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気
象
台
は
、
平
成
25
年
8
月
30
日
か
ら

『
特
別
警
報
』
の
発
表
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

『
特
別
警
報
』
は
、
東
日
本
大
震
災
に

お
け
る
大
津
波
や
、
8
月
に
発
生
し
た

『
台
風
11
号
』
の
接
近
に
伴
う
三
重
県
な

ど
で
の
大
雨
な
ど
、
現
在
の
警
報
発
表
基

準
を
は
る
か
に
超
え
る
大
雨
、
暴
風
、
地

震
、
津
波
、
火
山
噴
火
な
ど
に
よ
り
、
重

大
な
災
害
の
起
こ
る
危
険
性
が
著
し
く
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
最
大
級
の

警
戒
を
呼
び
掛
け
る
も
の
で
す
。

『
特
別
警
報
』
に
備
え
た

『
特
別
警
報
』
に
備
え
た

　
　
　
　
　

防
災
対
策
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行
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し
ょ
う

　
　
　
　
　

防
災
対
策
を
行
い
ま
し
ょ
う

『
特
別
警
報
』
が
発
表
さ
れ
た
ら

『
特
別
警
報
』
に
は
最
大
級
の
警
戒
を

『
特
別
警
報
』
が
発
表
さ
れ
な
い
場
合

で
も
安
心
は
禁
物
で
す

　

『
特
別
警
報
』
が
発
表
さ
れ
な
い
場
合

で
も
、
重
大
な
災
害
の
恐
れ
が
あ
る
と
き

に
は
、
従
来
の
『
警
報
』
が
発
表
さ
れ
ま

す
の
で
、
最
新
の
気
象
情
報
を
収
集
す
る

な
ど
、
早
め
の
防
災
対
策
が
重
要
で
す
。

　

い
ざ
と
い
う
と
き
、
一
人
一
人
が
慌
て

ず
適
切
な
行
動
が
と
れ
る
よ
う
、
危
険
箇

所
の
把
握
、
避
難
場
所
や
避
難
経
路
の
確

認
、
水
・
食
料
の
備
蓄
や
ラ
ジ
オ
の
常
備

な
ど
、
日
ご
ろ
か
ら
の
備
え
を
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　

『
特
別
警
報
』

の
詳
細
は
、
気
象

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　

『
特
別
警
報
』
発
表
時
は
、
数
十
年
に

一
度
し
か
な
い
大
雨
や
暴
風
な
ど
に
よ
り
、

重
大
な
危
険
が
差
し
迫
っ
た
異
常
事
態
で

す
。
直
ち
に
市
か
ら
の
避
難
指
示
・
勧
告

な
ど
に
従
っ
て
、
避
難
所
へ
避
難
す
る
か
、

既
に
外
出
が
危
険
な
場
合
に
は
、
よ
り
安

全
な
場
所
へ
退
避
し
、
命
を
守
る
行
動
を

と
っ
て
く
だ
さ
い
。

登別アミ―サロン
　

『
登
別
ア
ミ
―
サ
ロ
ン
』
は
、
平

成
元
年
に
編
み
物
が
好
き
な
方
で
結

成
さ
れ
た
手
編
み
サ
ー
ク
ル
で
、
毎

月
第
一
・
第
三
月
曜
日
の
10
時
か
ら

13
時
に
市
民
会
館
に
集
ま
り
、
和
気

あ
い
あ
い
と
手
編
み
を
楽
し
ん
で
い

ま
す
。

　

『
持
参
し
た
毛
糸
で
そ
れ
ぞ
れ
が

好
き
な
も
の
を
編
ん
で
い
ま
す
。
み

ん
な
で
集
ま
っ
て
話
を
し
な
が
ら
編

む
と
よ
り
一
層
楽
し
く
、
大
好
き
な

編
み
物
を
通
じ
て
集
ま
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
と
て
も
幸
せ
な
こ
と
だ

と
感
じ
ま
す
ね
。
編
み
物
を
始
め
て

55
年
た
ち
ま
す
が
、
会
員
の
皆
さ
ん

と
互
い
に
刺
激
し
合
う
こ
と
で
、
良

い
作
品
を
作
る
た
め
に
頑
張
れ
ま
す
』

と
、
活
動
の
魅
力
を
語
る
の
は
、
結

成
当
時
か
ら
サ
ー
ク
ル
の
代
表
を
務

め
る
大お

お

畑は
た

啓け
い

子こ

さ
ん
。

　

『
現
在
、
会
員
は
60
代
か
ら
70
代

ま
で
の
10
人
で
す
。
若
い
方
や
初
心

者
の
方
で
も
、
か
ぎ
針
の
持
ち
方
か

ら
教
え
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
く
だ

さ
い
ね
』
と
大
畑
さ
ん
は
呼
び
か
け

ま
す
。

　

平
成
24
年
に
入
会
し
た
岡お

か

本も
と

智ち

栄え

子こ

さ
ん
は
、
『
家
に
古
い
糸
が
た
く

さ
ん
あ
り
、
そ
の
再
利
用
の
た
め
に

何
か
作
れ
な
い
か
と
思
っ
た
の
が
入

会
の
き
っ
か
け
で
し
た
。
編
み
物
は

奥
が
深
く
、
終
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん

が
、
回
数
を
重
ね
る
ご
と
に
上
達
し

て
い
く
の
で
、
い
つ
も
完
成
し
た
と

き
に
感
動
が
あ
り
ま
す
。
今
は
、
体

に
合
う
よ
う
に
服
を
編
む
こ
と
が
目

標
で
す
ね
』
と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

　

見
学
・
入
会
を
希
望
す
る
方
は
大

畑
さ
ん
（
☎
85
4
7
1
0
）
ま
で
。

▲ 互いに編み方のアドバイスをする会員の皆
さん

きれいに編めると、上達
していく感動や使う喜び
が生まれます

問
い
合
わ
せ

　

室
蘭
地
方
気
象
台

（
☎
㉒
4
2
4
9
）
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▲ 500号まで続いた『川柳のぼりべつ』

　

「
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
人
生
は
全

て
が
順
調
に
運
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
苦

労
を
し
な
が
ら
頑
張
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。
そ
の
中
に
あ
る
悲
し
み
や
喜
び
を

表
し
た
川
柳
は
強
い
共
感
を
呼
び
、
川

柳
の
短
い
一
句
に
は
、
一
冊
の
小
説
に

匹
敵
す
る
力
が
あ
り
ま
す
」
と
話
す
小

林
勉
さ
ん
。
人
の
感
情
や
社
会
風
刺
を

主
題
と
し
た
、
文
芸
と
し
て
の
川
柳
を

普
及
さ
せ
た
い
と
の
思
い
で
、
会
報
誌

の
編
集
や
句
会
な
ど
の
活
動
を
続
け
て

き
ま
し
た
。

　

登
別
川
柳
社
の
会
報
誌
『
川
柳
の
ぼ

り
べ
つ
』
は
、
同
社
の
伝
統
で
も
あ
る

優
し
く
温
か
い
句
を
残
す
こ
と
に
主
眼

が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、
会
員
が
互

い
の
作
品
を
選
ん
で
点
数
を
付
け
る
互

選
形
式
が
大
き
な
特
徴
で
、
会
報
誌
を

手
書
き
で
作
っ
て
い
た
頃
か
ら
最
終
号

の
第
500
号
ま
で
続
き
ま
し
た
。

　

「
み
ん
な
他
の
人
か
ら
点
数
を
も
ら

え
れ
ば
う
れ
し
い
し
、
創
作
活
動
の
励

み
に
も
な
り
ま
す
。
編
集
は
、
集
ま
っ

た
句
を
た
だ
掲
載
す
る
よ
り
も
大
変
で

す
が
、
毎
回
寄
せ
ら
れ
る
心
の
こ
も
っ

た
句
に
励
ま
さ
れ
、
こ
こ
ま
で
続
け
て

く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
互
選
形
式

の
会
報
誌
は
、
投
句
を
す
る
メ
ン
バ
ー

が
句
を
通
し
て
お
互
い
に
励
ま
し
合
う

　

「
会
報
誌
は
終
刊
と
な
り
ま
し
た
が
、

句
会
な
ど
の
活
動
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ

ら
ず
続
け
て
い
き
ま
す
。
元
気
な
う
ち

は
句
会
を
続
け
、
川
柳
の
楽
し
さ
を
多

く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
」

と
、
今
後
の
活
動
へ
の
意
気
込
み
を
話

す
小
林
さ
ん
。

　

同
社
の
標
語
と
な
っ
て
い
る
『
市
民

に
川
柳
の
輪
を
広
げ
ま
し
ょ
う
』
を
自

身
の
人
生
の
テ
ー
マ
に
、
川
柳
の
裾
野

を
広
げ
る
た
め
、
活
動
へ
の
思
い
を
新

た
に
し
て
い
ま
す
。

場
、
人
の
心
の
内
に
共
感
で
き
る
貴
重

な
場
と
し
て
、
地
域
の
ひ
と
つ
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
ね
」

と
、
小
林
さ
ん
は
会
報
誌
制
作
を
振
り

返
り
ま
す
。

人
の
心
の
機
微
を
捉
え
る

川
柳
を
広
め
た
い

市
民
に
川
柳
の
楽
し
さ
を

伝
え
る
活
動
を
目
指
し
て

小
こ

林
ばやし

　勉
つとむ

さん（登別東町）
　昭和47年の結成以来、42年間に渡って
句会を開き、毎月、会報誌『川柳のぼり
べつ』を発行してきた登別川柳社。会員
の高齢化などにより、ことし 7月発行の
第500号を最後に、会報誌を終刊するこ
とを決めました。
　志

し

水
みず

美
よし

徳
のり

さん（初代）、加
か

納
のう

虎
とら

男
お

さん
（ 2代目）の後を継ぎ、平成 4年から同
社の主幹（代表）を務めている小林勉さ
んは、文芸としての川柳を広めるため、
会報誌の発行などで中心的な役割を果た
してきました。
　小林さんに活動への思いと今後の取り
組みについて聞きました。

文芸としての川柳を
多くの人に知っても
らいたい

昭和17年、白老町生まれ。72歳。
白老町内の学校を卒業後、 3年間漁業に従事し、昭和35年か
ら郵便局で勤務。結婚を機に登別市へ移住し、登別川柳社で
の活動を開始。現在は同社の主幹を務める傍ら、登別市文化
協会の常任理事としても活動している。
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