
」
が
あ
れ
ば
い
い
。
詩
語

は
、
五
七
五
に
よ
っ
て
自
分
が
作
り
出

し
た
言
葉
で
す
。
作
り
出
し
た
と
い
う

意
味
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
既
に
使

わ
れ
て
い
る
言
葉
で
も
五
七
五
に
当
て

は
め
た
ら
素
晴
ら
し
く
響
き
が
良
く
、

初
め
て
そ
の
良
さ
が
分
か
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
ね
。
詩
語
を
生
む
力
が
五
七
五

に
は
あ
る
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
実

際
に
俳
句
を
作
っ
た
時
に
い
い
詩
語
を

自
分
で
も
発
見
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

か
ら
。

　
区
長
　
私
は
、
夏
目
漱
石
の
俳
句
が

大
好
き
で
す
。
漱
石
は
大
文
豪
で
す
が

漢
詩
も
詠
む
。
ち
ゃ
ん
と
韻
を
踏
ん

で
、
漢
詩
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
ま
す

し
、
俳
句
集
も
同
じ
ぐ
ら
い
の
ボ
リ
ュ

ー
ム
で
あ
る
ん
で
す
。
熊
本
の
旧
制
第

五
高
等
学
校
に
英
語
の
先
生
で
赴
任
さ

れ
、
五
高
（
現
在
の
熊
本
大
学
）
の
図

書
館
の
前
に
「
秋
は
ふ
み
吾
に
天
下
の

志
」
の
句
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
漢
詩
を
よ
く
勉
強
し
た
人
で
な
け
れ

ば
出
て
こ
な
い
語
感
で
す
。

　
金
子
　
漱
石
は
素
晴
ら
し
い
。
お
そ

ら
く
今
だ
っ
て
、
漱
石
に
匹
敵
す
る
よ

う
な
俳
人
は
少
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
。

　
区
長
　
荒
川
区
に
歴
代
、
連
綿
と
し

て
続
い
て
き
た
、
小
林
一
茶
や
一
瓢
上

人
、
松
尾
芭
蕉
、
西
山
宗
因
、
夏
目
漱

石
、
正
岡
子
規
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な
話

に
つ
な
が
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か

ら
、
私
は
堂
々
と
日
本
中
に
、
荒
川
区

は
俳
句
の
ゆ
か
り
の
ま
ち
と
名
乗
っ
て

も
遜
色
の
な
い
文
化
の
里
だ
と
申
し
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
金
子
　
直
感
的
に
荒
川
区
は
「
俳
句

の
ま
ち
」
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
よ
。
私
は
自
分
の
直
感
っ

て
い
う
の
を
信
用
し
て
い
る
ん
で
す
け

ど
ね
。
や
は
り
芭
蕉
旅
立
ち
の
地
っ
て

い
う
の
は
他
に
無
い
わ
け
だ
か
ら
。

「
笈
の
小
文
」
等
の
小
さ
な
旅
は
し
て

い
ま
す
け
ど
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
と

い
う
具
体
的
な
成
果
を
示
し
て
い
る
長

途
の
旅
は
無
い
わ
け
で
。
だ
か
ら
こ

そ
、
「
旅
立
ち
の
地
」
と
い
う
意
味
は

大
き
い
で
す
。
し
か
も
、
く
ど
い
よ
う
で

す
が
、
橋
を
渡
っ
て
行
っ
た
と
い
う
芭
蕉

の
念
の
入
れ
方
は
、
芭
蕉
の
並
々
な
ら
ぬ

気
持
ち
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
ん
な

に
芭
蕉
が
力
を
入
れ
て
出
発
し
た
と
い
う

こ
と
も
無
い
わ
け
だ
か
ら
。

　
他
に
も
文
人
墨
客
が
こ
こ
に
関
わ
っ

て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
大
事

に
し
て
、
文
化
の
山
み
た
い
な
も
の
を

作
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　
金
子
　
私
が
、
た
っ
た
今
詠
ん
だ
句

「
荒
川
千
住
芭
蕉
主
従
に
花
の
春
」
（
写

真
中
央
）
は
、
区
長
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と

に
応
じ
た
句
で
す
。
俳
句
文
化
が
連
綿

と
息
づ
く
荒
川
区
に
は
、
俳
句
の
普
及

を
進
め
て
い
く
責
務
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
頑
張
っ
て
下
さ
い
。

　
区
長
　
金
子
兜
太
先
生
は
95
歳
。
ご

長
寿
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ご
長
寿

を
表
す
言
葉
に
「
老
松
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
老
松
の
強
さ
に
学

べ
若
い
人
」
と
作
っ
た
ん
で
す
。
子
ど
も

た
ち
に
、
ぜ
ひ
先
生
を
見
習
っ
て
生
き

ろ
、
と
。
金
子
兜
太
先
生
の
95
年
の
人

生
は
、
し
っ
か
り
根
を
張
っ
て
、
ち
ょ

っ
と
や
そ
っ
と
じ
ゃ
倒
れ
な
い
、
太
く

強
い
老
い
の
松
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

を
荒
川
区
の
若
い
世
代
に
、
ご
縁
が
出

来
た
先
生
に
感
謝
し
な
が
ら
、
見
習
っ

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
荒
川
区
は
、
区
民
の
皆
さ
ま
の
お
力

で
、
ま
す
ま
す
発
展
し
て
い
ま
す
。
27

年
も
な
お
一
層
区
民
サ
ー
ビ
ス
を
徹
底

し
て
、
皆
さ
ま
に
喜
ん
で
安
心
し
て
住

ん
で
頂
け
る
ま
ち
を
作
っ
て
参
り
ま

す
。
荒
川
区
を
応
援
し
て
頂
き
ま
す
よ

う
、
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　
３
月
14
日
（
土
）
、
奥
の
細
道
矢
立
初
め
の
地
で
あ
る
荒
川
区
で
、
初
め
て
「
奥
の
細
道
サ
ミ
ッ
ト
」
が

開
催
さ
れ
ま
す
。
27
回
目
を
迎
え
る
こ
の
サ
ミ
ッ
ト
は
、
奥
の
細
道
ゆ
か
り
の
38
の
自
治
体
等
で
構
成
さ

れ
、
関
係
団
体
が
一
堂
に
会
し
、
芭
蕉
翁
の
業
績
を
顕
彰
し
、
相
互
の
連
携
・
交
流
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
奥
の
細
道
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
に
合
わ
せ
、
荒
川
区
は
「
俳
句
の
ま
ち
」
を
宣
言
し
ま
す
。

　
27
年
新
春
対
談
で
は
、
現
代
俳
句
の
第
一
人
者
で
あ
る
金
子
兜
太
先
生
と
西
川
区
長
が
、
荒
川
区
が
俳

句
ゆ
か
り
の
ま
ち
と
な
っ
た
歴
史
的
な
背
景
や
俳
句
の
魅
力
な
ど
に
つ
い
て
語
り
合
い
ま
し
た
。
　

　
区
は
、
今
後
も
俳
句
文
化
を
区
内
外
に
強
く
発
信
し
、
俳
句
文
化
の
振
興
と
俳
句
に
よ
る
地
域
振
興
、

観
光
振
興
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

　埼玉県小川町出身。1919年（大正８年）生まれ、
95歳。現代俳句協会名誉会長、朝日俳壇選者を務
める。日本藝術院会員、文化功労者、菊池寛賞等、
受賞多数。俳誌「海程」主宰。句集は、「少年」「遊牧
集」「両神」「東国抄」「日常」等多数。
　「あらかわ俳句のまち宣言起草委員会」委員や「矢
立初めの地あらかわフォト俳句コンテスト」選者等、荒
川区に多大な貢献と俳句文化の発展にご尽力頂い
ている。

俳人・金子兜太さん

　３月14日（土）の「奥の細道千住あらかわサミット」では、
次のようなさまざまな記念イベントが開催されます。
▶有馬朗人氏の記念講演
　（有馬氏は、物理学者で俳人でもあり、東京大学総長・文
部大臣・科学技術庁長官などを歴任された、武蔵学園
学園長・国際俳句交流協会会長です）
▶荒川区俳句のまち宣言
▶奥の細道矢立初めの地子ども俳句相撲大会
▶フォト俳句コンテスト表彰式
▶荒川ふるさと文化館企画展「奥の細道・旅立ち展」
　（2月21日〈土〉～3月22日〈日〉）
　また、サミット開催を記念して、南千住駅西口駅前に芭蕉像
を建立すべく、現在準備を進めています。
＊記念イベントは、詳細が決まり次第区報等でお知らせします
問合せ　観光振興課　☎内線４６１
＊荒川区俳句のまち宣言については、文化交流推進課（☎内線２５２１）へ

奥の細道千住あらかわサミット
～いま発たん　矢立初めの地あらかわ～

奥の細道千住あらかわサミット
～いま発たん　矢立初めの地あらかわ～

い
っ
ぴ
ょ
う

げい

せ
い
　び

お
い

お
い
ま
つ

こ
ぶ
み

た

あり ま あき と

こ
が
ら
し

と
う
　

  

た

かね こ とう た

■
場
所

本
行
寺（
西
日
暮
里
3-

1-

3
）

■
建
立

昭
和
61
年（
1
9
8
6
年
）11
月
15
日

長
久
山
三
十
四
世
、加
茂
日
量
他
3
人

■
出
典

「
七
番
日
記
」（「
一
茶
七
番
日
記
」上
、

岩
波
文
庫
、2
0
0
3
年
）

■
場
所

素
盞
雄
神
社（
南
千
住
6-

60-

1
）

■
建
立

文
政
3
年（
1
8
2
0
年
）10
月
12
日

山
崎
鯉
隠（
亀
田
鵬
斎
書
、建
部
巣
兆
画
）

■
出
典

「
お
く
の
ほ
そ
道
」

（
岩
波
文
庫
、1
9
7
9
年
）

す
さ
の
お

ゆ
く

と
り
な
き
う
お

り

　いん

ほ
う
さ
い

そ
う
ち
ょ
う

に
ち
り
ょ
う

陽
炎
や
道
灌
ど
の
の

物
見
塚

行
は
る
や
鳥
啼
魚
の

目
ハ
な
み
た

か
げ

　ろ
う

も
の
　

 

み    

づ
か

ど
う

　かん

小
林
一
茶
の
句
碑

松
尾
芭
蕉
の
句
碑

め

（
泪
）

荒川区長 西川太一郎

荒川区は俳句ゆかりの町。
その魅力を継承・発信していく。

俳人 金子兜太さん

荒川区には、俳句の普及を
進めていく責務がある。

荒川区は俳句ゆかりの町。
その魅力を継承・発信していく。

荒川区には、俳句の普及を
進めていく責務がある。

結
び
の
一
句
と

区
民
の
皆
さ
ん
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

「
俳
句
の
ま
ち
宣
言
」で

俳
句
文
化
を
世
界
に
発
信

「
奥
の
細
道
」矢
立
初
め
の
地

千
住

俳
句
を
作
る
上
で
の

ア
ド
バ
イ
ス

荒
川
区
と
大
垣
市
を
結
ぶ

「
子
ど
も
俳
句
相
撲
大
会
」

俳
句
は
一
番
短
い

世
界
に
冠
た
る
詩
型 平

成
27
年
、荒
川
区
は

「
俳
句
の
ま
ち
」を
宣
言
し
ま
す

新春対談


