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４
世
代
に
わ
た
り
心
を
句
に
映
す

　

市
場
小
４
年
の
西
田
咲
笑
さ
ん（
赤
池
）が
、

Ｊ
Ａ
Ｌ
財
団
主
催
の「
世
界
こ
ど
も
ハ
イ
ク
コ
ン

テ
ス
ト
」の
日
本
大
会
で
大
賞
を
受
賞
し
ま
し

た
。
コ
ン
テ
ス
ト
は
１
９
９
０
年
か
ら
２
年
に
一
度

開
催
さ
れ
、
今
回
15
回
目
。「
い
き
も
の
」を
テ
ー

マ
に
、
日
本
か
ら
は
前
回
よ
り
約
１
千
句
多
い

６
千
１
５
３
句
が
寄
せ
ら
れ
、
咲
笑
さ
ん
の
句
は

大
賞
10
作
品
の
う
ち
の
一つ
に
選
ば
れ
ま
し
た
。↘

町
の
小
さ
な
俳
人

ぞ
う
の
気
持
ち
を
詠
ん
で

６
千
句
以
上
の
中
で
最
高
賞

俳
句
を
詠
む

　

咲
笑
さ
ん
が
俳
句
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、

ご
家
族
が
き
っ
か
け
。
母
、
祖
母
、
曾
祖
父
と
、

現
在
な
ん
と
４
世
代
で
俳
句
を
嗜た

し
な

ん
で
い
る
そ

う
で
す
。
曾
祖
父
の
岩
井
喜
則
さ
ん
は「
鬼き

童ど
う

」

の
俳
号
で
長
年
に
わ
た
り
各
地
で
指
導
を
行
い
、

広
報
ふ
く
ち
で
も
お
馴
染
み
の「
鬼
杉
赤
池
俳

句
教
室
」を
主
宰
。
１
年
半
前
の
10
月
、
咲
笑

さ
ん
が
初
め
て
詠
ん
だ
句「
本
番
で
か
つ
て
う
れ

し
い
運
動
会
」が
選
句
さ
れ
、
広
報
紙
や
新
聞

紙
の
投
句
欄
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
自
分
も
小
学
生
の
頃
に
父
の
吟ぎ

ん

行こ
う

（
俳
句
を

詠
む
た
め
の
外
出
）に
つ
い
て
行
っ
て
句
を
詠
ん

だ
記
憶
が
あ
り
、
咲
笑
に
も
す
す
め
て
み
ま
し

た
」と
祖
母
の
建
部
三
由
紀
さ
ん
。
以
来
、
カ
レ

ン
ダ
ー
の
裏
紙
な
ど
で
作
っ
た
鬼
童
先
生
お
手

製
の
ノ
ー
ト
を
持
ち
歩
き
、
普
段
か
ら
俳
句
を

し
た
た
め
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
時
々
の
咲

笑
さ
ん
の
思
い
が
込
め
ら
れ
た
17
音
の
詩
は
１

年
半
で
１
０
０
句
を
超
え
ま
し
た
。

　

咲
笑
さ
ん
の
俳
句
に
つ
い
て
、
母
の
真
美
さ
ん

は
次
の
よ
う
に
話
し
ま
す
。

　
「
学
校
で
の
こ
と
や
大
好
き
な
猫
に
つ
い
て
詠

ん
だ
句
な
ど
テ
ー
マ
は
さ
ま
ざ
ま
。
季
語
の
本
か

ら
自
分
に
も
分
か
る
言
葉
を
探
し
て
句
を
作
っ

て
い
る
の
で
、
季
節
の
植
物
や
食
べ
物
と
い
っ
た

風
物
詩
を
自
然
と
勉
強
で
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
受
賞
し
た
句
は
、
家
族
で
動
物
園
に
行
っ

た
時
に
詠
ん
だ
も
の
で
す
が
、
唯
一
、
象
だ
け
が

長
い
鼻
を
柵
の
外
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す

よ
ね
。
そ
こ
に
着
眼
し
〝
象
が
〟
で
は
な
く
〝
象

の
鼻
が
〟
出
た
が
っ
て
い
る
と
表
現
し
た
と
こ
ろ

に
、
子
ど
も
な
ら
で
は
の
感
性
を
感
じ
て
う
れ

し
く
思
っ
て
い
ま
す
」。

　

四
季
に
恵
ま
れ
た
日
本
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
統

文
芸
と
し
て
定
着
し
て
き
た
俳
句
。
日
本
な
ら

で
は
の
四
季
の
移
ろ
い
や
自
然
の
美
し
さ
に
心
を

寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
近
年
、
そ
の
魅
力
が

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ろ
は

俳
句
の
基
本
や
楽
し
み
方

基
本
は
簡
単
五
・
七
・
五
に

季
語
が
入
る「
有
季
定
型
」

1
瞬
間
を
切
り
取
り

思
い
出
に
残
す
「
吟
行
」

2
言
葉
を
見
つ
め

日
本
語
の
奥
深
さ
を
知
る

3
基
本
ル
ー
ル
は
た
っ
た
２
つ
。「
五・
七・
五
」の

定
型
に「
季
語
」を
入
れ
る
こ
と
で
す
。
音
数

で
迷
う
拗よ

う

音お
ん（「
き
ゃ
」な
ど
）は
１
音
で
数
え

ま
す
。
対
し
て
促そ

く

音お
ん（
つ
ま
る
音
）の「
っ
」や

長
音（
の
ば
す
音
）は
そ
れ
だ
け
で
１
音
で
す
。

【
例
】
チ
ョ
コ
→
２
音　

ク
ッ
キ
ー
→
４
音

旅
先
で
詠
む
俳
句
は
、
そ
の
時
の
情
景
を
心

と
と
も
に
思
い
出
と
し
て
残
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
普
段
か
ら
四
季
の
移
ろ
い
な
ど
に

敏
感
に
な
り
、
考
え
や
視
野
が
広
が
り
ま
す
。

17
音
の
制
約
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を

選
び
ど
う
表
現
す
る
か
。
お
の
ず
と
言
葉
の

世
界
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

←↑句の創作を通して日本文化の理
解や感性を養うことを目的に、世界の
15歳以下を対象に行われている「世
界こどもハイクコンテスト」。２月８日
に市場小で表彰式が行われ、家族や
先生、町長のほか多くの報道陣が注目
する中、日本航空九州・山口地区の溝
之上正充支配人から西田さんに賞状と
記念品が手渡されました。コンテスト
は58の国・地域で開かれています。

動物園で柵から象が鼻を出している様
子を見て、出たがっているように感じま
した。柵の中でずっと待っているので、
象はきっと日が長く感じているだろうと
思い、春の季語〝日永〟を選びました。

福智町

嶋野 勝 町長

世界で最も短い詩「俳句」の17音の
中で自分の気持ちを表し、大賞を受
賞したことは、福智の子どもたちに
とっても励みになります。今後もさ
らに素晴らしい句を作ってください。

日本航空九州・山口地区

溝之上 正充 支配人

大賞に選ばれることは非常に難し
く、名誉なこと。我々も大変うれし
く思っています。これを一つのきっ
かけに、たくさん本を読み、よく遊
び、感性を磨いていってください。

第 15 回世界こどもハイクコンテスト
日本大会 大賞受賞

西田 咲
さ

笑
え

 さん（市場小４年）

コンテスト優秀作品は、
世界で読まれる本に和
訳英訳付きの俳句と
して掲載されます。咲
笑さんの句が掲載され
る第15巻は11月頃に
出版された後は「ふく
ちのち」でも貸出予定。

西
田
咲
笑
さ
ん
世
界
こ
ど
も
ハ
イ
ク
コ
ン
テ
ス
ト
で
大
賞
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季
語

そ
の
数
な
ん
と
五
千
以
上

季
語
の
持
つ
本
来
の
意
味
・

情
感
を
理
解
し
て
用
い
る

1
使
わ
れ
て
生
ま
れ
る
季
語

時
代
に
よ
っ
て
変
化

2
句
を
適
切
に
伝
え
る
た
め

言
葉
を
吟
味
し
使
い
分
け

3
俳
句
で
の
季
語
は
非
常
に
重
要
で
、
単
な
る
言

葉
と
し
て
一
句
に
ひ
と
つ
入
っ
て
い
れ
ば
よ
い

と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
季
語
を
他
の

言
葉
に
変
え
て
も
通
用
す
る
句
は
弱
い
で
す
。

季
語
の
数
は
５
千
を
超
え
る
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
時
代
の
流
れ
で
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
季

語
も
あ
り
ま
す
。
逆
に「
花
粉
症
」な
ど
新
し

い
季
語
も
生
ま
れ
て
い
る
の
で
、
季
語
を
集

め
た
本「
歳
時
記
」を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

同
じ
夏
の
雨
で
も「
五
月
雨
」「
夕
立
」な
ど
の

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
季
語
で
な
く
て
も

「
泣
く
」「
鳴
く
」「
哭
く
」な
ど
同
じ
音
で
も
意

味
が
異
な
る
の
で
、言
葉
を
吟
味
し
ま
し
ょ
う
。

県
内
俳
句
を
導
い
た
岩
井
鬼
童
先
生

　
「
俳
句
は
見
た
ま
ま
を
詠
ん
で
も
報
告
文
に
し

か
な
ら
な
い
。
同
じ
も
の
を
見
て
も
、
人
そ
れ
ぞ

れ
感
じ
る
こ
と
は
違
う
。
自
分
の
主
観
を
少
し

入
れ
る
こ
と
で
、
詩
が
ぐ
っ
と
面
白
く
な
る
」。

　

今
年
で
90
歳
、
俳
句
歴
62
年
の
岩
井
鬼
童
先

生
。
退
職
後
、
約
30
年
に
わ
た
り
田
川
、
直
方
、

宗
像
な
ど
県
内
６
か
所
で
句
会
を
主
宰
し
指
導

彩
り
の 

花
屋
を
あ
ふ
れ 

風
光
る

詠
む
こ
と
で
思
考
が
高
ま
る

日
々
と
感
性
を
豊
か
に
す
る

俳
句
の
魅
力
と
奥
深
さ

し
て
き
ま
し
た
。「
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
作
品
に
触

れ
る
こ
と
が
視
野
を
広
げ
る
」と
考
え
、
20
年
前

に
そ
れ
ぞ
れ
の
句
会
の
作
品
を
束
ね「
鬼
杉
」を

創
刊
。
句
会
混
合
で
、
九
州
内
の
い
た
る
所
へ
マ

イ
ク
ロ
バ
ス
を
走
ら
せ
、
吟
行
し
た
と
い
い
ま
す
。

高
齢
の
た
め
現
在
主
宰
す
る
句
会
は
自
宅
で
の

「
鬼
杉
赤
池
俳
句
教
室
」の
み
と
な
り
ま
し
た
が
、

そ
の
感
性
は
磨
き
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
鬼
童
先

生
の
添
削
例
を
一
部
ご
紹
介
し
ま
す
。

言
葉
の
意
味
を
深
く
考
え 

多
く
を
語
ら
ず
余
韻
を
残
す

言
葉
や
語
順
の
工
夫
で
ム
ダ
を
削
ぎ 

主
観
を
少
し
入
れ
る

雪
解
け
て 

音
聞
こ
え
け
り 

水
車
小
屋

【
鬼
童
先
生 

添
削
】
た
と
え
ば「
雨
」は
降
る
も
の
な
の
で
、
俳
句
で
は

「
雨
降
る
」と
は
言
い
ま
せ
ん
。
同
様
に「
音
」も
そ
れ
だ
け
で
聞
こ
え
る

音
だ
と
分
か
る
の
で「
聞
こ
え
…
」は
不
要
で
し
ょ
う
。「
音
動
き
出
す
」と

す
る
と
、
何
だ
ろ
う
？
と
読
む
人
の
興
味
を
そ
そ
り
ま
す
。
最
後
に「
水

車
小
屋
」が
く
る
こ
と
で
、
種
明
か
し
の
よ
う
な
面
白
さ
が
出
ま
す
ね
。

【
鬼
童
先
生 

添
削
】
こ
の
句
で
あ
ふ
れ
て
い
る
の
は「
彩
り
」で
す
が「
彩

り
」と「
あ
ふ
れ
」の
間
に「
花
屋
」が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
、
句
が
間
伸
び

し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
語
順
を
入
れ
替
え「
彩
り
の
あ
ふ
る
る
花
屋
」

と
す
る
と
、
句
が
締
ま
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
状
況
説
明
だ
け
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
メ
リ
ハ
リ
を
効
か
せ
た
り
余
韻
を
持
た
せ
る
工
夫
が
必
要
。

→２月17日の鬼杉赤池俳句教室では
咲笑さんの妹・芽生さん（小１）も含め
８人が参加し和やかに行われました。

人
生
を
豊
か
に
す
る
俳
句

　

町
内
で
は
岩
井
鬼
童
先
生
の「
鬼
杉
赤
池
俳

句
教
室
」
の
ほ
か
、
池
田
一
歩
先
生
が
指
導
す

る「
方
城
句
会
」「
赤
池
隣
保
館
句
会
」、
高
齢
者

大
学
で
の
俳
句
教
室
な
ど
、
俳
句
に
親
し
む
場

所
が
あ
り
ま
す
。

　

70
年
近
く
俳
句
に
携
わ
り
、
指
導
者
と
し
て

多
く
の
人
を
見
て
き
た
池
田
一
歩
先
生
は「
俳
句

が
頭
と
体
を
支
え
、
長
寿
に
結
び
つ
く
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
無
い
」と
話
し
ま
す
。

　

ま
た
、俳
句
を
詠
ん
で
い
る
人
の
誰
も
が「
俳

句
が
思
考
を
高
め
、
考
え
や
視
野
が
格
段
に
広

が
る
」と
口
を
そ
ろ
え
ま
す
。
人
生
を
豊
か
に

す
る
俳
句
―
。
句
会
が
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

し
て
欠
か
せ
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
人
も
多

い
よ
う
で
す
。

俳
句
の
楽
し
み
は
作
る
だ
け
で
は
な
い

　

俳
句
に
関
す
る
本
は
多
く
、
ふ
く
ち
の
ち
で

も
貸
し
出
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
独
学
で
は

限
界
が
あ
り
ま
す
。
仲
間
の
句
に
刺
激
を
受
け
、

講
評
や
添
削
を
体
験
す
る
こ
と
も
、
俳
句
の
面

白
み
の
一
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
筆

記
用
具
と
ノ
ー
ト
、
歳
時
記
を
持
っ
て
、
町
内
の

句
会
を
見
学
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

→季語が掲載された「歳時記」は図書館で
も借りることが可能。電子辞書も便利です。

↑鬼童先生が作成・出版した句集の一部。当時の
時代や人を映した貴重な資料として残っています。

句
会
に
参
加
す
る
町
内
の
句
会
紹
介

俳
句
を
詠
む

人
生
の
楽
し
み
の
一
つ
に

【
方
城
句
会
】
池
田
一
歩
先
生

日
時　

隔
週
火
曜
日（
月
２
回
）12
時
30
分
～

場
所　

ほ
の
ぼ
の
館

【
赤
池
隣
保
館
句
会
】
池
田
一
歩
先
生

日
時　

毎
週
金
曜
日 

13
時
～

場
所　

赤
池
隣
保
館

【
鬼
杉
赤
池
俳
句
教
室
】
岩
井
鬼
童
先
生

日
時　

第
１
金
曜
日
・
第
３
土
曜
日 

13
時
～

場
所　

岩
井
鬼
童
さ
ん
自
宅（
赤
池
）

※
ぜ
ひ
見
学
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

↑方城、赤池で俳句を指導し
て25年になる池田一歩先生
（赤池）。出会いと感動を生
み、心の支えとなる身近な俳
句を広く伝え続けています。

↑
ほ
の
ぼ
の
館
で
行
わ
れ
て
い

る
方
城
句
会
。
５
～
11
月
は

高
齢
者
大
学
の
俳
句
教
室
に

あ
わ
せ
方
城
分
館
で
開
催
。

↓
昨
年
ま
で
の
金
田
公
民
館

で
の
俳
句
教
室
を
、
岩
井
鬼

童
さ
ん
宅
で
開
催
。
詳
細
は

広
報
係
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

る
る

動
き
出
す


