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市交際費の支出状況
◆日時／ 6 月13日㈭　15時から　◆場所／第 2 委員会室（自由に傍聴できます）
◆問い合わせ／教育振興課 総務係　☎0952－75－8022月の定例教育委員会のお知らせ6
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短 歌  《麦の芽短歌会 互選》俳 句  《大石ひろ女選》川 柳  《多久川柳会 互選》

問い合わせ 総務課 秘書係 
☎0952-75-2115

支出種別 　区分　 件数　  金額（円）
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市長　横尾俊彦
よこ お とし ひこ

　
　
　

「
子
ど
も
た
ち
を
見
守
る
」

　

多
久
市
で
は
、
平
成
28
年
４
月
か
ら
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ス
ク
ー
ル
」
を
運
用
し
、
地
域
の
皆
さ
ん
や
保
護
者
に
学
校

経
営
に
参
画
い
た
だ
く
こ
と
で
、
地
域
と
学
校
が
連
携
し
、

地
域
に
開
か
れ
た
学
校
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。「
地
域
と
と
も

に
あ
る
学
校
」
と
し
て
、
今
後
も
充
実
し
た
活
動
を
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
に
ご
支
援
い
た
だ
い
て
い
る
取
組
の
一
つ

に
「
登
下
校
の
見
守
り
・
指
導
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
役
割

を
担
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
存
在
と
し
て
「
交
通
指
導
員
」

の
皆
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
現
在
、
18
名
の
交
通
指

導
員
の
皆
さ
ん
が
、
元
気
な
あ
い
さ
つ
を
子
ど
も
た
ち
に
届

け
な
が
ら
、
登
下
校
の
安
全
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま

す
。

　

登
下
校
時
を
含
め
た
交
通
指
導
を
リ
ー
ド
す
る
役
割
は
、

子
ど
も
た
ち
も
担
っ
て
い
ま
す
。
各
校
の
６
年
生
（
４
名
ず

つ
、
計
12
名
）
が
「
児
童
交
通
指
導
員
」
と
し
て
県
警
や
交

通
安
全
協
会
、
交
通
指
導
員
の
皆
さ
ん
と
連
携
し
、
交
通
に

関
す
る
意
識
の
向
上
を
図
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
停
留
所
と
な
る
場
所
で
は
、
地
域
や
保

護
者
の
方
が
子
ど
も
た
ち
の
乗
降
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
箇
所
も
あ
り
ま
す
。
あ
い
さ
つ
運
動
と
し
て
、
民
生
委

員
や
主
任
児
童
委
員
の
皆
さ
ん
が
校
門
近
く
で
活
動
に
ご
協

力
を
い
た
だ
く
こ
と
も
。
登
下
校
だ
け
で
も
、
こ
れ
だ
け
多

く
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
市

内
の
義
務
教
育
学
校
に
通
う
子
ど
も
た
ち
が
、
毎
日
を
元
気

に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
安
全
・
安
心
に
つ
な

が
る
活
動
が
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
よ
っ

て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
ご
協

力
く
だ
さ
い
。 「

多
久
か
ら
発
信
！
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
◯3131
」
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連
　
載

◆
魚さ
か
な

の
目
に 

見
つ
め
ら
れ
て
は 

捌さ
ば

け
な
い

大おお
谷たに
　
　
和かず

◆
い
り
こ
で
も 

お
頭か
し
ら

つ
き
さ 

い
っ
ち
ょ
ま
え

小お
副そえ
川がわ
ヨ
シ
エ

◆
田
の
水
が 

光
り
輝
き 

田
植
え
待
つ

田た
代しろ
え
み
子こ

◆
コ
マ
ー
シ
ャ
ル 

初
回
限
定 

や
や
こ
し
い

井いの
上うえ
　
東はる
子こ

◆
恋
は
い
つ
も 

火
と
な
り
水
に 

そ
し
て
風

田た
代しろ
ま
つ
こ

◆
豌
豆
の 

花
の
ま
は
り
が 

暮
れ
の
こ
り

武たけ
富とみ
　
律りつ
子こ

◆
片
腕
の 

土
偶
の
頬
や 

さ
み
だ
る
る

お
お
や
は
な

◆
初
夏
の
風 

生
き
て
生
き
て
と 

背
を
叩
く

本もと
村むら
　
則のり
子こ

◆
学
園
の 

生
徒
九
人 

風
光
る

富と
樫がし
　
明あけ
美み

◆
石し
ゃ
く

楠な

花げ

に 

日
陰
の
匂
ひ 

あ
り
に
け
り

大お
お

石い
し

ひ
ろ
女じ
ょ

◆
林り
ん

立り
つ

す
る 

ビ
ル
の
は
ざ
ま
の 

陽
だ
ま
り
に

若
き
工こ
う

夫ふ

の 

横
笛
を
吹
く

川かわ
浪なみ
　
信の
ぶ

子こ

◆
朝
が
来
て 

生
き
て
い
る
事 

感
謝
す
る

夫つ
ま

の
介
護
を 

楽
し
み
な
が
ら

梶かじ
原はら
恵え
美み
子こ

◆
「
愛
し
て
る
」 

そ
れ
だ
け
な
の
に 

永
遠
に

言
え
な
い
言
葉 

時
を
越
え
た
い

野の
﨑ざき
　
隆たか
幸ゆき

◆
麦
の
香か

の 

母お
も

屋や

に
満
ち
て 

初
夏
の
風

家
族
総そ
う

出で

の 

麦ば
く

秋し
ゅ
う

な
つ
か
し

浦うら
野の
　
嘉よし
恵え

◆
孔
子
廟 

守
り
来き

し
村む
ら

人び
と

の 

三
百
余よ

年ね
ん

直ち
ょ
っ

系け
い

七
十
九
代
の 

感
謝
は
深
き

尾お
形がた
　
節せつ
子こ

※
原
本
の
挿
絵
は
色
絵
に
な
っ
て
い
ま
す
。
郷
土
資
料
館
に
写
真
を
掲
示
し
て
い
ま
す

の
で
、
お
立
ち
寄
り
の
際
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。

紫
む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

・
和い

ず
み泉

式し
き

部ぶ

・
小こ

式し
き

部ぶ

の
物
語　

挿
絵
（
２
）

多
久
家
資
料
『
小
し
き
ふ(

小
式
部)

』
を
編
集

多
久
市
郷
土
資
料
館
長
　

藤ふ
じ

井い

伸の
ぶ

幸ゆ
き

　
紫
式
部
が
産
ん
だ
子
は
六
歳
に
な
り
ま
し
た
。
紫
式
部
は
子
に
、「
歌
の
道
を
よ

く
読
み
習
い
な
さ
い
」「
伊
勢
・
小
町
が
詠
ん
だ
歌
を
見
て
好こ
の

め
ば
上
達
し
ま
す
よ
」

と
教
え
ま
す
。
姫
は〔
母
や
母　
粉
飲
め
ば　
歌
の
詠
ま
る
る
か
〕と
詠
み
ま
す
。

母
親
が
言
っ
た
「
好
め
」
を
「
粉こ

飲の

め
」
と
勘
違
い
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
あ
ど
け

な
さ
に
皆
笑
顔
に
な
っ
た
、
と
物
語
は
記
し
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、紫
式
部
は
「
宿し
ゅ
く

願が
ん

の
事
が
あ
る
の
で
石
山
寺
の
観
音
に
参
り
ま
す
。

継
母
に
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
言
っ
て
、
石
山
寺
に
籠こ
も

り
ま
し
た
。
そ

の
間
の
出
来
事
で
す
。

　
伊
勢
参
り
を
し
た
人
が
、
お
土
産
に
立
派
な
焼
き
物
の
小
鍋
二
つ
を
、
継
母
の

子
二
人
に
あ
げ
ま
し
た
。
姫
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
姫
は
欲
し
く
て
泣
い
て
い
ま
し

た
。
そ
の
折
、
竹
林
に
鶯う
ぐ
い
す

が
鳴
く
の
を
聞
き
〔
鶯
の 

な
ど
さ
は
鳴
く
ぞ 

ち
や
欲

し
き 

小
鍋
や
欲
し
き　
母
や
恋
し
き
〕（
鶯
は　
ど
う
し
て
そ
れ
ほ
ど
鳴
く
の
か　

乳
が
欲
し
い
の
か　
小
鍋
が
欲
し
い
の
か　
そ
れ
と
も
母
が
恋
し
い
の
か
）
と
詠
み

ま
し
た
。
姫
の
歌
に
心
を
動
か
さ
れ
た
継
母
は
可
哀
想
に
思
い
、
我
が
子
に
与
え

た
一
つ
を
も
ら
い
、
姫
に
与
え
ま
し
た
。［
挿
絵
２
］

　
紫
式
部
は
石
山
寺
で
、
源
氏
物
語
六
十
帖じ
ょ
う

を
大だ
い

般は
ん

若に
ゃ

経き
ょ
う

の
裏
に
書
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
絵
師
を
呼
ん
で
自
分
の
姿
を
絵
に
描
か
せ
、
庵あ
ん

室し
つ

を
造
り
、
こ
の
絵
を

本
尊
と
し
て
、
菩ぼ

提だ
い

を
弔と
む
ら

っ
て
く
だ
さ
い
と
言
い
、
所
領
を
石
山
寺
に
寄
進
し
て

戻
り
ま
し
た
。
こ
の
後
、
姫
に
は
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。

『小式部（上）』挿絵 ２ 　紫式部の子の話（その １ ）

土産の小鍋が欲しいと姫が歌を詠んだことに、継母も
感動し、継母の子が持つ小鍋を姫に与えています。

継母の子継母の子
小鍋を差し出す小鍋を差し出す

継母継母

三方三方

継母の子継母の子
小鍋を持つ小鍋を持つ

姫姫
小鍋を小鍋を

受け取る受け取る
女房女房

長柄銚子を持つ長柄銚子を持つ


