
　

歴
史
あ
る
「
伊
丹
公
論
」
が
復
活

さ
れ
た
と
の
お
話
を
伺
い
、
市
立

図
書
館
『
こ
と
ば
蔵
』
の
開
設
と
共

に
新
し
い
動
き
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
、
大
変
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。

そ
の
お
知
ら
せ
を
い
た
だ
い
た
時

に
、
過
去
の
伊
丹
公
論
に
岡
田
利

兵
衞
先
生
が
「
伊
丹
の
酒
造
業
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
寄
稿
さ
れ
て
い
た

の
で
、
是
非
「
伊
丹
老
松
」
の
武
内

さ
ん
と
私
に
伊
丹
の
酒
造
業
に
関

し
て
の
寄
稿
を
し
て
欲
し
い
と
の

要
請
が
参
り
ま
し
た
。

　

私
は
経
営
者
で
は
あ
り
ま
す

が
、
歴
史
学
者
で
も
古
文
書
研
究

家
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
諸

先
輩
方
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ

と
を
私
な
り
に
解
釈
し
て
文
章
に

す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
歴
史

を
正
し
く
後
世
に
伝
え
る
と
の
役

割
は
果
た
せ
ま
せ
ん
と
お
伝
え
し

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
結
構
で
す
と

の
こ
と
で
し
た
の
で
お
引
け
受
け

致
し
ま
し
た
。「
愚
人
は
経
験
に
学

び
、
賢
人
は
歴
史
に
学
ぶ
」と
い
う

こ
と
の
ほ
ん
の
少
し
で
も
文
章
に

出
来
れ
ば
と
念
じ
て
筆
を
と
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。暫
く
拙
文

に
お
付
き
合
い
い
た
だ
け
れ
ば
幸

甚
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

第
一
回
の
テ
ー
マ
は
、「
小
西
家

の
歴
史
」
と
致
し
ま
し
た
。私
を
含

め
て
の
話
し
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

他
人
の
家
の
歴
史
を
語
ら
れ
て
も

面
白
く
も
お
か
し
く
も
な
い
と
思

い
ま
す
の
で
、皆
様
に
少
し
で
も
興

味
を
抱
い
て
い
た
だ
け
そ
う
な
切

り
口
で
話
を
進
め
て
参
り
ま
す
。

　

小
西
家
の
歴
史
は
現
在
の
京
都

府
峰
山
町
小
西
の
地
に
、
室
町
時

代
後
期
に
砦
を
構
え
た
小
西
石
見

守
を
源
流
と
し
ま
す
が
、
こ
こ
で

は
伊
丹
と
の
関
連
が
ご
ざ
い
ま
せ

ん
の
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。小
西
家
の
始
祖
は
、
１
５
５
０

年
（
天
文
19
年
）
に
伊
丹
に
お
い
て

薬
種
商
を
営
ん
だ
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

現
当
主
は
14
代
小
西
新
右
衞
門
で

あ
り
ま
す
が
、
過
去
す
べ
て
の
当

主
が
新
右
衞
門
（
ち
な
み
に
こ
の

「
衞
」
は
「
衛
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

を
襲
名
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ

の
区
別
が
つ
き
ま
せ
ん
。そ
こ
で

新
右
衞
門
の
名
前
の
後
に
業
広

（
ぎ
ょ
う
こ
う
・
10
代
）、
業
茂

（
ぎ
ょ
う
も
・
11
代
）、
業
精（
ぎ
ょ

う
せ
い
・
12
代
）、
業
雅
（
ぎ
ょ
う

が
・
13
代
）
そ
し
て
当
代
は
業
輝

（
ぎ
ょ
う
て
る
）
を
名
乗
っ
て
お
り

ま
す
。過
去
か
ら
の
歴
史
的
な
部

分
も
あ
り
、
現
在
も
襲
名
が
許
さ

れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
戸
籍
上
か

ら
も
名
前
を
変
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

最
初
か
ら
で
は
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
長
男
が
生
ま
れ
る
と

「
新
太
郎
」、
長
じ
て「
利
右
衛
門
」、

家
督
を
相
続
し
て
「
新
右
衞
門
」
に

な
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
４
６
０
年
以
上
の
小
西
家

の
歴
史
を
支
え
て
き
た
一
つ
の
制

度
が
一
定
の
年
齢
に
な
る
と
後
継

者
に
事
業
（
家
督
）
を
譲
る
隠
居
制

度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

私
は
、
代
々
当
主
が
ど
の
よ
う
な

考
え
で
「
新
右
衞
門
」
後
の
名
前

（
諱
）
を
付
け
た
の
か
大
変
関
心
が

あ
り
ま
し
た
。先
々
代
の
業
精
は
、

文
武
両
道
に
長
け
て
お
り
、
我
々

兄
弟
の
名
前
も
す
べ
て
中
国
の
古

典
か
ら
引
用
し
て
名
づ
け
た
と
聞

い
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
ど
う
し

て
「
精
」
と
い
う
文
字
を
使
っ
た
の

か
大
変
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。あ

る
時
中
国
の
古
典
本
を
見
て
お
り

ま
し
た
ら
、「
荘
子
・
外
篇
」に「
衆

人(

し
ゅ
う
じ
ん)

は
利
を
重
ん

じ
、
廉
子(

れ
ん
し)

は
名
を
重
ん

じ
、賢
人
は
志
を
尚(

た
っ
と)

び
、

聖
人
は
精
を
貴
ぶ
」
と
い
う
言
葉

を
見
つ
け
ま
し
た
。私
は
業
精
の

「
精
」
は
こ
こ
か
ら
取
っ
た
の
だ
と

確
信
致
し
ま
し
た
。そ
の
時
初
め

て「
精
」と
は
、「
人
の
動
き
が
何
も

の
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
生
来
の
純

粋
さ
を
保
っ
て
い
る
こ
と
」
を
意

味
す
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。言

葉
の
意
味
の
重
要
性
を
改
め
て

知
っ
た
時
で
も
あ
り
ま
す
。小
西

家
は
代
々
中
国
の
古
典
を
読
ん
で

勉
強
し
て
き
た
よ
う
で
す
が
（
残

念
な
が
ら
私
は
で
き
て
お
り
ま
せ

ん
が
）、
い
つ
の
時
代
に
も
普
遍
の

こ
と
を
追
求
す
る
気
持
ち
を
私
も

持
ち
続
け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　

次
に
武
士
で
あ
れ
ば
い
ざ
知
ら

ず
苗
字
帯
刀
が
許
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
時
代
か
ら
、
何
故「
小
西
」と

い
う
名
前
を
名
乗
っ
て
い
た
か
で

あ
り
ま
す
。ご
高
承
の
通
り
昔
は
商

人
に
は
苗
字
を
名
乗
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の

た
め
に
、
初
代
は
薬
屋
新
右
衞
門
と

呼
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
。苗
字
を
付

け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
時
に
、
元
々
の
出
所
で
あ
る

峰
山
の「
小
西
」か
ら
、
付
け
ら
れ
た

の
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。ま

た
次
回
以
降
に
述
べ
ま
す
が
、
伊
丹

が
近
衞
家
の
所
領
で
あ
っ
た
と
い

う
事
実
も
、
剣
道
や
な
ぎ
な
た
を
育

ん
で
き
た
道
場
で
あ
る
「
修
武
館
」

の
由
来
で
も
あ
り
ま
す
。第
一
回
の

本
稿
が
、
取
り
と
め
も
な
い
小
西
家

の
歴
史
の
一
部
の
話
し
を
通
じ
て
、

歴
史
を
紐
解
く
面
白
さ
に
つ
な
が

れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。最
後
に
次

回
以
降
の
テ
ー
マ
を
記
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

【
次
回
以
降
の
連
載
予
定
】

第
二
回　

伊
丹
と
酒
造
業
の
歴
史

第
三
回　

古
文
書
か
ら
見
る
酒
造
業

第
四
回　

近
代
に
果
た
し
た
伊
丹

（
小
西
家
）の
役
割
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清
酒
発
祥
の
地
で
460
年

　

伊
丹
市
の
清
酒
普
及
条
例
が
、「
日
本
酒
の
日
」の
10
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
。正
式
に
は「
清
酒
発
祥
の
地
伊
丹
の
清
酒
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る

条
例
」と
い
う
。こ
れ
に
合
わ
せ
本
紙
は
、全
国
で
も
屈
指
の
１
５
５
０
年
創
業
と
い
う
、伊
丹
の
代
表
的
な
老
舗
、小
西
酒
造
の
歴
史
を
小
西
新
太
郎
・

社
長
の
特
別
寄
稿
に
よ
り
今
号
か
ら
４
回
に
わ
た
り
特
集
す
る
。伊
丹
で
薬
種
商
と
し
て
創
業
し
た
小
西
家
は
、
江
戸
時
代
に
酒
造
業
で
発
展
し
、
町

政
に
も
関
わ
る
実
力
者
と
な
っ
た
。伊
丹
の
ま
ち
は
小
西
家
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。社
長
が
語
る
ビ
ッ
グ
な
企
画
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
こ
う
。

い
み
な

賢
人
は
歴
史
に
学
ぶ

源
流
は
丹
後
の
武
士

名
は
中
国
古
典
か
ら

出
身
地
名
を
苗
字
に

　
小
西
酒
造
社
長
が
歴
史
語
る

　

秋
の
気
配
が
近
づ
く
と
、「
白
玉

の
歯
に
染
み
と
お
る
秋
の
夜
の　

酒
は
静
か
に
飲
む
べ
か
り
け
り
」

（
若
山
牧
水
１
８
８
５
〜
１
９
２

８
）の
歌
が
、口
を
出
る
。

　

明
治
の
終
わ
り
ご
ろ
、
牧
水
は
早

稲
田
時
代
の
歌
友
、
桐
田
蕗
村
（
豊

中
市
石
橋
）
の
案
内
に
よ
り
伊
丹
で

一
夜
を
明
か
す
。現
在
の
Ｊ
Ｒ
伊
丹

駅
近
く
の
料
亭
で
、
初
め
て
白
雪
を

飲
む
。相
手
を
し
た
芸
者
に
得
意
の

声
色
を
披
露
し
た
と
い
う
。芸
者
の

名
は
扇
花
と
い
っ
た
。

　

一
年
後
に
、
誰
か
に
似
て
い
ま
せ

ん
か
、
と
牧
水
は
絵
は
が
き
を
寄
越

す
。扇
花
に
似
て
い
た
と
蕗
村
は
追

悼（
君
を
懐
う
）す
る
。牧
水
の
伊
丹

の
一
夜
は
、
さ
ぞ
楽
し
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。　

大
正
３
年
の
初
夏
、
蕗

村
は
、
結
婚
祝
い
に「
白
雪
」を
小
西

の
酒
蔵
か
ら
送
っ
た
。牧
水
は
、
大

正
５
年
、
朝
の
歌（
若
山
牧
水
集
）の

中
で
銘
酒
白
雪
を
送
ら
む
と
い
ふ

便
り
来
る
「
津
の
国
の
伊
丹
の
里
ゆ

は
る
ば
る
と　

白
雪
来
る
そ
の
酒

来
る
」　
「
手
に
取
ら
ば
消
な
む
し

ら
雪
は
し
け
や
し　

こ
の
白
雪
は

わ
が
こ
こ
ろ
焼
く
」（
長
寿
蔵
前
碑
）

な
ど
７
首
を
作
っ
て
感
謝
し
た
。

　

人
に
は
飲
ま
す
の
が
惜
し
い
の

で
少
し
飲
ま
せ
た
あ
と
は
、
他
の
酒

を
飲
ま
す
の
だ
と
、
蕗
村
に
白
雪
讃

酒
歌
を
便
り
し
て
い
る
。

　

酒
豪
の
牧
水
は
、
体
調
の
良
い
と

き
は
１
日
３
升
５
合
、
そ
れ
も
ち
び

り
ち
び
り
火
鉢
で
燗
を
し
て
、
１
日

か
け
て
飲
む
。「
そ
れ
ほ
ど
に
う
ま

き
か
と
人
の
と
ひ
た
ら
ば　

な
ん

と
答
え
む
こ
の
酒
の
味
」「
足
音
を

忍
ば
せ
て
行
け
ば
台
所
に　

我
が

酒
の
瓶
は
立
ち
て
待
ち
を
る
」
と
、

酒
と
旅
を
生
涯
心
か
ら
愛
し
て
、
名

作
を
数
々
残
し
43
歳
で
死
ん
だ
。

（
郷
土
史
研
究
家　

森
本
啓
一
）

旅と酒の歌人
若山牧水
伊丹での一夜

郷
土
史

こ
ぼ
れ
話

小
西
酒
造
㈱
代
表
取
締
役
社
長
。1
9
9
1
年
小
西
酒
造
代
表
取
締
役
社
長
に
就
任
。清
酒
だ

け
で
な
く
醸
造
全
般
に
眼
を
向
け
「
ユ
ニ
ー
ク
な
酒
造
メ
ー
カ
ー
」
を
目
指
す
。伊
丹
商
工
会

議
所
副
会
頭
、伊
丹
納
税
協
会
会
長
、伊
丹
酒
造
組
合
理
事
長
、伊
丹
自
衛
隊
協
会
会
長
、ハ
ッ

ピ
ー
エ
フ
エ
ム
い
た
み
社
長
。

特
別
寄
稿

新
連
載

平成二十五年十月三十一日



200
年
の
伝
統
つ
な
ぐ

　

今
夏
、
市
教
委
で
は
共
同
住
宅

建
設
に
伴
い
、
”有
岡
城
跡
・
伊
丹

郷
町
遺
跡
第
３
５
２
次
調
査
“
を

実
施
し
ま
し
た
。当
地
点
は
、
国
指

定
重
要
文
化
財
「
旧
岡
田
家
住
宅
・

酒
蔵
」・
県
指
定
有
形
文
化
財
「
旧

石
橋
家
住
宅
」の
真
南
、
小
西
酒
造

㈱
の
「
長
寿
蔵
」
の
真
北
に
位
置

し
、
江
戸
時
代
に
は
２
軒
の
酒
蔵

で
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
は「
由
多

加
織
」
の
工
場
だ
っ
た
場
所
で
す
。

調
査
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
点

は
、
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
”堀

“

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
す
。そ
し
て

そ
の
堀
は
、
有
岡
城
期
の
町
割
り

に
合
致
す
る
よ
う
な
方
向
で
な

く
、
西
に
少
し
振
っ
た
な
な
め
方

向
（
＼
）
に
掘
ら
れ
た
も
の
で
、
幅

約
３
ｍ×

深
さ
1.5
ｍ
で
38
ｍ
以
上

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。過

去
の
調
査
に
お
い
て
、
惣
構
の
有

岡
城
の
中
に
、
無
数
に
堀
が
掘
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て

い
ま
す
。今
回
の
堀
は
、
有
岡
城
の

町
割
り
の
方
向
や
軸
と
合
致
せ

ず
、
ま
た
、
堀
を
埋
め
た
直
上
に
、

有
岡
城
期
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
た
た

め
、
こ
の
堀
は
伊
丹
城
期
に
掘
ら

れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

推
察
し
て
い
ま
す
。今
後
の
資
料

整
理
に
期
待
下
さ
い
！

　
「
伊
丹
」は
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
在

地
領
主
「
伊
丹
氏
」
の
支
配
地
域
で

あ
り
、
京
〜
西
宮
〜
兵
庫
津
以
西
を

結
ぶ
山
陽
道
と
、
大
坂
〜
有
馬
を
結

ぶ
有
馬
道
の
結
節
点
（
交
差
点
）
で
、

非
常
に
重
要
な
エ
リ
ア
で
あ
る
た

め
、
度
々
、
時
の
為
政
者
に
振
り
回

さ
れ
、そ
し
て
戦
の
場
と
な
り
ま
し

た
。室
町
時
代
末
期
、
池
田
城
主
・

池
田
氏
に
仕
え
、
自
ら
主
君
を
倒

し
、
織
田
信
長
の
配
下
と
な
っ
て

い
た
荒
木
村
重
が
、
天
正
２
年（
１

５
７
４
）、
伊
丹
城
を
攻
撃
し
、
伊

丹
氏
を
追
放
し
ま
す
。以
後
、
伊
丹

城
を
《
有
岡
城
》
と
改
名
し
、
本
城

と
し
、
尼
崎
城
・
花
隈
城
を
支
城

と
し
、
ま
た
兵
庫
津
な
ど
沿
岸
部

も
守
備
し
な
が
ら
、”
摂
津
守
“
と

し
摂
津
国
内
を
お
さ
め
て
い
き
ま

す
。有
岡
城
は
、
猪
名
川
の
西
に
位

置
す
る
伊
丹
台
地
の
段
丘
上
に
構

築
さ
れ
て
い
ま
す
。主
郭
（=

城
）

の
背
面
は
段
丘
崖
で
、
そ
の
崖
下

に
は
湿
地
帯
が
広
が
る
た
め
、
騎

馬
で
は
攻
め
込
め
ま
せ
ん
。有
岡

城
は
、『
信
長
記
』に「
城
と
町
の
間

ニ
侍
町
御
座
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、

侍
町
の
外
側
に
広
が
る
町
を
抱
き

込
ん
だ
、《
惣
構
》
構
造
を
も
つ
城

の
初
現
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
。城
オ
モ
テ
に
広
が
る
町
の

北
・
西
・
南
端
の
三
方
に
砦
が
配

置
さ
れ
ま
し
た
。本
丸―

岸
ノ
砦

―

上
臈
塚
砦―

鵯
塚
砦
を
繋
ぐ

《
惣
構
》
の
規
模
は
、
南
北
1.8 

km
×

東
西
0.8 

km
と
な
り
ま
す
。（
伊
丹
市

教
育
委
員
会
事
務
局
社
会
教
育

課
）

第二十一号（二）

伊 丹 市 立 図 書 館 こ と ば 蔵

　

日
本
の
三
大
私
設
道
場
の
ひ
と

つ
と
し
て
知
ら
れ
る
修
武
館
。２
０

０
年
以
上
の
伝
統
を
誇
る
こ
の
道

場
で
な
ぎ
な
た
の
稽
古
に
励
む
和

田
久
代
さ
ん
は
、
戦
後
の
道
場
復
興

期
に
参
加
し
た
、
い
わ
ば
最
古
参
メ

ン
バ
ー
の
ひ
と
り
だ
。

　

な
ぎ
な
た
に
出
会
っ
た
の
は
中

学
生
の
頃
。た
ま
た
ま
誘
わ
れ
た
の

を
き
っ
か
け
に
友
達
３
人
と
道
場

に
通
い
始
め
た
。現
在
の
場
所
（
西

台
３
丁
目
）
に
道
場
が
で
き
る
ま
で

に
は
、
練
習
す
る
場
所
が
な
く
て
あ

ち
こ
ち
を
転
々
と
し
た
こ
と
も

あ
っ
た
。「
立
派
な
道
場
が
で
き
た

時
は
本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
」
と
、

当
時
の
こ
と
は
今
も
記
憶
に
残
っ

て
い
る
。

　

結
婚
後
し
ば
ら
く
は
な
ぎ
な
た

か
ら
遠
の
い
て
い
た
も
の
の
、
子
供

が
大
き
く
な
っ
て
か
ら
は
ふ
た
た

び
友
達
に
誘
わ
れ
道
場
に
通
い
出

し
た
。一
緒
に
な
ぎ
な
た
を
始
め
た

３
人
は
50
年
以
上
た
っ
た
今
も
元

気
に
道
場
に
通
っ
て
い
る
。は
じ
め

の
頃
は
「
連
れ
て
行
か
れ
て
し
ょ
う

が
な
く
始
め
た
」
と
い
う
も
の
の
、

気
が
つ
け
ば
人
生
の
長
い
時
間
を

な
ぎ
な
た
と
と
も
に
過
ご
し
て
い

る
。今
で
は
「
和
気
あ
い
あ
い
と
仲

良
く
健
康
で
、
み
ん
な
が
稽
古
に
来

ら
れ
る
こ
と
は
幸
せ
だ
と
思
う
」
と

柔
和
な
笑
み
を
み
せ
た
。

　

試
合
に
出
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た

も
の
の
、
昔
よ
り
熱
心
に
稽
古
に
来

て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。取
材
当
日
は

ち
ょ
う
ど
お
盆
明
け
だ
っ
た
の
だ

が
、「
や
っ
ぱ
り
道
場
に
く
る
と
声
も

張
る
し
、緊
張
感
が
あ
る
。家
で
雑
用

を
し
て
い
る
よ
り
い
い
か
も
」
と

語
っ
た
。若
い
頃
の
よ
う
に
体
は
動

か
な
い
け
ど
体
の
開
き
や
手
の
動
き

等
を
、
あ
あ
じ
ゃ
な
い
こ
う
じ
ゃ
な

い
、
だ
め
だ
な
と
思
い
な
が
ら
演
武

の
練
習
に
励
ん
で
い
る
。「
型
」
は
精

神
修
行
で
あ
り
、
そ
れ
を
探
求
す
る

な
か
で
、
な
ぎ
な
た
が
お
も
し
ろ
く

な
っ
て
き
た
の
だ
そ
う
だ
。

　
「
ち
ょ
っ
と
運
動
し
に
来
た
」
と

い
う
よ
う
に
マ
イ
ペ
ー
ス
で
控
え

め
な
印
象
の
和
田
さ
ん
だ
が
、
な
ぎ

な
た
を
通
じ
て
「
集
中
力
が
身
に
つ

い
た
。踏
ん
張
り
、
我
慢
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
」
と
語
る
よ
う
に
、

キ
リ
ッ
と
し
た
目
元
か
ら
は
奥
に

秘
め
た
芯
の
強
さ
、
ピ
ン
と
張
っ
た

背
筋
か
ら
は
若
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

し
な
や
か
さ
と
強
さ
が
同
居
す
る

そ
の
姿
は
、
さ
な
が
ら
な
ぎ
な
た
の

精
神
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
だ
。こ

れ
か
ら
も
道
を
探
求
し
な
が
ら
、
そ

の
精
神
を
後
輩
た
ち
に
伝
え
て
欲

し
い
と
思
う
。（
永
井
純
一
）

　

嘘
の
よ
う
な
本
当
の
話
で
す
。

　

昭
和
48
年
頃
だ
っ
た
と
思
う
。た

び
た
び
来
ら
れ
た
男
の
客
が
お
酒

を
独
り
で
飲
ん
で
い
た
と
思
う
と
、

い
き
な
り
カ
ウ
ン
タ
ー
に
片
足
を

上
げ
た
。何
を
す
る
か
じ
っ
と
見
て

い
た
ら
ど
う
も
飲
み
代
が
な
か
っ

た
ら
し
い
。脅
し
て
飲
み
代
を
払
わ

な
い
つ
も
り
だ
っ
た
ら
し
い
。私
は

膝
が
が
く
が
く
し
て
止
ま
ら
な
い
。

　

ま
ま
よ
と
グ
ラ
ス
に
お
酒
、
い
わ

ゆ
る
コ
ッ
プ
酒
、
一
気
に
飲
む
と
な

ん
と
膝
が
ぴ
っ
た
り
止
ま
っ
た
。

　

気
持
ち
も
落
ち
着
く
と
、
だ
ん
だ

ん
腹
が
立
ち
、
払
わ
ず
に
帰
っ
た
男

を
追
い
か
け
た
。店
員
さ
ん
と
２
人

で
。そ
の
頃
は
着
物
に
白
い
エ
プ
ロ

ン
姿
、
も
ち
ろ
ん
白
足
袋
に
下
駄
、

ど
ち
ら
共
な
く
足
袋
跣
で
１
０
０

メ
ー
ト
ル
位
追
い
か
け
土
下
座
を

し
て
も
ら
っ
た
。今
は
１
メ
ー
ト
ル

も
無
理
。当
然
の
事
支
払
い
は
貰
え

な
い
、
が
ま
あ
い
い
か
土
下
座
を

貰
っ
た
の
で
。今
思
う
と
よ
く
そ
ん

な
事
を
し
た
と
。や
っ
ぱ
り
お
酒
や

ね
、
お
酒
で
足
の
震
え
が
止
ま
っ
た

し
。今
そ
の
道
路
は
広
く
な
っ
て
い

る
。恥
ず
か
し
い
事
で
し
た
。

（
平
き
み
え
・
昭
和
39
年
か
ら
40
年

間
伊
丹
で
営
業
し
て
い
た
居
酒
屋

「
浜
路
」の
元
お
か
み
）

平成二十五年十月三十一日

元
お
か
み
の

コ
ラ
ム

追
い
か
け
ち
ゃ
っ
た

現
代
人
物
風
景

和
田
久
代
さ
ん

伊 丹 公 論復刊

平
成
の
大
発
見
！
伊
丹
城
の
堀
現
る

この印刷物は 5000 部作成し、印刷経費は 1部あたり 15 円です。

有
岡
城
が
置
か
れ
た
伊
丹

伊丹城期に造られたとみられる堀跡＝伊丹市中央

写真協力：西田写真館
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空
中
戦
を
制
す
に
は
「
高
度
を
高
く

と
る
こ
と
、
ス
ピ
ー
ド
、
そ
し
て
太
陽

を
背
に
す
る
こ
と
」
が
必
須
で
す
。 

ア

メ
リ
カ
を
始
め
と
す
る
連
合
軍
の
司

令
部
が
「
雷
雨
と
ゼ
ロ
に
遭
遇
し
た
時

は
戦
う
な
！
」
と
命
令
し
た
程
、
零
戦

は
、
小
回
り
が
利
き
、
急
旋
回
や
宙
返

り
で
相
手
の
背
後
に
立
つ
の
が
得
意

で
し
た
。 

あ
る
日
、
山
本
五
十
六
の
護

衛
戦
闘
機
の
生
き
残
り
で
、
空
戦
の
神

様
と
言
わ
れ
た
杉
田
庄
一
一
飛
曹
が

私
の
上
官
と
し
て
着
任
し
て
き
ま
し

た
。酒
と
女
が
大
好
き
で
豪
快
な
熱
い

男
で
し
た
。な
ぜ
か
私
は
彼
に
気
に
入

ら
れ
、
杉
田
上
官
は
１
番
機
、
そ
し
て

私
は
常
に
そ
の
列
機
を
つ
と
め
ま
し

た
。 

杉
田
上
官
か
ら
は
「
絶
対
に
編
隊

を
崩
す
な
」「
撃
つ
と
き
は
敵
の
パ
イ

ロ
ッ
ト
の
顔
が
見
え
る
距
離
ま
で
接

近
す
る
こ
と
」「
絶
対
に
深
追
い
は
す

る
な
」
と
叩
き
込
ま
れ
ま
し
た
。私
が

最
後
ま
で
敵
に
撃
た
れ
ず
に
済
ん
だ

の
は
そ
の
教
え
を
忠
実
に
守
っ
て
い

た
か
ら
や
と
思
い
ま
す
。昭
和
19
年
11

月
末
、
連
合
艦
隊
が
壊
滅
し
日
本
海
軍

は
腕
利
き
の
搭
乗
員
を
集
め
精
鋭
部

隊
３
４
３
航
空
隊
を
結
成
し
ま
し
た
。 

米
軍
式
に
い
う
と
５
機
撃
墜
で
「
エ
ー

ス
」、
10
機
撃
墜
で
「
ダ
ブ
ル
エ
ー
ス
」

と
い
い
ま
す
。 

こ
の
部
隊
は
ダ
ブ
ル

エ
ー
ス
以
上
の
集
ま
り
で
し
た
。杉
田

上
官
は
１
２
０
機
撃
墜
の
超
エ
ー
ス
、

そ
し
て
64
機
撃
墜
し
た
「
大
空
の
サ
ム

ラ
イ
」
と
し
て
知
ら
れ
る
坂
井
三
郎
中

尉
も
こ
の
部
隊
に
い
ま
し
た
。 

そ
の

主
力
は
「
紫
電
改
」。こ
の
飛
行
機
が
す

ば
ら
し
か
っ
た
。 

優
秀
な
当
時
世
界

ナ
ン
バ
ー
１
の
戦
闘
機
や
っ
た
と
思

い
ま
す
。

　

鹿
屋（
鹿
児
島
）に
い
た
昭
和
20
年

４
月
15
日
、
出
撃
撤
退
の
報
が
遅
れ
、

離
陸
し
て
す
ぐ
の
杉
田
上
官
の
１
番

機
が
敵
機
に
撃
墜
さ
れ
ま
し
た
。そ
の

時
、
私
も
離
陸
寸
前
で
し
た
が
、
整
備

員
が
車
輪
止
め
を
外
さ
ず
に
避
難
し

た
た
め
、
離
陸
で
き
ず
、
そ
の
た
め
生

き
延
び
る
事
が
で
き
ま
し
た
。 

常
に

死
と
背
中
合
わ
せ
の
毎
日
で
、
死
ぬ
こ

と
と
生
き
る
こ
と
は
紙
一
重
で
し
た
。

私
が
生
き
残
っ
た
の
は
、
た
だ
た

だ
、
運
が
良
か
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま

す
。 「
死
」と
い
う
も
の
の
恐
怖
は
全
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。親
か
兄
の
よ
う

な
杉
田
上
官
が
亡
く
な
っ
て
も
、
朝
食

を
一
緒
に
食
べ
た
15
人
の
仲
間
が
、
夕

食
時
に
は
５
人
に
減
っ
て
い
て
も
、
特

攻
隊
の
若
者
を
見
送
っ
て
も
、仲
間
が

目
の
前
で
撃
墜
さ
れ
て
も
、
悲
し
い
と

い
う
気
持
ち
は
全
く
湧
い
て
き
ま
せ

ん
で
し
た
。「
次
は
俺
の
番
や
！
」と
思

い
な
が
ら
、と
に
か
く
、「
ア
メ
リ
カ
に

勝
ち
た
い
！
グ
ラ
マ
ン
機
を
撃
ち
落

と
し
た
い
！
」
と
、
毎
日
そ
れ
だ
け
考

え
て
い
ま
し
た
。　　
　
　

　

終
戦
は
長
崎
の
大
村
で
迎
え
ま
し

た
。日
本
が
負
け
る
な
ん
て
、
こ
れ
っ

ぽ
っ
ち
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
私
は

「
そ
ん
な
ア
ホ
な
事
が
あ
る
か
い
！
」

と
思
い
ま
し
た
。 

司
令
官
か
ら
「
今
晩

12
時
に
、
俺
と
一
緒
に
死
に
た
い
も
の

は
集
ま
れ
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
同
期

３
人
と
「
死
の
う
か
！
よ
し
、
死
の

う
！
」
と
話
し
合
っ
て
、
大
事
な
航
空

手
帳
を
燃
や
し
た
後
、部
屋
に
行
き
ま

し
た
。 

司
令
官
は
集
ま
っ
た
30
人
程

の
仲
間
に
「
集
ま
っ
て
く
れ
て
感
謝
す

る
。し
か
し
、下
士
官
の
お
前
ら
は
、こ

れ
か
ら
が
あ
る
。死
ん
だ
ら
終
わ
り

だ
。故
郷
へ
帰
り
、
必
ず
お
召
し
が
あ

る
か
ら
そ
れ
を
待
て
。」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。 

最
後
の
お
召
し
は
、
つ
い
に
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　
同
期
の
内
、
80
％
が
特
攻
や
空
中
戦
、

地
上
の
爆
撃
で
戦
死
。 ３
４
３
航
空
隊

で
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
今
で
は
私
一

人
に
な
り
ま
し
た
。戦
死
し
た
同
僚
に
満

足
し
て
死
ん
で
行
っ
た
の
か
ど
う
か
を

聞
く
事
は
で
き
ま
せ
ん
。し
か
し
、
今
頃

に
な
っ
て
「
あ
の
戦
争
は
間
違
っ
て
い

た
」と
幹
部
が
い
う
の
を
聞
く
と
腸
が
煮

え
く
り
返
り
ま
す
。そ
ん
な
ら
、
多
く
の

人
が
亡
く
な
っ
た
こ
の
悲
惨
な
戦
争
は

な
ん
だ
っ
た
の
か
？

　

私
の
で
き
る
こ
と
は
、「
こ
ん
な
悲

惨
な
戦
争
は
二
度
と
起
こ
し
て
は
い

け
な
い
」
そ
の
こ
と
を
命
あ
る
限
り
伝

え
て
い
く
こ
と
や
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
村
上
有
紀
子
）

第二十一号（三）

　

引
き
戸
を
開
け
る
と
、海
の
香
り
が

し
た
。最
高
級
の
鰹
節
を
厳
選
仕
入

し
、
加
工
販
売
し
て
い
る
。卸
先
を
尋

ね
る
と
、伊
丹
の
名
飲
食
店
が
ど
ん
ど

ん
出
て
く
る
。食
の
「
影
の
立
役
者
」

だ
。

　

昭
和
元
年
（
１
９
２
６
年)
に
創
業

し
、４
年
後
に
現
在
の
猪
名
野
神
社
の

側
に
移
転
し
た
。経
営
し
て
い
る
の
は

４
代
目
の
高
木
伸
也
さ
ん
。鰹
節
は
鹿

児
島
や
焼
津
な
ど
の
名
産
地
か
ら
仕

入
れ
、鰹
以
外
に
も
サ
バ
節
な
ど
も
取

り
扱
う
。一
番
の
売
れ
筋
は
数
種
の
削

り
節
を
「
独
自
に
ブ
レ
ン
ド
」
し
た
も

の
。そ
れ
ぞ
れ
の
風
味
を
熟
知
し
て
こ

そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
だ
。

　

先
代
の
晃
さ
ん
か
ら
も
話
を
伺

う
こ
と
が
で
き
た
。戦
前
か
ら
戦
後

に
か
け
て
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン

デ
ィ
ー
も
販
売
し
て
い
た
そ
う
だ
。

出
汁
に
使
う
鰹
節
の
消
費
は
、
冬
は

多
い
が
夏
は
落
ち
込
む
。そ
れ
を
補

う
た
め
の
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
。

　

掲
載
写
真
は
「
こ
れ
を
使
っ
て
く

だ
さ
い
」と
、
伸
也
さ
ん
がiPhone

を
使
っ
て
そ
の
場
で
送
信
し
て
く

れ
た
。ア
イ
デ
ア
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

も
取
り
入
れ
な
が
ら
、
常
に
進
み
続

け
た
結
果
と
し
て
の
伝
統
が
、
こ
の

店
に
は
あ
る
。（
満
田
弘
樹
） 

平成二十五年十月三十一日

伊 丹 市 立 図 書 館 こ と ば 蔵

聞
き
書
き
の
昭
和
史

空
か
ら
見
た
太
平
洋
戦
争（
下
）

　

バ
ラ
は
何
と
な
く
西
欧
の
香
の
す

る
花
で
あ
る
。実
際
バ
ラ
を
国
花
と

す
る
国
は
イ
ギ
リ
ス
な
ど
西
欧
を
主

体
に
11
ヶ
国
も
あ
る
。し
か
し
現
代

の
園
芸
品
種
の
も
と
に
な
っ
た
の
は

ア
ジ
ア
に
分
布
す
る
８
種
が
原
種
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。そ
の
中
に

は
日
本
の
野
茨
・
照
葉
野
茨
（
て
り

は
の
い
ば
ら
）・
浜
梨
（
は
ま
な
す
）

も
入
っ
て
い
る
。

　

平
成
４
年
４
月
29
日
に
オ
ー
プ
ン

さ
れ
た
荒
牧
バ
ラ
公
園
に
は
、
1.7
ヘ

ク
タ
ー
ル
に
世
界
の
バ
ラ
お
お
よ
そ

２
５
０
種
１
万
本
の
バ
ラ
が
植
栽
さ

れ
て
い
る
。そ
の
中
に
は
市
内
の
寺

西
菊
雄
氏
が
作
出
さ
れ
た
、
香
り
高

い「
天
津
乙
女
」や
高
貴
な「
マ
ダ
ム
・

ビ
オ
レ
」な
ど
も
あ
る
。

　

又
、
国
際
友
好
都
市
の
ベ
ル
ギ
ー

の
ハ
ッ
セ
ル
ト
市
や
中
国
の
仏
山
市

か
ら
贈
ら
れ
た
バ
ラ
・
コ
ー
ナ
ー
も

あ
る
。広
々
と
し
た
芝
生
広
場
の
東

側
を
水
の
流
れ
に
沿
っ
て
登
っ
て
行

く
と
市
民
の
寄
付
金
で
建
築
さ
れ
た

赤
い
３
本
の
柱―
「
平
和
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
」が
あ
る
。

　

こ
れ
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
表

現
し
、
自
由
と
平
等
・
人
類
愛
を
象

徴
し
て
い
る
と
か
。「
ブ
ル
ー
・
ロ
ー

ズ
」と
は「
不
可
能
・
あ
り
得
な
い
こ

と
」
を
意
味
す
る
が
確
か
に
青
い
バ

ラ
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。最
近

パ
ン
ジ
ー
の
青
い
色
素
を
作
る
遺
伝

子
を
組
み
入
れ
て
青
い
バ
ラ
が
誕
生

し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
だ

紫
が
か
っ
て
お
り
す
っ
き
り
し
た
青

色
と
は
言
い
難
い
。其
の
う
ち
に
伊

丹
市
で
す
っ
き
り
し
た
青
い
バ
ラ
が

誕
生
す
る
こ
と
を
夢
見
た
い
。

　

公
園
で
は
年
中
バ
ラ
が
咲
い
て
い

る
が
や
は
り
見
頃
は
５
〜
６
月
と
10

〜
11
月
だ
。こ
の
美
の
空
間
に
魅
せ

ら
れ
て
市
外
か
ら
も
鑑
賞
に
大
勢
訪

れ
る
。荒
牧
バ
ラ
公
園
は
市
民
が
八

景
に
選
ん
で
当
然
だ
。

（
ア
ピ
ー
ル
プ
ラ
ン
推
進
協
議
会
会

長　

山
元
龍
治
）

次
回
は「
伊
丹
版―

哲
学
の
道（
伊
丹

緑
道
）」を
紹
介
予
定

「伊丹の甘い一日」
ちょこリンピック開幕

宮
ノ
前
に
海
の
香
り

伊 丹 公 論復刊

平成
いたみ
八景

元
零
戦
・
紫
電
改

搭
乗
員 

笠
井
　
智
一

老
舗
探
訪

　伊丹市内の和洋菓子店のチョコレートデザートが並ぶ、ビュッフェ
イベント「伊丹ちょこリンピック２０１４」が来年１月 21 日に開かれ
る。今回で８回目。毎回、多くの応募者があり、参加するのが難しいイ
ベントなのだとか。なぜ、伊丹で「チョコレート」のイベントなのか？
　伊丹市はベルギー・ハッセルト市と姉妹都市だが、ベルギーと言え
ば「チョコレート」。ならば、「伊丹をチョコレートのまちに」というの
が始まり。今ではが多くある伊丹の食のイベントの先駆けといえる。
　当日は、市内に点在する和洋菓子店が一堂に会する滅多にない機会
ということもあり、また、イベント限定のスイーツもあり、会場は
ビュッフェスタートを、今か今かと待つ紳士淑女でヒートアップ。
　昨年度は、チョコレート味のビール、抹茶や健康茶、抽選会も行わ
れ、盛りだくさんの内容だった。２時間の夢のひと時は、あっという間
に過ぎていく。



酒
の
歴
史
伝
え
る

　

｢

本
と
出
会
い
、言
葉
を
交
わ
す
公

園
の
よ
う
な
図
書
館
」
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
で
、
市
立
図
書
館
こ
と
ば
蔵

が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
て
１

年
３
ヶ
月
が
経
っ
た
。こ
の
間
、さ
ま

ざ
ま
な
催
し
や
市
民
イ
ベ
ン
ト
が
開

催
さ
れ
、
ま
た
市
民
参
加
の
部
活
動

も
生
ま
れ
て
い
る
。

　

中
で
も『
カ
エ
ボ
ン
部
』は
、
誰
で

も
気
軽
に
参
加
し
て
も
ら
え
る
部
活

動
だ
。図
書
館
１
階
に
設
け
ら
れ
た｢

カ
エ
ボ
ン
棚｣

で
、利
用
者
同
士
が
お

互
い
に
本
を
交
換
す
る
。感
想
や

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
た
手
作
り
の
オ

ビ
を
付
け
て
棚
に
置
き
、
他
の
誰
か

が
持
っ
て
き
た
お
勧
め
の
本
と
交
換

す
る
と
い
う
仕
組
み
で
、開
館
当
初
、

数
冊
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
今
で

は
、蔵
書
２
０
０
冊
を
超
え
て
い
る
。

　

月
に
１
度
の
部
活
動
で
は
、７
〜
８

名
ほ
ど
が
集
ま
り
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た

本
を
紹
介
し
合
っ
て
い
る
。参
加
申
込

や
部
員
登
録
は
不
要
で
、
毎
回
違
う
顔

ぶ
れ
の
参
加
者
が
、
自
分
が
持
っ
て
き

た
本
の
感
想
や
そ
の
本
と
の
出
会
い

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
紹
介
し
合
い
、

お
互
い
の
人
柄
を
知
り
、手
に
取
る
こ

と
の
な
か
っ
た｢

本｣

を
知
る
き
っ
か

け
と
な
っ
て
い
る
。

　

新
刊
本
や
流
行
の
本
は
、
新
聞
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
書
評
で
知
る
こ

と
が
で
き
る
。カ
エ
ボ
ン
の
魅
力
は
、

身
近
な
誰
か
の
思
い
を
き
っ
か
け

に
、
意
外
な
本
と
人
の
出
会
い
が
生

ま
れ
る
こ
と
。一
冊
の
本
を
通
じ
て
、

見
知
ら
ぬ
人
同
士
が
会
話
し
、
お
互

い
に
親
近
感
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
、そ
ん
な｢

本｣

が
持
っ
て
い
る「
人

を
つ
な
ぐ
力
」
を
実
感
で
き
る
部
活

動
だ
。

　

今
後
は『
カ
エ
ボ
ン
棚
』を
ま
ち
中

の
施
設
や
店
舗
に
も
広
げ
て
、
市
内

全
域
で
本
を
通
じ
て
人
が
交
流
で
き

れ
ば
と
思
う
。（
こ
と
ば
蔵
カ
エ
ボ
ン

部
部
長　

三
皷
由
希
子
）

”二
杯
目
“

▼
霜
月

　

そ
の
昔
、
バ
ラ
ク
ー
ダ
と
い
う
バ

ン
ド
の「
日
本
全
国
酒
飲
み
音
頭
」と

い
う
歌
が
は
や
っ
た
。「
１
月
は
正
月

で
酒
が
飲
め
る
ぞ
」
か
ら
始
ま
り
、

「
２
月
は
豆
ま
き
」「
３
月
は
ひ
な
祭

り
」な
ど
、毎
月
何
か
し
ら
の
理
由
を

つ
け
て「
酒
が
飲
め
る
ぞ
」と
つ
な
げ

る
。し
か
し
、11
月
は
こ
れ
と
い
っ
た

行
事
も
な
く
、「
11
月
は
な
ん
で
も
な

い
け
ど
酒
が
飲
め
る
ぞ
」
と
い
う
歌

詞
だ
。

　

こ
の「
伊
丹
公
論
」第
21
号
は
10
月

31
日
発
刊
。さ
ら
に
日
本
酒
が
美
味

く
な
る
時
期
だ
。11
月
は
な
ん
で
も

な
い
け
ど…

仕
方
な
い
、
飲
む
ぞ
！

　

11
月
は
霜
月
か…

燗
だ
な
。

▼
あ
て

　

乾
杯
編
で
書
い
た
「
Ａ
Ｔ
Ｅ
１
グ
ラ

ン
プ
リ
」
で
グ
ラ
ン
プ
リ
作
品
を
取
っ

た
「
い
か
の
エ
ス
カ
ベ
ー
シ
ュ
」
を
食

し
た
。な
る
ほ
ど
、
な
る
ほ
ど…

ぜ
ひ
、

み
な
さ
ま
も
こ
の
店
を
探
し
て
食
し

て
い
た
だ
き
た
い
。ヒ
ン
ト
は
Ｊ
Ｒ
伊

丹
駅
近
く
の
目
出
度
い
店
名…

▼
酒
と
本

　

折
角
、
こ
と
ば
蔵
で
出
す
新
聞
な

の
で
本
の
話
も
一
つ
。酒
の
出
て
く

る
本
は
多
い
が
、
か
の
有
名
な
夏
目

漱
石
の「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」に
も
登

場
す
る
。「
久
し
振
り
で
正
宗
を
２
、

３
杯
飲
ん
だ
ら
、
今
朝
は
胃
の
具
合

が
い
い
。胃
弱
に
は
晩
酌
が
一
番
だ

と
思
う
。」…

そ
う
か
、
胃
の
具
合
が

よ
く
な
る
ん
だ
。で
は
、も
う
一
杯
。

平成二十五年十月三十一日第二十一号（四）
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「
樽
廻
船
（
た
る
か
い
せ
ん
）」
と

は
、
江
戸
時
代
に
、
主
に
上
方
か
ら

江
戸
に
酒
荷
を
輸
送
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
た
船
で
あ
る
。

　

当
時
、伊
丹
の
酒
は
、下
市
場（
現

在
の
神
津
大
橋
周
辺
）
ま
た
は
雲
正

下
（
同
Ｊ
Ｒ
伊
丹
駅
北
側
）
か
ら
高

瀬
舟
に
積
出
し
、
猪
名
川
を
下
り
神

崎
の
浜
へ
送
り
、
そ
こ
か
ら
海
路
江

戸
へ
廻
送
さ
れ
て
い
た
。

　

角
樽
（
つ
の
だ
る
）
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
紐
解
く
と
十

勝
産
の
餡
の
中
に
大
粒
の
栗
が
一

つ
入
っ
て
い
る
。あ
っ
さ
り
と
し
た

甘
み
の
上
品
な
和
菓
子
だ
。

　

製
造
・
販
売
を
行
う
福
住
は
、昭

和
13
年
創
業
の
老
舗
で
、
阪
急
新
伊

丹
駅
前
に
本
店
を
構
え
、
伊
丹
市
内

に
３
つ
の
支
店
が
あ
る
。

　

創
業
者
（
細
見
澄
男
現
社
長
の
先

代
）
の
出
身
地
で
あ
る
丹
波
地
方
の

福
住
と
い
う
地
名
が
店
名
の
由
来
。

本
店
で
全
て
の
商
品
の
製
造
を

行
っ
て
い
る
。

　

細
見
社
長
い
わ
く
、「
白
雪
さ
ん

（
小
西
酒
造
）
の
お
酒
の
銘
柄
の
一

つ
で
も
あ
っ
た
「
樽
廻
船
」
と
い
う

名
の
音
の
響
き
の
良
さ
に
魅
か
れ

て
、
使
用
す
る
許
可
を
い
た
だ
い

た
」と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
「
樽
廻
船
」
以
外
に
も
「
蔵
元
」
や

「
蔵
す
ず
め
」
な
ど
伊
丹
ら
し
く
お

酒
に
ま
つ
わ
る
和
菓
子
も
多
く
、
取

材
中
も
ひ
っ
き
り
な
し
に
お
客
さ

ん
が
来
店
し
て
い
た
。伊
丹
の
お
土

産
と
し
て
大
変
好
評
と
の
こ
と
で

あ
る
。

　

伝
統
の
味
を
守
り
つ
つ
も
、「
来

年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
黒
田
官
兵
衛
」

に
ち
な
む
も
の
も
考
え
て
み
た
い
」

と
い
う
細
見
社
長
に
酒
造
の
発
祥

の
地
で
営
ん
で
き
た
と
い
う
自
負

が
垣
間
見
え
た
。

（
齊
藤
芳
弘
）

林やよい…伊丹市在住。大学４年生の息子、20 歳
の娘の母。毎日新聞阪神版にイラストエッセイ
「くるまいすまいる」を連載中。

酔
後
録

と
き
わ
喜
多

図書館

蔵
出
し

ニ
ュ
ー
ス

 

一
冊
の
本
が
人
を
つ
な
ぐ

カ
エ
ボ
ン
部
へ
よ
う
こ
そ

 郷
土
土
産
品
紹
介

樽
廻
船
の
巻

伊 丹 公 論復刊

坪
内
稔
典
選

伊
丹
俳
壇

こ
と
ば
蔵
台
柿
置
い
て
受
付
に
　
　
　
織
　
扇
宮（
伊
丹
市
）

採
用
の
は
っ
き
り
決
ま
り
柿
を
食
う
　
小
松
房
子（
伊
丹
市
）

柿
喰
い
て
西
国
街
道
一
人
旅
　
　
　
　
図
子
利
明（
伊
丹
市
）

朗
読
に
耳
を
澄
ま
し
て
柿
の
空
　
　
　
藪
ノ
内
君
代（
京
都
市
）

孫
が
来
る
算
数
予
習
木
守
柿
　
　
　
　
遠
山
英
樹（
伊
丹
市
）

◎
優
秀
賞

◎
最
優
秀
賞

　

江
戸
時
代
に
は
、
結
婚
す
る
と
き
、
実
家
か
ら
柿
の
枝
を
持
参
、
そ

の
枝
を
嫁
ぎ
先
の
柿
に
接
ぐ
習
慣
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。女
性
は
そ

の
柿
の
木
と
共
に
生
き
、
亡
く
な
る
と
柿
の
枝
を
火
葬
の
薪
や
お
骨

を
拾
う
箸
に
し
ま
し
た
。詳
し
く
は
拙
著
『
柿
日
和
』（
岩
波
書
店
）
を

ど
う
ぞ
。伊
丹
の
柿
と
い
え
ば
台
柿
で
す
が
、
こ
の
句
、
台
柿
の
よ
う

な
大
き
な
子
が
生
ま
れ
そ
う
。

お
な
か
ま
ん
ま
る
生
ま
れ
て
く
る
子
も
柿
好
き
に

渡
邉
美
保（
伊
丹
市
）

　
「
伊
丹
公
論
」名
物
コ
ー
ナ
ー
の「
伊
丹
俳
壇
」。「
伊
丹
公
論
第
21
号
」の

発
行
は「
秋
」と
い
う
こ
と
で
、
今
回
の
兼
題
は「
柿
」と
な
っ
た
。今
回
も

数
多
く
の
応
募
が
あ
り
、遠
方
か
ら
は
、京
都
市
や
奈
良
市
、大
津
市
か
ら

も
応
募
が
あ
っ
た
。ま
た
、
９
歳
か
ら
88
歳
と
今
回
も
幅
広
い
世
代
か
ら

の
応
募
が
あ
り
、今
回
も
俳
句
へ
の
関
心
の
高
さ
が
伺
え
た
。

「
伊
丹
俳
壇
」、次
回
の
兼
題
は「
正
月
」。

募
集
期
間
は
12
月
３
日
か
ら
12
月
17
日
の
予
定
。問
い
合
わ
せ
は
「
こ
と

ば
蔵
」交
流
・
貸
室
担
当
☎
０
７
２
・
７
８
４
・
８
１
７
０

坪内稔典…愛媛県出身。立命館大学卒。2001 年、第 9回句集「月光の音」で第 7回中新田俳句対象スウェー
デン賞を受賞。2010 年、「モーロク俳句ますます盛ん俳句百年の遊び」で第 13 回桑原武夫学芸賞受賞。佛
教大学教授、京都教育大学名誉教授。柿衞文庫也雲軒塾頭。第 2回ひがし商店街五七五大賞選者でもある。


