
の
近
代
教
育
を
担
う
人
材
を
育
て
て

き
た
。

　

明
治
5
年
8
月
、
明
治
政
府
が
学

校
の
在
り
方
を
定
め
た
「
学
制
」
を

発
布
す
る
。
伊
丹
に
お
い
て
も
酒
造

家
小
西
新
右
衛
門
氏
が
中
心
と
な
っ

て
、
翌
年
3
月
に
県
下
で
唯
一
と
な

る
私
立
の
「
伊
丹
小
学
校
」
を
創
設

す
る
。
開
校
当
初
、
明
倫
堂
で
学
ん

だ
伊
丹
出
身
者
や
、
外
国
人
か

ら
洋
学
を
学
ん
だ
教
員
が
在
籍

し
、
私
立
な
ら
で
は
の
洋
学
教

育
を
重
視
し
た
高
等
な
教
育
が

行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
学
校
の
経
営
に
あ

た
っ
て
は
「
伊
丹
小
学
校
貸
付

会
社
」
を
設
立
し
、
貸
付
金
の

利
子
を
学
校
の
運
営
資
金
に
充

て
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

十
分
な
資
金
調
達
は
難
し
く
、

そ
の
維
持
費
の
大
半
は
、
小
西

氏
を
は
じ
め
有
志
の
寄
付
金
で

賄
わ
れ
た
と
い
う
。
私
立
な
ら

で
は
の
大
変
な
苦
労
が
あ
っ
た

よ
う
だ
。

　
公
立
小
学
校
と
し
て
の
歩
み

　

明
治
15
年
、
公
立
小
学
校
（
尋
常

小
学
校
）
と
し
て
新
た
に
ス
タ
ー
ト

し
、
翌
年
に
は
生
徒
数
も
604
人
と

な
っ
た
。
明
治
20
年
に
は
、
鐘
楼
の

そ
び
え
立
つ
洋
風
2
階
建
て
の
立
派

な
新
校
舎
＝
写
真
右
下
＝
が
建
設
さ

れ
た
。
学
校
の
場
所
も
、
明
治
33
年

に
は
戎
町
（
現
東
リ
い
た
み
ホ
ー
ル

裏
）
に
移
転
し
、
そ
の
後
、
現
伊
丹

小
学
校
の
敷
地
へ
と
移
転
し
て
い
る
。

生
徒
数
も
、
明
治
か
ら
大
正
期
に
は

年
々
増
加
し
て
お
り
、
昭
和
16
年
に

は
、
全
生
徒
3
3
9
5
人
、
60
学
級

の
編
成
と
な
っ
た
。

　
昭
和
か
ら
平
成
を
経
て
現
在
へ

　

昭
和
15
年
、
伊
丹
町
が
稲
野
村
と

合
併
し
伊
丹
市
に
な
る
と
、
同
校
も

「
伊
丹
市
立
伊
丹
尋
常
高
等
小
学
校
」

と
改
称
さ
れ
、
翌
年
に
は
太
平
洋
戦

争
が
始
ま
る
。
戦
時
下
に
お
い
て
は
、

市
内
に
も
空
襲
に
よ
る
被
害
が
あ
り
、

敷
地
内
に
は
防
空
壕
が
掘
ら
れ
た
。

卒
業
生
や
生
徒
保
護
者
等
に
も
多
く

の
戦
没
者
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
慰

霊
祭
を
開
催
し
た
と
の
記
録
が
あ
る
。

　

戦
時
下
の
混
乱
期
を
経
て
終
戦
を

迎
え
る
と
、
小
学
校
令
発
布
と
共
に

現
在
の
「
伊
丹
小
学
校
」
に
改
称
さ

れ
た
。
今
か
ら
50
年
前
の
「
百
周
年

記
念
誌
」
に
よ
る
と
、
昭
和
30
年
以

降
の
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
生
徒

数
が
急
激
に
増
加
し
た
と
あ
る
。

　

昭
和
58
年
に
は
創
立
110
周
年
を
迎

え
、
現
在
の
酒
蔵
風
の
新
校
舎
＝
写

真
上
＝
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

　

旧
校
舎
＝
写
真
左
下
＝
は
正
面
か

ら
見
た
姿
が
戦
艦
に
似
て
い
た
た
め

「
軍
艦
校
舎
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ

て
い
た
。
当
時
の
新
聞
の
見
出
し
に

は
「
軍
艦
校
舎
さ
よ
う
な
ら
」
と
あ
り
、

旧
校
舎
は
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

平
成
に
入
る
と
景
気
の
後
退
に
加

え
、
平
成
7
年
1
月
に
阪
神
・
淡
路

大
震
災
が
発
生
。
伊
丹
市
に
お
い
て

も
、
多
数
の
建
物
が
倒
壊
す
る
な
ど

大
き
な
被
害
を
受
け
た
。
伊
丹
小
学

校
区
に
お
い
て
も
阪
急
伊
丹
駅
の
倒

壊
や
家
屋
損
壊
等
が
み
ら
れ
、
体
育

館
に
は
多
く
の
市
民
が
避
難
し
た
。

こ
の
大
き
な
災
害
の
経
験
と
記
憶
は
、

現
在
の
防
災
や
地
域
連
携
へ
の
意
識

を
よ
り
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
、

伊
丹
小
学
校
は
歩
ん
で
き
た
。
こ
の

学
び
舎
を
巣
立
っ
た
卒
業
生
た
ち
が
、

こ
れ
か
ら
も
郷
土
伊
丹
を
け
ん
引
し

て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

伊
丹
小
学
校
の
創
立
150
周
年
記
念

式
典
が
、
令
和
４
年
10
月
22
日
に
、

東
リ

い
た
み
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
前
年
に
は
、

地
域
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
方
々
と
で
構
成
さ

れ
た
創
立
150
周
年
記
念
事
業
「
実
行

委
員
会
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
実
行
委
員
会
で
は
、
創
立
150
周
年

の
節
目
の
式
典
は
子
ど
も
た
ち
を
主

役
に
し
て
や
り
た
い
と
、
子
ど
も
た

ち
の
心
に
残
る
思
い
出
に
す
る
こ
と

を
願
っ
て
計
画
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

た
く
さ
ん
の
人
々
の
愛
情
や
温
か

い
つ
な
が
り
を
肌
で
感
じ
、
子
ど
も

た
ち
に
は
ま
す
ま
す
自
分
の
通
う
伊

丹
小
学
校
に
誇
り
を
も
ち
、
そ
こ
で

学
ぶ
自
分
に
自
信
を
も
っ
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
ま
す
。

150
年
の
間
に
は
、
世
界
大
戦
や
阪

神
・
淡
路
大
震
災
を
は
じ
め
幾
多
の

困
難
や
世
相
の
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
が
、
本
校
を
卒
業
さ
れ

た
た
く
さ
ん
の
方
々
は
、
各
地
で
活

躍
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
地
球
温

暖
化
に
よ
る
気
候
変
動
や
災
害
の
多

発
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
等
々
、
先
行
き
不
透
明
で
心
配

な
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
、
本
校
で
学
ぶ
子
ど
も
た
ち
に
は
、

困
難
に
負
け
ず
、
柔
軟
な
思
考
力
と

人
を
大
切
に
す
る
優
し
さ
を
力
に
し

て
、
未
来
社
会
を
た
く
ま
し
く
生
き

抜
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
伊
丹
小
学
校
地
区
自
治

協
議
会
の
皆
様
か
ら
、
新
し
い
校
旗

＝
写
真
＝
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
真
新
し
い
校
旗
に
は
、
伊
丹

小
学
校
を
大
切
に
思
い
、
子
ど
も
た

ち
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ
て
く
だ

さ
る
地
域
の
方
々
の
熱
い
想
い
が
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。
創
立
150
周
年
を
迎

え
た
こ
の
機
に
、
今
ま
で
の
思
い
出

が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
た
旧
校
旗
と
バ

ト
ン
タ
ッ
チ
を
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
の
新
し
い
時
代
も
、
伊

丹
小
学
校
で
仲
間
と
協
力
し
、
た
く

さ
ん
の
経
験
を
と
お
し
て
、
夢
や
希

望
を
も
ち
明
る
く
成
長
し
て
い
く
子

ど
も
た
ち
の
活
躍
を
見
守
り
続
け
て

ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
1
8
3
8
）
、
昆
陽
口
村
（
現
・
宮

ノ
前
1
丁
目
）
に
、
明
倫
堂
が
創
設

さ
れ
た
。
初
代
教
頭
に
は
、
橋
本
香

坡
氏
を
迎
え
、
明
治
元
年
（
1
8
6

8
）
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
明
治
期

　
私
立
小
学
校
と
し
て
開
校

　

江
戸
時
代
、
伊
丹
は
酒
造
業
で
栄

え
経
済
的
に
発
展
す
る
と
と
も
に
、

酒
造
家
た
ち
は
文
化
活
動
へ
の
強
い

関
心
を
持
っ
て
い
た
。
天
保
9
年

伊
丹
小
学
校
の
落
成
式
（
明
治
20
年
）（
右
）
と
伊
丹
小
学
校
軍
艦
校
舎
の
前
で
（
昭
和
28
年
頃
）（
左
）

＝
市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
提
供

150

周
年
を
迎
え
て

　

伊
丹
小
学
校
が
創
立
150
周
年
を
迎
え
た
。
明
治
６
年
（
１
８
７
３
）
に
私

立
小
学
校
と
し
て
開
校
し
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
な
が
ら
現
在
も
歩
み

続
け
る
同
校
の
軌
跡
を
紹
介
す
る
。

は

は
し
も
と  

こ
う

こ  

に
し

し
ん  

う   

え  

も
ん

じ
ん
じ
ょ
う

し
ょ
う
ろ
う

え
び
す
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い
る
こ
と
、
伝
え
た
い
こ
と
の
授
業

を
す
る
イ
ベ
ン
ト
だ
。
今
回
は
9
つ

の
授
業
が
行
わ
れ
、
大
人
5
人
、
子

ど
も
7
人
、
合
計
12
人
の
先
生

が
登
壇
し
た
。
こ
こ
で
は
子
ど

も
が
先
生
を
務
め
た
授
業
か
ら

2
つ
を
紹
介
す
る
。

　
春
夏
秋
冬
飼
え
る
昆
虫
た
ち

　

昆
虫
学
者
を
目
指
す
竹
野
一

輝
（
小
学
6
年
生
）
さ
ん
は
、

身
近
な
昆
虫
や
そ
れ
ぞ
れ
の
季

節
で
出
会
え
る
昆
虫
に
つ
い
て

授
業
を
し
た
。
紹
介
さ
れ
た
昆

虫
は
、
全
て
竹
野
さ
ん
が
採
取

し
た
、
も
し
く
は
飼
っ
た
こ
と

が
あ
る
昆
虫
だ
。
ま
た
、
昆
虫

が
存
在
し
な
い
と
地
球
環
境
は

ど
う
な
る
か
等
大
人
も
興
味
を

そ
そ
ら
れ
る
考
察
も
あ
っ
た
。

　

授
業
中
は
メ
モ
を
見
る
こ
と

　

「
み
ん
な
の
寺
子
屋
」
は
、
年
齢

に
関
係
な
く
だ
れ
も
が
先
生
と
な
り
、

自
分
の
得
意
な
こ
と
や
よ
く
知
っ
て

7
月
23
日
（
土
）
、
こ
と
ば
蔵
10

周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
み
ん

な
の
寺
子
屋
」
が
開
催
さ
れ
た
。

な
く
話
し
き
り
、
ど
ん
な
質
問
に
も

淀
み
な
く
答
え
る
知
見
の
深
さ
は
、

参
加
者
を
驚
か
せ
た
。
ア
ド
リ
ブ
で

リ
ュ
ッ
ク
の
中
に
あ
る
、
昆
虫
採
集

用
の
捕
獲
ト
ラ
ッ
プ
や
、
噛
ま
れ
た

場
合
の
解
毒
薬
な
ど
に
つ
い
て
、
時

間
が
許
す
限
り
解
説
す
る
姿
は
ま
さ

に
昆
虫
博
士
だ
。

　

授
業
後
、
竹
野
さ
ん
は
「
参
加
者

が
多
く
て
、
大
人
が
き
ち
ん
と
聞
い

て
く
れ
て
、
た
く
さ
ん
質
問
も
し
て

も
ら
え
て
嬉
し
か
っ
た
」
と
話
し
て

い
た
。

　
出
張
！
漢
字
芸
閣

　

中
学
３
年
生
の
多
屋
翔
太
郎
さ
ん

と
酒
井
優
さ
ん
は
漢
字
の
授
業
を

行
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
の
「
漢
字
芸
閣
」

と
は
、
中
学
校
で
発
行
し
て
い
る
漢

字
の
魅
力
を
紹
介
す
る
通
信
の
名
前

で
あ
り
「
芸
閣
」
は
「
書
庫
・
書
斎
」

と
い
う
意
味
だ
。
2
人
は
中
学
校
の

漢
字
検
定
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ

ン
バ
ー
と
し
て
、
同
通
信
の
発
行
に

携
わ
っ
て
い
る
。
今
回
は
出
張
版
と

し
て
、
寺
子
屋
に
参
加
。
ク
イ
ズ
形

式
で
漢
字
の
奥
深
さ
を
伝
え
た
。
ク

イ
ズ
は
い
わ
ゆ
る
難
読
漢
字
の
読
み

方
や
、
現
存
す
る
漢
字
の
総
数
、
熟

語
の
由
来
を
問
う
も
の
な
ど
多
岐
に

渡
っ
た
。
他
に
も
、
参
加
者
が
ク
イ

ズ
を
考
え
、
2
人
が
答
え
る
コ
ー

ナ
ー
も
あ
り
、
授
業
は
盛
り
上
が
り

を
見
せ
た
。

　

授
業
の
終
わ
り
に
、
「
漢
字
や
言

葉
に
は
、
そ
れ
ら
を
使
っ
て
き
た

人
々
の
思
い
や
文
化
、
歴
史
が
詰

ま
っ
て
お
り
、
そ
の
世
界
は
奥
深
く

興
味
が
尽
き
る
こ
と
は
な
い
」
と

語
っ
た
。
先
生
を
務
め
た
2
人
の
漢

字
へ
の
浪
漫
の
一
端
を
、
共
有
で
き

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

参
加
者
の
1
人
は
「
子
ど
も
の
先

生
が
楽
し
そ
う
に
話
し
て
い
て
、
一

生
懸
命
さ
が
伝
わ
っ
て
き
た
」
と
話

し
た
。

　

様
々
な
年
代
の
先
生
が
イ
キ
イ
キ

と
話
す
姿
に
、
「
自
分
の
好
き
を
表

現
し
た
い
」
と
同
じ
よ
う
に
心
動
か

さ
れ
た
参
加
者
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う
。

再
び
「
み
ん
な
の
寺
子
屋
」
が
開
催

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

の
は
、
店
主
の
西
田
宏
和
さ
ん
の
お

祖
母
さ
ん
と
、
犬
を
引
い
て
い
る
の

は
お
母
さ
ん
か
。
そ
の
頃
は
西
田
写

真
館
で
は
な
く
西
田
商
店
と
し
て
、

餅
、
饅
頭
、
菓
子
な
ど
の
製
造
販
売

を
し
て
い
た
。

　

宮
前
商
店
街
は
、
呉
服
、
菓
子
、

饅
頭
、
雑
貨
、
時
計
、
種
苗
、
薬
、

文
房
具
な
ど
あ
ら
ゆ
る
業
種
の
店
が

並
び
、
尼
崎
か
ら
宝
塚
、
川
西
か
ら

も
人
が
集
ま
り
年
末
の
誓
文
払
い
の

と
き
は
、
大
阪
の
心
斎
橋
通
り
ほ
ど

の
賑
わ
い
を
み
せ
た
と
い
う
。

　

私
が
市
民
に
な
っ
た
戦
後
ま
も
な

い
昭
和
21
年
（
１
９
４
６
）
も
、
そ

の
名
残
が
あ
り
、
威
勢
の
い
い
掛
け

声
が
飛
び
交
い
、
買
い
物
は
全
部
そ

こ
で
揃
っ
た
。
子
ど
も
に
も
親
切
で

お
店
は
ど
こ
も
顔
な
じ
み
。
お
っ

ち
ゃ
ん
や
、
お
ば
ち
ゃ
ん
が
、
快
く

お
ま
け
を
く
れ
た
り
、
縁
台
に
腰
か

け
て
か
き
氷
を
食
べ
た
り
、
懐
か
し

い
商
店
街
だ
っ
た
。

　

（
郷
土
史
研
究
家　

森
本　

啓
一
）

　

現
在
、
猪
名
野
神
社
前
で
営
業
し
て
い

る
西
田
写
真
館
の
今
か
ら
百
年
ほ
ど
前
（
大

正
11
年
頃
か
）
の
写
真
を
見
つ
け
た
。
セ

ピ
ア
色
の
懐
か
し
い
写
真
。
写
っ
て
い
る

郷
土
史

こ
ぼ
れ
話
31

飼
育
し
て
い
る
昆
虫
を
紹
介
す
る
竹
野
さ
ん

ク
イ
ズ
を
出
題
す
る
多
屋
さ
ん
と
酒
井
さ
ん

宮
前
商
店
街

西
田
商
店

大
正
11
年
頃

＝
市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
提
供

最
優
秀
賞

お
り
か
え
す
半
生
う
ら
が
え
す
秋
刀
魚

藤
田　

晋
一
（
宝
塚
市
）

　

「
お
り
か
え
す
半
生
」
と
「
う
ら
が
え
す
秋
刀
魚
」
の
対
句
的
表
現
が
見
事
。

半
生
と
秋
刀
魚
が
同
格
的
に
な
っ
て
哀
感
と
お
か
し
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

「
お
り
か
え
す
」
と
「
う
ら
が
え
す
」
の
微
妙
な
違
い
も
ま
た
こ
の
句
の
味

を
深
め
て
い
る
。

優
秀
賞

秋
刀
魚
食
う
あ
な
た
の
浮
気
知
っ
て
い
る

大
野　

美
波
（
埼
玉
県
入
間
市
）

　
故
郷
の
家
を
売
る
日
の
秋
刀
魚
か
な

益
田　

信
行
（
神
戸
市
）

　
秋
刀
魚
に
は
胃
が
な
く
て
腹
寂
し
そ
う

吉
川　

拓
真
（
さ
い
た
ま
市
）

　
秋
刀
魚
焼
く
口
と
尾
が
は
み
出
し
た
ま
ま

平
良
嘉
列
乙
（
千
葉
県
松
戸
市
）

　
ブ
ル
ー
イ
ン
パ
ル
ス
が
六
機
秋
刀
魚
焼
く

堺　

紀
彦
（
滋
賀
県
高
島
市
）

最
優
秀
賞

父
さ
ん
と
母
さ
ん
に
手
を
振
ら
な
く
ち
ゃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
転
木
馬
に
跨
る
と
き
は

池
本
椿
（
尼
崎
市
）

　

遊
園
地
は
別
世
界
。
楽
し
い
け
れ
ど
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
、
幼
い
頃
を

思
い
出
し
た
り
す
る
。
そ
う
回
転
木
馬
に
跨
る
と
幼
い
頃
に
も
ど
っ
て
父

と
母
探
し
て
し
ま
う
あ
の
感
じ
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
複
雑
な
心
境
が
「
振
ら
な

く
ち
ゃ
」
に
あ
る
。

優
秀
賞

お
そ
ろ
い
の
カ
チ
ュ
ー
シ
ャ
を
し
て
ダ
ン
ボ
ら
の
駆
け
ゆ
く
空
は
ひ
と
き
わ
青
く

菅
澤　

真
央
（
神
戸
市
）

　
ゆ
あ
ゆ
よ
ん
中
也
の
忌
に
は
遊
園
地
観
覧
車
か
ら
海
を
見
て
い
た

井
上
火
水
（
宮
城
県
岩
沼
市
）

　
閉
所
と
か
無
理
だ
か
ら
な
ん
も
乗
れ
ん
け
ど
君
と
観
覧
車
を
見
て
み
た
い

枇
杷　

陶
子
（
大
阪
府
高
槻
市
）

　
駆
け
て
ゆ
く
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
の
馬
に
乗
り
ノ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ヒ
ル
の
青
い
書
店
に

知
地  

一
代
（
神
戸
市
）

工
場
の
夜
景
め
ぐ
り
に
組
み
込
ま
れ
レ
イ
ン
ボ
ー
観
覧
車
稼
動
中

渡
辺　

啓
子
（
神
戸
市
）

　

次
回
の
兼
題
は
、
俳
壇
は
「
あ
の
ね
」
、
歌
壇
は
「
夢
」

と
し
ま
す
。
応
募
は
１
人
各
１
作
品
、
自
作
未
発
表
作
品

に
限
る
。
応
募
締
切
は
12
月
15
日
（
必
着
）
。
伊
丹
俳
壇
の

最
優
秀
賞
に
は
図
書
券
千
円
を
、
ま
た
伊
丹
歌
壇
の
最
優

秀
賞
に
は
、
『
ゴ
ダ
ー
ル
の
悪
夢
』
（
尾
崎
ま
ゆ
み
著
）
を

進
呈
。
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
利
用
す
る
と
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
も
応
募
で
き
る
。
問
い
合
わ
せ
は
、
こ
と
ば
蔵
へ
。

伊
丹
俳
壇

「
秋
刀
魚
」
坪
内
稔
典　

選

（
市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
名
誉
館
長
）

伊
丹
歌
壇

「
遊
園
地
」
尾
崎
ま
ゆ
み

選

（
「
玲
瓏
」
選
者
編
集
委
員
。
神
戸
新
聞
文
芸

　

短
歌
選
者
。
現
代
歌
人
協
会
会
員
）

10
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
「
み
ん
な
の
寺
子
屋
」
開
催

子
ど
も
も
大
人
も
み
ん
な
先
生
、
生
徒
！

　
ブ
ル
ー
イ
ン
パ
ル
ス
が
六
機
秋
刀
魚
焼
く

れ
い
ろ
う

い

つ

た
け  

の

き

う
ん
か
く

さ
か  

い

ゆ
う

た  

や

し
ょ
う

た  

ろ
う

に
し

だ

せ
い
も
ん

ひ
ろ

か
ず
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現

代

人

物

風

景

看
板
商
品
で
あ
る
本
格
抹
茶
の
グ

リ
ー
ン
テ
ィ
ー
『
元
祖
』（
200
㌘
600
円
）

は
、
抹
茶
と
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖
の
み
を

材
料
に
一
番
香
り
が
引
き
立
つ
よ
う

に
ブ
レ
ン
ド
さ
れ
て
い
る
。
パ
ッ

ケ
ー
ジ
の
「
村
重
た
み
ま
る
」
も
可

愛
い
。
『
元
祖
』
は
店
頭
販
売
も
さ

れ
そ
の
場
で
直
ぐ
に
飲
む
こ
と
も
出

来
る
（
小
サ
イ
ズ
150
円
）
。
猛
暑
日

に
飲
む
と
、
程
よ
い
冷
た
さ
と
爽
や

か
な
喉
越
し
を
感
じ
、
あ
ま
り
の
美

味
し
さ
に
暑
さ
も
吹
き
飛
び
、
思
わ

ず
「
美
味
し
い
」
と
口
を
つ
い
て
出

て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
一
服
の
茶

は
生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
味
と
も
な
り

得
る
。

　

伊
丹
で
買
っ
た
お
茶
は
一
味
違
う

と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
常
に

「
ト
ッ
プ
の
味
」
を
目
指
し
て
芝
田

さ
ん
は
今
日
も
奮
闘
す
る
。

（
米
田　

と
も
こ
）

※

価
格
は
全
て
税
抜

　

伊
丹
市
中
央
5

-

3

-

40

　

午
前
10
時
〜
午
後
6
時

　

℡
072
・
770

-

3
3
4
4

写
真
＝
の
長
年
の
経
験
で
培
っ
た
絶

妙
な
配
合
と
手
作
業
に
よ
り
作
ら
れ

て
い
る
。

　

冒
頭
で
も
紹
介
し
た
『
村
重
』

（
450
円
）
は
香
り
が
際
立
つ
煎
茶
。『
伊

丹
郷
』
（
450
円
）
は
抹
茶
が
多
く
配

合
さ
れ
た
水
出
し
の
急
須
用
深
蒸
し

茶
。
『
有
岡
城
』
（
500
円
）
は
自
然
の

玉
露
と
も
呼
ば
れ
る
知
覧
茶
「
あ
さ

つ
ゆ
」
と
い
う
品
種

の
茶
葉
で
、
甘
み
と

同
時
に
深
い
旨
み
が

出
る
お
茶
だ
。
他
に

も
香
り
を
引
き
立
た

せ

た
『
至

誠
』
と
、

甘
み
を
重
視
し
て
作

ら
れ
た
『
永
遠
』
も

特
に
お
勧
め
と
の
こ

と
（
共
に
千
円
）
。

　

抹
茶
に
注
目
す

る

と
、
香

島

園

の

V
i
V
a 
伊
丹
サ
ン
ロ
ー
ド
商
店

街
に
一
風
変
わ
っ
た
茶
壺
の
看
板
が

目
を
惹
く
「
茶
道　

香
島
園
」
。
店

内
に
は
、
『
村
重
』
や
『
有
岡
城
』

等
伊
丹
に
ゆ
か
り
の
あ
る
名
前
の
お

茶
が
並
ぶ
。

　

香
島
園
の
茶
は
、
宇
治
、
静
岡
、

知
覧
等
の
産
地
か
ら
仕
入
れ
た
茶
葉

を
店
主
で
あ
る
芝
田
精
依
子
さ
ん
＝

キ
や
気
づ
き
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
、

年
齢
や
職
業
、
グ
ル
ー
プ
に
応
じ
て

内
容
を
考
え
る
と
言
う
。
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
増
や
す
た
め
、
自
身
の
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
も
欠
か
さ
な
い
。

　

普
喜
さ
ん
は
「
多
く
の
人
が
今
あ

る
命
の
大
切
さ
を
学
び
、
自
ら
や
身

近
な
ひ
と
の
命
を
守
る
手
段
を
身
に

つ
け
る
こ
と
で
、
社
会
全
体
の
防
災
・

救
助
の
意
識
は
高
ま
る
。
僧
侶
で
あ

る
私
が
す
す
ん
で
し
な
け
れ
ば
！
と

い
う
使
命
感
が
活
動
を
続
け
る
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
」
と
語

る
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
伊
丹
で
の
地
域
貢

献
と
趣
味
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
と
お

し
て
、
人
を
助
け
る
活
動
を
続
け
る

と
い
う
。
常
に
休
む
こ
と
の
無
い
住

職
で
あ
る
。

（
細
尾　

哲
也
）

カ
ウ
ト
に
入
団
し
、
数
多
く
の
レ
ス

キ
ュ
ー
研
修
を
受
け
、
そ
の
経
験
を

活
か
し
て
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
、

同
団
の
指
導
員
を
続
け
て
き
た
。
人

命
救
助
の
大
切
さ
に
改
め
て
目
覚
め

た
き
っ
か
け
は
、
26
歳
で
入
団
し
た

地
元
の
消
防
団
の
活
動
を
通
じ
て
、

レ
ス
キ
ュ
ー
隊
員
か
ら
水
難
救
助
を

学
ん
だ
こ
と
だ
。
退
団
後
は
自
ら
水

難
救
助
の
団
体Japan W

ater A
ctive 

L
ife-Saving T

eam

（
略
称JW

L
T

）

を
設
立
し
た
。

　

地
域
と
の
連
携
活
動
も
積
極
的
に

行
い
、
5
年
前
か
ら
は
宝
塚
や
伊
丹

の
小
学
校
で
小
学
5
・
6
年
生
を
対

象
の
着
衣
水
泳
訓
練
を
実
施
し
て
い

る
。
他
に
も
大
人
を
対
象
と
し
た
避

難
所
設
営
・
運
営
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
や
水
難
発
生
時
の
ロ
ー
プ
や

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
使
っ
た
救
助
の
訓

練
な
ど
実
践
型
の
講
習
会
も
開
催
し

て
い
る
。
講
座
や
講
習
会
で
は
、
参

加
者
が
知
識
だ
け
で
な
く
、
ヒ
ラ
メ

任
指
導
員
と
し
て
、
災

害
や
水
難
事
故
か
ら
の

救
助
訓
練
を
通
じ
て
人

の
命
を
守
る
大
切
さ
を

伝
え
て
い
る
。

　

普
喜
さ
ん
は
、
小
学

生
の
時
か
ら
ボ
ー
イ
ス

　

趣
味
は
、
人
を
助
け
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
。
普
喜
正
隆
さ
ん
は
、
市
内

中
野
に
あ
る
常
休
寺
の
住
職
と
し

て
、
仏
の
教
え
を
人
々
に
伝
え
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
防
災
士
と
し
て

「
伊
丹
防
災
士
の
会
」
の
会
長
を
務

め
、
一
般
社
団
法
人
水
難
学
会
の
主

郷
土

土
産
品

紹

介 一服
の
茶
は
一
期
一
会
の
出
会
い
な
り

茶
道
　
香
島
園

老舗探訪

あ さ ひ
定休日 毎週月曜日（祝日の場合は火曜日）

伊丹市東野1-69　℡072-784-4959

　

ひ
っ
そ
り
と
し
た
住
宅
地
に
構
え

る
存
在
感
あ
る
昭
和
レ
ト
ロ
風
の
飲

食
店
。
店
頭
の
メ
ニ
ュ
ー
陳
列
棚
に

飾
ら
れ
た
昔
な
が
ら
の
食
品
サ
ン
プ

ル
が
昭
和
の
伝
統
を
伝
え
る
。
店
名

は
「
昇
る
太
陽
の
よ
う
な
勢
い
と
輝

き
」
に
ち
な
ん
で
「
あ
さ
ひ
」
と
ネ
ー

ミ
ン
グ
し
た
。

　

昭
和
2
年
（
1
9
2
7
）
、
現
在

の
伊
丹
市
清
水
に
食
堂
を
創
業
。
現

在
の
サ
ン
ロ
ー
ド
商
店
街
（
中
央
）

に
あ
っ
た
清
涼
飲
料
水
の
製
造
工
場

の
従
業
員
用
食
堂
を
経
て
、
同
46
年

に
現
地
に
移
転
し
た
。

　

看
板
の
人
気
メ

ニ
ュ
ー
は
日
替
わ
り

の
「
気
ま
ぐ
れ
サ
ー

ビ
ス
」
（
み
そ
汁
付

き
）
。
主
に
チ
キ
ン

カ
ツ
や
と
ん
か
つ
、

ハ
ム
エ
ッ
グ
な
ど
の

定
食
（
通
常
税
込
み

千
円
）
を
700
〜
900
円

で
提
供
。
カ
ツ
は
大

き
く
、
カ
ラ
ッ
と
揚
が
っ
て
お
り
、

ボ
リ
ュ
ー
ム
抜
群
で
食
べ
ご
た
え
十

分
。
自
衛
隊
員
も
常
連
さ
ん
だ
。

　

熱
々
の
鉄
板
で
食
べ
る
具
だ
く
さ

ん
の
イ
タ
リ
ア
ン
ス
パ
ゲ
テ
ｨ
（
卵

入
り
、
850
円
）
、
チ
キ
ン
や
キ
ノ
コ

の
オ
ム
ラ
イ
ス
（
各
800
円
）
、
揚
げ

た
て
の
か
つ
丼
（
同
）
も
好
評
。
ご

飯
は
「
米
の
食
味
ラ
ン
キ
ン
グ
」
で

最
高
ラ
ン
ク
の
特
Ａ
を
受
賞
し
た
島

根
県
産
を
使
用
。
女
性
用
の
小
盛
り

メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
た
気
遣
い
が
う

れ
し
い
。

　

「
新
鮮
な
素
材
の
う
ま
さ
を
最
大

限
引
き
出
す
よ
う
努
力
し
、
作
り
た

て
の
お
い
し
い
手
料
理
を
お
出
し
す

る
よ
う
工
夫
し
て
い
ま
す
」
と
３
代

目
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
、
松
田
和
彦

さ
ん
（
68
）
＝
写
真
右
＝
。
注
文
を

受
け
て
初
め
て
冷
蔵
庫
か
ら
エ
ビ
を

取
り
出
し
て
殻
を
む
く
。
新
鮮
な
素

材
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
目
撃
し
た

利
用
客
は
び
っ
く
り
す
る
と
い
う
。

接
客
担
当
の
妻
、
初
江
さ
ん
＝
写
真

左
＝
と
二
人
三
脚
で
店
を
支
え
る
。

　

松
田
さ
ん
は
高
校
時
代
か
ら
、
京

阪
神
の
飲
食
店
を
食
べ
歩
き
、
大
胆

に
も
店
か
ら
直
接
、
お
い
し
い
料
理

の
レ
シ
ピ
を
聞
き
出
し
、
新
た
な
メ

ニ
ュ
ー
の
開
発
に
生
か
し
た
。
料
理

に
対
す
る
飽
く
な
き
探
究
心
が
100
種

以
上
の
メ
ニ
ュ
ー
を
一
人
で
こ
な
す

原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。

　

あ
と
５
年
で
創
業
100
年
の
節
目
を

迎
え
る
。
連
綿
と
続
く
地
域
密
着
型

店
舗
は
親
子
代
々
、
の
れ
ん
を
く
ぐ

る
多
く
の
な
じ
み
客
を
育
ん
だ
。「
お

客
さ
ま
に
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
て
も
ら

い
、
『
う
ま
か
っ
た
。
ま
た
来
る
わ
』

と
満
足
し
て
帰
っ
て
も
ら
う
の
が
喜

び
」
と
松
田
さ
ん
は
笑
顔
で
話
す
。

根
っ
か
ら
の
料
理
人
で
あ
る
。

「
あ
さ
ひ
」
▽
営
業
時
間
＝
10
時
30
分

〜
21
時
（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
20
時
30

分
）
▽
テ
ー
ブ
ル
と
カ
ウ
ン
タ
ー
が

計
40
席
▽
店
内
に
コ
ミ
ッ
ク
本
300
冊

あ
り　
　
　
　
　
　

（
奥
山　

正
弘
）

写
真
協
力
＝
西
田
写
真
館

る
ラ
イ
ト
な
も
の
ま
で
多
様
な
催
し

を
や
っ
て
い
き
た
い
。

　

そ
の
中
で
せ
っ
か
く
、
こ
と
ば
蔵
、

旧
岡
田
家
酒
蔵
、
長
寿
蔵
の
「
三
蔵
」

が
揃
っ
て
い
る
の
で
連
携
し
た
イ
ベ

ン
ト
を
や
り
た
い
！
と
い
う
妄
想
を

抱
い
て
い
る
の
で
、
こ
と
ば
蔵
の
職

員
の
方
、
よ
ろ
し
く
。（

と
き
わ
喜
多
）

た
こ
と
を
覚
え
て
ま
す
。

　

あ
と
で
聞
い
た
こ
と
で
、
最
終
選

考
会
は
横
浜
で
行
わ
れ
た
の
だ
が
、

そ
の
選
考
結
果
を
当
日
、
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
こ
と
ば
蔵
に
て
待
っ
て
て
く

だ
さ
っ
た
方
が
何
人
も
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
の
を
聞
き
、
よ
り
こ
み
上

げ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
を
想
い
だ
し

た
。
ホ
ン
ト
に
こ
と
ば
蔵
10
周
年
、

お
め
で
と
う
！

　
三
蔵
で
何
か
や
る
妄
想

　

拙
者
、
実
は
４
月
か
ら
こ
と
ば
蔵

近
く
の
長
寿
蔵
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で

ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

７
月
に
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
行

い
、
い
い
ス
タ
ー
ト
を
切
れ
た
♪

　

長
寿
蔵
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
講
座
、

体
験
も
の
、
清
酒
と
○
○
（
最
初
は

和
菓
子
の
予
定
）
な
ど
、
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
も
の
か
ら
、
気
軽
に
参
加
で
き

　

こ
と
ば
蔵
お
め
で
と
う
！
10
歳
に

な
る
ん
や
ね
。
思
え
ば
、
千
僧
の
地

か
ら
宮
ノ
前
へ
移
る
際
は
色
々
、
あ

り
ま
し
た
な
。
紆
余
曲
折
あ
っ
た
中

で
、
め
で
た
し
め
で
た
し
。

　

多
く
の
人
に
愛
さ
れ
、
ご
利
用
い

た
だ
い
て
10
年
！
や
っ
ぱ
り
思
い
出

す
の
はL

ibrary of the Y
ear 2016

大
賞
受
賞
で
す
な
。
最
終
選
考
の
４

団
体
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
が
、
本

命
視
さ
れ
て
い
た
図
書
館
も
あ
り

（
笑
）
そ
こ
で
勝
ち
抜
け
る
自
信
は

な
か
っ
た
の
で
、
最
終
選
考
の
プ
レ

ゼ
ン
は
緊
張
の
中
で
も
楽
し
く
で
き

31

命の大切さを伝える和尚
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こ
と
ば
蔵
10
周
年
に
寄
せ
て

伊
丹
防
災
士
の
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

こ
ち
ら
↓

ま
つ

だ

か
ず
ひ
こ

は
つ

え

し
ば  

た

ち  

ら
ん

せ

こ

い

せ
い

し

と
こ

と
わ

ふ　

き
し
ょ
う
り
ゅ
う

令和4年（2022年） 10月31日（3） 第 51 号 伊 丹 公 論

伊 丹 市 立 図 書 館 　 ことば 蔵

復 刊



秋バラ 見頃秋バラ 見頃
荒牧バラ公園

田
ん
ぼ
道
歩
く
の
が
好
き
柿
熟
れ
て

　

市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
柿
衞

文
庫
に
あ
る
台
柿
は
珍
し
い
柿
で
、

他
に
も
こ
と
ば
蔵
や
、
老
松
酒
造
さ

ん
の
心
持
ち
で
市
民
に
提
供
さ
れ
て

い
る
老
松
丹
水
の
横
、
防
災
セ
ン

タ
ー
、
宮
西
ガ
ー
デ
ン
、
そ
し
て
私

の
家
に
も
東
野
の
方
か
ら
買
っ
た
台

柿
の
挿
し
木
が
一
本
植
え
て
あ
る
。

　

柿
の
花
は
い
っ
ぱ
い
咲
く
が
ド

サ
ー
と
落
ち
る
。
こ
れ
は
「
ジ
ュ
ー

ン
ド
ロ
ッ
プ
」
と
言
わ
れ
る
。
大
分

あ
か
く
な
っ
た
な
ぁ
と
思
う
と
カ
ラ

ス
が
狙
っ
て
い
て
食
べ
ら
れ
る
。
対

策
で
、
黒
い
網
を
か
ぶ
せ
る
。
カ
ラ

ス
が
食
べ
て
ま
だ
早
い
な
あ
と
半
分

残
し
て
い
る
。
う
ー
ん
腹
が
立
つ
。

少
し
早
い
目
に
と
っ
て
熟
す
ま
で

待
っ
て
ス
プ
ー
ン
で
と
ろ
ー
り
と
お

い
し
い
あ
の
台
柿
は
渋
柿
だ
。
ト
ク

に
お
酒
の
あ
と
は
最
高
! !

（
平　

き
み
え
）

の
間
に
か
寝
落
ち
し
て
し
ま
い
、

ロ
ー
ソ
ク
の
火
が
障
子
に
う
つ
っ

て
燃
え
た
ら
し
い
。
敷
居
も
30
㌢

程
焦
げ
て
い
た
。

　

十
四
、
五
才
の
頃
、
田
舎
で
は

お
や
つ
は
季
節
の
果
物
だ
っ
た
。

私
は
ト
ク
に
秋
の
柿
が
好
き
。
栗
、

い
ち
じ
く
、
枝
豆
、
紫
頭
巾
の
黒

豆
も
お
い
し
い
。
豆
の
出
荷
の
時

期
は
手
伝
い
に
帰
り
ま
す
。
で
も

コ
ロ
ナ
で
こ
の
と
こ
ろ
帰
っ
て
い

ま
せ
ん
が…

　
柿
の
木
を
倒
す
姉
い
て
冬
の
雷

　

三
十
年
前
の
秋
、
柿
の
成
り
た

る
日
、
故
郷
で
柿
を
取
り
に
行
く
事

に
。
四
人
位
だ
っ
た
と
思
う
が
、ス
ー

パ
ー
の
袋
を
た
く
さ
ん
持
ち
、
竹
竿

を
使
っ
た
り
、
手
の
届
く
枝
は
引
っ

ぱ
っ
た
り
し
て
、
柿
を
と
る
。
少
し

熟
れ
た
の
は
か
ぶ
り
つ
き
、
百
目
柿
、

く
ぼ
柿
、
富
有
柿
、
渋
柿
等
の
種
類

が
あ
っ
た
。
父
が
挿
し
木
を
す
る
時

は
必
ず
つ
い
て
い
っ
た
。

　

顔
に
水
を
い
き
な
り
掛
け
ら
れ

目
を
覚
ま
し
た
。
何
が
何
や
ら
わ

か
ら
な
い
。
ぼ
ー
っ
と
し
て
い
る

と
え
ら
い
見
幕
で
父
に
怒
ら
れ
た
。

家
が
全
焼
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　

実
は
家
族
が
寝
た
頃
、
柿
を
か

ご
い
っ
ぱ
い
に
盛
っ
て
枕
元
に
置

い
て
腹
ば
い
で
寝
て
、
ロ
ー
ソ
ク

の
明
か
り
で
本
を
読
み
な
が
ら
柿

を
食
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
つ

林やよい
伊丹市在住。毎日新聞兵庫版にイラスト

エッセイ「くるまいすまいる」連載中。

柿、柿、柿

きまぐれコラム

元おかみの

伊
丹
市
役
所

新
庁
舎

11
月
28
日
オ
ー
プ
ン

活
用
し
建
設
さ
れ
ま
す
。

　

新
庁
舎
の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
設
計
を
新
国
立
競
技
場
な
ど
を

手
掛
け
世
界
的
に
も
有
名
な
建
築
家

の
隈
研
吾
氏
が
担
当
。
設
計
に
あ
た

っ
て
は
「
伊
丹
の
歴
史
を
現
代
に
つ

な
ぐ
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
計
コ
ン

セ
プ
ト
の
一
つ
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
新
庁
舎
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
江

戸
時
代
に
酒
の
ま
ち
と
し
て
栄
え
、

多
く
の
酒
蔵
が
軒
を
並
べ
た
伊
丹
の

街
並
み
を
継
承
す
べ
く
、
白
壁
を
基

調
と
し
つ
つ
木
調
パ
ネ
ル
を
活
用
す

る
な
ど
周
辺
環
境
に
調
和
し
た
陰
影

の
あ
る
外
観
デ
ザ
イ
ン
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　
新
た
な
魅
力
が
広
が
る
庁
舎

　

新
庁
舎
整
備
計
画
で
は
、
そ
の
建

設
地
の
歴
史
や
文
化
を
継
承
し
つ

つ
、
時
代
に
合
わ
せ
た
「
リ
ボ
ー
ン
」

を
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
緑
地
内
の
ク
ス
ノ
キ
に
つ

い
て
、
北
西
の
角
は
新
庁
舎
に
お
け

る
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
と
し
て
活
用

し
、
伐
採
し
た
ク
ス
ノ
キ
は
新
庁
舎

の
建
設
材
料
と
し
て
活
用
す
る
と
と

も
に
、
伊
丹
市
ゆ
か
り
の
現
代
彫
刻

家
で
あ
る
三
沢
厚
彦
氏
と
棚
田
康
司

氏
が
手
掛
け
る
彫
刻
に
な
っ
て
新
庁

舎
に
戻
っ
て
き
ま
す
。※

1

　

そ
の
他
、
生
育
状
態
の
良
い
木
々

は
市
内
の
公
園
に
移
植
す
る
と
と
も

に
、
里
帰
り
桜
、
返
礼
の
ハ
ナ
ミ
ズ

キ
、
台
柿
や
市
民
を
楽
し
ま
せ
て
き

た
枝
垂
れ
サ
ク
ラ
は
、
伊
丹
市
の
伝

統
技
術
で
あ
る
接
ぎ
木
に
よ
っ
て
新

し
く
整
備
し
た
今
池
緑
地
に
植
樹
す

る
な
ど
、
市
内
各
所
に
お
い
て
溢
れ

る
緑
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
新
庁
舎
を
市
民
の
「
新

し
い
公
園
」
と
し
て
、
猪
名
野
神
社

か
ら
昆
陽
池
公
園
ま
で
伸
び
て
い
る

グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
と
旧
西
国
街
道
を

新
た
に
繋
ぐ
結
節
点
と
位
置
づ
け
、

公
園
と
緑
で
つ
な
ぐ
「
グ
リ
ー
ン
ネ

ッ
ク
レ
ス
」
を
伊
丹
の
ま
ち
に
創
出

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
＝
写
真
左

下
。

　

こ
の
よ
う
に
、
新
庁
舎
は
さ
ま
ざ

ま
な
側
面
で
歴
史
と
文
化
を
継
承
し

な
が
ら
整
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

オ
ー
プ
ン
ま
で
残
り
１
か
月
を
切
り

ま
し
た
。
ど
う
そ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

※

1　

同
彫
刻
は
９
月
10
日
か
ら
11

月
６
日
ま
で
、
宮
ノ
前
の
伊

丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
月
曜
日

休
館
）
で
の
「
建
築
と
彫
刻

の
交
差
展
」
で
公
開
中
で
す
。

　

庁
舎
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
昭
和

47
年
（
１
９
７
２
）
に
供
用
が
始
ま

っ
た
現
庁
舎
は
３
代
目
と
な
り
、
そ

の
建
設
地
は
か
つ
て
昆

陽
池
に
連
な
る
今
池
の

一
部
で
し
た
。
今
池
は

都
市
化
に
よ
る
人
口
の

増
加
と
農
地
の
減
少
に

伴
い
、
昭
和
38
年
か
ら

45
年
に
か
け
て
埋
め
立

て
ら
れ
、
国
道
171
号
、

千
僧
浄
水
場
、
そ
し
て

現
庁
舎
な
ど
の
建
設
地

と
し
て
活
用
さ
れ
ま
し

た
＝
写
真
右
下
。
現
庁

舎
に
併
設
さ
れ
た
緑
地

広
場
は
ク
ス
ノ
キ
や
サ

ク
ラ
な
ど
が
植
樹
さ

れ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー

ト
と
な
る
「
白
鳥
の
泉
」

と
い
っ
た
石
群
と
噴
水

な
ど
に
よ
り
、
市
民
の

憩
い
の
場
と
し
て
庁
舎

と
共
に
長
年
に
渡
り
親

し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　
伊
丹
の
歴
史
を
継
承

　

４
代
目
と
な
る
新
庁

舎
＝
写
真
上
＝
は
、
現

庁
舎
と
国
道
171
号
の
間

に
あ
っ
た
緑
地
広
場
を

　

現
在
の
伊
丹
市
庁
舎
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
と
し
て
50
年
に
亘
り
市
民

の
み
な
さ
ま
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
耐
震
性
の
不
足
や
老
朽
化
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
の
対
応
な
ど
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
る
な
か
、

熊
本
地
震
を
教
訓
と
し
て
免
震
構
造
を
備
え
た
新
庁
舎
が
新
し
く
生
ま
れ
変
わ

り
ま
す
。

　

秋
は
荒
牧
バ
ラ
公
園
＝
写
真
＝
の

「
秋
バ
ラ
」
が
見
頃
だ
。
バ
ラ
は
春

（
5
月
中
旬
か
ら
6
月
中
旬
）
と
秋

（
10
月
中
旬
か
ら
11
月
中
旬
）
が
見

頃
だ
が
、
季
節
に
よ
っ
て
咲
き
方
に

違
い
が
あ
る
。

　

春
バ
ラ
は
見
た
目
が
華
や
か
で
あ

る
一
方
、
秋
バ
ラ
は
一
輪
ず
つ
が
深

い
色
合
い
で
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

と
な
る
。
ま
た
、
気
温
が
下
が
る
た

め
花
持
ち
が
良
く
な
り
、
長
期
間
楽

し
め
る
の
も
特
徴
だ
。
心
地
よ
い
秋

空
の
下
、
荒
牧
バ
ラ
公
園
で
可
憐
な

バ
ラ
の
鑑
賞
を
し
て
は
い
か
が
だ
ろ

う
か
。

　

「
荒
牧
バ
ラ
公
園
」
▽
開
園
時
間
＝

9
時
〜
17
時
（
季
節
に
よ
り
変
更
あ

り
）
▽
休
園
日
＝
火
曜
日
（
11
月
は

毎
日
開
園
し
て
い
ま
す
。
）

市
民
に
愛
さ
れ
50
年

ふ  

ゆ
う

さ

ひ
ゃ
く
め

む
ら
さ
き

ず   

き
ん

み  

さ
わ

あ
つ

ひ
こ

た
な  

だ  

こ
う  

じ

く
ま

け
ん  

ご
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荒
牧
バ
ラ
公
園

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は

こ
ち
ら
↓


